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神奈川県建功寺

日
本
人
は
勤
勉
な
国
民
で
す

か
ら
、
仕
事
の
し
す
ぎ
と

い
う
面
は
あ
っ
て
も
、
な
か
な
か

時
間
的
余
裕
が
持
て
な
い
と
い
う

の
が
実
情
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

良
く
聞
く
言
葉
に
「
時
間
が
足
り

な
い
」「
忙
し
い
」「
時
間
に
追
わ

れ
て
し
ま
う
」
と
い
う
も
の
が
あ

り
ま
す
。
そ
の
結
果
、
今
日
な
す

べ
き
こ
と
や
、
仕
事
を
積
み
残
し

て
し
ま
い
、
開
き
直
る
し
か
な
く

な
る
わ
け
で
す
。

「
今
日
ど
う
し
て
も
や
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
な
い

し
、
あ
と
は
明
日
で
も
い
い
や
」

と
い
う
言
葉
が
頭
に
浮
か
ん
で
き

ま
す
。

し
か
し
、
実
は
、
そ
れ
が
ま
す

ま
す
時
間
を
窮
屈
に
し
て
い
る
の

で
す
。
今
日
や
る
べ
き
こ
と
を
明

日
に
持
ち
越
せ
ば
、
明
日
の
時
間

が
そ
の
分
だ
け
窮
屈
に
な
る
。
そ

ん
な
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
け

ば
、
最
後
に
は
「
あ
あ
、
間
に
合

わ
な
い
！
」「
も
う
時
間
切
れ

だ
！
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、

心
に
余
裕
を
な
く
し
、
イ
ラ
イ
ラ

し
、
焦
り
に
さ
い
な
ま
れ
る
の
は

必
定
で
す
。

「
歳
月
は
人
を
待
た
ず
」
と
い
う

言
葉
は
誰
で
も
知
っ
て
い
る
で
し

ょ
う
。
時
間
は
、
人
の
都
合
に
合

わ
せ
て
は
く
れ
な
い
、
ど
ん
ど
ん

過
ぎ
去
っ
て
行
っ
て
人
は
置
き
ざ

り
に
さ
れ
る
、
と
い
っ
た
意
味
で

す
。
仏
教
で
い
う
「
無
常
」
も
同

じ
で
す
。
こ
の
世
の
も
の
は
一
瞬

た
り
と
も
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と

は
な
く
、
常
に
移
ろ
い
で
い
る
の

で
す
。
す
で
に
移
ろ
い
で
し
ま
っ

た
時
間
は
二
度
と
戻
っ
て
く
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
ん
な
こ
と
は
あ
た
り
ま
え
、

わ
か
り
切
っ
て
い
る
と
い
う
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
当
た
り
前
す
ぎ

て
、
案
外
、
意
識
の
外
に
置
か
れ

て
し
ま
う
の
で
す
。
あ
ら
た
め
て

肝
に
銘
じ
る
必
要
が
あ
る
と
思
い

ま
す
。

今
日
な
す
べ
き
こ
と
は
、
今
日

中
に
や
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
が
時

間
に
追
わ
れ
な
い
た
め
の
、
時
間

を
窮
屈
に
し
な
い
た
め
の
秘
訣
で

あ
り
、
こ
れ
以
上
な
い
極
意
で
す
。

臨
済
宗
の
中
興
の
祖
で
あ
る
白
隠

禅
師
の
お
師
匠
さ
ま
、
正
し
ょ
う

受じ
ゅ

老
人

（
道ど
う

鏡き
ょ
う

慧え

端た
ん

）
の
言
葉
に
次
の
よ
う

な
も
の
が
あ
り
ま
す
。

「
一
大
事
と
申
す
は
、
今こ
ん

日に
ち

只た
だ

今い
ま

の
心
な
り
」

も
っ
と
も
大
事
な
こ
と
は
、
今

日
只
今
を
、
す
な
わ
ち
、
一
瞬
一

瞬
を
精
い
っ
ぱ
い
の
心
で
生
き
る

こ
と
だ
、
と
い
う
意
味
で
し
ょ
う
。

そ
し
て
正
受
老
人
は
さ
ら
に
、

「
如い

何か

ほ
ど
の
苦
し
み
に
て
も
、

一
日
と
思
へ
ば
堪
え
易や
す

し
」

ど
ん
な
に
苦
し
い
こ
と
で
も
、

こ
の
一
日
に
や
る
べ
き
こ
と
、
今

日
し
か
や
る
と
き
は
な
い
の
だ
、

と
思
っ
て
い
れ
ば
乗
り
切
れ
る
も

の
だ
、
と
い
う
の
が
こ
の
言
葉
の

い
わ
ん
と
す
る
こ
と
で
す
。
こ
の

言
葉
に
な
ら
え
ば
、「
明
日
で
い

い
や
」
と
考
え
た
ら
、
堪
え
難
い

も
の
に
な
る
、
ま
す
ま
す
苦
し
く

な
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
先

延
ば
し
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ

の
仕
事
を
し
な
く
て
す
む
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
ず
れ
必
ず
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

み
な
さ
ん
、
時
間
と
は
上
手
に

お
付
き
合
い
を
し
、
明
日
に
積
み

残
す
こ
と
は
出
来
る
だ
け
な
く
し

て
、
今
日
や
る
べ
き
こ
と
は
、
今

日
や
る
よ
う
に
つ
と
め
る
こ
と
が

上
手
な
生
き
方
に
繋
が
り
ま
す
。

合

掌

ますの・しゅんみょう
1953 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。

い
ま
こ
そ

禅
に
ふ
れ
る
と
き

枡
野
俊
明

今
日
や
る
べ
き
こ
と
は
、

今
日
や
る
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お釈迦様のご生涯を描いた「LiFE of Buddha」（太瑞知見画）

加
藤	

仏
教
界
隈
の
み
な
ら
ず
様
々
な
分
野
で
ご
活
躍

で
す
ね
。
大
学
院
で
の
薬
学
研
究
か
ら
一
転
、
僧
堂
で

の
修
行
を
経
て
仏
教
の
研
究
に
身
を
投
じ
ら
れ
た
そ
う

で
す
が
、
仏
教
の
ど
ん
な
と
こ
ろ
に
魅
力
を
お
感
じ
で

す
か
？

太
瑞
知
見
師
（
以
下	

知
見
）　

そ
れ
は
も
う
、
お
釈
迦
様

の
魅
力
で
す
。
仏
教
の
教
理
も
素
晴
ら
し
い
と
思
う
の

で
す
が
、
お
釈
迦
様
の
人
と
し
て
の
魅
力
に
と
て
も
引

き
つ
け
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
を
知
っ
た
の
は
大
学
院
時

代
の
指
導
教
授
、
奈
良
康
明
先
生
か
ら
勧
め
ら
れ
て
、

「
律
」
の
研
究
を
始
め
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
す
。

律
と
は
、
出
家
修
行
者
が
守
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い

規
則
の
こ
と
で
す
。
当
時
か
ら
出
家
者
は
集
団
生
活
を

行
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
多
種
多
様
な
人
た
ち
が
一
緒

に
生
活
を
す
る
も
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
は
も

う
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
お
き
る
ん
で
す
よ
。

お
釈
迦
様
は
集
団
生
活
が
う
ま
く
機
能
す
る

よ
う
に
、
優
し
く
、
時
に
は
厳
し
く
ル
ー
ル

を
定
め
て
い
か
れ
ま
し
た
。
そ
う
し
た
問
題

解
決
の
過
程
と
結
論
を
ま
と
め
た
も
の
が
律

蔵
に
書
い
て
あ
る
ん
で
す
よ
！ 

面
白
そ
う

で
し
ょ
う
（
笑
） 

律
を
読
む
と
当
時
の
人
び

と
が
ど
う
い
う
生
活
を
し
て
い
た
の
か
が
わ

か
り
ま
す
。
生
活
が
わ
か
る
と
仏
典
の
理
解

が
す
す
む
。
ぐ
ん
ぐ
ん
と
仏
教
の
面
白
さ
に

吸
い
込
ま
れ
ま
し
た
。
せ
っ
か
く
な
ら
原
文

で
読
ん
で
み
た
い
！ 

と
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
語
や
パ
ー
リ
語
を
勉
強
し
始
め
ま
し
た
。

加
藤	

イ
ン
ド
の
伝
統
医
学
で
あ
る
ア
ー
ユ

ル
ヴ
ェ
ー
ダ
の
『
チ
ャ
ラ
カ
本
集
』
は
サ
ン

ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
そ

の
翻
訳
に
も
参
加
な
さ
っ
て
い
ま
す
ね
。

知
見
　
第
一
章
の
薬
に
関
す
る
と
こ
ろ
を
訳
し
た
の
で

す
が
、
こ
の
知
識
の
お
か
げ
で
仏
典
の
理
解
が
深
ま
っ

た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

仏
教
書
と
い
う
と
、
思
想
と
か
坐
禅
と
か
、
難
し
い

お
経
が
あ
り
が
た
い
と
思
わ
れ
て
い
る
傾
向
が
あ
り
ま

す
が
、
医
学
的
に
も
有
用
な
情
報
が
記
さ
れ
て
い
て
、

日
々
の
健
康
に
も
役
立
つ
ん
で
す
よ
。
お
釈
迦
様
は
、

大
勢
の
出
家
者
た
ち
が
集
団
で
健

康
的
に
暮
ら
す
た
め
の
工
夫
も
な

さ
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。

一
方
で
道
元
禅
師
も
律
蔵
を
し

っ
か
り
と
お
読
み
に
な
っ
て
い
た

よ
う
で
す
。
曹
洞
宗
の
僧
侶
も
、

修
行
道
場
で
集
団
生
活
を
行
な
い

ま
す
の
で
、
そ
こ
に
お
釈
迦
様
の

教
え
や
工
夫
が
反
映
さ
れ
て
い
ま

す
。

加
藤
　
集
ま
っ
た
僧
侶
た
ち
の
統

制
の
た
め
に
必
要
な
こ
と
を
律
か

ら
学
び
取
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す

か
。

知
見
　
統
制
と
い
う
よ
り
、
健
康

の
た
め
に
、
と
い
う
一
面
も
あ
っ

コ
ロ
ナ
禍
三
度
目
の
お
盆
が
や
っ
て

き
ま
す
。
一
日
も
早
く
、
家
族
や
親
戚

と
顔
を
合
わ
せ
て
、
と
も
に
ご
先
祖
様

に
想
い
を
馳
せ
る
時
間
を
持
ち
た
い
も

の
で
す
。

暑
い
日
に
は
、
冷
た
い
飲
み
物
で
体

温
を
下
げ
る
こ
と
が
熱
中
症
の
予
防
に

効
果
的
。
氷
を
か
く
音
や
削
ら
れ
た
氷

が
つ
も
る
様
子
は
、
目
や
耳
か
ら
も
涼

を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
ま
す
が
、
冷
た
い

飲
食
物
は
胃
腸
に
負
担
を
か
け
て
し
ま

う
の
で
す
。
じ
つ
は
、
お
釈
迦
さ
ま
も

胃
腸
が
と
て
も
弱
く
、
体
調
管
理
や
食

事
に
は
気
を
使
っ
て
い
た
の
だ
そ
う
。

心
も
身
体
も
整
え
る
こ
と
で
、
コ
ロ
ナ

に
も
暑
い
夏
に
も
負
け
な
い
自
分
を
目

指
し
ま
し
ょ
う
！

お
釈
迦
様
の
生
き
た
時
代
を
さ
ま
ざ

ま
な
分
野
の
書
物
か
ら
読
み
取
り
、
薬

学
の
知
識
を
も
っ
て
当
時
の
暮
ら
し
を

温
も
り
ご
と
立
ち
上
げ
る
。
そ
ん
な
エ

ッ
セ
イ
で
定
評
の
あ
る
太
瑞
知
見
さ
ん

に
、
夏
を
乗
り
切
る
お
釈
迦
様
の
く
ら

し
の
知
恵
を
う
か
が
い
ま
す
。

聞き手　加藤順子

太
瑞
知
見
師	

イ
ン
タ
ビュ
ー

お
釈
迦
様
か
ら
の
贈
り
も
の
で
、

心
と
身
体
を
と
と
の
え
る

た
い
ず
い
・
ち
け
ん

長
崎
県
生
ま
れ
。
長
崎
県
南
島
原

市
の
太
月
山
玉
峰
寺
住
職
で
薬
剤

師
。
た
ま
み
ね
こ
ど
も
園
の
園
長
。

九
州
大
学
大
学
院
で
薬
学
を
修
め
、

そ
の
後
駒
澤
大
学
大
学
院
（
仏
教

学
）
修
了
。

金
沢
市
に
あ
る
大
乗
寺
専
門
僧
堂

に
て
安
居
。
帰
山
後
は
檀
信
徒
や

一
般
の
方
を
は
じ
め
、
学
生
や
外

国
人
に
対
す
る
坐
禅
の
指
導
や
法

話
を
行
な
っ
て
い
る
。
二
〇
一
一

年
に
古
代
イ
ン
ド
の
医
学
書
『
チ

ャ
ラ
カ
・
サ
ン
ヒ
タ
ー
』
の
邦
訳

の
一
部
を
担
い
、
二
〇
一
五
年
に

は
、
原
始
仏
典
を
薬
学
の
知
識
を

も
っ
て
読
み
解
い
た
『
お
釈
迦
さ

ま
の
薬
箱
』（
河
出
書
房
新
社
）
を

上
梓
。
そ
の
後
も
科
学
と
仏
教
の

交
わ
り
を
優
し
い
語
り
口
で
説
く

随
筆
を
多
数
発
表
し
て
い
る
。
現

在
、
曹
洞
宗
宗
務
庁
刊
『
て
ら
ス

ク
ー
ル
』
で
「
仏
教
語
り
草
」
を
、

『
禅
の
友
』
で
「
日
々
の
か
ら
だ
」

（
共
著
）
を
連
載
中
。

た
い
ず
い
・
ち
け
ん

長
崎
県
生
ま
れ
。
長
崎
県
南
島
原

市
の
太
月
山
玉
峰
寺
住
職
で
薬
剤

師
。
た
ま
み
ね
こ
ど
も
園
の
園
長
。

九
州
大
学
大
学
院
で
薬
学
を
修
め
、

そ
の
後
駒
澤
大
学
大
学
院
（
仏
教

学
）
修
了
。

金
沢
市
に
あ
る
大
乗
寺
専
門
僧
堂

に
て
安
居
。
帰
山
後
は
檀
信
徒
や

一
般
の
方
を
は
じ
め
、
学
生
や
外

国
人
に
対
す
る
坐
禅
の
指
導
や
法

話
を
行
な
っ
て
い
る
。
二
〇
一
一

年
に
古
代
イ
ン
ド
の
医
学
書
『
チ

ャ
ラ
カ
・
サ
ン
ヒ
タ
ー
』
の
邦
訳

の
一
部
を
担
い
、
二
〇
一
五
年
に

は
、
原
始
仏
典
を
薬
学
の
知
識
を

も
っ
て
読
み
解
い
た
『
お
釈
迦
さ

ま
の
薬
箱
』（
河
出
書
房
新
社
）
を

上
梓
。
そ
の
後
も
科
学
と
仏
教
の

交
わ
り
を
優
し
い
語
り
口
で
説
く

随
筆
を
多
数
発
表
し
て
い
る
。
現

在
、
曹
洞
宗
宗
務
庁
刊
『
て
ら
ス

ク
ー
ル
』
で
「
仏
教
語
り
草
」
を
、

『
禅
の
友
』
で
「
日
々
の
か
ら
だ
」

（
共
著
）
を
連
載
中
。
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有明の海を望む境内にたつ聖観世音菩薩像（製作：北村西望）

外国人にむけて「朝の坐禅後に朝粥をいただ
く会」をひらいている

加
藤	

お
も
し
ろ
い
で
す
ね
。
お
粥
だ
と
高
齢
に
な
っ

て
も
食
べ
ら
れ
そ
う
で
す
ね
。

知
見	

は
い
。
お
粥
は
万
人
に
お
勧
め
で
す
。

こ
こ
で
少
し
科
学
的
な
話
し
を
し
ま
す
ね
。
年
を
と

る
と
い
ろ
ん
な
機
能
が
衰
え
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
を
修

復
す
る
た
め
に
、
僕
た
ち
は
新
陳
代
謝
を
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
に
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
必
要
で
す
。
熱
力
学
に
「
エ

ン
ト
ロ
ピ
ー
」
と
い
う
概
念
が
あ
る
の
で
す
が
、
簡
単

に
い
う
と
「
物
事
は
乱
雑
さ
の
方
向
に
進
む
」
と
い
う

も
の
で
す
。
宇
宙
が
拡
大
し
て
い
る
の
も
こ
の
原
理
で

す
。
僕
た
ち
の
身
体
も
同
様
で
、
細
胞
は
乱
雑
さ
の
方

向
に
向
い
、
崩
れ
て
い
き
ま
す
。
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
に
よ

っ
て
崩
れ
る
前
に
細
胞
を
新
し
く
し
て
い
く
と
い
う
の

が
新
陳
代
謝
で
す
。
そ
れ
で
老
い
に
抗
っ
て
身
体
が
維

持
で
き
て
い
る
わ
け
で
す
。
新
陳
代
謝
の
元
は
食
べ
物

で
す
か
ら
、
身
体
に
良
い
物
を
選
ぶ
よ
う
心
掛
け
た
い

で
す
ね
。

加
藤	

「
私
た
ち
は
食
べ
た
物
で
で
き
て
い
る
」
ん
で

す
ね
。

知
見	

は
い
。
自
分
の
身
体
に
合
っ
た
も
の
を
食
べ
る

の
は
大
切
な
こ
と
で
す
よ
ね
。

加
藤	

知
見
さ
ん
も
朝
は
お
粥
を
お
食
べ
に
な
る
そ
う

で
す
ね
。
お
勧
め
の
食
べ
方
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

知
見	

も
う
ず
っ
と
朝
は
お
粥
で
す
。
そ
の
せ
い
か
、

体
調
は
い
い
で
す
よ
（
笑
） 

僕
は
花
粉
症
が
あ
る
の
で

す
が
、
花
粉
の
時
期
に
は
「
ト
リ
カ
ト
ゥ
（
三
辛
）*

」
を

か
け
て
頂
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
律
に
も
記
さ
れ
て
い

る
ス
パ
イ
ス
な
の
で
す
が
、
花
粉
症
に
も
効
果
が
あ
る

ん
で
す
。
そ
の
お
か
げ
で
、
こ
こ
二
〜
三
年
は
ず
い
ぶ

ん
と
楽
に
な
り
ま
し
た
。
詳
し
く
は
「
禅
の
友
」
四
月

号
に
書
い
て
い
ま
す
（
笑
）

ま
た
、
夏
は
汗
を
か
く
の
で
塩
分
が
必
要
で
す
か
ら
、

ご
ま
塩
と
梅
干
し
が
お
勧
め
で
す
。
ア
ー
モ
ン
ド
や
ナ

ッ
ツ
を
ト
ッ
ピ
ン
グ
し
て
軽
く
塩
を
か
け
て
食
べ
る
の

も
美
味
し
い
で
す
よ
。
特
に
お
気
に
入
り
は
、
煮
干
し

を
炒
っ
た
も
の
を
入
れ
た
お
粥
で
す
。
煮
干
し
は
お
醤

油
で
軽
く
味
付
け
す
る
の
で
す
が
、
こ
れ
を
お
粥
の
底

に
入
れ
込
ん
で
、
し
み
出
す
味
を
楽
し
ん
で
い
ま
す
。

食
事
は
身
体
へ
の
贈
り
も
の
。
暑
い
夏
に
も
負
け
な

い
よ
う
、
身
体
が
喜
ぶ
も
の
を
選
ん
で
上
げ
て
下
さ
い
。

た
と
思
い
ま
す
。
爪
楊
枝
の
使
用
も
勧
め
ら
れ
て
い
ま

す
し
、
修
行
僧
が
健
康
を
維
持
し
な
が
ら
修
行
を
続
け

る
た
め
の
ル
ー
ル
を
採
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま

す
。

例
え
ば
、
修
行
道
場
で
は
、
い
ま
で
も
朝
食
に
お
粥

を
食
べ
る
の
で
す
が
、
そ
の
際
に
「
粥
し
ゅ
く

時じ

呪じ
ゅ

願が
ん

」
を
唱

え
ま
す
。「
お
粥
に
は
十
の
良
い
こ
と
が
あ
る
よ
」
と

唱
え
て
か
ら
お
粥
を
頂
く
の
で
す
。
こ
れ
は
、
お
釈
迦

様
自
身
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
お
粥
の
効
能
で
、
お
釈

迦
様
の
教
え
が
現
代
ま
で
連
綿
と
つ
な
が
っ
て
い
る
の

を
感
じ
ま
す
ね
。

　
　
　
　
　
身
体
へ
の
お
く
り
も
の

加
藤	

お
釈
迦
様
も
お
っ
し
ゃ
っ
た
お
粥
の
効
能
と
は
、

ど
の
よ
う
な
も
の
で
す
か
？

知
見	

「
血
色
を
良
く
し
、
力
を
与
え
、
寿
命
を
延
ば
し
、

安
楽
で
、
言
葉
も
は
っ
き
り
す
る
。
ま
た
空
腹
が
癒
え
、

の
ど
の
渇
き
が
な
く
な
る
。
さ
ら
に
、
ヴ
ァ
ー
タ
を
順

調
に
し
て
、
下
腹
部
を
浄
化
し
、
未
消
化
物
を
取
り
の

ぞ
く
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
お
粥
の
効
能
、
す
ご
い

で
し
ょ
う
！
（
笑
） 
最
後
の
三
つ
は
ア
ー
ユ
ル
ヴ
ェ
ー

ダ
的
な
医
学
知
識
が
入
っ
て
い
て
、
興
味
深
い
で
す
。

お
粥
は
未
消
化
物
を
輩
出
し
、
身
体
を
温
め
る
の
で
、

夏
場
に
も
有
効
な
ん
で
す
よ
ね
。
冷
た
い
も
の
を
食
べ

る
こ
と
が
多
い
夏
場
、
お
粥
で
身
体
の
中
の
未
消
化
物

を
キ
レ
イ
に
し
て
ゆ
く
と
、
身
体
が
整
っ
て
い
き
ま
す
。

す
る
と
坐
禅
の
座
り
が
良
く
な
る
。
そ
う
や
っ
て
、
修

行
す
る
循
環
が
整
っ
て
い
く
よ
う
に
思
え
ま
す
。
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絵のタッチや作風はとても自由　
かわいらしい「地蔵菩薩様」

「prajñāpāramitāhṛdayasūtra（般若心経）」（写経・写仏：太瑞知見）とともに

う
の
が
あ
り
ま
す
。
何
も
持
っ
て
い
な
く
て
も
、
い
つ

で
も
誰
で
も
で
き
る
お
布
施
の
こ
と
で
す
。
そ
の
中
に

「
和わ

顔が
ん

施せ

」
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
笑
顔
の
お
布
施
で
す
。

笑
顔
が
ダ
ー
ナ
に
な
る
ん
で
す
っ
て
。
素
敵
な
こ
と
で

す
よ
ね
！ 

こ
の
笑
顔
の
布
施
に
は
も
う
一
つ
良
い
面

が
あ
り
ま
す
。
ド
イ
ツ
、
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学
の
研
究

に
よ
る
と
、
人
は
口
角
を
上
げ
て
笑
顔
を
作
る
だ
け
で
、

心
が
幸
福
を
感
じ
や
す
く
な
る
そ
う
で
す
よ
。

加
藤	

笑
顔
を
贈
る
こ
と
で
、

自
分
の
心
も
幸
せ
に
で
き
る
の

で
す
ね
。
と
っ
て
も
素
敵
で
す
。

知
見	

お
釈
迦
様
は
「
ダ
ー
ナ

を
す
る
と
幸
せ
に
な
る
」
と
仰

っ
て
い
ま
す
。
ど
ん
ど
ん
ダ
ー

ナ
を
し
て
幸
せ
に
な

り
ま
し
ょ
う
！

＊
ト
リ
カ
ト
ゥ
…
…
黒
胡

椒
・
イ
ン
ド
ナ
ガ
コ
シ

ョ
ウ
（
ヒ
ハ
ツ
）・
乾
燥

生
姜
を
混
ぜ
て
作
り
ま

す
。
ス
ー
パ
ー
で
も
ス

パ
イ
ス
と
し
て
売
っ
て

い
ま
す
の
で
、
簡
単
に

手
に
入
り
ま
す
。

幸
せ
に
な
る
た
め
の
ダ
ー
ナ

加
藤	

お
盆
に
は
、
亡
く
な
っ
た
ご
先
祖
さ
ま
を
供
養

す
る
施せ

食じ
き

会え

と
い
う
法
要
を
行
な
う
お
寺
が
多
く
あ
り

ま
す
が
、
知
見
さ
ん
の
お
寺
で
は
い
か
が
で
す
か
。

知
見	

私
の
お
寺
で
も
毎
年
、
参
拝
さ
れ
る
方
に
「
施

食
」
と
し
て
お
食
事
を
お
出
し
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は

お
寺
で
み
ん
な
で
作
る
ん
で
す
よ
、
三
〇
〇
食
ぐ
ら
い
。

お
檀
家
さ
ん
た
ち
と
わ
い
わ
い
と
。
最
近
で
は
コ
ロ
ナ

の
影
響
で
集
ま
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、

み
ん
な
で
作
る
と
本
当
に
楽
し
く
て
美
味
し
い
ん
で
す
。

ま
た
や
り
た
い
で
す
ね
。

「
施
食
」
と
は
食
を
施
す
こ
と
。
原
語
は
「
ダ
ー
ナ
」

と
い
い
ま
す
。「
ダ
ー
」
は
「give

／
与
え
る
」
と
い
う

動
詞
で
、
そ
の
名
詞
形
が
「
ダ
ー
ナ
」、
つ
ま
り
「gift 

／
贈
り
も
の
」
の
こ
と
な
ん
で
す
。
贈
り
も
の
で
す
か

ら
、
相
手
を
思
い
浮
か
べ
、
そ
の
人
に
合
わ
せ
た
贈
り

物
を
し
ま
す
よ
ね
。
無
理
な
く
、
や
れ
る
範
囲
で
贈
り

物
を
し
ま
す
。
実
は
、
こ
の
ダ
ー
ナ
は
「
お
布
施
」
の

語
源
な
ん
で
す
よ
。

加
藤	

ダ
ー
ナ
と
は
お
布
施
の
こ
と
な
の
で
す
か
！　

お
布
施
と
い
う
と
身
構
え
て
し
ま
い
ま
す
が
、
ダ
ー
ナ

（
贈
り
物
）
と
考
え
る
と
割
と
ハ
ー
ド
ル
が
下
が
り
ま
す

ね
。

知
見	

た
と
え
ば
お
子
さ
ん
に
食
事
を
用
意
す
る
の
も

立
派
な
ダ
ー
ナ
で
す
。
ダ
ー
ナ
で
功
徳
が
積
め
る
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
家
庭
で
の
食
事
を
用
意
す
る
こ
と

で
、
毎
日
功
徳
を
積
ん
で
い
る
の
で
す
。
一
緒
に
作
っ

て
も
い
い
し
、
外
食
だ
っ
て
、
買
っ
て
き
た
っ
て
い
い

ん
で
す
。
そ
の
人
の
た
め
に
用
意
す
る
の
が
ダ
ー
ナ
に

な
る
。
特
別
な
こ
と
で
は
な
く
、
日
常
の
こ
と
と
し
て

「
布
施
」
が
で
き
る
ん
で
す
。

ま
た
、
お
釈
迦
様
の
教
え
に
「
無
財
の
七
施
」
と
い

お
便
り
募
集

読
者
プ
レ
ゼ
ン
ト

Eメールアドレス………………………………
fujiki@water.ocn.ne.jp

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。

広島県／岡村美紗子様… 長野県／熊谷欣子様
愛知県／重野宏美様… 東京都／鈴木秀子様
岩手県／吉田眞紀子様

曹洞禅グラフ159号（冬号）プレゼント、西村
一郎氏の著書『広島・被爆ハマユウの祈り』は
次の方々が当選されました。

今回の特集にご登場頂い
た太瑞知見師のご著書
『「お釈迦さまの薬箱」を
開いてみたら…日々をす
こやかに過ごす仏の智
慧』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。………… 2022年8月31日消印有効

読
者
か
ら
の
お
便
り

　
私
は
七
十
八
歳
で
す
が
、
老
人
ホ
ー

ム
で
朝
六
時
半
か
ら
九
時
半
ま
で
食
事

の
ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
タ
ー
を
さ
せ
て
い
た

だ
い
て
お
り
ま
す
。
利
用
者
さ
ん
の
方

が
私
よ
り
若
い
方
も
た
く
さ
ん
お
り
ま

す
。
食
事
で
も
何
で
も
感
謝
で
き
る
方

は
元
気
で
す
。
大
勢
の
い
ろ
ん
な
方
が

お
り
、
一
瞬
の
う
ち
に
変
わ
ら
れ
る
様

子
を
見
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
本
当
に
一

日
一
日
今
に
生
き
る
、
積
み
重
ね
の
大

切
さ
を
身
に
し
み
て
感
じ
ま
す
。

　
私
は
二
〇
一
六
年
五
月
に
亡
く
な
っ

た
夫
の
お
徳
に
守
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

感
謝
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
亡
き
父
母
、

お
姑
さ
ん
、
御
先
祖
様
の
お
か
げ
で
生

か
さ
れ
て
い
ま
す
。
息
子
た
ち
も
少
し

で
も
世
の
為
、
人
の
為
に
と
働
か
せ
て

い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　
十
代
後
半
は
子
供
と
二
人
、
温
泉
宿

に
住
み
込
ん
で
働
き
ま
し
た
。
年
上
の

お
女
中
仲
間
は
と
て
も
親
切
で
、
東
北

福
祉
大
学
の
先
生
方
が
宿
泊
さ
れ
た
際

彼
女
た
ち
は
、
私
に
面
接
の
機
会
を
与

え
て
く
れ
る
よ
う
先
生
方
に
直
談
判
し

て
く
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
私
は
東
北
福

祉
大
学
の
秘
書
の
職
を
得
る
こ
と
が
出

来
た
の
で
す
。
大
久
保
道
舟
学
長
は

「
人
間
に
は
教
養
が
大
事
」と
、
秘
書
の

私
に
も
よ
く
道
元
禅
師
の
す
ば
ら
し
さ

を
お
話
し
下
さ
い
ま
し
た
。
今
も
そ
の

お
言
葉
を
胸
に
、
仏
教
や
禅
に
関
す
る

本
を
心
を
込
め
て
読
ま
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
た
く
さ
ん
の
御
縁
に
感
謝
い
た

し
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

仙
台
市 

髙
橋
久
美
子 

様
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ゆ
が
草
七
う
惑
戸
と
た
は
な
ず
な
芹

　

　
　
　

県
玉
埼

　

男
良
岡
西

な
は
次
の
そ
て
は
が
だ
の
た
え
言
ぐ
す
で
ま」
な
ず
な

 

。
す
ま
り
あ
く
よ
が
と
こ
う
い
う
こ

常
日
。
た
し
ま
り
な
く
多
に
と
ご
る
経
を
齢
年
に
く
と

と
句
俳
。
す
ま
い
て
し
華
昇
に
詩
な
事
見
て
い
て
れ
ら

県
庫
兵

　

井
松

　
豊離

ら
か
頭
が
像
映
の
手
選
夢
歩
野
平
た
し
得
獲
を
ル
ダ

て
し
露
披
を
技
の
ど
な
転
回
な
雑
複
で
中
空
、
く
な
で

俳
で
の
い
な
が
語
季
は
に
句
の
こ
。
す
で
の
る
す
地
着

す
ま
い
思
と
る
れ
ら
お
も
人
俳
う
い
と
い
な
め
認
と
句

。
す
ま
い
思
と
だ
句
の
行
流
の」
行
流
易
不
「、
が

県
川
奈
神

　

子
鶴
千
川
大

大
み
な
は
怖
恐
や
安
不
ら
な
気
病
の
ど
ほ
る
す
を
術
手

ま
い
て
れ
さ
弁
代
に
語
季
の」
月
の
春
「が
情
心
る
い

ろ
こ
と
ふ
の
母
ふ
て
地
大

薯

る
う
植
を県

重
三

　

美
良
奈
谷
苅

こ
る
れ
わ
使
て
れ
さ
同
混
は
で
在
現
、
が
す
ま
れ
さ
別

く
吹
芽
の
木
草
と
る
な
に
春
。
た
し
ま
り
な
く
多
が
と

現
表
だ
ん
富
に
性
感
は
と」
ろ
こ
と
ふ
の
母
「を
地
大

。
す
ま
い
て
れ
表
く
よ
が

詠
者
選

 

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

 

鶏
抜
羽
の
て
果
の
化
進
の
竜
恐

 

│

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

詩
竹
崎
尾

俳
句

募
集

選
』
フ
ラ
グ
禅
洞
曹
『

・
選

詩
竹
崎
尾

おざき　たけし◉ 1947 年　徳島県阿南市生まれ。2016 年　現代俳句協会理事。2019 年より神奈川県現代俳句協会会長

みなさまのご応募をお待ちしておりま
す（お一人3作品まで）

作品、住所、氏名、電話番号を明記し
て下記のいずれかにてお寄せください。
1 はがき、封書で投稿
 送り先・〒252-0116
 相模原市緑区城山4-2-5　
 仏教企画
 『曹洞禅グラフ』俳句募集係宛
2 Eメールで投稿
 fujiki@water.ocn.ne.jp

　　　令和4年8月31日消印有効

●ご応募の中から優秀な作品を選び、
誌上にて発表します。

●更に年に1回冬号（新年号）にて年間
優秀作品を選出し、記念品を贈呈し
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 2022年8月末

或わ

く

遭そ

う

王お

う

難な

ん

苦く

臨り

ん

刑ぎ
ょ
う

欲よ

く

寿じ

ゅ

終
し
ゅ
う

念ね

ん

彼ぴ

観か

ん

音の

ん

力り

き

刀と

う

尋じ

ん

段だ

ん

段だ

ん

壊え

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

書
家

　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。
157号（夏号）～160号（春号）の作品をご応募の方の審査発表は、163号（冬号）にて行います。

解
説

或
い
は
国
王
の
く
だ
し
た
刑

罰
の
苦
に
遭
い

刑
を
執
行
に
臨
み
寿

い
の
ち
を
終
わ

ら
ん
と
す
る
と
き

彼
の
観
音
の
助
け
を
念
ず
れ

ば刀
は
や
が
て
段
々
に
壊こ

わ

れ
な

ん

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。



13 12

4

前
回
の
「
行
」、
今
回
の
「
識
」
に
共

通
す
る
テ
ー
マ
は
︽
思
う
︾
で
す
。
で

は
「
識
」
と
は
“
ど
う
”
思
う
こ
と
な
の

で
し
ょ
う
か
。

ま
ず
「
目
の
前
に
あ
る
花
」
を
例
え

と
し
て
、「
五
蘊
:
色
受
想
行
識
」
的

知
覚
作
用
の
流
れ
か
ら
説
い
て
い
き
ま

す
。（
便
宜
上
「
目
の
前
に
あ
る
花
」
を

「
花
」
と
略
称
い
た
し
ま
す
）

 
❖

色
:
花“
そ
の
も
の
”

 
❖

受
:
花
か
ら
五
感
に
て
受
け
止
め
ら

れ
、
感
覚
に
働
き
か
け
ら
れ
た“
直

接
刺
激
”

 
❖

想
:
花
か
ら
五
感
へ
の
直
接
刺
激
に

よ
っ
て
想
起
さ
れ
た
、
個
々
人
特
有

で
再
現
性
の
あ
る“
イ
メ
ー
ジ
の
元
”

 
❖

行
:
花
か
ら
湧
き
出
た
個
々
人
特
有

な
イ
メ
ー
ジ
の
元
が
、
内
的
・
外
的

要
因
に
よ
っ
て
絡
み
合
う
こ
と
で
生

じ
た“
志
向
や
欲
求
な
ど
の
意
思
”

こ
れ
ら
を
踏
ま
え「
識
」
を
説
き
ま

す
と
、

 
❖

識
:
花
が
個
々
人
の
知
覚
作
用
に
よ

っ
て「
色
」
か
ら「
行
」
へ
と
移
ろ
い

変
化
し
た
結
果“
固
有
化
さ
れ
た
認

知
”

こ
の
よ
う
に
「
五
蘊
」
的
知
覚
作
用

の
流
れ
に
沿
う
と
、
私
た
ち
は
花
を 

“
そ
の
も
の
の
”
状
態
で
認
知
す
る
こ

と
は
絶
対
に
で
き
な
い
の
で
す
。
汎
用

的
に
説
き
ま
す
と
、
自
分
が
「
こ
れ
」

と
認
知
し
て
い
る
も
の
で
「
こ
れ
そ
の

も
の
」
を
表
し
て
い
る
物
事
は
絶
対
に

存
在
せ
ず
、
勝
手
に
「
こ
れ
そ
の
も
の
」

と
認
知
し
て
い
る
の
で
す
。

「
五
蘊
:
色
受
想
行
識
」
と
は
、
知
覚

作
用
の
流
れ
で
あ
る
と
と
も
に
、
人
間

を
成
り
立
た
せ
て
い
る
五
大
要
素
の
象

徴
で
も
あ
り
ま
す
。
各
要
素
と
は

︹
色
:
肉
体
︺︹
受
:
感
覚
・
感
情
︺︹
想
:

知
覚
認
識
︺︹
行
:
心
の
働
き
・
志
向
︺

︹
識
:
意
識
︺
と
な
り
ま
す
。
各
要
素

は
絡
み
合
い
な
が
ら
、
自
分
と
い
う
存

在
を
保
つ
べ
く
常
に
バ
ラ
ン
ス
を
と
り

続
け
て
い
ま
す
。

坐
禅
や
禅
作
法
は
「
五
蘊
」
を
フ
ラ

ッ
ト
な
状
態
で
深
く
観
、
各
要
素
の
癖

を
知
っ
て
い
く
方
法
で
も
あ
り
ま
す
。

禅
を
学
ぶ
と
は
、
決
し
て
各
要
素
に
あ

る
悪
い
癖
を
矯
正
し
て
い
く
こ
と
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
す
べ
て
の
癖
と
共
存
共

生
し
て
い
く
べ
く
、
丁
寧
に
寄
り
添
い

続
け
る
生
き
方
を
問
い
実
践
し
て
い
く

こ
と
で
す
。
結
果
と
し
て
本
質
的
な
優

し
さ
が
培
わ
れ
た
「
識
」
が
生
じ
て
く

る
の
で
す
。

今
回
は
、
心
地
よ
さ
を
伴
っ
た
ほ
ほ

え
み
の
表
情
に
よ
り
、
優
し
さ
の
認
知

が
育
つ
「
に
っ
こ
り
顔
作
法
」
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
。

顔を正面に向けます。口を
縦方向にゆっくり大きく開

け閉めしながら、一番緊張して
いないと感じる開口状態を探り
ます。見つかりましたら、その
表情を覚えておきます。同様に
口を横方向に開閉し、一番緊張
していないと感じる開口状態を
探ります。見つかりましたら、縦
方向で見つけた表情と合わせ、
一番緊張していないと感じられ
る表情をキープします。

両耳外縁（耳輪）を、左右の
親指と人差し指で挟みや

すい箇所を探り、見つかりまし
たら、その箇所で軽く押さえて
おきます。①の表情のまま、ゆ
っくりと息を吸っていきます。吸
うと同時に外縁を挟んでいる両
指を、痛くない程度で斜め後ろ
に伸ばし続けます。息は吸いき
ったとしてもキープし、耳も伸ば
し続けます。表情は緊張してい
ない開口状態をキープし続けま
す。

苦しくなる直前に一気に息を
吐きます。吐くと同時に全

身脱力するよう、腕を下ろし首
や上半身を前に傾けます。脱力
時に深く吐かれた息が自然な呼
吸に戻るまでの最低３呼吸は、
緊張から解放された心地よい脱
力感を味わいながら、呼吸をコ
ントロールせず、自然に吸われ
吐かれていくことを観察し続け
ます。脱力感とともに柔らかな
ほほえみの表情が自然と現れて
きます。

口
を
開
け
る

耳
を
ひ
っ
ぱ
る

脱
力
す
る

識～どう思うか～

123

五
ご

	蘊
おん

	の 智 慧優 し さ が 培 わ れ る

藤
井
隆
英
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挿
絵……

長
谷
川
葉
月

こ
の
頃
、
年
齢
を
重
ね
た
せ
い
な
の
か
、
一
日
、

一
年
の
時
間
の
流
れ
が
、
早
く
感
じ
て
お
り

ま
す
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、「
待
つ
」
と
い
う
行
為

そ
の
も
の
に
対
し
て
、
待
て
る
時
間
が
体
感
的
に
短

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

先
日
、
書
棚
を
整
理
し
て
い
た
と
き
に
あ
る
書
籍

が
目
に
入
り
、
懐
か
し
い
気
持
ち
で
開
き
ま
し
た
。

作
家
、
開
高
健
の
エ
ッ
セ
イ
で
し
た
。
開
高
氏
が
、

実
際
に
フ
ラ
ン
ス
の
国
際
空
港
で
見
た
光
景
が
記
さ

れ
て
い
ま
す
。
到
着
ロ
ビ
ー
で
、
中
年
の
紳
士
が
大

き
な
旅
行
用
ス
ー
ツ
ケ
ー
ス
に
腰
か
け
て
、
長
い
時

間
ぼ
ん
や
り
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
様
子
か
ら
心

配
に
な
っ
た
空
港
職
員
が
彼
に
質
問
し
ま
し
た
。

「
ど
う
さ
れ
ま
し
た
？ 

長
い
間
座
り
込
ん
で
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
が
、
ど
こ
か
具
合
で
も
悪
い
の
で
す

か
？
」
そ
の
男
性
は
顔
を
上
げ
て
空
港
職
員
に
答
え

ま
し
た
。「
僕
は
ね
、
随
分
と
遠
く
か
ら
、
今
、
や

っ
と
パ
リ
に
や
っ
て
来
た
。
確
か
に
身
体
と
こ
の
荷

物
は
到
着
し
た
の
だ
け
れ
ど
、
肝
心
の
僕
の
心
が
到

着
し
て
な
い
の
だ
よ
。
だ
か
ら
ね
、
僕
の
心
が
到
着

す
る
ま
で
、
も
う
少
し
こ
こ
で
待
た
せ
て
欲
し
い
ん

だ
。」こ

の
エ
ッ
セ
イ
を
拝
読
し
た
の
は
も
う
昔
の
こ
と

で
し
た
が
、
は
っ
と
わ
れ
に
返
る
想
い
が
し
ま
し
た
。

私
自
身
も
、
こ
の
紳
士
の
こ
と
を
思
い
お
こ
し
、
気

持
ち
を
落
ち
着
け
た
の
ち
に
、
こ
と
に
あ
た
る
よ
う

に
し
な
け
れ
ば
と
、
改
め
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

小
学
校
一
、
二
年
生
時
の
担
任
教
師
と
、
今
で
も

お
付
き
合
い
が
あ
る
の
で
す
が
、
読
書
に
つ
い
て
教

わ
っ
た
こ
と
の
ひ
と
つ
に
「
行
間
を
読
む
」
と
い
う

の
が
あ
り
ま
し
た
。
文
字
が
縦
に
並
ん
で
い
る
行
。

一
行
目
と
二
行
目
、
そ
の
間
に
あ
る
も
の
を
読
み
な

さ
い
と
。「
こ
の
先
生
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
言
っ

て
い
る
な
」
と
、
子
ど
も
な
が
ら
に
感
じ
た
の
は
、

小
学
生
の
時
の
素
直
な
反
応
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
い

ま
す
。
実
際
そ
の
言
葉
の
意
味
が
理
解
で
き
る
よ
う

に
な
る
に
は
、
ず
い
ぶ
ん
と
時
間
が
必
要
で
し
た
。

曹
洞
宗
は
、
お
釈
迦
さ
ま
よ
り
歴
代
の
お
祖
師
さ

ま
に
よ
っ
て
相
続
さ
れ
て
き
た
「
正
し
ょ
う

伝で
ん

の
仏
法
」
を

依
り
ど
こ
ろ
と
し
て
い
ま
す
。
坐
禅
の
実
践
に
よ
っ

て
得
る
身
と
心
の
や
す
ら
ぎ
が
、
そ
の
ま
ま
「
仏
の

姿
」
で
あ
る
と
自
覚
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
坐
禅
の
精
神
に
よ
る
行
ぎ
ょ
う

住じ
ゅ
う

坐ざ

臥が
（「
行
」
と

は
歩
く
こ
と
、「
住
」
と
は
と
ど
ま
る
こ
と
、「
坐
」
と
は
坐

る
こ
と
、「
臥
」
と
は
寝
る
こ
と
で
、
生
活
す
べ
て
を
指
し

ま
す
）
の
生
活
に
安
住
し
、
お
互
い
に
安
ら
か
で
お

だ
や
か
な
日
々
を
送
る
こ
と
に
、
そ
し
て
人
間
と
し

て
生
ま
れ
て
き
た
こ
の
世
に
価
値
を
見
い
だ
し
て
い

こ
う
と
い
う
の
で
す
。

日
々
の
行
い
す
べ
て
が
点
と
点
で
存
在
し
て
い
る

の
で
は
な
く
、
点
が
線
に
な
る
よ
う
な
生
き
方
を
し

て
い
く
必
要
が
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

生 活 の 中 の 仏 教

あせらない
おだやかな日々を ていねいに生きる

久保田永俊
くぼた・えいしゅん

1975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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軽井沢にて

米寿のお祝い

８歳のころ

骨壷に書き込まれた般若心経

一
枚
の
色
褪
せ
た
写
真
が
あ
る
。
お
か
っ
ぱ
頭
の

少
女
が
あ
で
や
か
な
振
り
袖
姿
で
こ
ち
ら
を
見
て
い

る
。
く
り
っ
と
し
た
大
き
な
目
。
少
女
の
隣
に
は
背

丈
よ
り
も
大
き
な
掛
け
軸
が
あ
る
。
の
び
や
か
な
筆

遣
い
で
「
品
由
心
定
」
の
四
文
字
。
数
え
年
で
八
歳

の
少
女
の
筆
と
は
思
え
な
い
、
凛
と
し
た
も
の
が
漂

っ
て
い
る
。
セ
ピ
ア
色
の
写
真
に
は
、
折
れ
目
や
し

わ
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

昭
和
十
年
ご
ろ
に

撮
ら
れ
た
も
の
の

よ
う
だ
。

少
女
の
名
は
木き

内う
ち

照て
る

子こ

さ
ん
。
九

十
四
歳
ま
で
生
き
た
。

晩
年
、
パ
ー
キ
ン

ソ
ン
病
を
患
い
な

が
ら
も
、
多
く
の

人
に
支
え
ら
れ
、

愛
さ
れ
た
。
そ
し
て
何
よ

り
気
丈
に
生
き
た
。
不
自
由
に
な
っ
て
い
く
手
で
晩

年
も
筆
を
持
ち
続
け
、
自
分
の
骨
壺
に
自
ら
般
若
心

経
を
描
き
込
み
、
そ
れ
を
終
の
棲
家
と
し
た
と
い
う
。

長
女
の
直
子
さ
ん
と
次
女
の
陽
子
さ
ん
が
、
そ
ん
な

生
前
の
照
子
さ
ん
に
つ
い
て
語
っ
て
く
れ
た
。

と
も
に
筆
写
し
た
お
経
で 

母
を
い
だ
き
続
け
る

き
っ
か
け
は
米

寿
の
お
祝
い
だ
っ

た
と
い
う
。
照
子

さ
ん
の
友
人
で
、

陶
芸
を
た
し
な
む

人
が
言
っ
た
。

「
骨
壺
な
ん
て
ど

う
？ 

自
分
の
を
持
っ
て
い
る
と
長
生
き
す
る
の
よ
」

言
わ
れ
た
ら
ぎ
ょ
っ
と
し
そ
う
な
も
の
だ
が
、
ご

く
自
然
に
「
そ
れ
は
い
い
わ
ね
」
と
な
っ
た
と
い
う
。

柔
軟
な
考
え
の
人
な
の
だ
。
書
を
習
っ
て
い
る
と
写

経
を
た
し
な
む
こ
と
も
あ
り
、
長
女
の
直
子
さ
ん
と

二
人
、
壺
の
側
面
に
般
若
心
経
を
書
き
込
む
こ
と
に

な
っ
た
。
一
度
き
り
の
作
業
で
、
失
敗
は
で
き
な
い
。

半
紙
と
違
っ
て
壺
の
曲
面
に
書
く
の
で
難
し
い
。
進

行
し
た
難
病
の
た
め
に
、
手
元
も
震
え
る
。
た
だ
、

結
果
と
し
て
そ
の
文
字
の
揺
ら
ぎ
は
、
骨
壺
に
温
か

み
を
加
え
る
こ
と
に
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

「
わ
た
し
、
骨
壺
持
っ
て
い
る
の
よ
、
な
ん
て
話
を

す
る
と
驚
く
人
も
い
ま
し
た
け
ど
。
た
だ
母
は
、
最

後
は
こ
こ
に
入
る
の
ね
、
と
む
し
ろ
安
心
し
て
い
た

よ
う
で
し
た
」

な
ん
だ
か
軽
や
か
だ
。
自
分

の
骨
壺
を
、
と
聞
い
て
ど
こ
か

悲
壮
な
覚
悟
の
よ
う
な
も
の
を

想
像
し
て
い
た
の
で
、
少
し
意

外
だ
っ
た
。

直
子
さ
ん
は
、
母
、
照
子
さ

ん
に
少
し
で
も
長
く
書
道
を
続

け
て
ほ
し
い
と
願
い
、
自
分
も

同
じ
教
室
に
通
う
こ
と
に
し
た
。

教
室
へ
の
送
り
迎
え
も
一
緒
だ

っ
た
。
そ
う
し
た
日
々
の
積
み

重
ね
の
う
え
で
、
と
も
に
般
若

心
経
を
書
く
こ
と

に
な
っ
た
。
だ
か

ら
骨
壺
は
母
の
終

の
棲
家
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
母
娘
の
絆
の
証
で
も

あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

思
い
や
る
心
が
育
ん
だ 

ゆ
た
か
な
か
か
わ
り

生
前
の
思
い
出
は
様
々
だ
が
、
国
際
交
流
も
そ
の

ひ
と
つ
だ
っ
た
。
直
子
さ
ん
の
夫
、
泉
さ
ん
は
著
名

な
南
太
平
洋
諸
国
の
研
究
者
だ
っ
た
。
外
務
省
と
の

つ
な
が
り
も
あ
り
、
各
国
要
人
が
頻
繁
に
自
宅
を
訪

れ
た
。
フ
ィ
ジ
ー
や
パ
ラ
オ
の
大
使
、
ミ
ク
ロ
ネ
シ

ア
連
邦
の
大
統
領
。
顔
ぶ
れ
は
そ
う
そ
う
た
る
も
の

で
、
日
本
側
か
ら
も
国
会

議
員
や
南
太
平
洋
に
ゆ
か

り
の
あ
る
研
究
者
な
ど
が

集
ま
り
、
華
や
か
な
晩
餐

が
何
度
も
催
さ
れ
た
。

南
太
平
洋
諸
国
の
多
く

は
母
系
制
社
会
で
あ
り
、

「
年
配
の
女
性
が
も
っ
と

も
偉
い
」
の
だ
と
い
う
。

す
る
と
、
白
バ
イ
に
先
導

さ
れ
た
大
統
領
は
、
到
着

す
る
と
誰
よ
り
も
ま
ず
照

子
さ
ん
の
と
こ
ろ
へ
行
き
、

筆
を
手
に

母
娘
で
あ
ゆ
ん
だ
日
々

木
内
照
子
の
生
き
た
跡

取材│矢田海里
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新宿区の展覧会入選作品

直子さんと軽井沢にて

挨
拶
を
す
る
こ
と
に

な
る
。
照
子
さ
ん
は

そ
ん
な
待
遇
に
驚
き
、

ま
た
喜
ん
で
も
い
た
。

現
地
の
習
わ
し
に

シ
ャ
カ
オ
を
飲
む
と

い
う
の
が
あ
る
。
胡

椒
科
の
木
の
根
っ
こ

を
水
と
混
ぜ
て
叩
き
、
布
越
し
に
エ
キ
ス
を
絞
り
出

す
。
そ
れ
を
回
し
飲
み
し
て
、
互
い
の
絆
を
深
め
合

う
。
す
で
に
八
十
歳
を
超
え
て
い
た
照
子
さ
ん
も
微

妙
な
味
わ
い
の
シ
ャ
カ
オ
を
口
に
し
、「
漢
方
薬
の

味
が
す
る
」
と
言
い
な
が
ら
、
交
流
を
楽
し
ん
だ
。

手
打
ち
う
ど
ん
も
思
い
出
の
一
つ
だ
。
晩
餐
で
は

い
つ
も
直
子
さ
ん
や
陽
子
さ
ん
が
中
心
と
な
っ
て
ビ

ュ
ッ
フ
ェ
を
準
備
す
る
の
だ
が
、
会
の
最
後
の
方
に

な
っ
て
、
照
子
さ
ん
お
手
製
の
う
ど
ん
が
振
舞
わ
れ

る
の
が
恒
例
だ
っ
た
。
小
麦
粉
と
塩
を
こ
ね
、
気
温

や
湿
度
に
ま
で
気
を
配
り
、
三
日
も
前
か
ら
準
備
し

た
う
ど
ん
。
ご
母
堂
の
お
手
製
の
、
と
い
う
こ
と
で

大
変
好
評
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
客
人
た
ち
に
喜
ば
れ

る
こ
と
を
照
子
さ
ん
自
身
も
楽
し
ん
で
い
た
。

「
他
人
の
お
世
話
を
し
て
自
分
は
ほ
っ
と
す
る
。
達

成
感
を
得
る
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
ね
」
と
直
子
さ
ん
は
言
う
。

厳
し
い
母
親
で
も
あ
っ
た
が
、
昔
か
ら
二
人
の
娘

の
た
め
に
色
々
な
も
の
を
手
作
り
し
て
く
れ
た
。
ピ

ア
ノ
の
発
表
会
の

衣
装
、
コ
ー
ト
、

セ
ー
ラ
ー
服
、
さ

ら
に
は
余
っ
た
布

地
を
縫
っ
て
、
中

に
綿
を
詰
め
て
着

せ
替
え
人
形
ま
で

作
っ
て
く
れ
た
。

自
分
の
子
供
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
近
所
の
幼
馴

染
の
子
の
お
母
さ
ん
が
病
気
に
な
り
、
面
倒
を
見
ら

れ
な
い
と
言
え
ば
、
家
に
子
供
を
招
い
て
面
倒
を
み

た
り
、
弁
当
を
一
緒
に
作
っ
て
や
っ
た
り
も
し
た
。

照
子
さ
ん
は
一
世
紀
近
い
そ
の
長
い
人
生
の
中
で
、

近
所
の
小
さ
な
子
供
に
も
、
一
国
の
大
統
領
に
も
、

あ
る
意
味
で
は
分
け
隔
て
な
く
接
し
て
い
た
の
か
も

し
れ
な
い
。

懸
命
に
生
き
た 

母
の
姿
を
む
ね
に

「
大
丈
夫
よ
」

晩
年
の
照
子
さ
ん
は
、
病
気
と
闘
い
な
が
ら
、
そ

う
口
癖
の
よ
う
に
言
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
自
ら
を
鼓

舞
す
る
言
葉
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病

は
二
十
年
近
く
か
け
て
、
ゆ
っ
く
り
と
進
行
し
て
い

っ
た
。
足
が
も
つ
れ
、
う
ま
く
歩
け
ず
、
だ
ん
だ
ん

と
体
が
動
き
に
く
く
な
っ
て
い
く
。

そ
れ
で
も
照
子
さ
ん
は
気
丈
だ
っ
た
。
何
で
も
自

分
で
や
ろ
う
と
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
台
所
で
料
理

の
準
備
を
し
て
い
る
と
き
に
、
台
を
持
っ
て
き
て
自

分
で
そ
の
上
に
乗
り
、
も
の
を
取
ろ
う
と
す
る
。
し

か
し
あ
る
と
き
台
か
ら
落
ち
て
怪
我
を
し
て
し
ま
っ

た
。直

子
さ
ん
も
陽
子
さ
ん
も
当
然
、
心
配
に
な
る
。

本
人
が
「
大
丈
夫
よ
」
と
言
っ
て
も
、
大
丈
夫
じ
ゃ

な
い
と
周
囲
に
は
映
る
。「
危
な
い
か
ら
ダ
メ
」
と

言
っ
て
母
娘
で
も
め
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

や
が
て
手
の
力
も
な
く
な
っ
て
い
き
、
箸
も
持
て

な
く
な
っ
た
。
そ
の
影
響
は
ず
っ
と
続
け
て
き
た
書

道
に
も
表
れ
た
。
紙
一
枚
取
る
、
筆
を
握
る
と
い
っ

た
こ
と
が
困
難
に
な
っ
た
。
照
子
さ
ん
は
か
つ
て
新

宿
区
の
コ
ン
ク
ー
ル
で
賞
を
取
る
ほ
ど
の
腕
前
だ
っ

た
。
そ
の
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
と
て
も
悔
し
が
っ
て

い
た
と
い
う
。
あ
る
人
か
ら
い
た
だ
き
物
が
あ
っ
た

の
で
お
礼
の
手
紙
書
こ
う
と
思
っ
て
筆
を
執
る
。
し

か
し
う
ま
く
書
け
な
い
。
そ
の
よ
う
に
し
て
途
中
で

止
ま
っ
て
し
ま
っ
た
は
が
き
も
い
く
つ
も
あ
る
と
い

う
。「
自
分
で
や
ら
な
い
と
気
が
済
ま
な
か
っ
た
ん

で
し
ょ
う
ね
」

た
だ
、
そ
の
書
き
か
け
の
は
が
き
に
は
、
無
事
に

届
い
た
他
の
手
紙
と
は
違
っ
た
趣
が
あ
っ
た
か
も
し

れ
な
い
。
親
し
い
人
へ
の
思
い
や
り
だ
け
で
な
く
、

懸
命
な
生
き
様
そ
の
も
の
が
映
り
込
ん
で
い
る
か
ら

だ
。
直
子
さ
ん
は
、
諦
め
な
い
気
持
ち
が
母
を
長
年

支
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
目
を
細
め
る
。

「
母
は
亡
く
な
っ
た
け
ど
、
生
き
様
を
残
し
て
く
れ

た
の
は
大
き
い
で
す
ね
」

「
そ
う
ね
」
と
陽
子
さ
ん
も
頷
い
た
。
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献
立
����������������������������������������

⬩
胡
麻
豆
腐

⬩
小
松
菜
の
海
苔
和
え

⬩
ご
ぼ
う
の
梅
煮

⬩
黒
米
寿
司

⬩
長
芋
と
梅
の
お
吸
い
物

⬩
ア
ボ
カ
ド
寒
天
寄
せ

胡
麻
豆
腐

精
進
料
理
に
お
け
る
胡
麻
豆
腐
は

少
し
特
別
で
す
。
修
行
寺
で
は
生

の
胡
麻
を
す
り
鉢
で
擂
る
と
こ
ろ

か
ら
作
り
ま
す
が
、
ご
家
庭
で
は

市
販
の
ね
り
胡
麻
を
使
い
ま
し
ょ

う
。
30
分
程
で
手
軽
に
で
き
ま
す
。

作
り
方
（
4
人
分
）��������������������������

1　

焦
げ
な
い
タ
イ
プ
の
鍋
を
使

い
、
鍋
の
中
で
葛
粉
（
30
ｇ
）、

水
（
２
０
０
cc
）、
ね
り
胡
麻

（
大
さ
じ
2
）を
よ
く
混
ぜ
る

2　

1
を
中
火
に
か
け
、
フ
ツ
フ

ツ
と
固
ま
り
始
め
た
ら
ヘ
ラ

で
よ
く
練
る

3　

全
体
が
ク
リ
ー
ミ
ー
に
な
っ

て
き
た
ら
弱
火
に
し
て
さ
ら

に
3
〜
4
分
練
る
（
練
る
こ

と
で
コ
シ
と
テ
リ
が
出
る
）

4　

四
等
分
し
て
、
ラ
ッ
プ
で
茶

巾
包
み
に
し
て
口
を
閉
じ
る

（
ま
た
は
流
し
缶
を
使
う
）

5　

氷
水
の
入
っ
た
ボ
ウ
ル
に
入

れ
て
冷
や
し
固
め
る

（
盛
り
付
け
に
柚
子
胡
椒
な
ど
を
添
え
る
）

小
松
菜
の
海
苔
和
え

小
松
菜
は
茹
で
た
後
に
「
し
ょ
う

油
洗
い
」
を
し
ま
す
。
こ
れ
に
よ

っ
て
下
味
が
つ
き
、
水
気
を
し
っ

か
り
絞
る
こ
と
で
タ
レ
と
よ
く
合

わ
さ
っ
て
お
い
し
く
仕
上
が
り
ま

す
。
大
切
な
の
は
合
わ
せ
る
前
に
、

先
に
海
苔
に
味
を
つ
け
て
お
く
こ

と
。
逆
で
は
い
け
ま
せ
ん
。
小
松

菜
以
外
に
、
ほ
う
れ
ん
草
や
白
菜

で
も
。

作
り
方
�����������������������������������������

1　

小
松
菜
（
6
本
）
は
さ
っ
と

茹
で
て
約
３
cm
に
切
り
、
醤

油
（
小
さ
じ
2
）
を
ふ
り
か
け

て
か
ら
絞
る（
し
ょ
う
油
洗
い
）

2　

醤
油
、
酢
、
み
り
ん
を
各
大

さ
じ
1
ず
つ
合
わ
せ
た
タ
レ

に
、
海
苔
1
枚
を
親
指
の
爪

先
ほ
ど
の
大
き
さ
に
ち
ぎ
り

な
が
ら
浸
し
、
1
と
和
え
る

ご
ぼ
う
の
梅
煮

新
ご
ぼ
う
を
使
う
と
ア
ク
が
少
な

く
て
、
調
理
が
簡
単
で
す
。
コ
ツ

は
ご
ぼ
う
を
一
度
蒸
す
こ
と
。
こ

の
一
手
間
で
煮
る
時
間
を
短
縮
し
、

味
も
染
み
込
み
や
す
く
な
り
ま
す
。

作
り
方
�����������������������������������������

1　

ご
ぼ
う
（
３
０
０
ｇ
）
は
半
割

り
、
食
べ
や
す
い
長
さ
に
切

っ
て
10
分
前
後
蒸
す

2　

鍋
に
昆
布
だ
し
（
3
カ
ッ
プ
）、

醤
油
（
大
さ
じ
3
）、
塩
（
小
さ

じ
1
）
を
合
わ
せ
て
か
ら
梅

干
し
を
3
個
加
え
て
、
1
と

一
緒
に
煮
ふ
く
め
る

家
庭
で
で
き
る
本
格
精
進

精
進
料
理
は
〝
追
い
か
け
る
と
逃

げ
る
〟
も
の
を
食
材
に
し
な
い
植
物

性
の
お
食
事
で
す
。
そ
れ
と
五ご

葷く
ん

と

呼
ば
れ
る
香
り
の
強
い
食
べ
物
も
修

行
の
妨
げ
に
な
り
や
す
い
た
め
、
に

ん
に
く
、
玉
ね
ぎ
、
ニ
ラ
、
ら
っ
き

ょ
う
な
ど
は
使
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
で

も
基
本
調
味
料
を
し
っ
か
り
使
う
こ

と
で
、
満
足
度
の
高
い
精
進
料
理
が

作
れ
ま
す
。
夏
は
気
温
も
湿
度
も
高

く
、
食
べ
物
が
傷
み
や
す
い
時
期
。

手
早
く
調
理
で
き
る
工
夫
や
腐
り
に

く
く
す
る
ポ
イ
ン
ト
も
ご
紹
介
し
ま

す
の
で
、
故
人
が
お
好
き
だ
っ
た
お

食
事
と
合
わ
せ
て
、
作
っ
て
み
て
く

だ
さ
い
。

お
盆
につ
く
る

  
精
進
料
理

ご
先
祖
を
お
迎
え
す
る
お
盆
。

今
年
は
ご
自
宅
で
精
進
料
理
を
作
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

精
進
料
理
研
究
家
の
藤
井
ま
り
先
生
に
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

藤井まり
…精
しょう

…進
じん

…料
りょう

理
り

研究家。1982年に僧侶で夫の藤井宗
そう

哲
てつ

（2006
年他界）と共に鎌倉不

ふ

識
しき

庵
あん

を始め、現在も精進料理の作
り方や家庭で楽しむためのとらえ方を精力的に発信。精
進料理塾「禅

ぜん

味
み

会
かい

」やワークショップなど、海外を含む
各地で伝え続けている。著書に『鎌倉・不識庵…宗哲和
尚の精進レシピ』（河出書房新社）他多数。

ご
先
祖
さ
ま
を
迎
え
る
た
め
に
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精
進
料
理
の
盛
り
付
け

盛
り
付
け
は
ご
飯
が
左
手
前
、
汁

椀
が
右
手
前
、
中
央
に
胡
麻
豆
腐
、

右
側
に
は
形
が
は
っ
き
り
し
て
い

る
も
の
を
、
左
に
は
和
え
物
な
ど

形
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
も
の

を
盛
り
つ
け
ま
す
。
ご
家
庭
で
は

そ
れ
ほ
ど
お
作
法
に
気
を
つ
け
る

必
要
は
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
そ

れ
で
も
き
ち
ん
と
し
た
器
に
盛
り

付
け
る
と
気
持
ち
が
い
い
で
す
。

無
理
の
な
い
範
囲
で
、
形
か
ら
入

る
こ
と
も
大
切
で
す
ね
。

黒
米
寿
司

梅う
め

酢ず

の
抗
菌
作
用
を
活
か
し
て
酢

飯
に
し
ま
し
ょ
う
。
同
時
に
味
わ

い
も
さ
っ
ぱ
り
し
て
、
暑
い
季
節

に
も
食
べ
や
す
く
な
り
ま
す
。
黒

米
は
少
し
混
ぜ
て
炊
く
だ
け
で
全

体
的
に
色
味
が
つ
き
、
御
膳
が
華

や
か
に
。

作
り
方
�����������������������������������������

1　

米
2
カ
ッ
プ
に
、
黒
米
（
大

さ
じ
2
）
を
入
れ
て
炊
く

2　

梅
酢
（
大
さ
じ
4
）
と
み
り
ん

（
大
さ
じ
4
）
を
合
わ
せ
て
お

き
、
炊
き
上
が
っ
た
お
米
を

蒸
ら
す
時
に
全
体
に
回
し
掛

け
て
合
わ
せ
る

長
芋
と
梅
の
お
吸
い
物

昆
布
だ
し
を
注
ぐ
だ
け
で
で
き
る
、

手
軽
な
お
吸
い
物
で
す
。

作
り
方
�����������������������������������������

1　

長
芋
（
10 

cm
前
後
）
を
拍
子
切

り
に
す
る

2　

梅
干
し
（
1
個
）
は
種
を
取
り

梅
肉
を
み
じ
ん
切
り
に
す
る

3　

鍋
に
昆
布
だ
し
（
4
カ
ッ
プ
）、

醤
油
（
大
さ
じ
1
）、
塩
（
小
さ

じ
１
／
２
）
を
合
わ
せ
て
熱

し
て
お
く

4　

汁
椀
に
1
と
2
を
取
り
分
け

熱
々
の
3
を
注
ぐ
。
仕
上
げ

に
刻
ん
だ
大
葉
や
青
海
苔
、

胡
麻
な
ど
吸
い
口
（
薬
味
）

を
散
ら
す

ア
ボ
カ
ド
寒
天
寄
せ

脂
質
の
多
い
ア
ボ
カ
ド
は
寒
天
を

使
っ
て
爽
や
か
に
。
二
杯
酢
で
さ

っ
ぱ
り
と
仕
上
げ
ま
す
。

作
り
方
�����������������������������������������

1　

ア
ボ
カ
ド
（
1
個
）
は
皮
を

む
き
１
cm
角
に
切
り
、
型
に

入
れ
て
レ
モ
ン
汁
（
大
さ
じ

1
程
）
を
ま
ぶ
し
て
お
く

2　

鍋
に
粉
寒
天
（
４
ｇ
）
と
水

（
３
０
０
cc
）
を
入
れ
て
沸
騰

さ
せ
、
火
を
止
め
て
粗
熱
が

取
れ
て
か
ら
1
の
型
に
注
ぐ

3　

冷
蔵
庫
で
冷
や
し
固
め
て
か

ら
食
べ
や
す
く
切
っ
て
盛
る
。

酢
（
大
さ
じ
2
）
と
醤
油
（
大

さ
じ
1
）
を
合
わ
せ
た
二
杯

酢
を
掛
け
て
い
た
だ
く

食
の
教
え
は
生
き
る
基
本
に

栄
養
が
取
れ
て
、
味
わ
い
も
良
い
。
精
進
料
理
に
は

数
百
年
前
か
ら
先
人
た
ち
の
体
を
守
っ
て
き
た
教
え
や

知
恵
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
食
材
も
、
植
物
性
や
五

葷
の
こ
と
以
外
は
全
て
自
由
で
す
。
季
節
の
食
材
や
地

域
の
特
産
な
ど
を
活
か
し
て
「
五
味
、
五
色
、
五
法
」

を
意
識
す
る
だ
け
。
五
味
と
は
甘
い
、
辛
い
、
酸
っ
ぱ

い
、
塩し
ょ

っ
ぱ
い
、
苦
い
と
い
う
い
わ
ば
食
味
の
こ
と
。

五
色
は
色
彩
の
こ
と
で
、
黒
、
白
、
赤
、
黄
、
青
ま
た

は
緑
、
そ
し
て
五
法
と
は
蒸
す
、
揚
げ
る
、
煮
る
、
焼

く
、
生
と
い
う
調
理
方
法
の
こ
と
で
す
。
こ
れ
ら
を
自

由
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
栄
養
も
見
た
目
も
、
バ

ラ
ン
ス
が
い
い
食
事
が
作
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

食
べ
る
こ
と
は
生
き
る
こ
と
で
す
か
ら
、
現
代
の
暮

ら
し
に
と
っ
て
も
大
切
な
心
構
え
が
込
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
そ
う
し
た
仏
教

に
お
け
る
食
の
教
え
を
、
ご
家
庭
向
き
に
お
伝
え
し
て

い
ま
す
。
修
行
僧
で
は
な
く
一
般
の
ご
家
庭
の
場
合
、

時
間
と
労
力
を
掛
け
て
胡
麻
を
擂
る
よ
り
も
市
販
の
ね

り
胡
麻
を
使
っ
て
「
精
進
料
理
は
お
い
し
い
」
と
実
感

で
き
る
方
が
継
続
し
や
す
い
で
し
ょ
う
。
コ
ロ
ナ
禍
が

長
引
き
、
気
持
ち
が
沈
み
や
す
い
時
も
あ
る
と
思
い
ま

す
が
、
こ
う
い
う
時
だ
か
ら
こ
そ
、
昔
か
ら
続
い
て
き

た
智
慧
を
実
践
し
て
み
て
欲
し
い
で
す
。
実
は
シ
ン
プ

ル
で
、
と
て
も
お
い
し
い
精
進
料
理
。
ぜ
ひ
ご
家
庭
で

お
試
し
く
だ
さ
い
。

編
集
後
記
������������������������������������������������������������

周
囲
も
元
気
に
な
る
明
る
い
笑
顔
と
心
地
良
い
お

声
。
つ
い
「
ま
り
先
生
の
元
気
の
源
は
や
は
り
精
進

料
理
を
召
し
上
が
っ
て
い
る
か
ら
で
す
か
？
」
と
質

問
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
す
る
と
「
そ
れ
も
あ
る
け

ど
、
人
と
の
出
会
い
に
刺
激
を
も
ら
う
」
と
の
こ
と
。

精
進
料
理
教
室
で
の
出
会
い
な
ど
が
「
あ
り
が
た

い
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
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表紙画「食を布施する仏（施食会）」／平川恒太
今日も世界には餓えに苦しむ人々がいます。その一方で、先進国ではフードロス（可食部分の食品廃棄）が問題となっています。食は命の基本です。施食会は食という命
の根源的な営みへの感謝の気持ちに改めて気がつかせてくれます。「いただきます、ご馳走様」　日々、命をいただくなかで私たちは仏教の教えと繋がっているのです。

仏教企画
〒252-0116　神奈川県相模原市緑区城山4-2-5
電話：042-703-8641　FAX：042-782-5117
Eメール：…fujiki@water.ocn.ne.jp

書店には置いてありません
はがき・Eメール・FAX・電話にて

お申込
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