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令
和
五
年
の
新
春
を
言
祝
ぎ
、
皆
々

様
の
ご
多
幸
を
心
よ
り
念
じ
上
げ
ま
す
。

　
老ろ

う

衲の
う

、
令
和
二
年
十
月
よ
り
再
び
永

平
寺
で
若
き
修
行
僧
と
起
居
を
共
に
し

思
う
こ
と
は
、
仏
道
は
詰
ま
る
と
こ
ろ

「
一
行
三
昧
」の
一
語
に
尽
き
る
、
と

い
う
こ
と
で
す
。

　
禅
門
で
一
行
三
昧
は
坐
禅
と
同
義
で

す
。
左
右
に
も
前
後
に
も
一
切
偏か

た
より
な

く
清
々
と
姿
勢
を
整
え
、
呼
吸
に
専
心

し
ま
す
。
吐
く
息
三
昧
、
吸
う
息
三
昧

で
す
。
坐
禅
の
有
り
様
が
生
活
全
般
に

行
き
渡
り
一
行
三
昧
に
徹
す
る
と
、
無

常
無
我
の
世
界
を
生
き
な
が
ら
、
過
不

足
無
く
、
迷
い
無
く
、
対
立
も
争
い
も

あ
り
ま
せ
ん
。

　
一
人
一
人
の
雲
水
は
未
だ
未
熟
か
も

知
れ
ま
せ
ん
。
然し

か

し
乍な

が

ら
、
雲
水
が
打た

坐ざ

す
る
坐
堂
は
調
和
と
和
合
、
安あ

ん

心じ
ん

の

世
界
で
す
。

　
比
較
を
超
え
、
自
分
が
自
分
に
徹
す

る
一
行
三
昧
、
欲
も
恐
れ
も
妬
み
も
怒

り
も
有
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
は
、
御み

仏ほ
と
けと

共
に
生
き
る
和
合
の
世
界
が
現
れ

る
の
で
す
。�

合
掌

　
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。
令
和
五
年
の
新
春
を
迎
え
、
心
よ

り
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　
年
ご
と
に
繰
り
返
さ
れ
る
お
正
月
の

儀
礼
は
、
コ
ロ
ナ
禍
も
あ
っ
て
時
代
と

共
に
少
し
づ
つ
変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す

が
、
身
も
心
も
改
ま
っ
て〝
今
年
こ
そ

は
〟と
思
い
を
深
め
て
お
ら
れ
る
こ
と

と
思
い
ま
す
。

　
有
名
な
禅
話
に
、
中
国
唐
代
の
傑け
つ
ぶ
つ物

で
あ
っ
た
趙
じ
ょ
う
し
ゅ
う州
禅
師
の
と
こ
ろ
に

厳ご
ん
よ
う陽

と
い
う
坊
さ
ん
が
や
っ
て
来
て
、

次
の
よ
う
に
問
う
た
話
が
出
て
参
り
ま

す
。

「
私
は
何
も
持
っ
て
来
て
い
な
い
の
で

す
が
、
こ
ん
な
時
ど
う
す
れ
ば
い
い
の

で
す
か
」と
。
す
る
と
趙
州
禅
師
は
、

言
下
に「
放
下
著（
捨
て
て
し
ま
え
）」

と
答
え
ま
す
。

「
何
も
持
っ
て
来
て
い
な
い
と
い
う
の

に
、
一
体
何
を
捨
て
ろ
と
お
っ
し
ゃ
る

の
で
す
か
」と
斬
り
返
し
ま
す
と
、「
そ

れ
な
ら
さ
っ
さ
と
持
ち
返
れ
」と
。

　
こ
れ
は
奇
妙
な
答
え
の
よ
う
に
思
え

ま
す
が
、
お
ろ
か
な
執
し
ゅ
う
じ
ゃ
く
著
の
心
を
捨

て
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。「
放
て

ば
手
に
み
て
り
」と
受
け
と
め
て
、
新

年
の
第
一
歩
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。�

�
合
掌

令和五年

迎 

春

放
ほ う

下
げ

著
じ ゃ く

一
い ち
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三
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昧
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会
い
ま
し
た
。
知
人
の
母
親
か
ら

「
隣
の
奥
さ
ん
が
お
か
し
く
な
っ
て

い
る
」
と
電
話
が
あ
り
、
伺
っ
て
み

る
と
、
息
子
さ
ん
を
二
十
歳
ぐ
ら
い

で
亡
く
し
た
ら
し
い
。
新
興
宗
教
の

人
も
出
入
り
し
て
い
て
、
柱
に
お
札

が
ベ
タ
ベ
タ
貼
っ
て
あ
り
ま
し
た
。

読
経
を
終
え
、
お
供
え
の
花
の
脇
を

見
る
と
、
模
造
大
理
石
の
壺
が
置
い

て
あ
る
。
あ
っ
と
思
っ
て
「
こ
れ
何

で
す
か
」
と
聞
い
た
ら
、
憔
悴
し
き

っ
た
顔
で
「
駅
頭
で
声
を
か
け
ら
れ

ま
し
た
」
と
。「
相
談
に
乗
り
ま
す

か
ら
喫
茶
店
で
お
茶
で
も
ど
う
で
す

か
」
と
誘
わ
れ
て
、
い
ろ
ん
な
話
を

し
た
そ
う
で
す
。
そ
う
し
た
ら
鞄
か

ら
壺
が
出
て
き
て
、「
こ
こ
に
息
子

さ
ん
が
映
っ
て
い
ま
す
よ
。
悲
し
そ

う
な
顔
を
し
て
い
ま
す
。
こ
の
壺
を

お
買
い
に
な
れ
ば
成
仏
し
ま
す
」
と

言
わ
れ
た
ら
し
い
。
私
が
値
段
を
聞

い
た
ら
「
一
三
八
万
円
の
と
こ
ろ
を

九
二
万
円
で
買
い
ま
し
た
」
と
。
結

局
彼
女
は
遠
方
の
実
家
に
帰
り
ま
し

た
が
、
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
霊
感
商
法

で
す
。

信
念
を
持
っ
て
行
な
わ
れ
る 

霊
感
商
法

藤
木　
い
ま
、
旧
統
一
教
会
（
現
世
界
平
和
統
一
家
庭
連

合
）
が
話
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
霊
感
商
法
や
政
治
家

と
の
癒
着
な
ど
、
大
き
な
問
題
を
孕
ん
で
い
る
と
感
じ

て
お
り
ま
す
。
そ
こ
で
今
回
は
、
宗
教
学
の
立
場
か
ら

カ
ル
ト
教
団
の
研
究
も
さ
れ
て
い
る
正
木
晃
先
生
と
、

学
生
時
代
に
新
興
宗
教
の
調
査
を
さ
れ
た
中
村
瑞
峰
師

に
お
越
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。
わ
れ
わ
れ
住
職
や
檀
信

徒
は
、
こ
の
問
題
を
ど
う
受
け
止
め
る
べ
き
か
。
今
回

の
対
談
を
通
し
て
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま

ず
、
中
村
さ
ん
の
旧
統
一
教
会
と
の
出
会
い
か
ら
お
聞

か
せ
く
だ
さ
い
。

中
村
　
私
が
旧
統
一
教
会
を
知
っ
た
の
は
、
昭
和
55

（
一
九
八
○
）
年
の
学
生
時
代
、
都
内
の
駅
頭
で
ア
ン
ケ

ー
ト
を
受
け
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
す
。
そ
れ
か
ら
下

宿
近
く
の
教
会
に
通
う
よ
う
に
な
り
、
初
歩
の
教
義
の

研
修
会
に
も
参
加
し
ま
し
た
。
同
年

代
の
人
も
多
く
、
卒
論
の
テ
ー
マ
が

「
青
少
年
の
宗
教
意
識
」
だ
っ
た
の
で
、

逆
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
取
り
ま
し
た
。

他
に
も
「
一
般
学
生
」「
仏
教
科
の
得

度
者
」「
カ
ト
リ
ッ
ク
の
受
洗
者
」
ら

約
二
○
○
名
を
調
査
し
、
比
較
検
討

も
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
旧
統
一

教
会
の
信
者
が
他
と
違
っ
た
の
は
、

「
一
様
に
答
え
が
偏か

た
よ
る
」
と
い
う
事

で
す
。
そ
し
て
特
に
女
性
は
「
罪
の

意
識
」
が
強
く
、
ま
た
、

キ
リ
ス
ト
教
を
名
乗
る
わ

り
に
「
先
祖
崇
拝
」
を
重

視
す
る
の
が
特
徴
で
す
。

住
職
に
な
っ
て
か
ら
は
、

霊
感
商
法
の
被
害
者
に
も

旧
統
一
教
会
の
問
題
か
ら
、

信
仰
の
あ
り
方
を
考
え
る

座
談
会

正
木
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（
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学
者
）

中
村
瑞
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寺
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）
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画
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正木晃

中村瑞峰

正
木
　
私
は
一
九
八
〇
年
代
の
半
ば
、
韓
国
の
慶
州
に

あ
る
大
学
で
二
年
間
教
え
て
い
ま
し
た
。
仏
教
系
の
大

学
で
し
た
が
、
統
一
教
会
の
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
話
題
に

出
ま
せ
ん
で
し
た
。
韓
国
人
は
あ
ま
り
知
ら
な
い
よ
う

で
し
た
。
実
際
に
資
金
の
七
、
八
割
は
日
本
か
ら
と
い

う
話
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
私
の
友
人
の
い
と
こ
が
、

ソ
ウ
ル
で
霊
感
商
法
の
キ
ャ
ッ
プ
み
た
い
な
役
職
に
つ

い
て
い
て
、
彼
の
マ
ン
シ
ョ
ン
を
訪
ね
る
と
、
壺
が
た

く
さ
ん
並
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
し
て
彼
ら
は
い
ん
ち
き

な
も
の
を
売
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
は
な
く
、
壺
を
買

え
ば
本
当
に
救
わ
れ
る
は
ず
だ
と
信
じ
て
販
売
し
て
い

た
の
で
す
。
そ
こ
が
極
め
て
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
だ
と
思

い
ま
す
。

中
村
　
世
直
し
型
の
新
興
宗
教
に
は
ま
る
青
少
年
に
は
、

純
粋
な
人
が
多
い
。
社
会
の
矛
盾
を
感
じ
、
世
の
中
を

変
え
た
い
と
か
、
善
本
位
で
も
の
を
考
え
ま
す
。
た
だ

し
、
カ
ル
ト
は
二
重
構
造
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
組
織

側
と
一
般
信
者
で
は
一
線
を
画
す
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

正
木
　
も
ち
ろ
ん
全
部
と
は
言
い
ま
せ
ん
が
、
全
体
的

な
傾
向
と
し
て
誠
実
な
人
が
多
く
て
、
少
な
く
と
も
ご

本
人
の
主
観
で
は
本
当
に
人
の
た
め
に
と
い
う
こ
と
で

動
い
て
い
る
。
オ
ウ
ム
真
理
教
の
信
者
た
ち
も
そ
う
で

し
た
。
本
気
で
悟
り
を
開
こ
う
と
し
た
わ
け
で
す
か
ら
。

脱
会
を
難
し
く
す
る「
教
え
」と 

自
民
族
中
心
主
義

藤
木
　
旧
統
一
教
会
は
脱
会
す
る
の
が
非
常
に
難
し
い

と
い
う
話
も
聞
き
ま
す
。

中
村
　
旧
統
一
教
会
で
は
、「
神
の
真
理
を
学
ぶ
と
サ

タ
ン
が
寄
る
」
と
言
い
ま
す
。
ど
こ
に
寄
る
の
か
。
身

内
に
寄
る
。
だ
か
ら
身
内
が
騒
げ
ば
騒
ぐ
ほ
ど
、
遠
の

く
ん
で
す
。
彼
ら
に
し
た
ら
、「
神
様
の
教
え
を
広
め

よ
う
と
し
た
か
ら
サ
タ
ン
が
邪
魔
を
し
た
」
と
な
る
。

キ
リ
ス
ト
教
で
い
う
受
難
。
試
練
が
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、

信
仰
が
深
ま
り
ま
す
。
宗
教
カ
ル
ト
と
は
、
一
つ
の
価

値
観
に
縛
ら
れ
、
そ
の
尺
度
で
全
て
を
見
る
。
あ
の
世

も
支
配
さ
れ
ま
す
。

正
木
　
特
に
一
神
教
の
場
合
は
神
が
絶
対
化
さ
れ
ま
す

か
ら
、「
神
が
い
る
の
に
な
ぜ
そ
う
い
う
こ
と
が
起
こ

る
の
か
」
を
説
明
す
る
の
は
も
の
す
ご
く
難
し
い
わ
け

で
す
。
そ
う
す
る
と
、
悪
魔
と
い
う
も
の
を
設
定
せ
ざ

る
を
得
な
い
。
し
か
も
旧
統
一
教
会
は
キ
リ
ス
ト
教
の

皮
は
ま
と
っ
て
い
ま
す
が
、
根
本
的
に
は
朝
鮮
半
島
の

シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
か
か
わ
り
が
深
い
と
思
い
ま
す
。

病
気
治
し
と
か
、
現
世
利
益
と
か
が
強
く
深
く
絡
ん
で

い
ま
す
。
旧
統
一
教
会
の
教
義
は
、
結
局
最
後
は
自
民

族
中
心
主
義
な
の
で
す
。
韓
国
に
メ
シ
ア
が
現
れ
る
、

世
界
の
言
葉
が
韓
国
語
で
統
一
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で

す
か
ら
。
第
三
者
か
ら
す
れ
ば
荒
唐
無
稽
で
す
が
、
そ

れ
な
り
の
整
合
性
を
も
っ
て
語
ら
れ
ま
す
。
し
か
も
応

答
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
し
っ
か
り
で
き
て
い
る
の
で
、
何

を
質
問
さ
れ
て
も
す
ら
す
ら
と
答
え
が
出
て
く
る
。
普

通
の
人
だ
と
「
す
ご
い
な
」
と
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

霊
的
な
問
題
に
仏
教
者
は 

ど
う
対
応
す
る
の
か

中
村
　
人
は
不
安
や
悩
み
を
解
消
す
る
理
屈
が
欲
し
い

ん
で
す
。
け
れ
ど
も
、
伽
藍
や
仏
像
に
は
理
屈
が
な
い

か
ら
、
そ
れ
で
は
納
得
で
き
な
い
。「
こ
れ
だ
！
」
と

は
っ
き
り
断
言
す
る
の
が
教
祖
の
教
祖
た
る
所ゆ

え
ん以

で
す
。

た
だ
、
小
さ
な
独
裁
王
国
の
中
だ
け
の
論
理
に
す
ぎ
ま

せ
ん
が
。

藤
木
　
今
の
時
代
ど
う
も
自
分
に
自
信
が
持
て
な
い
人

が
多
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
曹
洞
宗
の
日
常
経
典
『
修し

ゅ

証し
ょ
う

義ぎ

』
に
は
、
人
は
ど
う
生
き
る
べ
き
か
に
つ
い
て
の

大
事
な
教
え
が
あ
り
ま
す
。
生
活
の
中
に
仏
教
を
取
り

戻
す
努
力
を
お
寺
と
檀
信
徒
が
一
体
に
な
っ
て
作
っ
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
痛
感
し
ま
す
。

正
木
　
や
は
り
仏
教
の
中
核
は
「
行ぎ

ょ
う」
で
す
。
行
な
き

仏
教
は
あ
り
得
な
い
。
例
外
も
あ
り
ま
す
が
、
基
本
的

に
は
そ
う
で
す
。
日
本
の
中
世
で
な
ぜ
禅
宗
の
お
坊
さ

ん
が
活
躍
で
き
た
か
と
い
え
ば
、「
他
の
宗
派
よ
り
も

ま
じ
め
に
修
行
し
て
禁
欲
的
だ
か
ら
、
霊
的
能
力
が
高

い
」
と
思
わ
れ
て
い
た
か
ら
で
す
。
当
時
、
喫
緊
の
大

事
だ
っ
た
怨
霊
対
策
に
役
立
っ
た
の
で
す
。
仏
教
の
最

終
目
的
は
「
悟
り
」
で
す
が
、
庶
民
が
仏
教
に
求
め
た
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藤木隆宣

《霊感商法被害の相談窓口》	
全国霊感商法対策弁護士連絡会	 火曜11〜16時　070-8975-3553	 木曜11〜16時　　070-8993-6734
全国統一教会被害者家族の会	 水曜13〜16時　080-5079-5808		 金曜13〜16時　　080-5059-5808　

執
着
す
る
人
物
は
、
師
と
し
て

失
格
で
す
。「
こ
う
だ
！
」
と

断
言
す
る
人
に
魅
力
を
感
じ
て

し
ま
い
が
ち
で
す
が
、
そ
こ
に

落
と
し
穴
が
あ
る
場
合
も
少
な

く
あ
り
ま
せ
ん
。「
藁
を
も
す

が
る
」
よ
う
に
し
て
師
や
宗
教

を
選
ん
で
は
、
必
ず
禍
根
を
残

し
ま
す
。
と
に
か
く
焦
ら
な
い

こ
と
、
慎
重
に
選
ぶ
こ
と
、
そ

れ
が
大
切
で
す
。

藤
木
　
旧
統
一
教
会
の
問
題
を

き
っ
か
け
に
、
危
険
な
信
仰
に

陥
ら
な
い
た
め
の
指
針
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

も
の
は
病
気
治
し
で
あ
っ
た
り
、
鎮
魂
供
養
で
し
た
。

こ
れ
は
仏
教
だ
け
で
な
く
、
宗
教
は
そ
こ
に
大
き
な
需

要
が
あ
る
の
で
す
。

中
村
　
あ
と
、
住
職
の
強
み
は
境
内
伽
藍
を
預
か
っ
て

い
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
ら
は
日
本
の
伝
統
文
化
の
集
合

体
で
、
長
く
続
い
て
い
る
も
の
に
は
必
ず
意
味
が
あ
り

ま
す
。
住
職
は
確
か
に
色
々
な
能
力
も
必
要
で
す
が
、

私
は
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
役
が
い
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

お
堂
が
あ
る
の
で
す
か
ら
、
色
々
な
人
の
能
力
を
発
揮

す
る
〝
場
〟
と
し
て
活
用
す
れ

ば
い
い
。

正
木
　『
大だ

い

般は
つ

涅ね

槃は
ん

経き
ょ
う』

に
説

か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ブ
ッ
ダ
で
す
ら
弟
子
を
完
璧
に

は
指
導
で
き
な
か
っ
た
。
私
た
ち
は
な
お
さ
ら
で
、
ど

ん
な
問
題
も
そ
う
簡
単
に
は
い
か
な
い
。
そ
れ
を
ま
ず

認
め
る
こ
と
で
す
。
特
に
精
神
的
な
領
域
の
問
題
は
、

大
き
な
波
を
緩
や
か
な
波
に
変
え
る
の
が
精
い
っ
ぱ
い

で
す
。
で
も
、
生
き
て
い
く
上
で
は
そ
れ
で
十
分
プ
ラ

ス
に
な
り
ま
す
。

中
村
　
宗
教
は
人
の
人
生
を
支
配
す
る
こ
と
が
目
的
で

は
な
い
の
で
、
わ
れ
わ
れ
の
で
き
得
る
事
は
、
ま
ず
よ

く
聞
い
て
一
緒
に
考
え
る
事
で
し
ょ
う
。
個
々
の
人
生

を
尊
重
す
る
の
が
、
仏
教
者
の
役
目
で
す
か
ら
。

信
仰
の「
落
と
し
穴
」を 

避
け
る
た
め
に

正
木
　
そ
の
宗
教
が
信
仰
す
る
に
あ
た
い
す
る
か
否
か

を
判
別
す
る
こ
と
は
、
と
て
も
難
し
い
と
思
い
ま
す
。

伝
統
宗
教
の
場
合
は
、
長
い
歴
史
を
も
つ
と
い
う
事
実

が
「
危
な
い
宗
教
」
で
は
な
い
こ
と
を
担
保
し
て
く
れ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
新
宗
教
の
場
合
は
そ
う
は
い

き
ま
せ
ん
。

　

チ
ベ
ッ
ト
仏
教
史
上
最
大
の
天
才
と
し
て
知
ら
れ
る

ツ
ォ
ン
カ
パ
は
、「
時
間
を
十
分
に
か
け
て
師
を
選
び

な
さ
い
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
の
宗
教
の
指
導
者
に

「
人
格
」
が
備
わ
っ
て
い
る
か

は
決
定
的
に
大
事
で
す
。
例
え

ば
金
銭
な
ど
物
質
的
な
領
域
に

読
者
か
ら
の
お
便
り

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。

山形県／正野美和様　　長崎県／宮崎秀子様
愛知県／伊藤松子様　　埼玉県／安齋トミ子様
和歌山県／林みち代様

本誌161号（夏号）の読者プレゼント、太瑞知
見師の著書『「お釈迦さまの薬箱」を開いてみ
たら』は、次の方々が当選されました。

文筆家としても知られ
ていた、故・須田道輝
老師解説の『曹洞宗檀
信徒経典』を20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。
……………………… 2023年2月末必着

高
校
生
の
と
き（
と
言
っ
て
も
約
五
十

年
前
）、
社
会
科
の
倫
理
の
授
業
で
、

当
時
で
は
珍
し
い
発
表
学
習
が
行
な

わ
れ
て
い
た
。
く
じ
引
き
に
よ
り
、

私
は「
道
元
」の
担
当
に
な
っ
た
。
発

表
の
た
め
に
道
元
の
こ
と
を
い
ろ
い

ろ
と
調
べ
て
い
く
う
ち
に
、
す
っ
か

り
道
元
フ
ァ
ン（
？
）と
な
っ
た
。
大

学
生
に
な
り
、
貯
ま
っ
た
バ
イ
ト
代

を
元
に
北
陸
地
方
を
あ
ち
こ
ち
と
旅

し
た
が
、
も
ち
ろ
ん
最
大
の
目
的
は

永
平
寺
で
あ
っ
た
。
今
は
廃
線
と
な

っ
た
京
福
電
車
で
永
平
寺
ま
で
行
き
、

永
平
寺
門
前
ユ
ー
ス
ホ
ス
テ
ル
に
宿

泊
し
た
。
ユ
ー
ス
の
方
か
ら「
朝
の

お
勤
め
に
参
加
す
る
と
い
い
よ
」と

薦
め
ら
れ
、
翌
日
早
朝
、
永
平
寺
へ

向
か
っ
た
。
案
内
さ
れ
本
堂
で
待
っ

て
い
る
と
、
続
々
と
お
坊
さ
ん
が
入

っ
て
こ
ら
れ
て
、
読
経
が
始
ま
っ
た
。

本
堂
に
響
き
渡
る
百
人
を
超
す
お
坊

さ
ん
の
読
経
に
圧
倒
、
と
い
う
よ
り

不
謹
慎
か
も
知
れ
な
い
が
そ
の
声
に

酔
い
し
び
れ
た
。
瞬
く
間
の
一
時
間

で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
お
坊
さ
ん

が
お
寺
の
中
を
丁
寧
に
説
明
し
な
が

ら
回
っ
て
く
れ
、
道
元
や
永
平
寺
に

つ
い
て
の
理
解
が
よ
り
一
層
深
ま
っ

た
。
老
杉
に
囲
ま
れ
、
朝
の
静
寂
に

包
ま
れ
た
永
平
寺
は
ほ
ん
と
う
に
美

し
く
素
晴
ら
し
か
っ
た
。
現
在
、
定

年
後
の
完
全
リ
タ
イ
ア
の
身
。
コ
ロ

ナ
が
収
束
し
た
ら
、
体
力
の
あ
る
う

ち
に
ぜ
ひ
永
平
寺
を
再
訪
し
て
み
た

い
と
考
え
て
い
る
。

札
幌
市 

佐
藤
公 

様
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仏教
企画 毎 日 書 道 作品審査評

今号では『曹洞禅グラフ』157号～160号の写経手本による78点の応募作品の中から、書きぶりの素敵な作品10点
を選び寸評を添えました。甲乙つけがたい作品揃いでしたが、優秀作品の掲載はお二人とさせていただきました。

＊

▃ 

鈴
木
ひ
ろ
み
さ
ん 

▃ 

穏
や
か
で
丁
寧
に
書
か
れ
、
字
形
も
素
晴
ら
し
い
作
品
で
す
。（
１
５
７
夏
号
〜
１
５
９
冬
号
）

＊

▃ 

安
田
緋
奈
子
さ
ん 

▃ 

字
形
美
し
く
、
柔
軟
で
流
れ
の
あ
る
線
が
素
晴
ら
し
い
作
品
で
す
。（
１
５
７
夏
号
〜
１
６
０
春
号
）

＊
▃ 

松
浦
章
雄
さ
ん 

▃ 

起
筆
、
収
筆
、
払
い
の
基
礎
が
し
っ
か
り
し
て
美
し
い
作
品
で
す
。（
１
５
９
冬
号
）

＊
▃ 

河
内
礼
子
さ
ん 

▃ 

暢
び
の
あ
る
運
筆
で
、
動
き
が
活
き
活
き
し
て
大
変
気
持
ち
の
良
い
作
品
で
す
。（
１
５
７
夏
号
〜
１
６
０
春
号
）

＊

▃ 

葛
西
ち
か
子
さ
ん 

▃ 

柔
軟
で
暢
び
の
あ
る
運
筆
。
見
事
な
作
品
で
す
。（
１
５
９
冬
号
）

＊

▃ 

陰
地
清
文
さ
ん 

▃ 

楷
書
の
な
か
に
、
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
造
形
が
見
事
な
作
品
で
す
。（
１
５
７
夏
号
）

＊

▃ 

西
岡
良
男
さ
ん 

▃ 

毎
号
書
写
に
励
ま
れ
努
力
の
成
果
が
見
え
る
、
ひ
き
し
ま
っ
た
線
が
魅
力
的
な
作
品
で
す
。（
１
５
７
夏
号
〜

１
６
０
春
号
）

＊

▃ 

吉
田
千
恵
子
さ
ん 

▃ 

躍
動
感
あ
る
運
筆
が
魅
力
、
リ
ズ
ム
良
く
書
か
れ
た
好
作
品
で
す
。（
１
５
８
秋
号
〜
１
６
０
春
号
）

字
形
、
暢の

び
の
あ
る
線
と
も
に
美
し
く

全
体
の
収
め
良
く
、
素
晴
ら
し
い
作
品
で
す
。

青
木
文
子
さ
ん 

（
１
５
７
夏
号
）

力
強
く
重
厚
な
線
で
、
字
形
、

収
め
と
も
に
素
晴
ら
し
い
作
品
で
す
。

東
安
夫
さ
ん 

（
１
５
９
冬
号
）

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 2023年2月末（末日消印有効）

呪し

ゅ

詛そ

諸し

ょ

毒ど

く

薬や

く

所し

ょ

欲よ

く

害が

い

身し

ん

者し

ゃ

念ね

ん

彼ぴ

観か

ん

音の

ん

力り

き

還げ

ん

著じ
ゃ
く

於お

本ほ

ん

人に

ん

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（今号）にて、
161号（夏号）～164号（春号）の審査発表は167号（冬号）にて行ないます。

呪
い
の
言
葉
や
諸
の
毒
薬
で

身
を
害
そ
う
と
す
る
者（
が
い

て
も
）

彼
の
観
音
の
力
を
念
ず
れ
ば

還
っ
て
当
人
に（
そ
れ
ら
は
）

戻
る
だ
ろ
う

『
法
華
経
』「
普
門
品
偈
」よ
り

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。



お申し込み方法

締切

 作品募集
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年
間
優
秀
賞

コ
ロ
ナ
禍
の
あ
ま
り
に
悲
し
涅
槃
行
き
　

　
　
宮
崎
県
　
谷
川
洋
子

俳
句
で
は
、「
嬉
し
い
」や「
悲
し
い
」な
ど
の
よ
う
に
直

接
感
情
を
表
す
言
葉
を
使
う
の
は
良
く
な
い
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
れ
は
読
者
の
想
像
力
を
損
な
い
か
ね
な
い
か
ら

で
す
。
こ
の
句
に
は「
あ
ま
り
に
悲
し
」と
い
う
直
情
が

書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
何
か
強
く
訴
え
か
け
て
く

る
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
投
句
用
紙
に
こ
の
句
の
背
景
が

書
か
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
ご
主
人
を
二
年
半

前
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
で
亡
く
さ
れ
た
と
の
こ
と
。

志
村
け
ん
さ
ん
が
亡
く
な
ら
れ
た
直
後
で
、
息
子
さ
ん
や

お
孫
さ
ん
が
遠
路
見
舞
い
に
駆
け
付
け
た
け
れ
ど
ガ
ラ
ス

窓
越
し
の
対
面
し
か
許
さ
れ
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。「
腹

立
た
し
い
思
い
出
で
す
。」と
記
さ
れ
て
い
ま
し
た
。「
悲

し
」と
言
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

風
鈴
吊
る
も
う
母
さ
ん
の
居
な
い
部
屋
　

静
岡
県
　
亀
澤
淑
子

こ
の
句
は
直
接
感
情
を
表
す
言
葉
を
使
わ
ず
に
読
者
に
心

情
を
想
像
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
ま
す
。
模
範
的
な

俳
句
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
部
屋
の
主
の
お
母
さ
ん

は
き
っ
と
亡
く
な
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
世
に
い
な

い
お
母
さ
ん
の
た
め
に
風
鈴
を
吊
る
す
。
そ
の
気
持
ち
、

風
鈴
の
音
色
が
お
母
さ
ん
の
思
い
出
や
喪
失
感
を
伴
っ
て

強
く
迫
っ
て
き
ま
す
。
感
情
を
表
す
言
葉
を
使
わ
ず
に
感

情
が
伝
わ
る
。
こ
の
表
現
法
が
最
も
俳
句
的
な
表
現
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

菩
提
寺
の
甍い

ら
か

擽く
す
ぐ

る
百
日
紅
　
神
奈
川
県
　
大
竹
の
り
子

百
日
紅
と
書
い
て
さ
る
す
べ
り
と
読
む
。
夏
の
間
中
咲
き

続
け
る
の
で
百
日
紅
と
は
う
ま
く
漢
字
を
充
て
た
も
の
で

す
。
小
さ
な
花
が
た
く
さ
ん
集
ま
っ
て
枝
先
に
密
集
し
て

咲
き
ま
す
。
真
っ
赤
な
柔
ら
か
い
百
日
紅
の
花
弁
が
黒
々

と
し
た
甍
を
く
す
ぐ
っ
て
い
る
と
は
言
い
得
て
妙
。
作
者

の
す
ば
ら
し
い
発
見
で
す
。
色
彩
も
景
色
も
見
事
に
描
き

切
り
ま
し
た
。

嵐
来
る
祖
父
の
昭
和
の
稲
刈
機

三
重
県
　
苅
屋
奈
良
美

稲
に
と
っ
て
台
風
は
最
大
の
敵
で
す
。
台
風
が
来
る
前
に

稲
を
刈
っ
て
お
こ
う
と
農
具
小
屋
を
開
け
た
ら
、
今
は
も

う
使
用
し
な
く
な
っ
た
祖
父
が
使
っ
て
い
た
昭
和
の
稲
刈

機
が
大
切
に
残
さ
れ
て
い
る
の
に
気
づ
か
れ
た
の
で
す
。

台
風
が
き
っ
か
け
で
祖
父
の
思
い
出
と
と
も
に
昭
和
の
時

代
が
感
じ
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

選
者
詠

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

電
飾
を
巻
き
つ
け
ら
れ
て
眠
れ
ぬ
樹�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
尾
崎
竹
詩

コ
ロ
ナ
禍
の
あ
ま
り
に
悲
し
涅
槃
行
き�

�

宮
崎
県
　
谷
川
洋
子

俳
句
の
表
現
方
法
と
し
て
は
好
ま
し
く
な
い
と
思
わ
れ
ま
す

が
、
ご
つ
ご
つ
と
読
者
に
訴
え
る
力
が
あ
り
ま
す
。
世
界
中

が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
と
戦
っ
た
記
録
と
し
て
残

し
て
お
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
し
た
。
俳
句
は
形

式
や
約
束
が
重
視
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
私
は
そ
れ
よ
り
も
っ

と
大
切
な
も
の
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
詩
や
発
見
や

感
動
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
句
に
は
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

一
列
に
美
し
き
僧
侶
や
寒
の
行�

�

三
重
県
　
池
上
悦
美

最
初
に
完
成
さ
れ
た
俳
句
を
紹
介
し
た
の
で
こ
れ
か
ら
俳
句

を
作
っ
て
み
よ
う
と
考
え
て
お
ら
れ
た
方
の
ハ
ー
ド
ル
が
高

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
池
上
さ
ん
が
美
し

い
と
思
っ
た
も
の
、
感
動
し
た
も
の
が
見
事
に
表
出
さ
れ
て

い
ま
す
。

そ
の
う
ち
に
放
す
螢
と
歩
き
け
り�

�

佐
賀
県
　
池
内
淳
子

人
間
の
本
能
で
し
ょ
う
か
。
美
し
い
も
の
を
見
た
ら
自
分
の

も
の
に
し
た
く
な
る
。
や
が
て
冷
静
な
自
分
に
立
ち
返
っ
た

と
き
、
そ
の
美
し
い
も
の
の
命
に
気
づ
く
。
人
間
が
理
性
を

取
り
戻
し
た
瞬
間
で
し
ょ
う
。

花
の
雲
弘
前
城
の
天
守
閣�
�

岩
手
県
　
田
中
圭
子

芹
な
ず
な
は
た
と
戸
惑
う
七
草
が
ゆ�

�

埼
玉
県
　
西
岡
良
男

風
鈴
吊
る
も
う
母
さ
ん
の
居
な
い
部
屋��

�

静
岡
県
　
亀
澤
淑
子

年
間
大
賞

年
間
佳
作

年
間
優
秀
賞

『
曹
洞
禅
グ
ラ
フ
』に
俳
句
募

集
欄
が
で
き
て
ち
ょ
う
ど
一
年

に
な
り
ま
す
。
ま
だ
歩
み
だ
し
た
ば
か
り
で
、
俳
句
と
は
ど
の

よ
う
な
も
の
な
の
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
読
者
や
、
俳
句
は
約

束
事
が
多
く
て
難
し
い
と
思
わ
れ
て
作
る
の
を
躊
躇
さ
れ
て
い

る
方
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
お
考
え

で
し
た
ら
そ
れ
は
杞
憂
だ
と
思
い
ま
す
。
松
尾
芭
蕉
は
、「
俳

諧
は
三
歳
の
童
に
さ
せ
よ
」と
言
っ
て
い
ま
す
。
金
子
兜
太
は

「
俳
諧
自
由
」と
言
っ
て
い
ま
す
。
私
も
同
感
で
、
俳
句
は
自

分
が
楽
し
む
た
め
に
作
る
の
で
あ
っ
て
、
苦
し
む
た
め
に
作
る

の
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
思
い
の
ま
ま
に
作
っ
て
み
る

こ
と
を
お
勧
め
い
た
し
ま
す
。

　
こ
こ
で
こ
の
俳
句
欄
が
で
き
た
記
念
す
べ
き
一
年
間
を
振
り

返
っ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
今
年
一
年
間
の
全
投

句
の
中
か
ら
次
の
よ
う
な
賞
を
設
け
て
み
ま
し
た
。

俳
句

募
集

選

『
曹
洞
禅
グ
ラ
フ
』

選
・
尾
崎
竹
詩

お
ざ
き
　
た
け
し
◉

１
９
４
７
年　

徳
島
県
阿
南
市
生
ま
れ

２
０
１
６
年　

現
代
俳
句
協
会
理
事

２
０
１
９
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5年2月末日　当日消印有効

⚫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
大賞を選出し、記念品を贈呈します。

年
間
大
賞
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2

今
回
よ
り
、
適
切
な
仏
法
実
践
心
得
で

あ
る
「
道
」
の
具
体
的
な
八
つ
の
指
針

「
八
正
道
」
を
一
つ
ず
つ
参
究
し
て
い
き

ま
す
。

ま
ず
前
提
と
し
て
「
八
正
道
」
に
て
示

さ
れ
る
「
正
」
と
は
、
善
悪
の
よ
う
な
相

対
判
断
に
よ
る
正
し
さ
で
も
、
あ
る
社
会

で
正
し
い
と
さ
れ
る
も
の
に
従
う
も
の
で

も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
指
標
は
「
仏
法
に

忠
実
か
ど
う
か
」
で
す
。

仏
法
に
沿
っ
た
指
針
を
「
徳
目
」
と
い

い
ま
す
。
こ
れ
は
安
ら
か
さ
と
良
縁
が
起

こ
る
源
と
な
る
「
徳
」
と
、
項
目
を
表
す

「
目
」
が
合
わ
さ
っ
た
言
葉
で
す
。「
八
正

道
」
と
は
、
四し

諦た
い（

安
ら
か
さ
の
よ
り
ど
こ

ろ
と
な
る
仏
法
真
理
）
か
ら
連
な
る
、
個
人

と
世
界
を
善
き
未
来
へ
導
く
た
め
の
重
要

徳
目
で
す
。

そ
れ
で
は
「
八
正
道
」
す
べ
て
の
徳
目

を
み
て
ゆ
き
ま
し
ょ
う
。

	
❖

正
見
：
仏
法
的
見
方
や
未
来
像
の
理
解

	
❖

正
思し

惟ゆ
い
：
仏
法
的
意
思
の
深
化
と
構
築

	
❖

正
語
：
尊
重
を
基
盤
と
し
た
言
葉
遣
い

	
❖

正
業ご

う
：
自
他
へ
の
尊
厳
を
伴
っ
た
行
為

	
❖

正
命み

ょ
う

：
安
ら
か
さ
を
基
礎
と
し
た
態
度

	
❖

正
精し

ょ
う

進じ
ん

：
労い

た
わ
り
と
良
縁
を
築
く
実
践

	
❖

正
念
：
固
定
的
思
考
か
ら
離
れ
る
洞
察

	
❖

正
定じ

ょ
う
：
仏
法
的
真
義
に
沿
っ
た
生
き
方

今
回
は
「
正
見
」
を
参
究
い
た
し
ま
す
。

こ
れ
は
仏
法
真
理
を
理
解
す
る
た
め
の
見

方
（
ビ
ジ
ョ
ン
）
で
あ
り
使
命
（
ミ
ッ
シ
ョ

ン
）
で
す
。

よ
く
知
ら
れ
る
仏
様
で
あ
る
観
音
様
は
、

智
慧
と
慈
悲
の
菩
薩
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

	「
智
慧
」と
は
、
仏
法
真
理
に
沿
っ
て
正

し
く
物
事
を
認
識
判
断
す
る
能
力
で

す
。
智
慧
の
観
音
を「
観
自
在
菩
薩
」

と
呼
び
ま
す
。

	「
慈
悲
」と
は
、
自
他
の
悲
し
み
や
痛
み

に
寄
り
添
い
慈
し
み
手
を
差
し
伸
べ

る
こ
と
で
す
。
慈
悲
の
観
音
を「
観
世

音
菩
薩
」と
呼
び
ま
す
。

観
音
様
は
悩
み
や
迷
い
を
〝
音
〟
と
し

て
〝
観
〟
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
観
音
様
は

相
手
を
深
く
観
る
こ
と
で
状
況
を
理
解
し
、

説
き
方
を
自
在
に
変
え
救
い
の
道
を
示
し

ま
す
。

観
音
様
の
よ
う
な
実
践
視
点
。
そ
れ
が

四
諦
の
理
解
で
あ
り
、「
正
見
」
な
の
で
す
。

今
回
は
、
手
へ
の
労
り
に
よ
り
、
智
慧

が
深
ま
り
慈
悲
心
が
沸
く
「
手
の
す
り
合

わ
せ
ワ
ー
ク
」
を
お
伝
え
い
た
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
。

上半身を楽にして腕の力を抜いた状態で合
掌礼拝いたします。そのまま手の平と手の

平を擦り合わせていきます。まずゆっくりと右回
り左回りに数回ずつ擦れ合わせながら、どのよ
うな力加減が触っていて心地よいかを探っていき
ます。その後、縦・横・斜め・触れ合う方向を変
えるなど、どのような動かし方が擦り合わせてい
て心地よいかを探っていきます。

右手の平と左手の甲を触れさせ擦り合わせ
ていきます。まずゆっくりと右手の平で左

手の甲を大きく右回り左回りに数回ずつ擦れ合
わせながら、触られている左手の甲がどのような
力加減の時に心地よいかを探っていきます。そ
の後、様々な動かし方を試し、左手の甲の心地
よい触られ方を探っていきます。頃合いをみて右
手と左手の役割を変えて行います。

両手の甲を触れ合わせます。ゆっくりと数回
ずつ回転させながら、どのような力加減が

心地よいかを探っていきます。その後様々な動か
し方を試し、心地よい擦り合わせ方を探ってい
きます。心地よさを探る触れ方によって、結果と
して互いの手への労わりを生むとともに、手への
深い洞察により智慧の力が深まります。頃合いを
みて終え、最後に合掌礼拝をいたします。

手
の
平
同
士

手の平と甲

手
の
甲
同
士

「正
し ょ う

見
け ん

」～どう観るか～
1

2

3

八
はっ

正
しょう

道
どう

的 く ら し か た安 ら か な
 未 来 に 向 か う

藤
井
隆
英
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挿
絵……

長
谷
川
葉
月

先
日
、
若
か
り
し
頃
に
薫
陶
を
賜
っ
た
先
輩
の
訃

報
を
う
け
、
お
通
夜
へ
う
か
が
い
、
ご
尊
顔
を

拝
し
て
き
ま
し
た
。
闘
病
さ
れ
て
い
た
そ
う
で
、
御
内

室
の
誕
生
日
に
、「
最
後
の
誕
生
日
プ
レ
ゼ
ン
ト
だ
。

有
難
う
」
と
伝
え
、
静
か
に
息
を
引
き
取
ら
れ
た
そ
う

で
す
。
先
輩
が
常
々
、「
人
び
と
を
見
ず
し
て
、
僧
侶

は
成
り
立
た
な
い
」
と
教
示
し
て
下
さ
っ
た
こ
と
が
、

鮮
明
に
思
い
出
さ
れ
ま
す
。
会
う
は
別
れ
の
始
め
な
り

と
も
言
い
ま
す
が
、
い
つ
か
ま
た
出
会
え
る
日
ま
で
、

精
進
し
ま
す
。

日
々
の
生
活
の
中
で
も
、
あ
の
時
、
あ
の
人
と
出
会

え
て
い
な
か
っ
た
ら
、
今
頃
自
分
は
ど
う
な
っ
て
い
た

だ
ろ
う
か
と
思
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
特
に
学
び
の
過

程
で
の
出
会
い
は
、
非
常
に
良
い
影
響
が
得
ら
れ
た
と

感
じ
て
い
ま
す
。

道
元
禅
師
は
『
吉き
ち

祥じ
ょ
う

山ざ
ん

永え
い

平へ
い

寺じ

衆し
ゅ

寮り
ょ
う

箴し
ん

規ぎ

』
で
、

「
闔か
つ

寮り
ょ
うの

清
衆
、
各
々
父ぶ

母も

、
兄ひ
ん

弟で
い

、
骨
肉
、
師
僧
、

善
知
識
の
念
に
住
し
て
、
相
互
に
慈
愛
し
、
自
佗
顧
憐

し
、
潜
か
に
難な
ん

値ち

難な
ん

遇ぐ
う

の
想
い
有
ら
ば
、
必
ず
和
合
和

睦
の
顔
か
ん
ば
せを

見
ん
」

と
、
説
か
れ
て
い
ま
す
。「
修
行
僧
は
、
お
互
い
に
父

母
で
あ
り
、
兄
弟
親
族
で
あ
り
、
師
僧
、
善
知
識
で
あ

る
と
い
う
。
慈
愛
の
心
を
も
っ
て
互
い
に
慈
し
み
、
自

分
か
ら
他
の
人
を
顧
み
て
同
情
の
念
を
よ
せ
、
善
き
友

を
え
て
仏
祖
の
正
法
を
行
じ
て
い
く
こ
と
は
世
に
も
め

ぐ
り
合
い
難
い
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
和
合

和
睦
で
互
い
に
感
謝
の
念
を
い
だ
き
、
心
も
和
み
微
笑

み
あ
う
顔
を
互
い
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
示
さ
れ

て
い
る
の
で
す
。

人
生
は
偶
然
で
で
き
て
い
る
、
と
い
う
見
方
も
あ
れ

ば
、
目
に
見
え
ぬ
運
命
と
い
う
力
が
及
ん
で
い
る
と
い

う
見
方
も
あ
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
釈
尊
は
、

我
わ
れ
の
人
生
は
因
と
縁
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る

と
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
つ
の
因
と
一
つ
の
縁
に
よ
っ

て
、
一
つ
の
果
が
生
ま
れ
る
、
と
い
う
よ
う
な
単
純
な

方
程
式
で
は
な
い
の
で
す
。
因
と
縁
と
の
結
び
つ
き
の

難
し
さ
は
、
も
つ
れ
た
糸
の
よ
う
に
複
雑
に
な
っ
て
い

ま
す
。
生
き
て
ゆ
く
な
か
で
、
人
間
は
と
き
ど
き
大
き

な
親
切
、
ご
縁
に
出
会
い
ま
す
。
し
か
し
、
つ
ね
に
一

回
か
ぎ
り
な
の
で
す
。
い
つ
の
日
に
か
受
け
た
御
恩
を

返
そ
う
と
思
っ
て
い
て
も
、
間
に
合
わ
な
い
こ
と
の
ほ

う
が
多
い
の
で
す
。
出
会
え
た
こ
と
、
そ
こ
で
得
ら
れ

た
心
を
生
か
し
て
い
く
こ
と
が
、
答
え
に
な
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
ま
す
。
毎
日
出
会
う
一
人
ひ
と
り
を
、

そ
の
時
、
そ
の
時
を
大
切
に
し
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

「
ご
縁
」
は
、
作
為
的
に
つ
く
り
出
し
た
つ
な
が
り
を

意
味
す
る
言
葉
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
す
べ
て
の
物
事
や

他
者
が
互
い
に
関
わ
り
合
っ
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
を

認
識
し
、
自
ら
の
心
を
正
し
つ
つ
、
こ
れ
か
ら
も
仏
作

仏
行
を
行
な
い
、
互
い
に
微
笑
み
あ
い
ま
し
ょ
う
。

二
〇
一
九
年
秋
号
か
ら
三
年
間
続
い
た
こ
の
連
載
は
、
今
号
が
最
終

回
で
す
。
ご
愛
読
く
だ
さ
り
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

生 活 の 中 の 仏 教

微笑みあう
一度かぎりのご縁を大切につなぐ　仏作仏行の世界

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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だ
し
巻
き
風
寄
せ
豆
腐

卵
を
使
わ
ず
作
り
ま
す
。
巻
き
簾
で

簡
単
に
伊
達
巻
き
風
に
。

作
り
方
（
以
下
全
て
４
人
分
）����������������

１　

木
綿
豆
腐
（
２
４
０
ｇ
）
は
水
切

り
す
る
。
大
和
芋
（
80
ｇ
）
は
皮

を
む
い
て
す
り
お
ろ
す

2　

ボ
ウ
ル
に
1
、
水
（
大
さ
じ
1
）

で
溶
い
た
タ
ー
メ
リ
ッ
ク
パ
ウ

ダ
ー
（
小
さ
じ
１
／
２
）、
白
味

噌
（
大
さ
じ
3
）、
醤
油
（
小
さ
じ

1
）、
塩
（
小
さ
じ
１
／
２
）
を
加

え
て
よ
く
混
ぜ
る

3　

ラ
ッ
プ
の
上
で
棒
状
に
包
み
、

両
端
は
し
ご
い
て
空
気
を
抜
い

て
し
っ
か
り
捻
っ
て
か
ら
ア
ル

ミ
ホ
イ
ル
で
包
む

４　

蒸
気
の
上
が
っ
た
蒸
し
器
で
30

〜
40
分
蒸
し
、
伊
達
巻
用
の
巻

一
年
の
始
ま
り
に
、
心
身
を
労
わ
る
淡
の
味

精
進
料
理
で
は
〝
追
う
と
逃
げ
る
〟
も
の
は
使
わ
ず
に
、

季
節
の
お
野
菜
な
ど
植
物
性
の
食
材
を
活
か
し
ま
す
。
味
付

け
は
酸
味
、
苦
味
、
甘
味
、
辛
味
、
塩
味
の
「
五
味
」、
彩

り
は
黒
、
白
、
赤
、
黄
、
青
ま
た
は
緑
の
「
五
色
」、
そ
し

て
蒸
す
、
揚
げ
る
、
煮
る
、
焼
く
、
生
の
調
理
「
五
法
」
と
、

五
味
�
五
色
�
五
法
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
身
体
に
優
し

く
も
満
足
度
が
あ
る
食
事
を
作
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

以
前
う
ち
の
和
尚
（
故
�
藤
井
宗
哲
氏
）
は
料
理
を
し
な
が

ら
よ
く
、
食
材
そ
の
も
の
の
味
を
滋
味
深
く
味
わ
う
「
淡た
ん

味み

」
の
こ
と
、
そ
し
て
、
精
神
と
身
体
は
切
り
離
せ
ず
一
体

で
あ
る
と
い
う
意
味
の
「
身し
ん

心じ
ん

一い
ち

如に
ょ

」
に
つ
い
て
話
し
て
い

ま
し
た
。
中
国
�
明
の
時
代
の
言
葉
と
さ
れ
る
「
醲
肥
辛
甘

非
真
味
（
じ
ょ
う
ひ
し
ん
か
ん
は 

し
ん
み
に
あ
ら
ず
）
真
味
只
是

淡
（
し
ん
み 

た
だ
こ
れ 

た
ん
な
り
）」
を
挙
げ
な
が
ら
、
濃
す
ぎ

る
味
や
脂
っ
こ
い
食
事
で
は
な
く
、
淡
味
を
楽
し
む
こ
と
で

本
当
の
お
い
し
さ
を
味
わ
う
こ
と
、
そ
し
て
、
体
も
心
も
優

し
く
労
わ
り
、
自
分
や
周
囲
と
の
繋
が
り
を
豊
か
に
す
る
こ

と
こ
そ
が
精
進
料
理
で
実
感
で
き
る
こ
と
だ
と
お
伝
え
し
て

い
ま
し
た
。
ど
う
ぞ
今
度
の
お
正
月
に
は
、
シ
ン
プ
ル
な
精

進
お
節
を
ぜ
ひ
お
作
り
に
な
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

お
正
月
に
は

華
や
か
な

　
精
進
お
節

季
節
の
節
目
で
あ
る
節せ

ち
の
日
に
い
た
だ
く「
お
せ
ち
」。

も
と
も
と
は
正
月
の
三
が
日
に
台
所
に
立
た
な
く
て
も
済
む
よ
う
、  

年
末
の
う
ち
に
味
を
濃
い
め
に
調
理
し
て
い
た
お
節
料
理
で
す
が
、

現
代
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
合
わ
せ
て
千
差
万
別
の
在
り
方
と
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
忙
し
い
現
代
人
だ
か
ら
こ
そ
、
お
重
に
詰
め
た
伝
統
的
な
お
節
料
理
は

ち
ょ
っ
と
し
た
非
日
常
を
感
じ
ら
れ
、
新
た
な
季
節
に
気
持
ち
を
一
新
す
る
こ
と
に
も
繋
が
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

そ
こ
で
藤
井
ま
り
先
生
を
訪
ね
て
、
家
庭
で
つ
く
る
精
進
お
節
を
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

お
野
菜
中
心
の
精
進
料
理
は
お
腹
い
っ
ぱ
い
に
な
る
ま
で
い
た
だ
い
た
と
し
て
も

胃
が
す
っ
き
り
と
軽
く
、
優
し
い
味
わ
い
は
一
口
ご
と
に
気
持
ち
ま
で
ほ
ぐ
す
よ
う
に
ホ
ッ
と
し
ま
す
。

こ
れ
ぞ
心
と
体
の
バ
ラ
ン
ス
を
整
え
る
、
精
進
料
理
の
力
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

長
引
く
コ
ロ
ナ
禍
や
不
安
定
な
社
会
情
勢
の
中
、
そ
れ
で
も
未
来
を
向
き
、

自
分
ら
し
く
生
き
る
た
め
の
大
切
な
ス
キ
ル
と
し
て
、
家
庭
で
で
き
る
精
進
料
理
を
始
め
て
み
ま
せ
ん
か
。

藤井まり
精進料理家、不

ふ

識
しき

庵
あん

主宰。1982 年、建長寺の典
てん

座
ぞ

を
務めた夫であり僧侶の藤井宗

そう

哲
てつ

氏（2006 年他界）と
共に不識庵を立ち上げ、精進料理塾「禅

ぜん

味
み

会
かい

」を運営。
家庭向きにした精進料理教室は国内外を問わずに人気
が高く、現在も毎月 10回前後の教室開催の他、講座
やワークショップも多数。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。

心
と
身
体
に

や
さ
し
い
淡
の
味

献
立
���������������������������������

⬩
だ
し
巻
き
風
寄
せ
豆
腐

⬩
た
た
き
牛
蒡

⬩
長
芋
金
団

⬩
昆
布
素
揚
げ

⬩
蓮
根
梅
酢

⬩
蓮
根
辛
子
和
え
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昆
布
素
揚
げ

年
の
初
め
に
縁
起
の
良
い
〝
喜4

よ
ろ
こ

ぶ4

〟

に
も
の
を
。
飾
り
切
り
を
施
し
て
あ

る
昆
布
を
使
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。

天
然
の
塩
分
だ
け
で
、
味
付
け
も
不

要
で
す
。

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

１　

昆
布
（
40
㎝
）
の
表
面
を
酢
で

拭
き
、
し
っ
と
り
柔
か
く
さ
せ

る
。
幅
５
〜
６
㎝
、
長
さ
７
〜

８
㎝
に
切
り
、
そ
れ
ぞ
れ
両
側

に
ハ
サ
ミ
で
切
れ
目
を
入
れ
る

2　

１
７
０
度
ほ
ど
の
中
温
で
カ
リ

ッ
と
揚
げ
る
。
表
面
に
小
さ
な

気
泡
が
出
る
の
が
目
安

蓮
根
梅
酢

未
来
を
見
通
す
穴
が
開
い
た
蓮
根
。

ほ
ん
の
り
甘
み
の
あ
る
酢
の
物
な
ら
、

お
正
月
の
疲
れ
た
胃
腸
を
す
っ
き
り

さ
せ
る
効
果
も
。

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

１　

赤
梅
酢
（
１
／
４
カ
ッ
プ
）
と
み

り
ん
（
大
さ
じ
１
と
１
／
２
）、
白

梅
酢
（
１
／
４
）
と
み
り
ん
（
大

さ
じ
１
と
１
／
２
）
を
合
わ
せ
て
、

二
色
の
つ
け
汁
を
作
る

2　

蓮
根
（
一
節
、
約
１
５
０
ｇ
）
は

皮
を
む
き
、
２
㎜
幅
の
輪
切
り

（
ま
た
は
い
ち
ょ
う
切
り
）
に
し
、

ア
ク
止
め
用
に
お
酢
（
大
さ
じ

１
程
）
を
入
れ
た
お
湯
で
さ
っ

と
茹
が
く

３　

２
が
熱
い
う
ち
に
半
量
ず
つ
を

１
そ
れ
ぞ
れ
に
30
分
ほ
ど
浸
す

蓮
根
辛
子
和
え

歯
応
え
よ
く
、
ほ
ん
の
り
効
い
た
辛

子
が
ア
ク
セ
ン
ト
。
蓮
の
花
が
極
楽

浄
土
の
池
で
咲
く
こ
と
か
ら
、
蓮
根

が
好
ま
れ
る
こ
と
も
。

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

１　

蓮
根
（
約
８
０
ｇ
グ
ラ
ム
）
は
皮

を
む
い
て
食
べ
や
す
い
大
き
さ

の
乱
切
り
に
し
５
分
ほ
ど
酢
水

に
漬
け
る

2　

白
味
噌
（
大
さ
じ
２
）
み
り
ん

（
大
さ
じ
１
）
お
酢
（
大
さ
じ
１
）

練
り
が
ら
し
（
小
さ
じ
１
／
２
）

を
混
ぜ
て
辛
子
酢
味
噌
を
作
る

３　

１
の
水
分
を
軽
く
拭
い
て
か
ら
、

茹
で
銀
杏
（
12
粒
）
と
一
緒
に

１
７
０
度
ほ
ど
の
中
温
で
素
揚

げ
に
し
、
２
と
合
え
る

き
簾
に
巻
き
、
冷
め
て
か
ら
切

り
分
け
る

た
た
き
牛
蒡

甘
み
と
酸
味
が
絶
妙
。
新
年
の
開
運

を
願
っ
て
、
た
た
い
て
割
り
ま
す
。

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

１　

ご
ぼ
う
（
１
本
）
は
包
丁
の
背

で
皮
を
こ
そ
ぐ
。
太
い
部
分
は

四
つ
割
に
し
、
酢
水
に
５
分
ほ

ど
漬
け
て
か
ら
15
分
ほ
ど
蒸
す

2　

ま
な
板
の
上
に
置
き
、
す
り
こ

木
な
ど
で
軽
く
叩
き
、
繊
維
を

柔
ら
か
く
す
る
。
味
も
染
み
や

す
く
な
る
の
で
酢
（
大
さ
じ
１
）

と
合
わ
せ
て
お
く

３  

す
り
鉢
で
白
ご
ま
（
大
さ
じ
３
）

を
す
り
、
白
味
噌
（
大
さ
じ
１
）

と
み
り
ん
（
大
さ
じ
２
）
を
混
ぜ

て
か
ら
２
を
和
え
る

長
芋
金
団

長
芋
だ
け
で
は
固
す
ぎ
、
大
和
芋
だ

け
で
は
緩
す
ぎ
る
た
め
、
二
種
類
の

芋
を
合
わ
せ
ま
す
。
半
分
は
抹
茶
で

色
を
つ
け
て
彩
り
も
良
く
。

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

１　

長
芋
（
１
０
０
ｇ
）
と
大
和
芋

（
１
０
０
ｇ
）
の
皮
を
む
き
、
１

セ
ン
チ
幅
の
輪
切
り
に
し
、
５

分
ほ
ど
酢
水
に
漬
け
て
か
ら
柔

ら
か
く
な
る
ま
で
蒸
す

2　

ボ
ウ
ル
に
移
し
て
マ
ッ
シ
ャ
ー

で
潰
し
、
砂
糖
（
小
さ
じ
１
）
と

塩
ひ
と
つ
ま
み
を
加
え
て
ゴ
ム

ベ
ラ
で
滑
ら
か
に
混
ぜ
る
。
半

分
だ
け
取
り
出
し
、
抹
茶
（
小

さ
じ
１
／
２
）
を
茶
こ
し
で
漉
し

な
が
ら
混
ぜ
合
わ
せ
二
色
の
金

団
に
す
る

３　

そ
れ
ぞ
れ
４
〜
５
等
分
に
し
て

ラ
ッ
プ
で
丸
め
、
上
に
茹
で
銀

杏
を
飾
る

※
銀
杏
の
代
わ
り
に
栗
の
甘
露
煮
を

１
／
２
に
割
っ
て
使
っ
て
も
よ
い
。

そ
の
場
合
は
２
で
砂
糖
の
代
わ
り
に

甘
露
煮
の
煮
汁
（
大
さ
じ
1
〜
2
）
を

使
う
。

（
二
種
類
の
お
芋
の
皮
は
捨
て
る
こ
と
な

く
、
カ
ラ
ッ
と
揚
げ
て
チ
ッ
プ
ス
に
）
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み
な
さ
ん
は
「
死
」
と
い
う

も
の
を
ど
の
よ
う
な
イ
メ

ー
ジ
で
捉
え
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

お
そ
ら
く
、
多
く
の
人
が
次
の
よ

う
に
捉
え
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

「
生
が
尽
き
て

死
が
や
っ
て
く
る
」

つ
ま
り
、
生
と
死
と
は
連
続
し
て

い
て
、
生
の
延
長
線
上
に
死
が
あ

る
と
い
う
考
え
方
で
す
。
し
か
し
、

禅
の
生
と
死
の
捉
え
方
は
違
い
ま

す
。
道
元
禅
師
は
生
と
死
に
つ
い

て
「
薪た
き
ぎ」
と
「
灰
」
を
例
に
し
て
、

こ
う
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

「
た
き
木
（
薪
）、
は
ひ
（
灰
）
と

な
る
。
さ
ら
に
か
へ
り
て
た
き
木

と
な
る
べ
き
に
あ
ら
ず
。
し
か
あ

る
を
、
灰
は
の
ち
、
薪
は
さ
き
と

見
取
す
べ
か
ら
ず
。
し
る
べ
し
、

薪
は
薪
の
法
位
に
住
し
て
、
さ
き

あ
り
の
ち
あ
り
。
前
後
あ
り
と
い

へ
ど
も
、
前
後
際
断
せ
り
。
灰
は

灰
の
法
位
に
あ
り
て
…
…
（『
正
法

眼
蔵
』「
現
成
公
案
」）

そ
の
大
意
は
次
の
よ
う
な
こ
と

で
す
。

「
薪
は
燃
え
て
灰
に
な
る
が
、
元

に
戻
っ
て
薪
に
な
る
こ
と
は
な
い
。

そ
う
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
灰

は
（
薪
の
）
後
の
姿
、
薪
は
（
灰
の

先
の
）
姿
で
あ
る
、
と
見
て
は
な

ら
な
い
。
薪
は
あ
く
ま
で
薪
で
あ

り
、
薪
と
し
て
の
後
先
、
前
後
は

あ
る
が
、
そ
の
前
後
は
断
ち
切
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
灰
も
ま
た
、

あ
く
ま
で
灰
で
あ
っ
て
、
同
じ
よ

う
に
前
後
は
断
ち
切
れ
て
い
る
。」

見
た
目
は
薪
が
変
化
し
て
灰
に

な
っ
て
行
く
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、

薪
は
薪
、
灰
は
灰
な
の
で
す
。
生

死
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、
生
の

行
き
着
く
先
に
死
が
あ
る
の
で
は

な
く
、
生
は
生
、
死
は
死
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
で
す
。
両
者
は
繋
が

っ
て
い
な
い
。

生
に
目
を
向
け
て
も
、
そ
の
前

後
は
裁
断
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま

り
、
き
の
う
の
生
と
今
日
の
生
は

繋
が
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
さ
ら

に
細
か
く
焦
点
を
あ
て
れ
ば
、
い

ま
こ
の
瞬
間
と
次
の
瞬
間
も
断
ち

切
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
考
え
ま

す
と
、
私
た
ち
の
人
生
と
い
う
も

の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
断
ち
切
ら
れ
た

瞬
間
瞬
間
が
繰
り
返
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ

こ
が
一
番
大
事
な
と
こ
ろ
で
す
。

生
は
常
に
そ
の
瞬
間
と
と
も
に
あ

り
ま
す
。
逆
に
い
え
ば
、
そ
の
瞬

間
に
し
か
生
は
な
い
の
で
す
。
そ

う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
生
を
輝
か

せ
る
に
は
、
充
実
さ
せ
る
に
は
、

瞬
間
を
と
こ
と
ん
一
生
懸
命
に
や

り
抜
く
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し

て
、
そ
れ
を
繰
り
返
し
て
い
く
こ

と
で
、
人
生
は
輝
き
ま
す
。
充
実

し
た
も
の
に
な
る
も
の
で
す
。

禅
は
こ
う
い
っ
て
い
ま
す
。

「
生
き
て
い
る
と
き
は
、
生
き
切

り
な
さ
い
、
死
ぬ
と
き
は
、
死
に

切
っ
た
ら
い
い
」

生
き
切
る
と
は
、
ど
ん
な
瞬
間

も
全
力
で
や
り
抜
く
こ
と
で
す
。

人
に
は
そ
れ
し
か
で
き
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。
生
き
切
っ
た
ら
、

も
う
す
る
こ
と
、
で
き
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
あ
と
は
お
ま

か
せ
で
す
。
従し
ょ
う�

容よ
う

と
し
て
死
を

迎
え
る
だ
け
で
す
ね
。
死
に
際
し

て
、
死
に
切
る
と
は
、
そ
う
い
う

こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。�

合
掌

二
〇
二
〇
年
秋
号
か
ら
二
年
間
続
い
た

こ
の
連
載
は
、
今
号
が
最
終
回
で
す
。
ご

愛
読
く
だ
さ
り
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

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
。

い
ま
こ
そ

禅
に
ふ
れ
る
と
き

枡
野
俊
明

「いま」を生き切れば、
それが最高の死の迎え方



序
　
文
─
伝
統
回
帰
の
思
想
的
課
題

第
1
講
─
共
同
体
の
思
想

第
2
講
─
関
係
と
実
体

第
3
講
─
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表紙画「樹下での悟り」／平川恒太
今回は成道の場面を描いています。お釈迦さまのように悟りを開くことは難しいですが、
こんな時代だからこそ自分の心と向き合い、心を落ち着かせて坐禅を組む時間が必要だなと思います。

本の申し込み先は書店にて


