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「三貴庭」東京都　外務本省中庭「聴閑庭」神奈川県　個人邸宅

「月心荘」山梨県　個人邸宅

「六根清浄の庭」神奈川県　個人邸宅

昨
年
来
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ

ル
ス
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に

よ
っ
て
、
生
き
方
全
般
を
通
し
て

の
見
直
し
、
立
て
直
し
が
求
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
の
働
き

方
改
革
、
暮
ら
し
方
改
革
は
、
順

調
に
進
ん
で
い
る
で
し
ょ
う
か
。

ポ
イ
ン
ト
に
な
る
の
は
時
間
の

管
理
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
と
り
わ

け
、
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
中
心
の
仕

事
を
し
て
い
る
方
は
、
管
理
が
自

分
に
ま
か
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す

か
ら
、
し
っ
か
り
そ
れ
を
し
て
い

か
な
い
と
、
一
日
を
充
実
し
て
送

れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
そ

う
で
す
。

管
理
の
要
諦
は
「
朝
」
に
あ
り

ま
す
。
毎
朝
、
早
め
の
決
ま
っ
た

時
間
に
起
き
る
。
そ
し
て
、
起
床

し
た
ら
す
ぐ
に
窓
を
い
っ
ぱ
い
に

開
け
て
外
の
新
鮮
な
空
気
を
取
り

込
み
、
そ
の
な
か
で
大
き
く
数
回

深
呼
吸
を
し
ま
し
ょ
う
。
血
液
の

め
ぐ
り
が
よ
く
な
っ
て
、
身
体
が

シ
ャ
キ
ッ
と
目
覚
め
ま
す
。

朝
の
ル
ー
テ
ィ
ン
に
し
て
い
た

だ
き
た
い
の
が
「
掃
除
」
で
す
。

禅
で
は
、
掃
除
を
単
に
そ
の
場
を

片
づ
け
、
綺
麗
に
す
る
こ
と
で
あ

る
、
と
は
考
え
ま
せ
ん
。
そ
の
こ

と
を
超
え
て
、
こ
こ
ろ
の
塵
や
埃

を
払
い
、
磨
く
こ
と
で
あ
る
、
と

捉
え
る
の
で
す
。

こ
ん
な
禅
語
が
あ
り
ま
す
。

「
一
掃
除
二
信
心
」

仏
の
道
を
志
す
者
に
と
っ
て
も

っ
と
も
大
切
な
信
心
よ
り
、
掃
除

を
上
位
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

ど
れ
ほ
ど
掃
除
に
重
き
が
置
か
れ

て
い
る
か
が
、
わ
か
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
掃
除
に
対
す
る

〝
新
た
な
認
識
〟
を
も
っ
て
く
だ

さ
い
。

も
ち
ろ
ん
、
朝
の
時
間
帯
で
す

か
ら
、
掃
除
に
長
い
時
間
は
か
け

ら
れ
ま
せ
ん
。
一
〇
分
間
で
い
い

の
で
す
。
今
日
は
キ
ッ
チ
ン
、
明

日
は
玄
関
、
明
後
日
は
ト
イ
レ

…
…
と
い
う
具
合
に
、
そ
の
日
に

や
る
場
所
を
一
か
所
決
め
て
取
り

組
み
ま
し
ょ
う
。
こ
の
方
式
を
実

践
す
れ
ば
、
一
週
間
で
家
の
主
な

ス
ペ
ー
ス
の
掃
除
が
で
き
、
週
末

に
ま
と
め
て
や
る
必
要
が
な
く
な

り
ま
す
。

掃
除
に
か
ぎ
っ
た
こ
と
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
禅
の
鉄
則
は
ど
ん

な
こ
と
も
、
こ
こ
ろ
を
込
め
て
、

て
い
ね
い
に
、
お
こ
な
う
と
い
う

こ
と
で
す
。
そ
う
す
る
か
ら
、
掃

除
を
終
え
た
と
き
に
、
清
々
し
く
、

さ
わ
や
か
な
こ
こ
ろ
に
な
れ
る
の

で
す
。

そ
れ
が
、
一
日
を
始
め
る
う
え

で
最
高
の
心
の
在
り
様
だ
と
い
う

こ
と
は
、
あ
ら
た
め
て
い
う
ま
で

も
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
季
節
は
春
。

森
羅
万
象
が
〝
い
の
ち
〟
を
あ
ざ

や
か
に
、
み
ず
み
ず
し
く
輝
か
せ

て
い
る
こ
の
時
期
、
近
く
を
散
歩

し
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

清
々
し
く
、
さ
わ
や
か
に
な
っ

た
こ
こ
ろ
で
、
一
年
で
い
ち
ば
ん

や
わ
ら
か
く
、
や
さ
し
い
自
然
を
、

思
い
き
り
感
じ
る
。
五
感
を
介
し

て
身
体
に
も
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
吹
き

込
ま
れ
、
充
実
の
一
日
に
向
け
た

万
全
の
態
勢
が
整
い
ま
す
。

い
ま
こ
そ

禅
に
ふ
れ
る
と
き

枡
野
俊
明

一
日
を
充
実
さ
せ
る

 

「
朝
」の
作
法

ま
す
の
・
し
ゅ
ん
み
ょ
う

１
９
５
３
年
、
神
奈
川
県
生

ま
れ
。
建
功
寺
（
横
浜
市
鶴

見
区
）
住
職
。
多
摩
美
術
大

学
環
境
デ
ザ
イ
ン
学
科
教
授
。

住
職
で
あ
り
な
が
ら
庭
園
デ

ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
も
高
い
評

価
を
得
て
い
る
。
祇
園
寺
紫

雲
台
庭
園
『
龍
門
庭
』
な
ど

国
内
外
多
数
の
庭
園
作
品
を

手
が
け
る
。『
心
に
美
し
い

庭
を
つ
く
り
な
さ
い
。』
な

ど
著
作
多
数
。
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き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
は
じ
め
に

石
澤
先
生
、
教
育
者
・
研
究
者
と
し
て

も
、
日
常
生
活
は
大
き
く
変
わ
り
ま
し

た
で
し
ょ
う
。

石
澤	

今
も
っ
て（
令
和
三
年
一
月
七
日
時
点
）、

大
学
は
閉
鎖
し
て
い
ま
す
。
東
京
四
谷

の
上
智
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
に
は
、
入

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
平
常
時
は
あ

の
キ
ャ
ン
パ
ス
だ
け
で
一
日
五
千
人

（
延
べ
人
数
）
が
動
き
ま
す
か
ら
、
感
染

防
止
の
観
点
か
ら
稼
働
は
厳
し
い
わ
け

で
す
。
現
在
卒
業
論
文
作
成
の
た
め
に
、

図
書
館
は
部
分
的
に
開
け
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
地
域
に
存
続
す
る
社
寺
仏

閣
と
そ
の
役
割
は
重
要
で
あ
り
ま
す
。

今
回
の
こ
の
コ
ロ
ナ
禍
で
は
、
人
び
と

の
不
安
に
寄
り
添
う
活
動
が
求
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
コ
ロ
ナ
に
関
す
る
報
道
や

世
の
中
の
動
き
を
見
て
き
ま
し
て
、

「
視
界
の
不
良
」
を
感
じ
て
い
ま
す
。

そ
う
し
た
中
で
特
に
取
り
組
ま
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
は
、
心
の
不
安
が
あ
り
、

そ
れ
が
な
か
な
か
見
え
て
こ
な
い
の
で

す
。
こ
れ
は
大
き
な
問
題
だ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。

藤
木	

有
馬
さ
ん
は
、
報
道
に
携
わ
る
お
立
場

か
ら
、
今
回
の
テ
ー
マ
に
お
感
じ
に
な

る
と
こ
ろ
は
ご
ざ
い
ま
す
か
。

誰
も
が
自
分
を
支
え
て
く
れ
る 

「
言
葉
」を
求
め
て
い
ま
す

藤
木	

弊
誌『
曹
洞
禅
グ
ラ
フ
』
で
は
、
前
々

号
で
も「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
と
の

共
生
と
日
本
仏
教
の
意
義
に
つ
い
て
」

を
テ
ー
マ
に
特
集
を
組
み
ま
し
た
。
そ

こ
か
ら
約
半
年
を
経
て
、
今
感
染
状
況

は
第
三
波
を
迎
え
て
い
ま
す
。
医
療
体

制
も
逼
迫
し
始
め
て
い
る
と
の
報
道
も

目
に
し
ま
す
。
ま
だ
ま
だ
終
息
の
兆
し

は
見
え
な
い
わ
け
で
す
が
、
こ
の
未
曾

有
の
事
態
に
あ
っ
て
も
、
人
間
に
は
営

ま
な
け
れ
ば
い
け
な
い
生
活
が
あ
り
ま

す
。
現
代
に
生
き
る
私
た
ち
に
と
っ
て
、

こ
れ
ほ
ど
に「
生
老
病
死
」の「
病
」を

実
感
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
今
回
は「
コ
ロ
ナ
禍

の
中
で
今
、
日
本
仏
教
は
何
を
担
い
得

る
か
」を
テ
ー
マ
に
お
話
を
進
め
て
い

「
コ
ロ
ナ
禍
の
い
ま

仏
教
の「
寄
り
添
い
」に

期
待
し
ま
す
」
石
澤
良
昭（
元
上
智
大
学
学
長
）

有
馬
嘉
男（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
報
道
局
キ
ャ
ス
タ
ー
）

三
部
義
道（
シ
ャ
ン
テ
ィ
国
際
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
会
副
会
長
）

石
澤
良
昭 有

馬
嘉
男

三
部
義
道

司
会　

藤
木
隆
宣

いしざわ・よしあき
1937 年生まれ。上智大学第 13 代学長、現在、同大学教授・アジア
人材養成研究センター所長。「カンボジア人による、カンボジア人の
ための、文化遺産の保存・修復」を掲げ、国際奉仕活動を続ける。
2017 年にアジアのノーベル賞と言われるマグサイサイ賞を受賞。

ありま・よしお
1965 年生まれ。山口県徳山市（現  周南
市）の曹洞宗原江寺住職有馬実成老師の長
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ォッチ 9 キャスターとしてご活躍中。

さんべ・ぎどう
1956 年生まれ。山形県最上町　曹洞宗松
林寺住職。シャンティ国際ボランティア会

（旧曹洞宗国際ボランティア会）副会長。
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死
」と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た

が
、
私
が
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
お
り
ま
し
た

と
き
、
友
人
が
Ｈ
Ｉ
Ｖ（
ヒ
ト
免
疫
不
全

ウ
イ
ル
ス
）に
か
か
り
亡
く
な
り
ま
し
た
。

病
状
が
進
ん
で
き
た
と
き
に「
も
う

あ
ま
り
長
く
な
い
か
も
し
れ
な
い
か
ら

静
か
に
安
ら
か
に
送
ろ
う
」と
、
村
の

パ
ゴ
ダ
の
お
坊
さ
ん
が
世
話
を
し
に
来

て
く
れ
ま
し
た
。
何
を
し
た
か
と
申
し

ま
す
と
、
人
里
離
れ
た
密
林
の
中
に
掘ほ
っ

建た
て

小
屋
を
建
て
、
そ
こ
で
手
当
て
を
行

い
、
近
く
の
村
の
お
母
さ
ん
が
食
事
の

世
話
を
し
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
こ

の
お
坊
さ
ん
が
彼
の
最
期
を
無
事
に
見

送
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

そ
の
お
坊
さ
ん
は
ま
だ
若
い
方
で
し

た
が
、
私
は
正
直
言
っ
て
、「
あ
あ
、

す
ご
い
な
」と
思
い
ま
し
た
。
人
の
命

と
い
う
も
の
は
と
て
も
大
切
で
尊
い
の

だ
か
ら
、
た
だ
単
に
病
院
に
入
れ
て
死

期
を
待
つ
の
で
は
な
く
て
、
か
つ
て
彼

が
住
ん
で
い
た
村
と
同
じ
よ
う
な
環
境

を
選
ん
で
、
小
屋
を
建
て
、
医
者
か
ら

緩
和
ケ
ア
の
薬
を
も
ら
い
、
手
当
を
し

て
見
送
り
ま
し
た
。
私
は
見
送
ら
れ
た

翌
日
に
報
告
を
受
け
ま
し
て
、「
カ
ン

ボ
ジ
ア
仏
教
の
力
と
い
う
の
は
す
ご
い

な
」と
痛
切
に
感
じ
た
の
で
す
。
丁
寧

に
、
し
か
も
彼
が
思
い
残
す
こ
と
が
な

い
よ
う
に
見
送
る
、
そ
う
い
う
も
の
を

見
て
、
そ
れ
で
今
の
コ
ロ
ナ
禍
の
日
本

を
考
え
て
み
る
の
で
す
。
私
は
、
や
は

り
仏
教
と
い
う
の
は
非
常
に
大
き
い
器

で
あ
り
、
目
に
見
え
な
い
力
が
あ
る
の

だ
か
ら
、
仏
の
教
え
に
従
い
お
見
送
り

す
る
、
そ
う
い
う
こ
と
が
で
き
た
ら
い

い
な
あ
と
感
じ
ま
す
。

三
部	

カ
ン
ボ
ジ
ア
の
お
寺
、
特
に
地
方
の
寺

院
で
は
、
お
寺
自
体
が
言
わ
ば
福
祉
施

設
の
機
能
も
持
っ
て
い
ま
す
ね
。
い
わ

ゆ
る
孤
児
で
あ
る
と
か
身
寄
り
の
な
い

方
、
あ
る
い
は
障
が
い
者
な
ど
を
お
寺

で
預
か
っ
て
住
ん
で
頂
い
て
、
最
期
も

そ
こ
で
看
取
る
と
い
う
よ
う
な
認
知
が

お
寺
に
対
し
て
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う

社
会
が
で
き
あ
が
っ
て
い
る
と
言
い
ま

す
か
。
そ
こ
は
日
本
の
仏
教
と
大
き
く

異
な
る
と
こ
ろ
だ
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

藤
木	

日
本
の
仏
教
寺
院
の
存
在
や
活
動
が
、

あ
ま
ね
く
社
会
に
開
か
れ
て
い
る
、
あ

る
い
は
社
会
活
動
と
リ
ン
ク
し
て
い
る

と
は
言
い
に
く
い
面
が
大
い
に
あ
り
ま

す
ね
。
だ
か
ら
今
回
の
テ
ー
マ
も
浮
か

び
上
が
っ
て
く
る
わ
け
で
。

三
部	

実
は
有
馬
さ
ん
の
お
父
様
の
有
馬
実
成

師
が
Ｓ
Ｖ
Ａ（
曹
洞
宗
国
際
ボ
ラ
ン
テ
ィ

有
馬	

今
日
、
ぜ
ひ
お
伺
い
し
た
い
の
は
、
こ

の
コ
ロ
ナ
禍
で
仏
教
へ
の
信
仰
が
ど
の

よ
う
に
人
々
の
力
に
な
っ
て
い
る
の
か

と
い
う
こ
と
で
す
。
い
ま
感
染
者
に
直

接
寄
り
添
う
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
い

ま
す
。
終
末
期
医
療
施
設
の
ホ
ス
ピ
ス

で
あ
っ
て
も
、
家
族
の
面
会
す
ら
簡
単

に
は
で
き
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
本
当

で
あ
れ
ば
、
手
を
握
り
肩
を
抱
い
て
声

を
か
け
る
は
ず
な
の
に
そ
ん
な
こ
と
さ

え
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
困
難

の
中
で
お
寺
は
ど
ん
な
役
回
り
を
さ
れ

て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
仏
教
は
ど
の

よ
う
に
人
々
の
力
に
な
っ
て
い
る
の
で

し
ょ
う
か
。
去
年
、
本
格
的
な
パ
ン
デ

ミ
ッ
ク
に
見
舞
わ
れ
て
か
ら
と
い
う
も

の
、
私
が
担
当
し
て
い
る
番
組
で
も
連

日
の
よ
う
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

ニ
ュ
ー
ス
を
お
伝
え
し
て
い
ま
す
が
、

こ
の
苦
境
を
ど
う
や
っ
て
乗
り
切
れ
ば

い
い
の
か
そ
の
ヒ
ン
ト
を
教
え
て
ほ
し

い
と
い
う
切
実
な
要
望
の
電
話
や
メ
ー

ル
が
た
く
さ
ん
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

誰
も
が
自
分
を
支
え
て
く
れ
る
言
葉
を

探
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
の
で
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
、
お
寺
は
い
ま
地
域

の
人
た
ち
に
ど
ん
な
言
葉
を
か
け
て
い

る
の
で
し
ょ
う
か
。

カ
ン
ボ
ジ
ア
の
僧
侶
に
み
た 

「
病
」「
死
」へ
の
寄
り
添
い

石
澤	

さ
き
ほ
ど
藤
木
さ
ん
か
ら「
生
老
病

カンボジアの村の僧侶は毎朝托鉢に出かけ
村人一人一人と会い、元気かどうか確かめるといいます
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ありし日の有馬実成師　作家立松和平氏と（平成3年新春号・「仏教は地球を救う教えですね」より）

エッセイスト（現参議院議員）山谷えり子氏と　
（平成2年秋彼岸号・「同悲の心をたがやす」より）

さ
ん
が
そ
の
役
割
を
担
っ
て
い
か
れ
る

こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

藤
木	

都
会
地
に
し
て
も
地
方
に
し
て
も
、
そ

れ
ぞ
れ
の
環
境
下
で
い
か
に
仏
教
の
話

を
伝
え
て
い
く
か
、
そ
の
た
め
の
場
を

ど
う
す
る
か
で
す
ね
。

有
馬	

デ
ジ
タ
ル
と
は
縁
が
な
い
と
い
う
お
年

寄
り
に
は
ど
う
寄
り
添
う
の
で
し
ょ
う

か
。
ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
は
取

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
中
で
、
ど
う
や

っ
て
救
い
を
届
け
る
の
で
し
ょ
う
か
。

ズ
ー
ム
や
ス
カ
イ
プ
で
お
説
法
す
る
わ

け
に
い
か
な
い
で
す
よ
ね
。
電
話
と
い

う
手
段
が
ひ
と
つ
あ
る
と
は
思
い
ま
す

が
。

三
部	

コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
お
寺
を
会
場
に
す
る

集
会
、
つ
ま
り
法
要
や
お
祭
り
そ
の
も

の
が
な
か
な
か
で
き
ま
せ
ん
か
ら
ね
。

昔
に
関
し
て
言
う
と
、
い
つ
行
っ
て

も
門
が
開
い
て
い
て
仏
様
の
前
に
座
っ

て
時
間
が
過
ご
せ
る
機
能
は
、
お
寺
に

は
あ
っ
た
は
ず
で
す
。
現
代
で
は
防
犯

的
な
側
面
か
ら
難
し
い
面
も
あ
る
と
は

思
い
ま
す
が
、
私
の
山
形
の
自
坊
も
本

堂
に
鍵
を
か
け
た
こ
と
は
な
い
で
す
し
、

い
つ
で
も
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま

す
。
た
だ
し
、
今
の
お
話
か
ら
考
え
ま

す
と
、
お
寺
に
行
き
た
く
て
も
行
け
な

い
、
パ
ソ
コ
ン
な
ど
の
環
境
も
な
い
方

が
お
寺
の
お
檀
家
さ
ん
に
は
実
は
多
く

い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
は
な
い
か
と
な
っ

た
と
き
に
、
お
寺
に
足
を
運
ば
れ
る
以

外
の
方
法
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

有
馬
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た「
電

話
」で
思
い
出
し
た
の
は
、
有
馬
実
成

師
が
東
京
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
と
き
、

夜
に
な
っ
て
Ｓ
Ｖ
Ａ
事
務
局
の
実
務
が

終
わ
っ
た
後
に
、
電
話
を
さ
れ
る
の
で

す
。
お
檀
家
さ
ん
の
一
人
暮
ら
し
の
お

じ
い
さ
ん
、
お
ば
あ
さ
ん
の
と
こ
ろ
に
。

要
は
ご
自
身
が
山
口
県
の
ご
自
坊
に
い

ら
れ
な
い
の
で
、
思
い
出
し
て
は「
お

元
気
で
す
か
？　
体
の
お
具
合
は
い
か

ア
会
）
を
始
め
よ
う
と
し
た
と
き
に
、

こ
れ
か
ら
の
お
寺
が
社
会
活
動
に
も
力

を
入
れ
て
い
く
重
要
性
を
説
い
て
、

「
慈
悲
の
社
会
化
」
と
い
う
こ
と
を
よ

く
仰
っ
て
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
東
南
ア

ジ
ア
の
上
座
部
仏
教
の
お
寺
の
よ
う
な

存
在
、
地
域
の
中
で
お
寺
が
セ
ー
フ
テ

ィ
ー
ネ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
、
そ
う
い

う
存
在
に
な
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
し
、

な
り
得
る
ん
だ
、
と
。
そ
う
い
う
こ
と

を
目
指
そ
う
と
い
う
思
い
が
実
成
師
に

は
お
あ
り
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
が
四
十
年
経
っ
て
、
私
た
ち
が

果
た
し
て
ど
こ
ま
で
具
体
化
で
き
て
い

る
か
と
い
う
と
、
実
際
は
か
な
り
厳
し

い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

デ
ジ
タ
ル
環
境
を
持
た
な
い
方
々
に 

い
か
に
言
葉
を
伝
え
て
い
く
か

有
馬	

書
店
に
行
く
と
、
コ
ロ
ナ
禍
を
ど
う
生

き
る
か
と
い
う
よ
う
な
タ
イ
ト
ル
の
本

が
平
積
み
に
な
っ
て
い
て
、
手
に
取
る

と
、
一
人
の
書
き
手
が
書
き
切
っ
た
も

の
も
多
数
あ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、

実
は
多
く
が
新
聞
、
あ
る
い
は
テ
レ
ビ

の
連
載
や
シ
リ
ー
ズ
で
取
材
し
た
皆
さ

ん
の
声
が
ま
と
ま
っ
て
本
に
な
っ
て
い

る
も
の
な
ん
で
す
。
そ
こ
に
皆
さ
ん
が

ど
ん
ど
ん
手
を
伸
ば
し
て
買
い
求
め
て

い
る
状
況
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
こ
れ

は
、
皆
さ
ん
が
本
当
に
救
い
や
解
を
求

め
て
い
る
表
れ
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の

皆
さ
ん
の
望
む
も
の
に
対
し
て
、
仏
教

の
、
皆
さ
ん
が
す
が
れ
る
よ
う
な
も
の

が
あ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
は
恐
ら
く
、
全
国
の
現
場
の
お
寺

多くの人が求める救いの声に
仏教こそが応えて欲しいと期待しています
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書家相田みつを氏と　（平成3年春彼岸号・「そのときどう動く」より）

絵
手
紙
を
葉
書
に
コ
ピ
ー
し
て
送
る
と

か
、
今
月
は
電
話
を
か
け
て
み
よ
う
か
、

今
月
は
ち
ょ
っ
と
玄
関
先
ま
で
お
顔
を

見
に
行
こ
う
か
と
か
。
そ
う
い
う
こ
と

を
一
つ
一
つ
つ
く
り
上
げ
て
い
く
こ
と

で
す
ね
。
動
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
で

す
。
行
動
を
起
こ
し
て
み
て
、
そ
こ
で

初
め
て
分
か
る
こ
と
が
多
い
も
の
で
す
。

そ
こ
か
ら
選
択
肢
も
広
が
っ
て
い
っ
た

り
、
取
捨
選
択
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

有
馬	

大
き
な
お
寺
も
あ
れ
ば
、
ご
住
職
が
お

一
人
で
奮
闘
さ
れ
て
い
る
小
さ
な
お
寺

も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
小
さ
な
お
寺
は

地
域
で
助
け
合
い
連
携
さ
れ
て
い
る
と

思
う
の
で
す
が
、「
こ
の
時
勢
に
ど
う

動
い
た
ら
よ
い
の
か
わ
か
ら
な
い
」と

悩
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。「
こ
れ
だ
っ
た
ら
で
き
そ

う
だ
」と
い
っ
た
コ
ロ
ナ
禍
で
の
具
体

的
な
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
が
あ
る
と
い
い
で

す
よ
ね
。

藤
木	

こ
の
禅
グ
ラ
フ
に
原
稿
を
頂
い
た
こ
と

の
あ
る
埼
玉
県
の
丸
山
老
師
の
お
寺
の

話
で
す
が
、
こ
の
コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
も
、

お
正
月
の
ご
祈
祷
会
に
は
、
ほ
と
ん
ど

の
檀
家
さ
ん
が
参
列
な
さ
っ
た
そ
う
で

す
。
た
だ
一
堂
に
会
す
る
の
で
は
な
く
、

数
組
に
分
け
ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン

ス
を
と
っ
た
や
り
か
た
を
工
夫
し
た
そ

う
で
す
。
朝
は
太
鼓
で
、
夕
は
梵
鐘
を

撞
い
て
、
檀
信
徒
の
皆
様
が
な
ん
と
か

こ
の
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
な
い
よ
う
に

祈
っ
て
い
る
こ
と
を
伝
え
、
道
元
禅
師

様
の「
こ
の
生
死
は
、
す
な
は
ち
仏
の

御
い
の
ち
な
り
」と
い
う
お
言
葉
を
お

伝
え
し
、
お
互
い
に
こ
の
コ
ロ
ナ
禍
の

中
に
あ
っ
て
も
、「
生
か
さ
れ
ま
し
ょ

う
」、
自
分
で
生
き
る
の
で
は
な
い
、

生
か
さ
れ
て
い
る
命
の
自
覚
、
そ
し
て

そ
れ
ぞ
れ
が
任
さ
れ
て
い
る
自
分
自
身

の
命
の
責
任
者
で
あ
る
こ
と
を
力
説
な

さ
っ
て
、
こ
の
た
だ
も
の
で
は
な
い
ウ

イ
ル
ス
に
感
染
し
な
い
よ
う
に
マ
ナ
ー

を
守
り
慎
重
に
生
き
て
ほ
し
い
と
お
願

い
し
た
そ
う
で
す
。
仏
教
は
人
格
形
成

の
教
え
で
す
。
道
元
禅
師
の
お
言
葉
の

宝
庫
か
ら
一
つ
ご
紹
介
し
ま
す
。

玉た
ま

は
琢た
く

麿ま

に
よ
り
て
器う
つ
わと

な
る
。
人

は
練れ
ん

磨ま

に
よ
り
て
仁ひ
と

と
な
る
。

何い
ず
れの
玉
か
は
じ
め
よ
り
光
あ
る
。
誰た
れ

人び
と

か
初
心
よ
り
利り

な
る
。
必
ず
み
が
く

べ
し
、
す
べ
か
ら
く
練ね

る
べ
し
。

	
			〈

玉（
宝
石
に
な
る
石
）は
磨
く
こ
と
に

よ
っ
て
立
派
な
器
に
な
る
。
人
間
は
修

練
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
立
派
な
人
間

（
仏
）と
な
る
。
ど
の
よ
う
な
玉
に
、
は

が
で
す
か
？
」と
電
話
か
け
る
よ
う
に

し
て
い
る
ん
だ
よ
と
い
う
話
は
聞
い
た

こ
と
あ
り
ま
す
。
有
馬
師
の
意
識
の
中

に
、
お
檀
家
さ
ん
へ
の
思
い
が
あ
る
と

い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。
あ
そ
こ
の
お
ば

あ
ち
ゃ
ん
、
ど
う
し
て
る
か
な
、
元
気

で
い
る
か
な
っ
て
。

藤
木	

有
馬
師
の
生
前
の
お
姿
や
お
人
柄
が
偲

ば
れ
る
お
話
で
す
ね
。
お
電
話
を
頂
い

た
ほ
う
は
す
ご
く
励
み
に
な
っ
た
と
思

い
ま
す
よ
。

仏
教
は
社
会
に
向
け
て 

発
言
・
発
信
す
る
べ
き
で
す

石
澤	

人
の
心
の
不
安
に
寄
り
添
う
と
い
う
の

は
大
変
難
し
い
こ
と
で
す
が
、
仏
教
は

日
本
人
の
こ
こ
ろ
の
、
精
神
的
支
柱
で

あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
社
会
の
中
の
大

き
な
太
い
柱
で
す
か
ら
、
亡
く
な
っ
た

方
と
そ
の
家
族
に
寄
り
添
う
の
は
も
ち

ろ
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
上
に
で

き
る
こ
と
は
、
日
常
生
活
の
中
で
一
声

か
け
る
こ
と
も
大
切
な
寄
り
添
い
と
思

い
ま
す
。
お
寺
さ
ん
か
ら
お
電
話
も
ら

っ
た
よ
と
か
、
お
寺
さ
ん
が
今
日
立
ち

寄
っ
た
ん
だ「
お
顔
を
見
て
一
声
か
け

る
」行
動
に
期
待
し
ま
す
。

藤
木	

な
る
ほ
ど
。
現
代
で
す
と
つ
い
パ
ソ
コ

ン
な
ど
を
媒
体
と
し
た
方
法
を
考
え
て

し
ま
う
の
で
す
が
、
家
庭
に
パ
ソ
コ
ン

が
普
及
し
て
二
十
年
く
ら
い
で
し
ょ
う

か
。
そ
れ
ま
で
は
電
話
、
手
紙
、
実
際

に
お
目
に
か
か
る
と
い
っ
た
方
法
が
当

た
り
前
で
し
た
か
ら
、
原
点
に
返
る
と

言
い
ま
す
か
、
そ
の
よ
う
な
方
法
が
実

は「
寄
り
添
い
」
に
効
果
が
あ
る
方
法

な
の
で
す
ね
。

す
べ
て
手
書
き
で
は
で
き
ま
せ
ん
が
、

日常生活の中で一声かけることも
大切な寄り添いと思います。
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送り先� 〒252-0116　神奈川県相模原市緑区城山4-2-5
� 仏教企画　☎042-703-8641
締　切� 2021年5月末

假け

使し

興こ

う

害が

い

意い

推す

い

落ら

く

大だ

い

火か

坑
き
ょ
う

念ね

ん

彼び

観か

ん

音の

ん

力り

き

火か

坑き
ょ
う

変へ

ん

成じ
ょ
う

池ち

毎
日
書
道

ご家族のみなさまの応募をお待ちしております

松
山
姸け

ん

流り
ゅ
う

作品
募集
お手本を参考にして、作品を半紙（横向、お名前は左側）に書いてご応募ください。（無料）
ご応募の中から優秀な作品を選び、年に1度誌上で発表し、記念品を贈呈します。
住所、氏名、電話番号を明記して作品をどしどしお寄せください。
153号（夏号）～156号（春号）の作品をご応募の方の審査発表は、159号（冬号）にて行います。 解

説
た
と
え
害
す
る
意

こ
こ
ろ

を

興
さ
れ
て

大
き
な
火
の
坑
に
つ
き

落
さ
れ
た
と
し
て
も

か
の
観
音
の
力
を

念
ず
れ
ば

火
は
消
さ
れ
て

池
に
な
っ
て

し
ま
う
だ
ろ
う
。

松山姸流先生は、埼玉県所沢市吉祥院住職丸山劫外師のお姉さんで書家（佐藤柯流に師事）です。
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じ
め
か
ら
光
り
輝
い
て
い
る
玉
が
あ
る

だ
ろ
う
か
。
は
じ
め
か
ら
す
ば
ら
し
い

人
間（
仏
）
が
い
る
だ
ろ
う
か
。
必
ず

磨
く
べ
き
で
あ
る
。
修
練
す
べ
き
で
あ

る
。〉最

後
に
石
澤
先
生
、
現
状
と
こ
れ
か

ら
に
向
け
て
日
本
仏
教
へ
の
ご
提
言
が

あ
れ
ば
お
願
い
致
し
ま
す
。

石
澤	

こ
の
コ
ロ
ナ
禍
の
現
状
に
つ
い
て
私
が

率
直
に
感
じ
ま
す
の
は
、
日
本
は
今
ま

で
積
み
上
げ
て
き
た
社
会
、
文
化
、
政

治
・
経
済
が
機
能
し
て
い
た
わ
け
で
す
。

そ
こ
へ
今
、
コ
ロ
ナ
が
入
っ
て
き
た
わ

け
で
す
ね
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
確

か
に
視
界
不
明
確
で
見
通
し
が
立
た
な

い
現
状
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
次
の
自

分
の
ス
テ
ッ
プ
は
何
な
の
か
と
い
う
こ

と
を
、
見
つ
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と

思
い
ま
す
。
仏
教
は
日
本
の
社
会
構
成

の
大
切
な
精
神
的
支
柱
の
一
つ
で
す
。

で
す
か
ら
、
も
っ
と
日
本
の
仏
教
は
積

極
的
に
社
会
へ
打
っ
て
出
る
、
発
言
し
、

発
信
し
、
行
動
し
て
い
く
。
そ
う
い
う

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

藤
木	

本
日
は
皆
さ
ま
の
貴
重
な
ご
意
見
を
頂

戴
で
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

読
者
か
ら
の
お
便
り

読
者
プ
レ
ゼ
ン
ト

北海道/杉山京子様
茨城県/小松崎俊江様
石川県/石山雄一様

愛知県/渡辺昌道様
福岡県/瓜生一成様

153号の篠原住職の特集を読んで、心があたたか
くなりました。

「『孤立』の解決には地域の『おせっかい』が大切」本
当にその通りだな…と思いました。また、「今日
が本番。今が本番。この一瞬こそが本番」という
言葉にハッとさせられました。私も過去を悔んだ
り、起きてもいない未来に不安を抱いたりするこ
とがあります。でも、大切なのは「今」。「今」を大
切に一つ一つ積み重ねていこうと思います。

曹洞禅グラフ154号(秋号)プレゼント、内山節先
生の著書『内山節と読む世界と日本の古典50冊』
は次の方々が当選されました。

� 北海道�矢部眞紀�様

今回の特集にご登場頂いた石澤
良昭先生の著書『東南アジア　
多文明世界の発見』を5名の方
にプレゼントいたします。仏教
企画(下記「お便り募集」送り先)
まで、お名前・郵便番号・ご住
所・電話番号・プレゼント名を明
記のうえハガキでご応募くださ
い。……… 2021年5月末必着

お
便
り
募
集

送り先�������������������
〒252-0116　
神奈川県相模原市緑区城山4-2-5
仏教企画編集部

身近な人との心温まるふれあいや本誌への感想、
仏教についての質問などを600字以内でお寄せく
ださい。
Eメールでも受け付けております。

Eメールアドレス: fujiki@water.ocn.ne.jp
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3
今
回
の
テ
ー
マ
「
四
法
印
」
と
「
諸

法
無
我
」。
共
通
の
言
葉
は
「
法
」
で
す
。

こ
れ
ら
仏
教
の
言
葉
と
し
て
使
用
さ
れ

る
時
の
意
味
は
、
一
般
社
会
で
使
用
さ

れ
る
時
と
は
根
本
か
ら
違
い
ま
す
。

◉
社
会
の
「
法
」
と
は
:
国
や
地
域
で

定
め
ら
れ
た
法
律
や
条
例
、
サ
ー
ビ
ス

や
売
買
に
お
け
る
契
約
や
規
約
、
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
で
の
規
範
や
慣
習
で
す
。
こ

れ
ら
は
言
語
で
表
さ
れ
論
じ
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
で
あ
り
、
社
会
生
活
を
円

滑
に
進
め
る
た
め
の
基
礎
で
す
。

◉
仏
教
の
「
法
」
と
は
:
個
々
が
本
質

の
安
ら
か
さ
に
満
た
さ
れ
た
生
き
方
に

な
る
た
め
の
。
そ
し
て
世
界
が
平
和
に

な
っ
て
い
く
た
め
の
思
考
や
実
践
基
準

で
す
。
こ
れ
ら
は
言
語
だ
け
で
は
表
せ

な
い
も
の
で
あ
り
、
仏
の
教
え
に
沿
っ

た
絶
対
普
遍
の
真
理
で
す
。

今
回
参
究
す
る
「
諸
法
無
我
」
と
は
、

「
無
我
」
と
い
う
概
念
が
、
仏
教
の

「
法
」
と
し
て
諸
々
全
て
の
物
事
に
適

応
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
す
。

イ
ン
ド
の
宗
教
で
は
、
自
ら
の
善
悪

の
業
︵
行
為
︶
の
報
い
を
受
け
て
輪
廻

転
生
を
繰
り
返
す
と
い
う
考
え
方
が
あ

り
ま
す
。
そ
の
場
合
、
業
を
存
続
す
る

た
め
の
霊
的
実
在
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

そ
れ
を
ア
ー
ト
マ
ン
と
い
い
ま
す
。

「
我
」
は
ア
ー
ト
マ
ン
を
訳
し
た
も
の

で
す
。
仏
教
の
「
無
我
」
は
ア
ナ
ー
ト

マ
ン
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
は
ア
ー
ト
マ

ン
に
否
定
語
の
ナ
が
つ
い
た
も
の
で
す
。

す
な
わ
ち
仏
教
は
「
我
」
の
実
在
を
否

定
し
て
い
る
の
で
す
。「
諸
法
無
我
」

と
は
、
ア
ナ
ー
ト
マ
ン
の
概
念
が
全
て

の
現
象
に
適
応
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
わ

か
り
や
す
く
説
く
と
「
全
て
の
物
事
は

定
ま
ら
な
い
状
態
と
し
て
在
る
だ
け
で

あ
り
、
絶
対
普
遍
な
実
在
は
な
い
」
こ

と
で
す
。

自
ら
が
「
諸
法
無
我
」
状
態
で
あ
る

こ
と
を
智
慧
の
理
解
に
よ
り
得
て
い
く

と
、
自
他
の
境
界
が
ぼ
や
け
て
き
ま
す
。

そ
れ
が
世
界
と
と
も
に
自
分
が
あ
る
と

い
う
深
い
認
知
を
生
み
、
自
然
に
安
心

感
と
慈
悲
心
が
芽
生
え
て
い
き
、
世
界

の
平
和
へ
と
向
か
う
基
礎
力
を
築
い
て

い
く
の
で
す
。

今
回
は
、
手
の
平
を
指
先
で
呼
吸
と

共
に
丁
寧
に
感
受
し
て
い
く
こ
と
で
、

空
間
を
超
え
労
り
と
慈
し
み
の
心
に
包

ま
れ
る
「
手
を
な
ぞ
る
瞑
想
」
を
お
伝

え
し
ま
す
。

ふじい　りゅうえい
豊橋市一月院副住職。横浜市 
徳雄山 建功寺勤務。北海道大
学水産学部卒業。同大学院中退。
整体師。zafu代表。身心堂 主宰。

「zafuざふ」「安楽坐禅法」開
発者。禅をベースにしたオリジ
ナルの運動療法、動的瞑想法を
伝える活動を展開。

左手の平を上に向けます。
次に右親指の腹（指紋のあ

るところ）を、左手の平の親指側
手首にそっと乗せます。そのま
ま右親指以外の腹を左手甲側に
楽に置きます。肩の力を抜き、
楽な体勢や心地よい触れ方を探
ります。息をゆっくり吐くのと合
わせ、手首の線に沿って、右親
指を左手の平小指側へと優しく
なぞっていきます。ある程度吐き
きったら自然に吸い、右親指を
最初の位置に戻します。

左掌（手相のあるところ）を手首
と四指の付け根との枠内

で５線に分割するイメージを持
ちます。まず手首側１線に右親
指の腹を、それ以外の指の腹は
左手甲側に楽に置いておきます。
息をゆっくり吐くのと合わせ、イ
メージした線を右親指で優しく
なぞっていき、吐ききり自然に吸
いながら戻します。これを５線ま
で行います。できるだけ左掌か
らの情報を右親指で感受します。

左指の手の平側付け根に右
親指の腹を、指甲側に人

差し指と中指の腹を置き、右三
指にて左指をつまむようにします。
息をゆっくり吐くのと合わせ、右
親指を指先まで優しくなぞって
いき、吐ききり自然に吸いなが
ら戻します。これを小指から親
指へと順番に行います。全て終
わりましたら右手と左手の役割
を反対にします。全体を通し、
呼吸となぞる心地よさを連動し
て行います。

手
首

掌
指

諸
法
無
我
～
空
間
を
超
え
る
～

123

四
し

法
ほう

印
いん

の 心 得

動 じ な い 私 を 築 く

藤
井
隆
英
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挿
絵  

長
谷
川
葉
月

め
ぐ
ら
し
て
衆
生

の
成
仏
得
道
に
回

向
す
る
な
り
。
こ

の
心
、
わ
れ
に
あ

ら
ず
、
他
に
あ
ら

ず
、
き
た
る
に
あ

ら
ず
と
い
へ
ど
も
、

こ
の
発
心
よ
り
の

ち
、
大
地
を
挙
す

れ
ば
み
な
黄
金
と

な
り
、
大
海
を
か

け
ば
た
ち
ま
ち
に

甘
露
と
な
る
」
と

説
か
れ
て
い
ま
す
。

人
が
発
心
す
る
、

菩
提
心
を
発
す
、

と
い
う
こ
と
は
自

未
得
度
先
度
侘
の

心
を
お
こ
す
こ
と

だ
と
あ
り
ま
す
。
人
を
助
け
た
い
、
幸
せ
に
し
た
い
と

願
う
こ
と
だ
と
い
う
。
そ
の
心
を
お
こ
し
た
こ
と
に
よ

り
大
き
な
功
徳
が
得
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
さ
ら

に
他
者
の
幸
せ
を
願
う
こ
と
に
向
け
て
ゆ
く
の
で
す
。

回
向
と
い
う
の
は
方
向
を
そ
ち
ら
に
向
け
る
こ
と
な
の

で
し
ょ
う
。
そ
う
い

う
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
ら
、
大

地
は
黄
金
に
な
る
、

大
海
は
甘
露
と
な
る

の
だ
と
い
う
の
で
す
。

真
実
を
求
め
る
心

を
お
こ
す
こ
と
で
、

自
分
が
い
る
場
所
が

仏
国
土
に
な
る
の
で

す
。
自
分
の
心
を
ど

の
よ
う
に
豊
か
に
す

る
か
は
、
じ
つ
は
、

心
の
養
い
か
た
に
よ

っ
て
、
黄
金
に
な
る

こ
と
も
あ
れ
ば
、
瓦

礫
に
な
っ
て
し
ま
う

こ
と
も
あ
り
ま
す
。

こ
れ
も
ま
た
、
難
し

い
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
す
。

一
つ
の
光
景
が
、
そ
れ
を
見
る
も
の
の
心
の
如
何
に

よ
っ
て
大
き
く
変
わ
る
。
子
ど
も
二
人
の
有
り
よ
う
か

ら
、
と
て
つ
も
な
く
大
き
な
こ
と
を
、
そ
こ
か
ら
改
め

て
学
ん
だ
よ
う
に
思
う
の
で
す
。

先
日
の
我
が
家
の
こ
と
で
す
。
長
男
と
長
女
が
、

お
も
ち
ゃ
の
主
導
権
を
め
ぐ
っ
て
、
些
細
な
出

来
事
が
あ
り
ま
し
た
。
長
女
が
、
長
男
の
気
に
入
っ
て

使
っ
て
い
る
お
も
ち
ゃ
を
欲
し
い
、
今
す
ぐ
使
い
た
い
、

と
な
り
、「
か
し
て
」
と
言
っ
て
お
り
ま
し
た
。
長
男

は
「
ダ
メ
だ
よ
。
い
ま
使
っ
て
い
る
か
ら
待
っ
て
」
と
、

や
ん
わ
り
と
何
回
か
断
っ
て
お
り
ま
し
た
。
長
女
は
、

な
か
な
か
貸
し
て

く
れ
な
い
の
が
不

満
に
感
じ
、
今
度

は
力
ず
く
で
長
男

の
背
中
を
噛
ん
で

意
志
表
示
し
て
い

ま
し
た
。
二
人
が

ど
う
す
る
の
か
、

観
察
し
て
い
る
と
、

長
男
は
一
言
「
自

分
も
そ
う
だ
っ
た

か
ら
、
気
持
ち
が

よ
く
分
か
る
。
だ

か
ら
、
使
っ
て
良

い
よ
」
と
言
っ
て
、

長
女
に
お
も
ち
ゃ

を
手
渡
し
て
い
ま

し
た
。
成
長
し
て
い
る
と
い
う
一
言
に
つ
き
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
こ
の
出
来
事
か
ら
考
え
さ
せ
ら
れ
た
の
は
、

「
も
の
の
み
か
た
」
と
い
う
捉
え
方
だ
と
感
じ
た
次
第

で
す
。

浅
い
心
し
か
持
た
な
い
と
、
浅
い
世
界
し
か
見
え
な

い
。
し
か
し
深
い
心
を
も
つ
と
、
そ
こ
に
深
い
世
界
が

広
が
り
、
視
界
は
さ
ら
に
広
が
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

道
元
禅
師
は
『
正

法
眼
蔵
』「
発
菩
提

心
」
の
中
で
、「
衆

生
を
利
益
す
と
い
ふ

は
、
衆
生
を
し
て
自

未
得
度
先
度
他
の
こ

こ
ろ
を
お
こ
さ
し
む

る
な
り
。
自
未
得
度

先
度
他
の
心
を
お
こ

せ
る
ち
か
ら
に
よ
り

て
、わ

れ
ほ
と
け
に
な

ら
ん
と
お
も
ふ
べ
か

ら
ず
。
た
と
ひ
ほ
と

け
に
な
る
べ
き
功
徳

熟
し
て
円
満
す
べ
し

と
い
ふ
と
も
、
な
ほ

生 活 の 中 の 仏 教

浅
い
世
界
か
ら

深
い
世
界
へ

久
保
田
永
俊

く
ぼ
た
・
え
い
し
ゅ
ん

１
９
７
５
年
、
東
京
都
生
ま
れ
。
駒
澤

大
学
仏
教
学
部
卒
業
。
中
瀧
寺
（
千
葉

県
い
す
み
市
）
住
職
。
自
死
遺
族
に
寄

り
添
う
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
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長野県安曇野市　雪原の風景

全
国
に
そ
の
数
六
十
万
人
と

も
七
十
万
人
と
も
い
わ
れ

る
「
ひ
き
こ
も
り
」。
多
様
な
側

面
を
含
ん
だ
現
代
の
社
会
課
題
は
、

長
期
化
や
高
年
齢
化
を
伴
い
、
公

的
支
援
の
手
段
が
確
立
さ
れ
て
い

る
と
は
言
い
難
い
も
の
が
あ
り
ま

す
。
長
年
抱
え
て
来
ら
れ
た
ご
子

息
の
引
き
こ
も
り
の
苦
悩
か
ら
抜

け
出
し
「
や
っ
と
越
え
ら
れ
た
」

と
実
感
さ
れ
て
い
る
岡
崎
里
貴
子

さ
ん
（
長
野
県
安
曇
野
市
在
住
）
に

お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

次
男
五
十
歳
、
は
た
ち
か

ら
抱
え
た
心
の
闇

も
う
す
ぐ
五
十
歳
に
な
る
次
男

の
英
司
が
鬱
っ
ぽ
く
な
っ
た
の
は
、

彼
が
は
た
ち
前
後
の
時
だ
っ
た
と

思
い
ま
す
。
大
学
受
験
や
浪
人
を

し
た
頃
か
ら
暗
く
な
り
は
じ
め
て
、

だ
ん
だ
ん
周
囲
と
の
交
流
が
難
し

く
な
り
ま
し
た
。
統
合
失
調
症
と

い
う
精
神
疾
患
で
す
。

私
は
彼
の
心
を
巣
食
う
闇
が
何

な
の
か
、
そ
れ
を
知
り
た
い
一
心

で
し
た
。
自
分
な
り
に
必
死
だ
っ

た
ん
で
す
。

二
十
年
く
ら
い
前
、
娘
が
あ
る

先
生
が
主
催
し
て
い
る
会
を
教
え

て
く
れ
て
、
こ
の
安
曇
野
に
出
掛

け
て
き
ま
し
た
。
全
国
か
ら
集
ま

っ
て
い
た
同
じ
よ
う
に
悩
む
お
母

さ
ん
た
ち
と
交
流
し
な
が
ら
、
専

門
家
の
話
を
聞
い
た
り
し
て
、
毎

月
の
よ
う
に
名
古
屋
の
自
宅
か
ら

通
い
ま
し
た
。
勉
強
を
し
て
い
く

う
ち
に
、
息
子
と
い
う
よ
り
も
、

自
分
自
身
の
こ
と
が
見
え
て
き
た

よ
う
に
感
じ
た
ん
で
す
。
や
が
て

『
こ
こ
に
い
た
ら
良
く
な
り
そ
う

だ
』
と
感
じ
ま
し
た
。

住
ま
い
を
安
曇
野
に
移
そ
う
と

し
て
い
る
間
に
夫
が
脳
出
血
で
倒

れ
た
り
、
英
司
が
安
曇
野
に
行
き

た
が
ら
な
か
っ
た
り
と
色
々
な
こ

と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も

何
と
か
安
曇
野
に
見
つ
け
た
場
所

に
家
を
建
て
て
、
み
ん
な
で
移
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
だ
い
ぶ
時

間
は
掛
か
り
ま
し
た
が
、
今
で
は

英
司
の
笑
顔
が
増
え
て
き
て
、
私

も
幸
せ
を
実
感
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
本
当
に
こ
こ
に
来
れ

て
よ
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

来
世
を
想
像
す
る
楽
し
み

夫
が
他
界
し
て
四
年
、
私
自
身

は
ま
も
な
く
八
十
歳
に
な
り
ま
す
。

一
年
ほ
ど
前
に
は
、
英
司
が
再
び

精
神
的
な
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
て
し

ま
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
す
が
、

新
し
い
病
院
や
看
護
師
さ
ん
と
の

相
性
が
良
く
、
徐
々
に
元
気
に
な

り
、
言
葉
も
増
え
て
、
ま
た
本
来

の
優
し
さ
を
取
り
戻
し
て
く
れ
ま

し
た
。
最
近
は
毎
日
一
時
間
く
ら

い
散
歩
に
出
掛
け
た
り
、
私
の
体

力
が
追
い
つ
か
な
い
時
に
は
「
食

事
の
支
度
も
無
理
し
な
い
で
い

い
」
と
言
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
ん
で
す
。
私
は
そ
の
一
言
だ

け
で
、
あ
ぁ
な
ん
て
幸
せ
な
ん
だ

ろ
う
、
と
感
じ
ら
れ
る
ん
で
す
。

安
曇
野
で
色
ん
な
人
に
出
会
っ

て
教
え
ら
れ
た
こ
と
は
、『
こ
の

世
に
生
を
受
け
た
人
は
み
ん
な
何

か
の
役
割
が
あ
る
』
と
い
う
こ
と

で
し
た
。
今
や
っ
と
、
そ
の
言
葉

の
意
味
を
実
感
で
き
て
い
ま
す
。

英
司
が
い
な
け
れ
ば
私
は
安
曇
野

の
自
宅
で
、
こ
ん
な
に
豊
か
な
山

の
景
色
も
、
広
い
空
も
、
美
し
い

星
空
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
彼
の

お
か
げ
で
、
小
さ
な
幸
せ
を
感
じ

る
心
が
も
て
た
ん
で
す
。
こ
こ
ま

で
の
道
の
り
は
簡
単
で
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
で
も
悩
み
や
苦

し
み
は
決
し
て
無
駄
で
は
な
い
、

と
言
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

山
坂
を
越
え
た
か
ら
こ
そ
見
え
る

景
色
が
あ
る
、
と
強
く
思
っ
て
い

ま
す
。

今
や
っ
と
息
子
が
安
定
し
て
、

私
と
の
関
係
性
が
良
く
な
り
、
心

を
曇
ら
せ
て
い
た
ベ
ー
ル
が
取
れ

ま
し
た
。
あ
と
数
年
は
こ
の
ま
ま

い
け
そ
う
、
と
い
う
気
持
ち
の
ゆ

と
り
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
今
で

は
、
来
世
の
こ
と
を
想
像
す
る
の

も
楽
し
い
ん
で
す
。
息
子
の
お
か

げ
で
人
の
心
に
向
き
合
わ
せ
て
も

ら
っ
た
こ
の
経
験
は
、
来
世
で
も

活
か
し
た
い
。
来
世
で
は
た
く
さ

ん
勉
強
し
て
精
神
科
医
に
な
っ
て
、

心
を
看
て
も
ら
い
た
い
人
の
役
に

立
ち
た
い
。
そ
ん
な
想
像
を
し
て

い
る
と
、
自
分
の
老
い
へ
の
不
安

も
消
え
て
、
毎
日
が
楽
し
く
な
っ

て
く
る
ん
で
す
よ
。

娘
は
「
孫
が
大
き
く
な
る
ま
で

長
生
き
し
て
」
と
言
っ
て
く
れ
る

の
で
、
ま
だ
ま
だ
元
気
で
い
ら
れ

る
よ
う
に
、
毎
日
の
小
さ
な
幸
せ

を
感
じ
続
け
て
い
た
い
で
す
。

インタビュアープロフィール

や
っ
と
幸
せ
。

息
子
の
お
か
げ
で
人
の
心
に

向
き
合
う
こ
と
が
で
き
た
経
験
を

来
世
で
も
活
か
し
た
い
。

取
材
│
柳
澤 

円 岡
お か

崎
ざ き

里
り

貴
き

子
こ

さん

柳澤 円（やなぎさわまどか） ライター、編集、 翻訳マネジメント。食と農と社会課題をテーマに執筆する。株式会社 Two Doors 代表。
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永平寺典座時代の三好老師

験
を
通
し
て
学
ば
れ
た
の
で
す
ね
。

道
元
禅
師
の
帰
国
後
に
著
さ
れ
た
『
典
座

教
訓
』
に
は
、
食
と
仏
門
を
同
じ
レ
ベ
ル
で

捉
え
ら
れ
た
、
料
理
の
心
構
え
が
ま
と
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
細
か
な
レ
シ
ピ
や
調
理
方
法

で
は
な
く
、
精
神
的
で
教
義
的
な
こ
と
が
中

心
で
、
他
に
も
食
材
の
扱
い
方
、
器
や
調
理

道
具
の
管
理
、
献
立
を
考
え
る
時
の
注
意
点

な
ど
、
ど
れ
も
大
切
な
教
え
と
し
て
引
き
継

が
れ
て
い
ま
す
。

『
典
座
教
訓
』の
教
え
を 

家
庭
に

『
典
座
教
訓
』
に
は
家
庭
料
理
に
も
通
じ
る

価
値
観
が
た
く
さ
ん
書
か
れ
て
い
ま
す
。
例

え
ば
、
食
材
を
「
自
分
の
眼
の
よ
う
に
扱
う

こ
と
」と
例
え
ら
れ
る
ほ
ど
大
切
に
、無
駄
な

く
使
う
こ
と
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。
永
平
寺

の
典
座
は
お
米
一
粒
も
無
駄
に
し
な
い
よ
う

に
研と

ぎ
ま
す
し
、
人
参
の
皮
を
む
い
た
ら
捨

て
ず
に
干
し
て
出だ

汁し

に
使
う
な
ど
も
し
ま
す
。

ま
た
、
食
べ
き
れ
ず
に
余
る
ほ
ど
の
調
理
を

せ
ず
、
ち
ょ
う
ど
い
い
量
を
つ
く
る
よ
う
に

も
努
め
ま
す
。
そ
れ
に
加
え
て
も
う
一
つ
、

身
近
な
食
材
を
使
う
こ
と
も
大
変
重
要
だ
と

思
い
ま
す
。
い
ま
ス
ー
パ
ー
に
行
け
ば
季
節

の
食
材
が
買
え
ま
す
ね
。
わ
ざ
わ
ざ
遠
く
か

ら
取
り
寄
せ
な
く
て
も
い
い
で
す
し
、
高
値

の
食
材
は
大
事
に
し
て
安
い
も
の
は
ぞ
ん
ざ

い
に
、
と
い
っ
た
こ
と
も
な
く
、
手
の
届
く

食
材
を
活
か
す
工
夫
を
楽
し
む
こ
と
で
す
。

『
典
座
教
訓
』
に
は
「
三さ
ん

徳と
く

六ろ
く

味み

」
と
い
う

言
葉
も
出
て
き
ま
す
。
三
徳
と
は
、
仮
に
食

材
や
道
具
が
十
分
で
な
く
と
も
こ
れ
が
で
き

る
と
良
い
、
と
い
う
三
つ
の
心
掛
け
の
こ
と

で
す
。
す
っ
き
り
し
た
盛
り
付
け
と
優
し
い

味
わ
い
を
意
味
す
る
軽
き
ょ
う

軟な
ん

、
衛
生
的
な
浄
じ
ょ
う

潔け
つ

、

丁
寧
に
調
理
す
る
如に
ょ

法ほ
う

作さ

の
三
点
。
い
ず
れ

私
が
永
平
寺
に
初
め
て
行
っ
た
の
は
、

高
校
を
卒
業
し
た
十
八
歳
の
と
き
で

し
た
。
雲
水
（
修
行
僧
）
と
し
て
三
年
間
を
過

ご
し
て
か
ら
短
大
に
進
学
し
、
そ
こ
で
も
仏

教
を
学
ん
だ
の
ち
、
妙
応
寺
の
住
職
に
な
り

ま
し
た
。
平
日
は
公
務
員
、
週
末
に
お
寺
の

勤
め
と
い
う
ス
タ
イ
ル
で
定
年
ま
で
勤
め
る

つ
も
り
で
し
た
が
、
平
成
十
六
年
に
永
平
寺

か
ら
典て
ん

座ぞ

の
お
誘
い
を
頂
き
、
令
和
二
年
ま

で
の
約
十
六
年
間
務
め
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

典
座
と
は
、
レ
ス
ト
ラ
ン
で
い
う
料
理
長

や
シ
ェ
フ
を
務
め
る
僧
侶
を
い
い
ま
す
。
永

平
寺
に
は
百
名
以
上
の
雲
水
が
い
ま
す
の
で
、

彼
ら
が
食
事
に
気
を
と
ら
れ
る
こ
と
な
く
修

行
に
打
ち
込
め
る
よ
う
、
毎
日
の
食
事
を
用

意
す
る
の
が
典
座
の
役
目
で
す
。

曹
洞
宗
に
は
、
道
元
禅
師
が
著
さ
れ
た

『
典て
ん

座ぞ

教き
ょ
う

訓く
ん

』
と
い
う
食
の
教
え
が
あ
り
、

典
座
の
心
得
で
す
。
鎌
倉
時
代
の
僧
侶
で
あ

る
道
元
禅
師
は
、
中
国
で
勉
強
し
て
い
る
と

き
に
典
座
に
出
会
い
、
食
の
大
切
さ
に
気
づ

か
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
ま
で
食
事
の
用
意
は

身
分
の
低
い
者
が
す
る
と
さ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
中
国
の
仏
門
で
は
、
食
材
を
大
切
に
扱

い
、
丁
寧
に
調
理
す
る
こ
と
が
、
他
者
の
た

め
に
も
自
分
の
た
め
に
も
な
る
と
さ
れ
、
体

食
材
を
大
切
に

喜
び
の
心
を
も
っ
て
相
手
を
思
い
や
り

一
生
懸
命
作
る
の
が
精
進
料
理
で
す

み
よ
し
・
り
ょ
う
き
ゅ
う

昭
和
二
二
年
（
一
九
四

七
）
大
分
県
生
ま
れ

滋
賀
県
東
近
江
市　

妙
応
寺
住
職

平
成
一
六
年
（
二
〇
〇

四
）
よ
り
一
六
年
間
大
本

山
永
平
寺
典
座
を
務
め
る
。

著
書
に
『
身
近
な
食
材
を

使
っ
て
』『
続
・
身
近
な

食
材
を
使
っ
て
』
が
あ
る
。

取
材
＝
柳
澤 

円

三
好
良
久
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で
す
。
一
生
懸
命
作
っ
た
料
理
は
、
お
い
し

い
で
す
か
ら
。

し
か
し
い
つ
の
間
に
か
、
手
の
か
か
る
料

理
は
面
倒
だ
と
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
確
か
に
野
菜
は
調
理
に
少
し
手
間
が

必
要
で
す
が
、
面
倒
な
こ
と
と
は
一
生
懸
命

に
な
れ
る
こ
と
で
も
あ

り
ま
す
。
た
と
え
忙
し

く
て
お
弁
当
を
買
っ
た

と
き
で
も
、
そ
の
食
事

が
自
分
の
口
に
入
る
ま

で
に
何
人
か
の
手
や
、

自
然
の
力
が
あ
る
お
か

げ
と
感
謝
し
て
、
手
を

合
わ
せ
ら
れ
る
と
い
い

で
し
ょ
う
ね
。

私
自
身
は
ど
こ
か
で

調
理
を
習
っ
た
わ
け
で

は
な
く
ず
っ
と
自
己
流

で
す
。
若
い
頃
は
、
外

で
食
事
を
し
て
気
に
な
る
料
理
が
あ
れ
ば
お

店
の
人
に
作
り
方
を
聞
い
た
り
、
母
が
作
っ

て
く
れ
た
味
を
聞
き
出
し
た
り
し
て
、
自
分

で
や
っ
て
み
る
。
う
ま
く
い
か
な
い
と
ま
た

次
の
日
も
行
っ
て
聞
く
、
そ
ん
な
こ
と
を
続

け
て
き
ま
し
た
。

レ
シ
ピ
本
を
出
し
た
と
き
も
、
調
味
料
の

分
量
な
ど
は
一
切
書
い
て
い
ま
せ
ん
。
ひ
と

そ
れ
ぞ
れ
好
き
な
味
は
違
う
か
ら
で
す
。
組

み
合
わ
せ
も
ひ
と
つ
の
例
と
し
て
捉
え
て
も

ら
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
手
に
入
る
食
材
で
代

用
す
る
な
ど
、
工
夫
し
て
も
ら
っ
た
ら
い
い

と
思
い
ま
す
。

も
し
も
、
自
分
の
好
き
な
味
や
家
庭
の
味

が
ピ
ン
と
来
な
い
よ
う

な
ら
、
色
々
試
し
て
み

る
と
い
い
で
し
ょ
う
。

ひ
と
つ
、
い
い
方
法
が

あ
っ
て
、
そ
れ
は
お
友

達
と
一
品
ず
つ
持
ち
寄

り
の
食
事
会
を
す
る
こ

と
。
そ
れ
ぞ
れ
が
お
か

ず
を
作
っ
て
持
ち
寄
っ

て
、
あ
と
は
誰
か
が
炊

飯
器
で
ご
飯
だ
け
炊
け

ば
十
分
、
汁
物
は
あ
っ

て
も
な
く
て
も
い
い
で

す
か
ら
。
い
ろ
ん
な
家

庭
の
味
を
食
べ
て
み
て
、
レ
シ
ピ
や
手
順
、

思
い
出
な
ん
か
も
教
え
あ
う
ん
で
す
。
同
じ

ジ
ャ
ガ
イ
モ
で
も
炊
き
方
は
色
々
あ
る
ん
だ

な
、
と
か
そ
う
い
う
こ
と
を
感
じ
取
れ
ま
す

よ
。
こ
れ
を
季
節
ご
と
に
年
四
回
、
毎
回
五

〜
六
人
ず
つ
で
も
か
な
り
の
家
庭
の
味
を
食

べ
ら
れ
ま
す
。
気
づ
く
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ

る
と
思
い
ま
す
。

も
家
庭
料
理
に
だ
っ
て
大
切
な
こ
と
で
し
ょ

う
。
六
味
は
、
苦
味
・
酸
味
・
甘
味
・
辛
味
・

塩
味
・
淡た
ん

味み

の
こ
と
で
、
淡
味
と
は
味
付
け

と
い
う
よ
り
も
、
食
材
そ
の
も
の
の
風
味
を

活
か
す
こ
と
で
す
。

精
進
料
理
で
と
て
も
重
要
な
こ
と
は
、
食

べ
て
く
れ
る
人
を
思
い
や
る
気
持
ち
で
す
。

そ
の
日
の
気
候
風
土
や
相
手
の
労
働
環
境
、

体
調
に
も
考
慮
し
て
、

暑
い
日
な
ら
酸
っ
ぱ
い

も
の
を
足
し
た
り
、
寒

い
時
に
は
体
が
温
ま
る

も
の
な
ど
、
相
手
の
体

を
思
っ
て
献
立
を
考
え

る
こ
と
が
大
切
で
す
。

忙
し
い
ご
家
庭
な
ど
で

は
、
毎
日
す
べ
て
の
食

事
を
作
る
の
は
難
し
い

と
い
う
方
も
お
あ
り
で

し
ょ
う
か
ら
、
お
休
み

の
日
だ
け
で
も
家
族
や

自
分
の
た
め
に
料
理
を

す
る
と
か
、
買
っ
て
き
た
も
の
で
も
温
め
直

し
た
り
、
ま
た
は
き
れ
い
な
器
に
盛
り
直
す

と
い
っ
た
思
い
や
り
を
施
し
て
み
る
と
い
い

で
し
ょ
う
ね
。
特
に
小
さ
い
お
子
さ
ん
は
そ

う
い
う
こ
と
を
敏
感
に
感
じ
取
り
ま
す
か
ら
、

大
き
く
な
っ
て
も
覚
え
て
い
る
で
し
ょ
う
し
、

体
に
染
み
込
ん
で
い
き
ま
す
。
栄
養
や
何
か

の
成
分
だ
け
が
体
を
作
る
わ
け
で
は
な
く
、

一
生
懸
命
作
っ
た
の
で
ど
う
ぞ
、
と
出
し
て

も
ら
っ
た
ら
、
優
し
い
気
持
ち
も
一
緒
に
取

り
込
み
な
が
ら
食
べ
て
く
れ
る
の
で
す
。

精
進
料
理
と
は 

野
菜
料
理
の
こ
と
で
は 

あ
り
ま
せ
ん

精
進
料
理
は
野
菜
料

理
だ
と
思
わ
れ
る
こ
と

が
多
い
の
で
す
が
、
私

自
身
は
「
一
生
懸
命
つ

く
っ
た
料
理
」
の
こ
と

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

永
平
寺
で
は
動
物
性
食

材
や
五ご

葷く
ん（

に
ん
に
く
や

ね
ぎ
な
ど
）
を
使
い
ま
せ

ん
が
一
般
の
ご
家
庭
で

は
使
っ
て
も
い
い
わ
け

で
す
。
た
だ
典
座
教
訓

の
心
得
を
当
て
は
め
て
、

食
材
を
大
切
に
、
食
べ
て
く
れ
る
人
の
こ
と

を
思
っ
て
一
生
懸
命
作
る
こ
と
を
続
け
れ
ば

そ
れ
が
精
進
で
す
。
あ
の
人
は
甘
い
も
の
が

好
き
か
な
、
と
か
、
も
っ
と
食
べ
や
す
い
大

き
さ
に
切
ろ
う
か
な
、
柔
ら
か
く
煮
よ
う
か

な
、
と
相
手
の
こ
と
を
考
え
て
工
夫
す
る
の
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