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令
和
三
年
の
年
頭
に
当
り
皆
様
の

ご
多
幸
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

福
山
諦
法
禅
師
が
昨
年
九
月
御
退

董
に
な
り
不
肖
永
平
寺
八
十
世
を
務

め
る
こ
と
に
な
り
、
数
え
九
十
五
歳

の
老
残
の
身
で
あ
り
ま
す
が
よ
ろ
し

く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
拡
大

の
た
め
、
自
粛
生
活
を
続
け
、
毎
日

不
如
意
の
思
い
を
深
く
さ
れ
た
こ
と

と
思
い
ま
す
が
、
反
面
生
き
る
こ
と

の
大
切
さ
や
多
く
の
人
々
と
共
に
支

え
合
っ
て
生
き
る
こ
と
を
学
ん
だ
こ

と
で
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。
御
開
山
道

元
禅
師
の
お
言
葉
に
「
一
人
真
を
発

し
て
源
に
帰
す
れ
ば
、
十
方
虚
空
真

を
発
し
て
源
に
帰
す
。」
と
毎
年
新

年
を
迎
え
る
時
、
私
は
何
時
も
こ
の

お
言
葉
を
思
い
出
し
て
お
り
ま
す
。

言
葉
を
変
え
れ
ば
人
は
誰
れ
で
も
真

心
を
発お

こ

し
て
真ま

こ
と

の
道
に
生
き
る
こ
と

を
示
さ
れ
た
も
の
と
思
い
ま
す
。

仏
法
僧
の
三
宝
を
信
じ
る
我
々
は

真
心
を
も
っ
て
天
地
自
然
と
世
界
の

人
々
が
共
に
協
調
し
て
生
き
る
こ
と

を
念
じ
て
、
今
年
も
元
気
を
出
し
て

ま
い
り
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。合

掌

謹
ん
で
令
和
三
年
（
二
〇
二
一
）
の

新
春
を
お
祝
い
申
し
上
げ
、
あ
わ
せ

て
皆
さ
ま
の
ご
多
祥
を
お
祈
り
い
た

し
ま
す
。

お
か
げ
さ
ま
で
、
本
山
貫
首
と
し

て
十
回
目
の
元
朝
を
穏
や
か
な
心
持

ち
で
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

旧
年
中
い
た
だ
い
た
お
力
添
え
に

衷
心
よ
り
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

さ
ら
に
、
本
年
も
引
続
き
「
御
両
尊

大
遠
忌
法
会
」
と
い
う
報
恩
の
特
別

の
行
持
期
間
に
相
当
し
て
お
り
ま
す
。

変
わ
ら
ぬ
ご
芳
情
、
ご
支
援
を
心
よ

り
お
願
い
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
り

ま
す
。

「
澄
心
」
と
は
、
文
字
通
り
「
澄
ん

だ
心
」
の
こ
と
で
す
。

私
た
ち
は
、
元
々
は
こ
の
大
切
な

心
を
具
え
て
い
ま
す
が
、
我
執
や
我

欲
に
よ
っ
て
曇
っ
て
い
て
、
な
か
な

か
そ
れ
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
状
態
に
あ
り
ま
す
。

利
己
的
な
考
え
の
壁
を
乗
り
越
え
、

あ
ら
ゆ
る
人
と
人
と
が
互
い
に
助
け

合
い
、
支
え
合
う
様
な
慈
悲
、
和
合

の
社
会
に
向
か
っ
て
共
に
歩
ん
で
参

り
た
い
と
念
願
い
た
し
ま
す
。

皆
さ
ま
に
と
っ
て
、
本
年
が
す
ば

ら
し
い
一
年
で
あ
る
こ
と
を
重
ね
て

祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。�

合
掌�

令和三年 迎 春
発ほ

っ

真し

ん

帰き

源げ

ん

澄
ち
ょ
う

心し

ん

曹洞宗管長　大本山永平寺貫首

南
みなみ

澤
さ わ

道
ど う

人
に ん

大本山總持寺貫首

江
え

川
が わ

辰
し ん

三
ざ ん
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同
契
と
宝
鏡
三
昧
に
関
す
る
質
問
が
出
ま
し
た
。 

　

実
は
十
数
年
前
に
、
同
じ
出
版
社
の
『
大だ
い

法ほ
う

輪り
ん

』
と

い
う
雑
誌
で
、
こ
の
ふ
た
つ
に
つ
い
て
連
載
を
寄
稿
し

て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
以
前
の
連
載
内
容
に
修
正
を
し

て
、
少
し
加
筆
し
た
も
の
を
本
に
で
き
た
ら
記
念
に
な

る
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
少
し
時

間
が
か
か
り
ま
し
た
が
、
形
に
で
き
て
よ
か
っ
た
で
す
。

参
同
契
と
宝
鏡
三
昧
は
、
い
ず
れ
も
中
国
は
唐
の
時

代
の
偈げ

頌じ
ゅ（

禅
詩
）
で
す
。
仏
門
に
い
る
も
の
だ
け
に
限

ら
ず
、
一
般
の
方
に
も
お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
、

漢
詩
の
解
説
を
含
め
て
い
ま
す
。
曹
洞
宗
の
僧
侶
は
毎

朝
ど
ち
ら
か
を
日
替
わ
り
で
読
経
し
て
い
ま
す
か
ら
、

皆
暗
記
し
て
い
ま
す
。
日
常
的
な
こ
と
な
の
で
、
お
経

の
内
容
に
思
い
を
馳は

せ
た
り
、
そ
れ
が
お
祖
師
様
の
供

養
だ
と
考
え
な
が
ら
唱
え
る
と
い
う
よ
り
も
、
す
で
に

習
慣
に
し
て
い
る
僧
侶
が
ほ
と
ん
ど
で
し
ょ
う
。
特
に

時
を
超
え
て
受
け
継
が
れ
て
き
た 

二
つ
の
お
経

─
二
〇
一
八
年
に
上
じ
ょ
う

梓し

さ
れ
た
『
や
さ
し
く
読
む
参さ
ん

同ど
う

契か
い

・
宝ほ
う

鏡き
ょ
う

三ざ
ん

昧ま
い

』
は
、
曹
洞
宗
で
毎
日
読
む
お

経
で
あ
る
参
同
契
と
宝
鏡
三
昧
を
解
説
さ
れ
た
書

籍
で
す
が
、
出
版
に
い
た
る
思
い
と
、
ご
住
職
に

と
っ
て
参
同
契
と
宝
鏡
三
昧
が
ど
の
よ
う
な
意
味

を
も
た
れ
て
い
る
か
、
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

平
成
二
十
八
年
、
私
た
ち
龍
泉
院
の
参
禅
会
（
坐
禅

会
）
が
四
十
五
周
年
を
迎
え
る
た
め
、
そ
の
記
念
を
考

え
て
い
た
頃
、
参
禅
会
に
い
ら
し
て
い
る
方
々
か
ら
参

千
葉
県
柏
市
に
建
つ
龍
泉
院
は
、

緑
豊
か
で
四
季
の
花
々
が
咲
く
静
か
な
空
気
に
包
ま
れ
た

鎌
倉
時
代
創
建
の
古
刹
で
す
。

曹
洞
宗
で
は
毎
日
唱
え
る
二
つ
の
お
経
と
、

現
代
の
生
活
様
式
と
仏
教
と
の
結
び
つ
き
を
伺
う
た
め
、

龍
泉
院
に
椎
名
宏
雄
老
師
を
訪
ね
ま
し
た
。

祈
り
の
力
を

信
じ
て

生
き
ま
し
ょ
う

椎名宏雄（しいな  こうゆう）
龍泉院（千葉県柏市）前住職。駒澤大学大学院博
士課程満期退学後、曹洞宗宗学研究所研究員、
曹洞宗文化財調査委員、柏市文化財保護委員会
会長、駒澤大学大学院非常勤講師等を兼務しな
がら一九五八年より龍泉院住職。『宋元版禅籍
の研究』（大東出版社）、『やさしく読む参同契・宝
鏡三昧』（大法輪閣）、『沼南町の宗教文化誌』（た
けしま出版）など著書・共著ともに多数。

聞
き
手
　
柳
澤
　
円

撮
影
　
羽
柴
和
也
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─
参
同
契
や
宝
鏡
三
昧
か
ら
、
仏
門
に
い
な
い
者
で

も
参
考
に
で
き
る
教
え
は
な
ん
で
し
ょ
う
か
。

参
同
契
の
「
参
」
は
不
揃
い
で
個
性
が
あ
る
こ
と
、

「
同
」
は
集
合
す
る
こ
と
、「
契
」
は
そ
れ
ら
が
相
即
円

融
す
る
素
晴
ら
し
さ
を
表
し
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
「
人

間
は
そ
れ
ぞ
れ
が
創
造
的
で
、
将
来
に
希
望
を
も
っ
て

生
き
る
べ
き
存
在
で
あ
る
」
と
語
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ

は
仏
教
の
根
本
原
理
と
も
言
え
ま
す
。
宝
鏡
三
昧
の
方

は
、
神
を
意
味
す
る
「
鏡
」
と
、
雑
念
を
捨
て
た
心
を

表
す
「
三
昧
」、
こ
れ
は
坐
禅
な
ど
の
修
行
に
よ
っ
て

到
達
し
た
大だ
い

安あ
ん

心じ
ん

の
状
態
を
意
味
し
ま
す
。
三
昧
と
は
、

集
中
し
な
い
と
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
す
か
ら
。

ど
ち
ら
も
現
代
社
会
に
活
か
す
学
び
が
含
ま
れ
て
い

る
と
思
い
ま
す
が
、
特
に
参
同
契
の
方
で
は
、
特
に
あ

ら
ゆ
る
差
別
を
止や

め
て
平
等
で
あ
る
こ
と
に
触
れ
ら
れ

て
い
ま
す
。
人
間
は
な
ぜ
か
、
無
意
識
の
う
ち
に
誰
か

と
誰
か
を
区
別
す
る
も
の
で
、
あ
の
人
の
方
が
自
分
よ

り
も
何
か
を
持
っ
て
い
る
と
か
、
な
に
か
と
比
べ
が
ち

で
す
。
し
か
し
、
区
別
は
差
別
に
つ
な
が
っ
て
い
く
も

の
で
す
。

禅
の
世
界
で
は
、
区
別
以
前
に
あ
る
命
そ
の
も
の
を

重
ん
じ
て
お
り
、
そ
れ
は
仏
教
と
し
て
根
底
に
あ
る
宗

教
観
で
あ
り
人
生
観
で
も
あ
り
ま
す
。
比
べ
る
こ
と
を

や
め
る
の
は
難
し
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
今
も
昔
も
、

人
は
自
分
と
他
者
を
比
較
し
て
、
自
ら
苦
し
ん
で
き
た

の
で
す
。
で
も
自
然
界
を
見
て
く
だ
さ
い
。
窓
の
外
を

眺
め
た
ら
、
木
や
葉
や
花
は
み
ん
な
違
う
姿
形
を
し
て

い
る
で
し
ょ
う
。
参
同
契
や
宝
鏡
三
昧
を
唱
え
て
い
る

と
、
現
実
に
あ
る
様
々
な
違
い
も
渾こ

ん

然ぜ
ん

一い
っ

体た
い

と
し
て
、

一
つ
ひ
と
つ
が
力
強
く
生
き
て
い
る
ん
だ
と
分
か
っ
て

き
ま
す
。

お
釈
迦
様
が
説
い
た
仏
教
と
は
元
来
、
誰
に
と
っ
て

も
平
等
に
開
か
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
は
時
の
権
力
者
や

国
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
ど
と
関
係
な
い
も
の
で
し
た
。

教
え
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
よ
う
な
ド
ロ
ド
ロ
し
た
も

の
を
超
え
て
、
現
代
の
生
き
づ
ら
さ
や
分
断
な
ど
も
凌
り
ょ
う

駕が

し
て
い
く
も
の
な
の
で
す
。

こ
こ
に
来
て
く
だ
さ
る
方
の
お
話
の
中
に
も
、
う
つ

病
に
な
っ
た
と
か
、
自
分
に
自
信
が
も
て
な
い
と
い
う

方
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
精
神
的
な
方
面
の
専

門
家
で
は
な
い
で
す
が
、
助
言
を
求
め
ら
れ
る
時
に
は
、

早
起
き
し
て
散
歩
す
る
こ
と
や
、
百
姓
仕
事
で
体
を
動

か
す
こ
と
を
勧
め
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
毎
月
の
坐
禅

会
に
来
て
、
先
輩
た
ち
と
話
し
た
ら
い
い
ん
じ
ゃ
な
い

か
と
お
誘
い
し
て
い
ま
す
。
う
つ
病
と
い
う
も
の
は
人

修
行
の
頃
は
尚
更
、
大だ
い

衆し
ゅ

一い
ち

如に
ょ

と
い
っ
て
、
自
我
は
抑

え
て
他
の
修
行
僧
に
自
ら
を
溶
け
込
ま
せ
る
こ
と
を
学

び
ま
す
の
で
、
お
経
の
内
容
ま
で
考
え
て
い
る
余
裕
は

な
い
と
思
う
の
で
す
。

参
同
契
は
、
中
国
は
唐
の
時
代
の
禅
僧
で
あ
る
石せ
き

頭と
う

希き

遷せ
ん（

七
〇
〇
─
七
九
〇
）、
宝
鏡
三
昧
は
、
同
じ
く
洞そ
う

山ざ
ん

良り
ょ
う

价か
い（

八
〇
七
─
八
六
九
）
と
い
う
方
が
書
い
た
も
の

で
す
。
作
者
で
あ
る
彼
ら
の
素
晴
ら
し
さ
、
影
響
力
が

強
く
、
そ
れ
が
長
く
引
き
継
が
れ
て
い
る
理
由
の
一
つ

か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

石
頭
希
遷
は
、
ま
だ
曹
洞
宗
も
臨
済
宗
も
で
き
て
い

な
い
時
代
の
人
で
、
六ろ
く

祖そ

慧え

能の
う（

六
三
八
─
七
一
三
）
と

い
う
方
の
系
統
で
し
た
。
こ
の
六
祖
慧
能
の
門
下
生
に

は
、
青せ
い

原げ
ん

行ぎ
ょ
う

思し
（
生
年
不
詳
─
七
四
〇
）
と
南な
ん

岳が
く

懐え

譲じ
ょ
う（

六

七
七
─
七
四
四
）
と
い
う
素
晴
ら
し
い
人
た
ち
が
出
て
き

て
、
青
原
さ
ん
か
ら
後
世
に
つ
な
が
っ
た
の
が
曹
洞
宗

の
系
統
、
南
岳
さ
ん
か
ら
臨
済
宗
の
系
統
へ
と
繋
が
っ

て
い
ま
す
。

宝
鏡
三
昧
を
書
い
た
洞
山
さ
ん
は
、
石
頭
希
遷
よ
り

も
一
〇
〇
年
ほ
ど
後
の
人
で
し
た
。
わ
た
し
は
以
前
に

『
洞
山
』（
臨
川
書
店
刊
）
と
い
う
本
も
出
し
て
い
る
の
で

す
が
、
洞
山
さ
ん
の
系
統
は
少
々
衰
退
し
た
時
代
が
あ

る
ん
で
す
。
そ
の
間
に
曹そ
う

山ざ
ん

本ほ
ん

寂じ
ゃ
く（

八
四
〇
─
九
〇
一
）

と
い
う
お
弟
子
さ
ん
門
下
の
ほ
う
が
先
に
発
展
し
て
し

ま
い
、
洞
山
は
少
し
遅
れ
る
形
で
栄
え
ま
し
た
。
そ
の

た
め
弟
子
の
名
前
の
一
字
で
あ
る
「
曹
」
の
字
が
頭
に

つ
き
、
続
い
て
洞
山
の
「
洞
」
の
字
で
「
曹
洞
宗
」
と
な

っ
た
の
で
す
。
西
暦
一
〇
〇
〇
年
頃
、
宋
の
時
代
の
こ

と
で
す
。
曹
洞
宗
の
起
源
で
す
か
ら
、
い
ず
れ
も
重
要

な
御
祖
師
様
に
あ
た
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
お
経
と
い
う
の
は
そ
の
時
代
時
代

に
お
け
る
産
物
で
す
。
参
同
契
や
宝
鏡
三
昧
以
外
に
も

た
く
さ
ん
の
素
晴
ら
し
い
お
経
が
あ
り
、
時
代
に
よ
っ

て
多
く
読
ま
れ
る
も
の
が
違
っ
た
り
し
て
い
ま
し
た
。

ま
た
面
白
い
こ
と
に
、
参
同
契
や
宝
鏡
三
昧
は
中
国
の

古
書
や
文
献
に
は
あ
ま
り
残
っ
て
お
ら
ず
、
解
説
書
も

残
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
当
時
の
人
々
が
勉
強
し
た
と
い

う
記
録
も
少
な
く
、
む
し
ろ
中
国
よ
り
も
日
本
で
重
ん

じ
ら
れ
て
き
た
お
経
だ
と
言
え
ま
す
。
そ
れ
も
、
日
本

が
江
戸
時
代
に
な
っ
て
か
ら
の
書
物
の
中
に
多
く
残
さ

れ
て
い
る
ん
で
す
。
お
そ
ら
く
そ
の
頃
、
今
か
ら
ほ
ん

の
数
百
年
前
で
す
が
、
誰
か
が
参
同
契
と
宝
鏡
三
昧
を

発
掘
し
て
、
内
容
の
素
晴
ら
し
さ
を
実
感
し
た
の
で
し

ょ
う
。

中
国
と
日
本
の
違
い
と
言
え
ば
、
日
本
の
仏
教
は
宗

派
意
識
が
強
く
、
江
戸
時
代
に
は
す
で
に
宗
派
の
違
い

を
示
す
傾
向
が
強
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た

め
、
自
分
た
ち
の
宗
派
で
は
ど
の
よ
う
な
お
経
を
重
ん

じ
る
か
と
示
す
た
め
に
も
、
参
同
契
と
宝
鏡
三
昧
を
大

事
な
お
経
だ
と
扱
っ
て
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
い
ず

れ
に
し
て
も
今
日
ま
で
読
み
続
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
は
、
内
容
の
素
晴
ら
し
さ
、
宗
教
的
な
生
命
力
を

感
じ
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。

現
代
社
会
の
生
き
づ
ら
さ
に
も 

問
い
か
け
る
も
の

仏教とは元来、誰にとっても平等に開かれたもので、それは時の権力者や国のイデオロギーなどと関係ないものでした
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キャプションキャプションキャプションキャプション

う
の
は
す
ご
い
も
の
で
す
。
祈
る
と
は
人
間
に
と
っ
て

最
も
基
本
的
で
、
一
番
の
宗
教
的
行
為
で
す
。

私
は
こ
の
数
十
年
来
、
法
事
の
と
き
な
ど
、
最
初
と

最
後
に
「
手
を
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
」
と
お
願
い
し
て

い
ま
す
。
偈
文
は
私
が
唱
え
ま
す
が
、「
ど
う
か
こ
こ

に
い
る
私
た
ち
の
祈
り
が
広
ま
り
ま
す
よ
う
に
、
こ
の

功
徳
に
よ
っ
て
救
わ
れ
ま
す
よ
う
に
」
と
皆
さ
ん
に
も

手
を
合
わ
せ
て
も
ら
う
の
で
す
。
お
経
が
終
わ
り
手
を

解
い
て
も
ら
っ
た
後
で
少
し

お
話
を
し
ま
す
が
、
難
し
い

話
は
一
切
し
ま
せ
ん
。
私
が

お
話
し
す
る
の
は
自
分
が
体

験
し
た
こ
と
だ
け
で
す
。
祈

り
や
信
仰
の
力
に
は
、
教
養

の
有
無
も
社
会
的
な
立
場
も

関
係
あ
り
ま
せ
ん
。
常
に
平

等
で
、
必
死
に
祈
り
、
実
践

し
て
る
う
ち
に
そ
れ
が
本
物

に
な
っ
て
い
く
ん
で
す
。

も
う
六
十
数
年
前
の
こ
と

で
す
が
、
永
平
寺
で
雲
水

（
修
行
僧
）
と
し
て
一
年
間
だ

け
修
行
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し

た
。
そ
の
間
、
元
旦
に
お
経

を
読
ん
で
僧
堂
に
帰
り
、
み

ん
な
と
礼
拝
を
し
合
っ
た
あ

と
、
ひ
と
り
で
道
元
禅
師
の

御ご

真し
ん

廟び
ょ
う（

墓
所
）
で
あ
る
承
じ
ょ
う

陽よ
う

殿で
ん

に
上
り
礼
拝
し
ま
し
た
。
そ
し
て
元
旦
を
期
し
て
、

こ
こ
に
い
る
三
月
ま
で
毎
朝
必
ず
礼
拝
し
よ
う
と
決
め

た
ん
で
す
。
一
日
も
欠
か
さ
ず
、
毎
日
毎
日
ひ
と
り
で

承
陽
殿
ま
で
駆
け
上
が
っ
て
行
っ
て
礼
拝
し
ま
し
た
。

そ
れ
を
毎
日
続
け
て
い
く
う
ち
に
ど
う
な
っ
た
と
思

い
ま
す
か
？　

ひ
と
月
経
っ
た
ら
、
自
分
自
身
の
身
体

が
尊
い
も
の
に
感
じ
始
め
た
の
で
す
。
自
分
の
身
で
あ

り
な
が
ら
、
日
増
し
に
尊
く
感
じ
て
、
ふ
た
月
目
も
ど

ん
ど
ん
向
上
し
て
い
く
。
そ
し

て
、
三
月
の
最
後
の
日
、
礼
拝

し
終
え
て
戻
る
時
に
は
止
め
ど

な
く
涙
が
出
ま
し
た
。
あ
り
が

た
く
て
あ
り
が
た
く
て
涙
が
止

ま
ら
な
い
、
滂ぼ
う

沱だ

と
し
て
続
く

涙
で
し
た
よ
。
信
仰
の
薄
い
雲

水
で
も
、
毎
日
の
祈
り
で
人
は

こ
う
も
変
わ
る
も
の
か
、
と
自

分
で
実
践
し
て
実
証
で
き
た
わ

け
で
す
。
こ
れ
は
そ
の
後
自
分

に
と
っ
て
も
と
て
も
大
き
な
財

産
と
な
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た

実
体
験
の
ほ
う
が
、
偉
そ
う
な

説
法
よ
り
も
聞
い
て
く
だ
さ
る

方
に
届
く
と
私
は
思
っ
て
い
ま

す
。

─
龍
泉
院
で
は
参
禅
会
に
参
加

さ
れ
る
方
も
た
く
さ
ん
い
ま
す

ね
。

に
よ
っ
て
様
々
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
人
間
の
我
の
強

さ
が
影
響
し
て
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
感
じ
る
ん
で
す
。

禅
の
言
葉
で
放ほ
う

下げ

著じ
ゃ
くと
い
い
ま
す
が
、
プ
ラ
イ
ド
や
余

計
な
心
配
事
は
放
り
捨
て
な
さ
い
、
と
お
伝
え
し
て
い

る
ん
で
す
。
自
分
に
対
す
る
欲
や
、
我
れ
か
わ
い
さ
を

抱
え
込
ま
ず
に
捨
て
て
し
ま
っ
て
、
少
し
は
気
持
ち
を

自
分
の
外
側
へ
向
け
る
と
い
い
。
だ
か
ら
、
誰
か
に
片

思
い
す
る
こ
と
を
勧
め
て
も
い
ま
す
。
相
手
を
困
ら
せ

た
り
す
る
こ
と
や
本
当
の
恋
愛
関
係
じ
ゃ
な
く
て
い
い

か
ら
、
誰
か
に
憧あ
こ
がれ
る
心
を
も
っ
て
生
き
る
の
は
楽
し

い
こ
と
で
す
。
自
分
の
こ
と
ば
か
り
を
背
追
い
込
ま
ず

に
、
解
放
さ
れ
た
方
が
い
い
で
す
。

─
歴
史
が
違
っ
て
も
、
私
た
ち
の
苦
悩
は
本
質
的
に

変
わ
ら
な
い
、
も
し
く
は
悪
く
な
っ
て
い
る
の
で

し
ょ
う
か
。

私
は
大
学
で
仏
教
を
専
攻
し
た
頃
か
ら
、
教
理
学
と

い
う
の
が
ど
う
に
も
好
き
に
な
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

人
々
が
仏
教
を
求
め
る
姿
勢
と
は
、
そ
れ
が
華け

厳ご
ん

経き
ょ
うだ

と
か
法ほ

華け

経き
ょ
うだ
と
か
と
い
っ
た
、
何
か
難
し
い
学
問
体

系
を
学
ぶ
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
か
ら
で
す
。
日
本
で

は
か
つ
て
、
法ほ
う

然ね
ん

や
親し
ん

鸞ら
ん

と
い
っ
た
僧
侶
た
ち
が
古
い

考
え
を
壊
す
よ
う
に
し
て
新
し
い
仏
教
を
作
っ
た
の
で

す
。
ど
ん
な
人
も
悟
り
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
、
と
解

い
た
鎌
倉
時
代
の
新
仏
教
は
シ
ン
プ
ル
で
あ
り
、
ま
た

仏
教
に
求
め
ら
れ
る
も
の
が
優
し
か
っ
た
と
も
言
え
ま

す
。
人
々
が
求
め
た
の
は
、
神
仏
を
信
仰
す
る
こ
と
で

現
世
で
の
利
を
得
る
、
い
わ
ば
現げ
ん

世ぜ

利り

益や
く

で
し
た
。
こ

の
寺
に
は
、
関
東
で
唯
一
と
言
わ
れ
る
、
一
〇
〇
〇
年

も
前
に
流
行
っ
た
天て

ん

然ね
ん

痘と
う

の
護
符
の
版は
ん

木ぎ

が
保
存
さ
れ

て
い
ま
す
。
京
都
に
近
い
福
井
の
孫ま
ご

嫡ち
ゃ
く

子し

神
社
の
も

の
だ
と
書
い
て
あ
り
、
当
時
の
人
々
の
祈
り
が
込
め
ら

れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
す
。

こ
れ
ま
で
の
歴
史
上
、
日
本
は
何
度
か
天
然
痘
に
苦

し
ん
で
き
ま
し
た
か
ら
、
必
死
に
、
特
に
子
を
持
つ
親

な
ど
は
も
う
必
死
に
な
っ
て
祈
っ
た
証あ
か
しな
の
だ
と
思
っ

て
い
ま
す
。
奈
良
の
大
仏
も
、
当
時
の
天
然
痘
を
収
め

る
た
め
に
祀ま
つ

ら
れ
た
も
の
で
す
し
、
幕
末
か
ら
明
治
の

初
め
頃
に
も
恐
ろ
し
い
数
の
犠
牲
者
が
出
ま
し
た
。
私

は
以
前
、
三
十
六
年
間
に
わ
た
っ
て
文
化
財
調
査
の
仕

事
を
し
て
き
ま
し
た
が
、
あ
る
と
こ
ろ
で
見
た
過
去
帳

に
は
毎
日
の
よ
う
に
天
然
痘
で
亡
く
な
っ
た
小
さ
な
お

子
さ
ん
の
葬
儀
を
し
て
い
た
記
録
が
残
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
薬
も
医
療
も
な
い
中
で
、
人
々
は
祈
る
し
か
な
か

っ
た
。
そ
う
や
っ
て
人
々
が
神
仏
に
祈
っ
て
命
を
守
ろ

う
と
必
死
の
時
に
、
日
本
の
仏
教
の
学
者
た
ち
は
、
さ

ぁ
ど
の
お
経
が
い
い
と
か
「
唯ゆ
い

識し
き

」
だ
の
と
言
っ
て
い

た
わ
け
で
、
こ
れ
で
い
い
の
か
と
私
は
切
実
に
考
え
ま

し
た
。
現
在
の
コ
ロ
ナ
も
そ
う
で
す
が
、
事
実
は
歴
史

の
中
に
あ
る
の
で
す
か
ら
、
歴
史
を
知
る
こ
と
、
文
献

を
読
む
こ
と
は
大
変
重
要
で
す
。
ま
た
禅
の
文
献
は
た

く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
あ
ま
り
整
理
さ
れ
て
な
い
も
の

も
多
い
の
で
、
私
も
で
き
る
だ
け
書
籍
に
ま
と
め
る
こ

と
な
ど
を
し
て
き
ま
し
た
。

─
今
ま
た
コ
ロ
ナ
に
よ
っ
て
多
く
の
人
が
祈
っ
て
い

ま
す
ね
。

道
元
禅
師
の
坐
禅
も
そ
う
で
す
が
、
祈
り
の
力
と
い

礼拝し終えて戻る時には止めどなく涙が出ました
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出
さ
れ
て
、
そ
こ
で
み
ん
な
で
お
茶
を
飲
ん
だ
り
す
る

ん
で
す
。
人
間
と
い
う
も
の
は
飲
食
を
共
に
す
る
と
こ

こ
ろ
は
心
が
開
け
る
も
の
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
と
き

に
学
歴
や
仕
事
の
話
な
ど
で
は
な
く
、
も
っ
と
様
々
な

大
切
に
し
て
い
る
こ
と
を
話
し
て
懇
親
を
深
め
て
い
く

ん
で
す
。
コ
ロ
ナ
に
は
気
を
つ
け
な
が
ら
。

お
経
を
唱
え
る
こ
と
、
手
を
合
わ
せ
て
礼
拝
す
る
こ

と
、
坐
禅
を
す
る
こ
と
、
全
て
自
分
と
自
分
の
祈
り
に

な
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
自
分
に
で
き
る
こ
と
は
何
か

と
見
極
め
る
眼
力
や
、
自
分
で
自
分
は
変
え
ら
れ
る
と

知
る
耳
を
も
ち
、
五
感
を
は
た
ら
か
せ
る
こ
と
で
す
。

自
分
が
恵
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
、
こ
の
世
の
す

ご
さ
を
感
じ
て
感
激
す
る
こ
と
。
そ
の
意
欲
を
も
っ
て

日
々
を
生
き
る
こ
と
が
大
切
で
し
ょ
う
。

そ
れ
ま
で
も
私
の
坐
禅
に
同
席
さ
れ
る
方
は
い
ま
し

た
が
、
会
と
い
う
形
に
し
た
の
が
四
十
九
年
前
で
す
。

禅
宗
の
お
寺
な
の
だ
か
ら
自
ら
坐
禅
を
し
よ
う
、
や
る

か
ら
に
は
休
ま
ず
や
ろ
う
と
決
め
ま
し
た
。
以
来
、
一

人
も
参
加
者
が
な
く
私
だ
け
で
坐
禅
し
た
日
が
一
回
だ

け
あ
り
ま
す
が
、
今
で
は
多
い
と
四
〇
名
ほ
ど
も
い
ら

っ
し
ゃ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
毎
月
一
回
、
現
在
は

第
四
日
曜
日
に
開
催
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
と
、
第
一
日

曜
と
第
二
土
曜
は
自
由
参
禅
と
い
っ
て
、
足
を
解
い
て

も
い
い
し
外
を
歩
い
た
り
し
て
も
い
い
と
い
う
会
で
す
。

参
加
者
の
中
に
は
遠
方
か
ら
通
っ
て
く
だ
さ
る
方
や

長
い
こ
と
通
っ
て
く
だ
さ
る
方
、
し
ば
ら
く
お
休
み
し

て
か
ら
ま
た
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
、
そ
れ
と
作さ

務む

か
ら
参

加
さ
れ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
作
務
は
、
草
刈

り
や
木
の
剪せ
ん

定て
い

な
ど
様
々
で
、
こ
こ
の
境
内
は
参
禅
会

の
み
な
さ
ん
の
お
か
げ
で
維
持
さ
れ
て
る
よ
う
な
も
の

で
す
。
ど
れ
も
龍
泉
院
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
ば

か
り
で
す
。
参
加
者
同
士
の
つ
な
が
り
も
強
く
、
皆
さ

ん
の
強
い
希
望
も
あ
っ
て
坐
禅
堂
ま
で
造
る
こ
と
が
実

現
し
ま
し
た
。

代
表
幹
事
さ
ん
は
い
ま
す
が
、
会
則
や
会
費
も
な
い

ん
で
す
よ
。
運
営
費
は
参
禅
会
の
日
に
置
く
募
金
箱
の

浄
財
で
で
き
る
こ
と
を
し
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
そ
れ
と
、

歳
末
の
駅
前
で
行
な
う
托た
く

鉢は
つ

も
、
警
察
に
許
可
を
取
り

に
い
く
こ
と
か
ら
し
て
く
だ
さ
い
ま
す
し
、
市
内
に
あ

る
大
学
の
学
園
祭
に
出
張
坐
禅
に
行
く
こ
と
な
ど
も
、

自
発
的
に
動
い
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
ほ
か
、
会
の
創
立

五
十
周
年
に
向
け
た
予
定
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
と
聞
い
て

い
ま
す
。

参
同
契
と
宝
鏡
三
昧
が
長
く
続
い
て
き
た
こ
と
と
同

じ
よ
う
に
、
人
々
が
こ
れ
は
残
そ
う
、
続
け
て
い
こ
う

と
思
っ
て
努
力
し
た
も
の
が
後
世
に
続
い
て
い
き
ま
す

よ
ね
。
参
禅
会
の
皆
さ
ん
は
、
他
の
誰
か
の
学
歴
や
立

場
を
話
し
た
り
す
る
よ
う
な
雰
囲
気
も
な
い
で
す
し
、

ど
な
た
で
も
受
け
入
れ
て
い
ま
す
。
作
務
を
し
て
く
だ

さ
る
方
々
が
、
冬
な
ら
少
し
日
の
当
た
る
暖
か
い
と
こ

ろ
、
夏
な
ら
風
が
通
る
と
こ
ろ
に
テ
ー
ブ
ル
と
椅
子
を

読
者
か
ら
の
お
便
り

読
者
プ
レ
ゼ
ン
ト

北海道/矢部眞紀様　　
宮城県/和泉多加子様
静岡県/吉野和子様　　

長野県/千野里い様
宮崎県/兒玉喜代乃様

全世界に一気に広がったコロナウイルス感染症の拡大に
人々の生活が脅かされ、生死にかかわる辛い思いをされて
いる人々が急増し悲しい思いをされています。その現状を
見聞するにつけ誰もが憤懣やるかたない状況にあります。
ビジネスの世界では雇い止めなどの雇用不安、失業や賃金
大幅カット、飲食店やサービス業を中心に数多くの企業倒
産が発生し極めて異常な社会不安が続いています（2020年
9月現在）。
このような極めて厳しく辛い状況の中で、仏教の真の役割
が今まさに問われていると言っていいでしょう。
仏教は「人々の心の平安を保ち支える」の言葉だけでは説得
力が足りません。それだけでは曖昧模糊としており具体性
が見えないと感じるからです。人間である以上生きる自己

防衛反応として、まずは衣食住を整え安全地帯に逃げ込む
ことに血眼になるのではないでしょうか。それに対し仏教
はなにが準備できるのでしょうか。この問に真剣に答えて
くれなければ、仏教の信者は増えません。そして僧侶が今
やらねばならない役割は人々を少しでも心の平安に導くよ
うに物心両面から支えるいろいろ方法を実践していくこと
にあります。政府でもない、営利企業でもないが、数多く
の信者に支えられた仏教寺院ができることを１つでも着実
に実践していくことこそ今求められているのです。仏心を
持ちつつ世界の平和安寧を祈念しております。

曹洞禅グラフ153号(夏号)プレゼント、篠原鋭一老
師の著書『いのち輝かす仏教』は次の方々が当選され
ました。

� 神奈川県�大道英隆様

今回の特集にご登場頂いた椎名
宏雄老師の著書『やさしく読む
参同契・宝鏡三昧』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2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

人々がこれは残そう、続けていこうと思って努力したものが後世に続いていきますよね
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毎 日 書 道 作品審査評
今回はグラフ149～152号（151号は募集お休み）の写経手本による68件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、
優秀作品の図版掲載はお二人とさせていただきました、

✣
▃ 

安
田
緋
奈
子
さ
ん 

▃ 

技
巧
を
こ
ら
さ
ぬ
、
落
ち
着
い
た
筆
づ
か
い
の
作
品
で
す
。

✣
▃ 

斎
藤
寛
さ
ん 

▃ 

心
の
こ
も
っ
た
丁
寧
で
、
温
和
な
作
品
で
す
。

✣
▃ 

斉
藤
愛
子
さ
ん 

▃ 

線
が
の
び
の
び
し
て
い
る
素
敵
な
作
品
で
す
。

✣
▃ 

大
箸
恵
美
子
さ
ん 

▃ 

手
本
に
則
し
た
調
和
の
と
れ
た
安
定
感
の
あ
る
作
品
で
す
。

✣
▃ 

望
月
朱
美
さ
ん 

▃ 

撥
ね
、
止
め
、
押
さ
え
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
作
品
で
す
。

✣
▃ 

麻
生
寛
子
さ
ん 

▃ 

筆
運
び
が
揺
ら
ぎ
な
く
、
き
り
っ
と
し
た
魅
力
的
な
作
品
で
す
。

✣
▃ 

青
木
文
子
さ
ん 

▃ 

一
点
・
一
画
を
丁
寧
に
運
筆
し
て
字
形
も
よ
く
穏
や
か
な
作
品
で
す
。

✣
▃ 

阿
部
嘉
子
さ
ん 

▃ 

の
び
の
あ
る
線
条
で
、
字
形
も
整
い
美
し
い
作
品
で
す
。

端
正
な
筆
運
び
の
中
に

躍
動
感
が
あ
る
素
敵
な
作
品
で
す
。

海
老
岡
道
子
さ
ん

起
・
収
筆
が
し
っ
か
り
し
て
い
て
細
部
ま
で

丁
寧
に
書
か
れ
て
い
る
、
力
強
い
作
品
で
す
。

東 

安
夫
さ
ん

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2月末

我が

為い

汝に
ょ

略り
ゃ
く

説せ
つ 

聞も
ん

名み
ょ
う

及ぎ
ゅ
う

見け
ん

身し
ん

心し
ん

念ね
ん

不ふ

空く
う

過か

能の
う

滅め
つ

諸し
ょ

有う

苦く      

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
我（
世
尊
）は
汝（
無

尽
意
菩
薩
）
の
為
に

要
点
を
説
こ
う　
　

（
観
世
音
の
）名
を
聞

き
、
さ
ら
に
身
を
見

心
に
念
ず
る
こ
と
は

無
駄
に
過
ご
す
こ
と

で
は
な
い

よ
く
多
く
の
苦
を
滅

す
る
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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―
先
生
が
書
道
を
始
め
ら
れ
た
き
っ
か
け
を
教
え
て
頂
け

ま
す
か
。

今
か
ら
六
十
年
位
も
前
に
な
り
ま
す
。
私
は
東
京
の

日
野
市
に
あ
る
明め
い

星せ
い

大
学
の
図
書
館
に
勤
め
始
め
ま
し

た
。
当
時
開
学
し
て
三
年
目
の
新
し
い
大
学
で
、
図
書

館
の
蔵
書
が
ど
ん
ど
ん
増
え
て
い
た
時
期
で
し
た
。
現

代
と
は
全
く
違
っ
て
当
時
は
す
べ
て
が
手
書
き
の
時
代

で
し
て
、
た
と
え
本
一
冊
で
も
、
三
冊
ぐ
ら
い
の
帳
簿

に
記
入
し
た
り
と
、
何
せ
手
書
き
の
作
業
が
多
か
っ
た

の
で
す
。
ま
た
、
仕
事
の
中
で
筆
字
を
書
く
こ
と
を
求

め
ら
れ
る
機
会
も
多
く
あ
り
ま
し
た
。
し
か
も
保
管
さ

れ
る
も
の
で
す
か
ら
、
毛
筆
は
苦
手
と
言
う
訳
に
は
い

き
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
ん
な
と
き
、
ち
ょ
う
ど
大
学
の
目
の
前
に
、
佐
藤

柯か

流り
ゅ
う

先
生
の
書
道
教
室
が
で
き
た
の
で
す
。
早
速
職

場
の
お
友
達
と
お
昼
休
み
に
通
い
始
め
ま
し
た
。
ま
だ

二
十
代
の
頃
で
、
お
昼
ご
は
ん
も
食
べ
ず
に
通
い
ま
し

た
。
そ
れ
が
書
道
を
始
め
た
き

っ
か
け
で
す
。

―
書
道
を
続
け
て
こ
ら
れ
て
の

思
い
出
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

一
番
は
、
近
所
の
お
子
さ
ん

を
対
象
に
習
字
教
室
を
二
十
年

続
け
て
、
お
子
さ
ん
た
ち
や
保

護
者
の
み
な
さ
ん
と
交
流
が
持

て
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
お
子

さ
ん
た
ち
の
成
長
を
実
感
で
き

た
こ
と
で
す
。
こ
の
近
所
に
こ

ん
な
に
お
子
さ
ん
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
か
と
思
う
く
ら

い
、
本
当
に
た
く
さ
ん
通
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
時
間
に

な
る
と
み
ん
な
で
パ
ー
ッ
と
か
け
て
き
て
。
墨
だ
ら
け

に
な
り
な
が
ら
一
所
懸
命
に
取
り
組
ん
で
い
ま
し
た
。

に
ぎ
や
か
で
楽
し
い
時
間
で
し
た
ね
。

時
に
は
気
持
ち
が
乗
ら
な
い
お
子
さ
ん
に
、「
何
で

も
自
由
に
書
い
て
ご
ら
ん
」
と
勧
め
る
と
、
本
当
に
自

由
で
個
性
あ
ふ
れ
る
も
の
を
書

い
て
く
れ
ま
し
た
。
上
手
か
ど

う
か
で
見
る
と
決
し
て
上
手
な

字
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、「
こ
ん
な
に
特
長
の
あ
る

自
由
に
書
け
る
字
が
あ
る
ん

だ
」
と
、
む
し
ろ
お
子
さ
ん
か

ら
教
え
ら
れ
ま
し
た
。

あ
の
こ
ろ
通
っ
て
く
れ
た
生

徒
さ
ん
が
、
ご
自
身
に
お
子
さ

ん
が
生
ま
れ
た
と
見
せ
に
来
て

く
だ
さ
っ
た
り
、
今
も
た
く
さ

ん
の
方
と
交
流
が
続
い
て
い
ま

す
。
本
当
に
あ
り
が
た
い
こ
と

で
す
。

―
書
道
と
歩
む
生
き
が
い
は
な

ん
で
し
ょ
う
か
。

時
間
に
追
わ
れ
る
こ
と
な
く
、

ゆ
っ
く
り
と
落
ち
着
い
て
半
紙

に
向
き
合
う
時
間
は
代
え
が
た

い
意
味
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま

す
。「
毎
日
書
道
」
の
講
師
を
お
引
き
受
け
し
て
、
私

も
あ
ら
た
め
て
楷
書
の
大
切
さ
を
日
々
考
え
て
い
ま
す
。

齢
八
十
を
迎
え
ま
し
た
が
、
こ
れ
か
ら
も
書
の
勉
強
を

続
け
て
い
き
た
い
で
す
ね
。
ま
た
、
写
経
に
も
取
り
組

み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

―
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

「
毎
日
書
道
」講
師

松
山
姸
流
先
生
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

書
道
を
通
じ
て

お
子
さ
ん
た
ち
の
成
長
を

実
感
し
た
こ
と
が

一
番
の
思
い
出
で
す

今もたくさんの方と
　交流が続いています。
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2
「
祇ぎ

園お
ん

精し
ょ
う

舎じ
ゃ

の
鐘
の
声
、
諸し
ょ

行ぎ
ょ
う

無む

常じ
ょ
う

の
響
き
あ
り
」。
こ
れ
は
平
家
物
語
の

冒
頭
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
た
文
で
す
。

冒
頭
部
は
そ
の
後
「
盛

じ
ょ
う

者し
ゃ

必ひ
っ

衰す
い

」
や

「
奢お

ご

れ
る
人
も
久
し
か
ら
ず
」
な
ど
儚
は
か
な

さ
や
情
を
表
す
言
葉
が
続
く
の
で
、
文

中
の
「
諸
行
無
常
の
響
き
」
も
同
様
に

感
じ
ら
れ
が
ち
で
す
。

祇
園
精
舎
と
い
う
の
は
仏
教
を
開
か

れ
た
お
釈
迦
様
が
説
法
を
な
さ
れ
た
僧

院
で
す
。
そ
こ
に
は
終
末
期
を
迎
え
た

僧
侶
が
過
ご
す
ホ
ス
ピ
ス
の
よ
う
な
場

所
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
僧
院
に
住

む
者
の
ど
な
た
か
が
臨
終
を
迎
え
る
と

鐘
を
鳴
ら
す
き
ま
り
が
あ
っ
た
そ
う
で

す
。
本
来
「
諸
行
無
常
の
響
き
」
と
は
、

鐘
の
声
が
鳴
る
ご
と
に
僧
侶
達
は
「
生

な
る
者
も
い
つ
か
亡
く
な
り
ゆ
く
と
い

う
移
ろ
い
を
想
う
こ
と
で
、
世
に
常
な

る
も
の
は
な
い
こ
と
」
に
気
づ
か
さ
れ

た
と
い
う
事
実
を
表
す
も
の
で
あ
り
、

情
を
表
す
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。

「
諸
行
無
常
」
に
お
け
る
「
諸
行
」
と
は
、

こ
の
世
に
存
在
す
る
全
て
の
現
象
か
ら

展
開
さ
れ
る
志
向
や
行
為
と
し
て
起
こ

る
作
用
で
す
。
全
て
の
現
象
と
は
、
決

し
て
今
こ
の
瞬
間
に
起
こ
っ
て
い
る
物

事
だ
け
の
様
相
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
過

去
・
現
在
・
未
来
の
時
間
軸
を
超
え
、

全
て
が
関
連
し
続
け
て
い
る
様
相
で
す
。

「
諸
行
無
常
」
と
は
、
こ
れ
ら
全
て
の

現
象
や
作
用
は
絶
え
ず
変
化
し
続
け
、

決
し
て
永
遠
の
も
の
は
存
在
し
な
い
こ

と
を
表
す
言
葉
で
す
。

そ
の
変
化
の
一
つ
が
私
で
す
。「
諸

行
無
常
」
的
に
捉
え
れ
ば
、
私
と
い
う

存
在
は
、
固
定
化
さ
れ
て
い
る
も
の
で

な
く
、
変
化
し
続
け
て
い
る
存
在
と
な

り
ま
す
。

私
が
「
諸
行
無
常
」
を
発
現
し
生
き

る
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
存
在
を
強

大
に
し
他
者
と
対
峙
す
る
自
分
を
築
い

て
い
く
と
い
う
事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

流
動
し
続
け
る
仮
の
私
を
仮
の
ま
ま
詳

細
に
受
容
し
て
い
く
事
な
の
で
す
。
そ

の
果
て
に
、
自
分
と
世
界
と
の
時
を
超

え
た
通
り
よ
き
関
係
と
、
世
界
か
ら
守

ら
れ
る
こ
と
で
深
く
得
ら
れ
る
安
ら
か

さ
が
築
か
れ
て
い
く
の
で
す
。

今
回
は
、
揺
れ
に
よ
る
心
地
よ
さ
と
、

判
断
な
き
緊
張
弛
緩
へ
の
洞
察
に
よ
り
、

時
を
超
え
本
質
の
安
ら
か
さ
が
沸
き
上

が
る
「
骨
盤
ゆ
ら
ぎ
ワ
ー
ク
」
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。

仰向けに寝ます。手を組み、手のひらを
後頭部に当て、手の甲を床に楽に置き

ます。膝を 90 度程度立て、脚を肩幅程度に
開き足裏を床につけます。その状態で、骨盤
から揺れを起こすよう床面に対し水平に身体
を揺らしていきます。揺れ幅やリズムにとらわ
れず、微細な揺れで構いませんので、骨盤辺
りが心地よく緩まっていることを味わうように
ゆらぎ続けてください。

膝を立て開いている脚を、そのまま右側に、
右膝が床に付く位まで優しく倒します。

その状態で同様に身体を揺らしていきます。
揺れることで骨盤辺りの緩まりだけでなく、左
腰部が心地よくのびている感覚を味わってくだ
さい。頃合いで同様に左側へ倒し行ってくだ
さい。左右の緊張弛緩の差を判断なく洞察し、
緊張の強い側を長く行うと脚の左右バランス
が調います。

立てた膝を左右にひらき足裏を合わせた
状態で同様に身体を揺らしていきます。

脚は自然に心地よく開いている状態で行ってく
ださい。①～③どの揺れも骨盤に力を入れて
揺れを起こすのでなく、他の部位からの力に
より結果的に骨盤が緩むよう調整してください。
そして日常縛られている時間軸から離れ心地
よさ軸に委ね揺らすことで、本質の安らかさが
沸き上がってきます。

　ゆらぐ

のびる

ひらく

諸し

ょ

行ぎ

ょ

う

無む

常じ

ょ

う

～
時
を
超
え
る
～

1

2

3

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

し
よ
う
、
何
も
見
な

い
、
聞
か
な
い
な
ど

で
は
、
人
の
一
生
と

し
て
は
大
し
て
面
白

く
な
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

つ
ま
り
、
人
生
を

豊
か
に
す
る
た
め
に

大
切
な
の
は
、
自
分

に
入
っ
て
き
た
様
ざ

ま
な
情
報
を
全
て
拒

む
こ
と
で
は
な
く
、

し
っ
か
り
と
受
け
と

め
咀
嚼
し
た
う
え
で
、

そ
の
こ
と
に
執
着
せ

ず
、
心
が
停
滞
す
る

こ
と
の
な
い
よ
う
に

す
る
こ
と
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

心
は
自
由
自
在
に

働
き
、
そ
れ
で
い
て

停
滞
す
る
と
こ
ろ
が

な
く
、
常
に
動
い
て

い
る
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。

水
鳥
の
ゆ
く
も
か

へ
る
も
跡
た
え
て　

さ
れ
と
も
道
は
忘
れ

ざ
り
け
り　

道
元
禅
師

そ
こ
に
、
あ
た
か

も
道
が
あ
る
か
の
よ

う
に
飛
び
、
ま
た
優

雅
に
泳
い
で
い
る
水

鳥
た
ち
で
す
が
、
そ

の
後
に
は
何
も
残
っ

て
お
り
ま
せ
ん
。
余

計
な
こ
と
に
と
ら
わ

れ
ず
に
、
た
だ
正
し

い
道
を
進
ん
で
ゆ
く
。

人
は
そ
れ
ぞ
れ
型

と
い
う
も
の
が
、
少

な
か
ら
ず
あ
る
と
思

い
ま
す
。
し
か
し
、

そ
の
型
と
い
う
も
の

は
、
も
と
も
と
な
い

の
で
す
。
個
々
の
生

き
方
は
個
々
が
作
る

も
の
。
そ
う
し
な
け

れ
ば
、
こ
の
コ
ロ
ナ

禍
の
中
で
は
、
自
分

の
生
き
方
そ
の
も
の

が
確
立
し
に
く
く
な

っ
て
し
ま
う
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

今
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
感
染
拡
大
に
よ

り
、
日
常
生
活
や
経
済
な
ど
各
方
面
に
、
さ
ま

ざ
ま
な
影
響
が
あ
る
年
に
な
り
、
一
年
の
帳
尻
を
合
わ

せ
る
か
の
よ
う
に
目
ま
ぐ
る
し
い
時
節
と
な
り
ま
し
た
。

「
い
つ
も
通
り
」
が
、
い
つ
も
通
り
に
な
ら
な
く
な
り
、

各
自
が
、
そ
の
都
度
、
柔
軟
な
対
応
を
行
な
っ
て
き
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
、
い
つ
も
通
り
、
い
つ
も
や
っ
て
い
た
こ
と
と

い
う
、
あ
る
種
の
「
型
」
を
も
っ
て
、
私
た
ち
は
行
動

し
て
い
た
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
型
と
い
う
枠
に
入
れ
て

し
ま
え
ば
、
あ
れ
や
こ
れ
や
と
、
考
え
る
手
間
が
省
け

る
か
ら
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
の
型
に
当
て

は
ま
ら
な
い
事
案
が
発
生
す
る
と
、
ど
う
に
か
し
て
、

そ
の
型
枠
に
入
れ
込
も
う
と
、
藻
掻
い
て
し
ま
い
ま
す
。

こ
う
し
た
コ
ロ
ナ

禍
の
中
で
、
相
談
内

容
が
深
刻
化
し
た
こ

と
を
実
感
し
て
お
り

ま
す
。
す
ぐ
に
で
も
、

立
ち
直
れ
る
薬
を
求

め
て
い
る
方
も
い
れ

ば
、
心
に
鬱
積
し
た

想
い
を
聴
い
て
欲
し

い
と
い
う
方
も
い
て
、

多
種
多
様
で
し
た
。

応お
う

無む

所し
ょ

住じ
ゅ
う
　

而に

生し
ょ
う

其ご

心し
ん『
金
剛
般
若

経
』「
応ま

さ

に
住じ
ゅ
う
す
る

所
無
く
し
て
、
而し

か

も
其
の
心
を
生
ず
べ
し
」
と
読
み
く

だ
し
ま
す
。「
心
と
い
う
も
の
は
、
ど
こ
か
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
一
瞬
一
瞬

に
生
じ
て
は
滅
す
る
こ
と
を
繰
り
返
し
、
滅
し
て
は
、

ま
た
生
じ
て
い
る
」
と
言
う
の
で
す
。
つ
ま
り
、
な
に

か
に
執
着
す
る
心
を
と
り
の
ぞ
い
て
、
お
お
ら
か
に
生

き
る
こ
と
を
説
い
て
い
ま
す
。
な
に
か
に
と
ら
わ
れ
な

け
れ
ば
、
気
持
ち
も
変
わ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

水
を
入
れ
物
に
い
れ
る
と
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
形
が
変

わ
り
ま
す
。
入
れ
物
は
円
形
や
三
角
、
四
角
さ
ま
ざ
ま

で
し
ょ
う
け
ど
、
水
は
そ
の
入
れ
物
に
あ
わ
せ
て
形
を

変
え
ま
す
。
つ
ま
り
、
水
の
よ
う
な
、
何
に
で
も
合
わ

せ
ら
れ
る
心
の
あ
り
か
た
に
な
り
、
こ
だ
わ
る
心
が
少

し
で
も
和
ら
げ
ば
、
自
分
の
生
き
方
の
指
針
が
柔
軟
に

変
わ
る
こ
と
も
で
き

る
で
し
ょ
う
。

人
間
は
生
き
て
い

る
と
、
目
で
見
た
も

の
や
、
耳
で
聞
い
た

も
の
、
鼻
で
嗅
い
だ

も
の
、
舌
で
味
わ
っ

た
も
の
、
身
体
全
体

で
感
じ
る
も
の
、
心

に
思
う
こ
と
な
ど
に
、

い
ろ
い
ろ
惑
わ
さ
れ

る
こ
と
は
多
々
あ
り

ま
す
。
反
対
に
、
惑

わ
さ
れ
な
い
よ
う
に

生 活 の 中 の 仏 教

と
ら
わ
れ
な
い
心

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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─
先
日
も
具
合
が
悪
く
な
っ

た
方
を
助
け
ら
れ
た
そ
う
で

す
ね
。

人
助
け
と
い
う
ほ
ど
の
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
温

泉
施
設
に
家
族
で
行
っ
た
と

き
に
、
足
元
が
お
ぼ
つ
か
な

い
女
性
が
お
り
ま
し
て
、
ち

ょ
う
ど
両
脚
を
上
に
し
て
ひ

っ
く
り
返
る
と
こ
ろ
で
し
た
。

そ
の
前
か
ら「
す
こ
し
様

子
が
変
だ
な
」
と
思
っ
て
声

を
か
け
よ
う
と
し
た
と
き
で

し
た
の
で
、
と
っ
さ
に
体
が

動
い
て
、
床
に
頭
を
打
ち
付

け
る
寸
前
に
、
後
頭
部
を
両

手
で
受
け
止
め
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
お
湯
に
の
ぼ
せ

て
ふ
ら
ふ
ら
し
た
よ
う
で
す
。

し
ば
ら
く
介
抱
し
て
、
正
常

を
取
り
戻
さ
れ
た
の
で
事
な

き
を
得
ま
し
た
。

こ
の
日
は
三
つ
の
よ
い
こ

と
が
あ
り
ま
し
た
。
ひ
と
つ

は
、
手
ま
り
学
園
の
理
事
長

さ
ん
が
住
職
を
さ
れ
て
い
る

お
寺
（
神
奈
川
県
相
模
原
市　

日
庭
寺
）
に
初
め
て
お
参
り

し
て
仏
さ
ま
を
拝
む
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
二
つ
め
は
、

そ
の
帰
り
道
に
女
性
を
介
抱

で
き
た
の
で
す
。
そ
の
方
か

ら「
あ
な
た
に
助
け
ら
れ

た
」
と
仰
っ
て
頂
い
て
と
て

も
あ
り
が
た
か
っ
た
で
す
。

そ
し
て
三
つ
め
は
、
そ
の
ご

褒
美
な
の
で
し
ょ
う
か
、
お

家
に
帰
っ
た
ら
、
知
人
か
ら

大
き
な
金
目
鯛
を
頂
き
ま
し

た
（
笑
）。

─
荻
田
さ
ん
は
、
普
段
か
ら

多
く
の
方
の
面
倒
を
み
た
り
、

児
童
養
護
施
設
の
子
ど
も
達

の
お
世
話
を
さ
れ
て
い
ま
す

ね
。
お
子
さ
ん
時
代
か
ら
面

倒
見
の
良
い
お
嬢
さ
ん
だ
っ

た
の
で
す
か
。

私
の
実
家
は
商
売
を
し
て

い
ま
し
た
。
両
親
か
ら
教
え

ら
れ
た
の
は
、「
い
つ
も
笑

顔
で
挨
拶
す
る
こ
と
」「
お

客
様
は
み
な
平
等
で
あ
る
こ

と
」「
独
り
占
め
は
し
な
い

こ
と
」
で
し
た
。
お
店
で
の

生
活
を
通
じ
て
、
人
と
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
こ

と
が
養
わ
れ
た
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
特
に
善
行
を
積
む

と
い
う
よ
う
な
意
識
で
は
な

く
、
自
然
と
身
に
付
い
た
も

の
で
す
。

─
た
し
か
少
年
指
導
員
な
ど

も
さ
れ
て
い
ま
し
た
ね
。

は
い
。
少
年
補
導
員
、
少

年
指
導
員
、
青
色
防
犯
パ
ト

ロ
ー
ル
に
民
生
委
員
も
し
ま

し
た
。
お
子
さ
ん
た
ち
を
は

じ
め
、
人
の
助
け
に
な
る
こ

と
を
し
た
い
と
思
っ
た
の
で

す
。
私
は
三
人
の
子
を
育
て

た
の
で
す
が
、
一
番
下
の
子

が
ま
だ
小
さ
い
と
き
に
父
が

な
く
な
り
ま
し
て
、
私
は
愛

川
町
の
小
学
校
に
用
務
員
と

し
て
勤
め
始
め
た
の
で
す
。

ま
だ
小
さ
い
わ
が
子
を
連
れ

て
宿
直
し
た
こ
と
も
あ
り
ま

し
た
。
同
じ
小
学
校
に
通
う

わ
が
子
に
も
、
他
の
子
と
同

様
に
接
し
ま
し
た
。
時
に
は

学
校
で
厳
し
く
叱
っ
た
こ
と

も
あ
り
ま
す
。

小
学
校
で
た
く
さ
ん
の
お

子
さ
ん
た
ち
と
接
し
た
こ
と

は
か
け
が
え
の
な
い
経
験
で

す
。
そ
し
て
子
ど
も
た
ち
の

た
め
、
人
の
た
め
に
な
っ
て
、

悔
い
の
な
い
人
生
を
送
ろ
う

と
決
め
ま
し
た
。
今
は「
人

生
に
悔
い
な
し
」
の
思
い
で

す
。

─
こ
れ
か
ら
も
長
生
き
し
て
、

周
り
の
皆
さ
ん
を
笑
顔
に
し

て
く
だ
さ
い
。
最
後
に
、
荻

田
さ
ん
が
大
切
に
し
て
い
る

こ
と
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

そ
う
で
す
ね
、
良
い
意
味

で
の「
お
せ
っ
か
い
」
と
言

い
ま
す
か
、
こ
ち
ら
か
ら
声

を
か
け
て
い
く
こ
と
は
大
切

に
し
て
い
き
た
い
で
す
。
例

え
ば
私
の
周
囲
に
も
新
し
く

他
か
ら
移
っ
て
こ
ら
れ
る
ご

家
族
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

知
ら
な
い
土
地
に
来
て
不
安

を
も
っ
て
暮
ら
し
始
め
る
の

で
す
か
ら
、
周
囲
の
私
た
ち

が
知
ら
ん
ぷ
り
で
は
い
け
ま

せ
ん
。
い
ろ
い
ろ
知
っ
て
い

る
私
た
ち
の
方
か
ら
き
っ
か

け
を
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
が

大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

─
地
方
や
都
会
地
に
限
ら
ず
、

私
た
ち
が
暮
ら
し
て
い
く
う

え
で
と
て
も
大
切
な
こ
と
を

教
え
て
頂
い
た
と
思
い
ま
す
。

今
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

良い意味での「おせ  っかい」を大事にしていきたいです

荻
田
桂
子
さ
ん
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

取材＝編集部

神
奈
川
県
愛
川
町
に
お
住
ま
い
の
荻
田
桂
子
さ
ん
は
、

曹
洞
宗
寺
院（
神
奈
川
県
愛
川
町
　
勝
楽
寺
様
）の
檀
家
で
、

児
童
養
護
施
設「
手
ま
り
学
園
」の
後
援
会
の
副
会
長
を
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
た
く
さ
ん
の
方
に
施
し
を
し
て
こ
ら
れ
、

喜
寿
を
迎
え
た
現
在
も
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
に
生
活
さ
れ
て
い
ま
す
。
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日
本
は
、
第
二
次
世
界
大
戦

後
の
荒
廃
か
ら
、
世
界
が

目
を
見
張
る
よ
う
な
驚
異
的
な
復

興
を
遂
げ
ま
し
た
。
言
葉
を
換
え

れ
ば
、
そ
れ
は
「
貧
し
さ
」
か
ら

の
脱
却
と
い
っ
て
い
い
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
食
糧
を
は
じ
め
、
あ
ら

ゆ
る
も
の
が
乏
し
か
っ
た
社
会
、

人
び
と
は
、
高
度
成
長
の
風
に
よ

っ
て
、
た
く
さ
ん
の
も
の
を
手
に

入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
す
。
大
量
生
産
、
大
量

消
費
の
風
潮
が
日
本
列
島
を
席
巻

し
た
、
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
で
し
ょ
う
。

そ
の
な
か
で
根
づ
い
た
の
が
ひ

と
つ
の
「
価
値
観
」
で
し
た
。
も

の
が
豊
か
に
な
る
ほ
ど
、
人
は
幸

福
に
な
れ
る
、
と
い
う
の
が
そ
れ

で
す
。
た
し
か
に
、
も
の
は
生
活

を
便
利
に
し
ま
し
た
し
、
人
び
と

に
〝
満
足
感
〟
を
も
た
ら
し
も
し

ま
し
た
。
そ
し
て
、
社
会
も
、
人

び
と
も
、
そ
の
豊
か
さ
を
謳
歌
す

る
時
代
は
長
く
つ
づ
い
た
の
で
す
。

そ
の
結
果
、
何
が
起
き
た
で
し

ょ
う
。
生
活
の
な
か
に
あ
ふ
れ
か

え
っ
た
も
の
が
安
易
に
捨
て
ら
れ

る
こ
と
に
よ
る
ゴ
ミ
問
題
の
深
刻

化
。
食
料
品
を
〝
粗
末
〟
に
す
る

こ
と
に
よ
る
フ
ー
ド
ロ
ス
の
発
生
。

そ
れ
ら
に
と
も
な
う
環
境
の
悪
化

…
…
。「
負
の
遺
産
は
」
け
っ
し

て
小
さ
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
、

と
い
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。

「
何
か
が
違
う
！
」。
価
値
観
を

見
直
そ
う
と
い
う
機
運
は
す
で
に

起
き
て
い
ま
す
。
人
び
と
は
、
も

の
に
依
存
す
る
幸
せ
に
対
す
る
疑

問
を
も
ち
始
め
て
い
ま
す
。
ど
れ

ほ
ど
も
の
が
豊
か
で
あ
っ
て
も
、

そ
れ
は
ど
こ
か
〝
い
び
つ
〟
な
幸

福
に
し
か
つ
な
が
ら
な
い
こ
と
に

気
づ
い
た
、
と
い
う
い
い
方
が
で

き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

コ
ロ
ナ
禍
は
価
値
観
を
見
直
す

う
え
で
好
機
に
な
る
。
わ
た
し
は

そ
う
考
え
て
い
ま
す
。
生
活
様
式

の
大
き
な
変
化
の
な
か
で
、
誰
も

が
自
分
と
向
き
合
い
、
そ
れ
ま
で

の
生
活
、
生
き
方
を
見
つ
め
直
し
、

考
え
直
す
こ
と
に
な
っ
た
は
ず
だ

か
ら
で
す
。
仏
教
に
次
の
言
葉
が

あ
り
ま
す
。

「
少
欲
知
足
」　
お
釈
迦
様
の
最

後
の
教
え
を
ま
と
め
た
『
遺
教

経
』
に
で
て
く
る
も
の
で
す
が
、

欲
を
減
じ
、
足
る
を
知
る
、
と
い

う
意
味
で
す
。
欲
を
減
じ
る
と
は

「
欲
し
い
」
と
い
う
想
い
か
ら
離

れ
る
こ
と
、
足
る
を
知
る
と
は

「
い
ま
の
ま
ま
で
充
分
あ
り
が
た

い
」
と
感
じ
て
い
く
こ
と
で
し
ょ

う
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

「
こ
こ
ろ
は
豊
か
に
な
る
」
と
お

釈
迦
様
は
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。

新
た
な
価
値
観
が
見
え
て
き
た

気
が
し
ま
せ
ん
か
？
　
こ
こ
ろ
の

豊
か
さ
を
実
現
す
る
生
活
。
こ
こ

ろ
の
豊
か
さ
を
求
め
つ
づ
け
て
い

く
生
き
方
…
…
。
真
の
幸
福
は
そ

こ
に
あ
る
の
だ
、
と
わ
た
し
は
思

っ
て
い
ま
す
。

コ
ロ
ナ
禍
と
い
う
逆
境
を
奇
貨

と
し
て
、
真
の
幸
福
に
つ
な
が
る

生
き
方
へ
と
転
じ
て
い
く
。
そ
れ

も
ま
さ
し
く
、
禅
の
教
え
に
沿
っ

た
、
た
し
か
な
人
生
の
あ
ゆ
み
で

す
。

い
ま
こ
そ

禅
に
ふ
れ
る
と
き

枡
野
俊
明

も
の
の
豊
か
さ
か
ら

　

こ
こ
ろ
の
豊
か
さ
へ

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。
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表紙画／平川恒太
干支の丑（うし）年にあたって新型コロナウイルスの退散を願い、大威徳明王を描いて頂きました


