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で
す
。

内
部
の
人
に
対
し
て
も
差
別
的
、
抑
圧
的
に
な
る
こ

と
が
あ
り
、
宗
教
が
そ
れ
を
促
す
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

今
な
ら
体
罰
と
判
定
さ
れ
る
よ
う
な
事
柄
が
、
か
つ
て

は
し
つ
け
や
修
行
と
し
て
許
容
さ
れ
、
む
し
ろ
推
奨
さ

れ
て
い
た
時
代
も
あ
っ
た
の
で
す
。
過
度
の
献
金
や
奉

仕
活
動
を
求
め
る
こ
と
が
今
は
厳
し
く
批
判
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
そ
れ
は
宗
教
的
な
義
務
と
し
て
正
当
化
さ
れ

る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
学
校
教
育
で
も
そ
う
で
し
た

が
、
今
な
ら
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
で
訴
え
ら
れ
る
か
も
し
れ

な
い
こ
と
も
、
か
つ
て
は
推
奨
さ
れ
て
い
た
例
も
あ
っ

た
こ
と
は
否
定
で
き
ま
せ
ん
。

信
徒
を
家
庭
崩
壊
に
ま
で
導
く
「
カ
ル
ト
」
が
問
題

に
さ
れ
て
い
る
昨
今
で
す
が
、
か
つ
て
宗
教
が
信
徒
に

促
し
て
き
た
自
己
犠
牲
を
考
え
る
と
、「
カ
ル
ト
」
だ

け
の
こ
と
と
し
て
片
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ

う
。「
カ
ル
ト
」
や
原
理
主
義
的
な
宗
教
で
は
、
か
つ

て
の
宗
教
で
推
奨
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
抑
圧
性
や
差

別
性
が
増
幅
さ
れ
て
い
る
と
見
る
よ
う
な
視
角
も
必
要

で
し
ょ
う
。

確
か
に
現
代
社
会
で
は
宗
教
の
抑
圧
性
や
暴
力
性
が

後
退
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
こ

れ
は
宗
教
だ
け
で
は
な
く
、
人
類
社
会

そ
の
も
の
が
変
わ
っ
て
き
て
お
り
、
社

会
に
通
用
す
る
道
徳
規
範
が
変
化
し
、

法
的
な
制
度
に
も
反
映
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と

と
関
わ
り
が
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
近
代
化
が
進
む
過
程
で
、
す
べ
て
の
人
を

尊
い
人
間
と
し
て
遇
す
る
と
い
う
規
範
が
次
第
に
広
が

り
、
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
に
よ

り
ま
す
。
こ
れ
は
「
人
権
」
と
い
う
言
葉
で
表
す
と
わ

か
り
や
す
い
で
し
ょ
う
。
私
た
ち
は
人
権
を
尊
ぶ
社
会

に
生
き
て
い
る
こ
と
を
学
校
で
も
習
い
、
家
庭
で
も
教

え
ら
れ
、
次
第
に
自
覚
し
て
い
き
ま
す
。

で
は
、
こ
の
「
人
権
」
は
、
宗
教
に
と
っ
て
異
質
な

何
か
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
で
は
な
く
、
多
く
の
宗
教
が

尊
ん
で
き
た
も
の
を
引
き
継
い
で
き
た
も
の
と
見
る
べ

き
も
の
で
す
。
誰
も
が
仏
性
を
も
っ
て
お
り
、
仏
の
道

を
歩
む
可
能
性
を
も
っ
た
尊
い
存
在
だ
。
仏
典
に
も
そ

う
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
い
の
ち
の
尊
さ
」
は
宗
教
が
大
切
に
し
て
き
た
も
の

で
あ
り
、
現
代
の
「
人
権
」
は
そ
れ
を
引
き
継
い
で
い

る
も
の
で
す
。
差
別
や
抑
圧
や
暴
力
を
超
え
よ
う
と
す

る
価
値
の
源
泉
に
宗
教
的
な
も
の
が
あ
る
、
こ
う
考
え

て
い
く
と
宗
教
と
「
カ
ル
ト
」
の
関
係
が
い
く
ら
か
解

き
ほ
ぐ
し
や
す
く
な
る
で
し
ょ
う
。

「
カ
ル
ト
」
と
は
何
か
を
問
わ
れ
る

と
、
宗
教
が
人
権
を
脅
か
す
側
面
を

も
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

問
い
に
向
き
合
わ
ざ
る
を
え
な
く
な

り
ま
す
。
自
己
犠
牲
の
見
本
で
あ
る

殉
教
者
へ
の
称
賛
、
崇
拝
は
今
も
続

い
て
い
ま
す
。
教
え
に
背
く
も
の
を

罰
し
、
ひ
い
て
は
殺
害
す
る
こ
と
を

辞
さ
な
い
例
も
あ
り
ま
す
。
戦
争
の

背
後
に
は
、
宗
教
が
敵
対
意
識
を
増

幅
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
も
否
定

で
き
ま
せ
ん
。

外
部
の
人
に
対
し
て
攻
撃
的
、
差

別
的
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
天

皇
の
た
め
の
自
己
犠
牲
が
称
賛
さ
れ

た
八
〇
年
ほ
ど
前
ま
で
の
日
本
は
ど

う
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。「
鬼
畜
米

英
」
な
ど
と
い
う
言
葉
や
、
中
国
人

や
韓
国
人
を
見
下
す
言
葉
を
子
ど
も

た
ち
も
使
っ
て
い
た
時
代
の
こ
と
で

す
。
今
、
私
た
ち
は
そ
れ
を
克
服
で

き
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
世
界
各

地
で
排
外
主
義
的
な
言
動
が
今
も
残

っ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
考
え
る
と
、

「
イ
エ
ス
」
と
答
え
る
の
は
難
し
い

い
の
ち
の
尊
さ
と

　
　
　 

「
カ
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ト
」
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ま
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東
京
大
学
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。

上
智
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神
学
部
特
任
教
授
。
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グ
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所
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門
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愉に
こ
や
か
で
、
軽
や
か
。

メ
デ
ィ
ア
で
拝
見
し
て
い
た
イ
メ
ー
ジ
の
ま
ま
の
藤
田
一
照
さ
ん
は
、

宗
派
の
違
い
、
あ
る
い
は
年
齢
や
性
別
、

社
会
的
地
位
と
い
っ
た
こ
と
に
も
囚
わ
れ
な
い
、

自
由
な
オ
ー
ラ
を
身
に
纏
っ
て
い
る
。

テ
ン
プ
ル
レ
ス
（
お
寺
を
持
た
な
い
）
僧
侶
で
あ
り
、

身
体
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
大
切
に
し
た
学
び
と

坐
禅
を
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
に
す
る
暮
ら
し
。

里
山
を
携
え
た
坐
禅
堂
を
訪
ね
て
、

禅
の
あ
る
生
き
方
の
意
義
を
教
え
て
も
ら
っ
た
。

に
こ
や
か
で
、
軽
や
か
。

メ
デ
ィ
ア
で
拝
見
し
て
い
た
イ
メ
ー
ジ
の
ま
ま
の
藤
田
一
照
さ
ん
は
、

宗
派
の
違
い
、
あ
る
い
は
年
齢
や
性
別
、

社
会
的
地
位
と
い
っ
た
こ
と
に
も
囚
わ
れ
な
い
、

自
由
な
オ
ー
ラ
を
身
に
纏
っ
て
い
る
。

テ
ン
プ
ル
レ
ス
（
お
寺
を
持
た
な
い
）
僧
侶
で
あ
り
、

身
体
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
大
切
に
し
た
学
び
と

坐
禅
を
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
に
す
る
暮
ら
し
。

藤田一照
（ふじた・いっしょう）

禅僧。神奈川県三浦郡葉山町にて
定期的な坐禅会を主宰。幼少期に
感じた疑問を追求し続けて仏教と
出会う。東京大学大学院教育学研
究科教育心理学専攻博士課程を中
途退学、兵庫県の坐禅道場・安泰
寺にて得度。1987年渡米、マサ
チューセッツ州西部パイオニア・
ヴァレー禅堂にて禅の講義や坐禅
指導を行なう活動を経て、2005
年帰国。著作に『ブッダが教える
愉快な生き方』（NHK出版）他、共著
『アップデートする仏教』（幻冬舎
新書）他、訳書にティク・ナット・ハ
ン著『禅への鍵』（春秋社）他、多数。
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ベトナムの禅僧であり平和活動家、故ティク・ナット・ハン師の通訳を担当しながら、
笑顔でいることの大切さを教わった。

に
ぎ
や
か
と
言
わ
れ
る
坐
禅
会

─
─
普
段
は
ど
ん
な
日
々
を
お
過
ご
し
で
す
か
。

私
は
こ
の
場
所
の
管
理
人
な
ん
で
す
。
毎
日
、
朝
は

体
を
ほ
ぐ
し
て
か
ら
作
務
を
し
て
、
坐
禅
を
す
る
。
講

演
や
原
稿
書
き
も
あ
り
ま
す
が
、
あ
と
は
こ
の
邸
内
の

管
理
と
、
定
期
的
な
坐
禅
会
を
主
宰
し
て
い
ま
す
。
僕

の
坐
禅
会
は
身
体
的
な
こ
と
も
大
事
に
し
て
い
て
、

「
こ
ん
な
賑
や
か
な
坐
禅
会
は
初
め
て
で
す
」
と
言
わ

れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
昨
日
は
少
し
寒
か
っ

た
の
で
ジ
ャ
ン
プ
す
る
こ
と
か
ら
始
め
ま
し
た
。
テ
ニ

ス
ボ
ー
ル
を
踏
ん
で
足
裏
を
目
覚
め
さ
せ
た
り
、
参
加

者
同
士
で
手
を
繋
い
で
も
ら
っ
た
り
。
初
め
て
の
参
加

者
も
含
め
場
の
雰
囲
気
が
ほ
ぐ
れ
て
い
き
ま
す
。
昨
今
、

心
理
的
安
全
性
と
い
う
言
葉
が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

こ
こ
で
は
そ
う
し
た
用
語
を
使
わ
ず
と
も
、
結
果
的
に

み
ん
な
が
安
心
で
き
る
場
作
り
を
大
切
に
し
て
い
ま
す
。

最
後
に
十
五
分
く
ら
い
『
正
し
ょ
う

法ぼ
う

眼げ
ん

蔵ぞ
う

』
を
読
ん
で
、
季

節
に
よ
っ
て
は
み
ん
な
で
落
ち
葉
清
掃
を
し
た
り
、
そ

の
ま
ま
焼
き
芋
を
作
っ
て
食
べ
た
り
。
何
や
ら
楽
し
そ

う
な
こ
と
を
し
て
い
る
よ
う
だ
と
聞
き
つ
け
て
、
遠
方

か
ら
参
加
し
て
く
れ
る
人
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
悩

み
や
不
安
を
抱
え
て
仏
教
を
求
め
る
人
も
い
る
と
思
い

ま
す
が
、
私
の
考
え
方
は
、
暗
い
も
の
を
無
理
に
明
る

く
し
よ
う
と
は
し
な
い
こ
と
で
す
。
悩
み
や
不
安
な
ど

の
暗
い
部
分
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
な
い
で
、
そ
れ
が
た

い
し
た
こ
と
で
は
な
く
な
る
ほ
ど
明
る
く
楽
し
い
部
分

を
広
げ
て
い
け
ば
い
い
、
と
考
え
て
い
ま
す
。

─
─
禅
に
出
会
っ
た
の
は
大
学
生
の
時
だ
っ
た
そ
う
で

す
ね
。

今
の
私
に
つ
な
が
る
原
体
験
は
十
歳
の
時
、
祖
父
が

亡
く
な
っ
た
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
当
時
八
〇
代
で
し
た

が
、
か
く
し
ゃ
く
と
し
て
い
た
祖
父
が
、
畑
仕
事
を
し

て
汗
を
か
き
、
風
呂
に
入
っ
て
「
昼
寝
す
る
」
と
言
っ

た
ま
ま
布
団
で
亡
く
な
っ
た
ん
で
す
。
い
び
き
が
聞
こ

え
な
く
な
っ
た
の
で
見
に
行
っ
た
私
が
第
一
発
見
者
に
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な
っ
て
、
何
が
起
き
た
の
か
わ
け
が
分
か
ら
ず
非
常
に

シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
ま
し
た
。
こ
れ
が
死
と
い
う
も
の
で

あ
り
、
自
分
に
も
い
つ
か
来
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
は

わ
か
っ
た
。
こ
れ
は
大
変
だ
、
う
か
う
か
し
て
い
ら
れ

な
い
、
そ
ん
な
感
情
を
覚
え
ま
し
た
。
そ
れ
と
も
う
ひ

と
つ
、
同
じ
十
歳
の
あ
る
日
、
夜
空
を
見
上
げ
て
、
宇

宙
と
直
接
対
面
し
た
感
覚
も
大
き
な
原
体
験
で
す
。
星

空
体
験
と
呼
ん
で
い
る
ん
で
す
が
、
無
限
に
広
い
こ
の

宇
宙
で
、
砂
粒
よ
り
も
小
さ
な
、
無
い
に
等
し
い
よ
う

な
サ
イ
ズ
の
自
分
と
い
う
存
在
に
思
い
を
馳
せ
た
ん
で

す
ね
。
自
分
と
は
一
体
何
な
ん
だ
ろ
う
、
と
い
う
疑
問

を
持
ち
ま
し
た
。
当
時
は
ま
だ
言
語
化
し
て
誰
か
と
共

有
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
こ
の
２
つ
の
体
験
は
誰
に
も

話
せ
な
か
っ
た
で
す
。
死
ぬ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
、

自
分
が
自
分
で
あ
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
高
校
生
に
な

っ
て
も
ず
っ
と
自
分
の
中
に
抱
え
た
ま
ま
、
そ
の
答
え

を
追
求
す
る
た
め
に
学
者
に
な
ろ
う
と
し
ま
し
た
。
最

初
は
宇
宙
物
理
学
、
そ
こ
か
ら
哲
学
に
興
味
が
移
っ
て
、

東
大
に
入
学
す
る
時
は
哲
学
の
勉
強
を
し
よ
う
と
考
え

て
い
ま
し
た
。
し
か
し
内
面
に
抱
え
た
疑
問
は
一
向
に

解
け
な
い
。
そ
の
う
ち
に
、
学
問
で
わ
か
る
よ
う
な
こ

と
で
は
な
い
、
と
思
い
始
め
ま
し
た
。
研
究
の
一
環
で

東
洋
医
学
の
理
論
と
技
法
に
関
心
を
持
っ
て
、
漢
方
医

の
先
生
に
習
お
う
と
し
た
ら
「
弟
子
に
な
る
に
は
禅
の

修
行
が
条
件
」
だ
と
言
わ
れ
た
ん
で
す
。
そ
こ
で
円
覚

寺
で
開
催
さ
れ
た
学
生
向
け
の
接せ

っ

心し
ん

に
参
加
し
た
と
こ

ろ
、
初
め
て
の
坐
禅
は
つ
ら
く
て
痛
く
て
う
ま
く
で
き

ま
せ
ん
で
し
た
。
で
も
「
禅
と
は
己
事
究
明
の
道
」
と

い
う
老
師
の
お
話
を
聞
き
、
本
来
自
分
が
や
り
た
か
っ

た
の
は
こ
う
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
、
と
思
う
よ
う

に
な
っ
て
い
っ
た
ん
で
す
。
学
生
と
し
て
時
々
接
心
に

通
う
程
度
で
は
不
徹
底
に
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の

の
、
退
学
す
る
か
否
か
迷
い
、
お
遍
路
に
出
ま
し
た
。

徳
島
、
高
知
と
歩
き
、
愛
媛
に
入
る
頃
に
は
腹
が
決
ま

っ
た
感
覚
を
得
た
。
と
い
う
よ
り
も
、
楽
し
く
て
仕
方

が
な
か
っ
た
。
無
銭
で
野
宿
で
す
の
で
、
お
風
呂
に
も

入
ら
ず
雨
に
濡
れ
た
り
野
犬
に
追
わ
れ
た
り
し
た
ん
で

す
が
、
心
の
底
か
ら
感
じ
る
自
由
さ
が
嬉
し
く
て
た
ま

ら
な
く
て
、
ひ
と
り
で
笑
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
。
こ
ん

な
に
楽
し
い
ん
だ
か
ら
大
丈
夫
だ
と
思
っ
て
、
大
学
院

を
中
退
し
て
禅
道
場
に
入
門
し
ま
し
た
。

涅
槃
を
求
め
ず
、
涅
槃
を
生
き
る

─
─
現
代
人
が
禅
か
ら
学
べ
る
価
値
観
は
ど
ん
な
こ
と

で
し
ょ
う
か
。

現
代
で
は
、
所
有
が
幸
せ
に
つ
な
が
る
と
信
じ
ら
れ

て
い
ま
す
。
所
有
し
て
い
る
物
や
地
位
こ
そ
が
自
分
を

示
す
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
あ
る
か
の
よ
う
な
心
理
で

す
。
瞑
想
や
坐
禅
で
さ
え
も
「
こ
れ
を
実
践
す
れ
ば
こ

の
境
地
を
得
ら
れ
る
」
と
い
う
よ
う
な
、
所
有
を
目
的

と
し
た
教
え
方
を
す
る
人
も
い
ま
す
。
実
は
ブ
ッ
ダ
も
、
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坐禅堂に飾られた掛け軸には「愉快」のことばと共に、ブッダや道元禅師も。
鎌倉の人気カレー店「極楽カリー」店主・竹迫順平さん作。

あ
る
こ
と
が
大
事
で
す
。
大
人
に
な
っ
て
も
赤
ち
ゃ

ん
の
よ
う
な
本
気
さ
で
学
習
で
き
る
力
を
み
ん
な
が

持
て
た
ら
、
愚
か
な
戦
争
や
奪
い
合
い
を
し
て
い
る

場
合
で
は
な
い
と
気
づ
き
、
結
果
的
に
世
界
は
も
っ

と
良
い
場
所
に
な
る
と
思
い
ま
す
よ
。
赤
ち
ゃ
ん
の

よ
う
に
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
、
何
か
ら
で
も
、
愉

快
に
学
べ
る
状
態
で
あ
る
こ
と
。
僕
は
そ
れ
を
「
オ

ー
ガ
ニ
ッ
ク
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
」
と
呼
ん
で
い
て
、
そ

れ
が
禅
の
修
行
で
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
誰
だ
っ
て

か
つ
て
は
赤
ち
ゃ
ん
だ
っ
た
ん
で
す
か
ら
、
み
ん
な

で
き
る
は
ず
だ
と
信
じ
て
い
ま
す
。

シ
ッ
ダ
ル
タ
と
し
て
お

城
を
出
た
ば
か
り
の
頃

は
都
会
へ
行
き
、
そ
う

説
く
指
導
者
に
習
っ
て

い
ま
し
た
。
し
か
し
所

有
に
捉
わ
れ
て
い
て
は

生
老
病
死
を
解
決
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
悟

り
、
木
の
下
に
坐
っ
た

ん
で
す
。
道
元
禅
師
も

同
じ
よ
う
に
、「
坐
禅

は
習
禅
に
あ
ら
ず
」
と

説
き
、
所
有
目
的
の
坐

禅
を
批
判
し
て
い
ま
す
。

こ
の
点
で
ブ
ッ
ダ
と
道

元
禅
師
は
僕
の
中
で
繋

が
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

涅
槃
を
目
指
す
道
で
は

な
く
、
涅
槃
を
今
生
き
る
道
。
だ
っ
て
現
在
の
延
長
が

未
来
に
な
る
わ
け
で
す
か
ら
、
未
来
の
所
有
の
た
め
に

今
を
不
幸
に
し
て
い
た
ら
、
未
来
も
不
幸
の
ま
ま
で
し

ょ
う
。
苦
し
み
の
果
て
に
所
有
を
得
る
「
幸
せ
へ
の
道
」

で
は
な
く
、
今
が
幸
せ
で
あ
る
「
幸
せ
の
道
」
を
生
き

る
こ
と
。
そ
れ
が
禅
を
生
き
る
、
今
を
生
き
る
、
本
気

で
生
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

過
去
に
と
ら
わ
れ
、
未
来
を
案
じ
て
、
現
在
を
深
く

生
き
ら
れ
な
い
な
ん
て
、

も
っ
た
い
な
い
こ
と
で

す
。
現
在
に
き
ち
ん
と

足
を
つ
け
て
生
き
る
し

か
な
い
。
だ
か
ら
本
気

で
今
を
生
き
る
。
キ
ー

ワ
ー
ド
は
「
愉
快
」
と

「
本
気
」
で
す
。
愉
快

は
「
楽
し
い
」
と
は
違

い
ま
す
。「
〇
〇
だ
か

ら
楽
し
い
」
の
で
は
な

く
、
た
だ
「
愉
快
で
あ

る
」
状
態
の
こ
と
。
い

わ
ば
無
条
件
の
幸
せ
で

す
。
そ
し
て
本
気
と
は
、

「
必
死
」
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
受
験
に
合
格
す

る
た
め
に
必
死
に
勉
強

す
る
よ
う
な
努
力
で
は
な
く
、
例
え
る
な
ら
、
生
ま
れ

て
か
ら
二
歳
に
な
る
頃
ま
で
に
母
国
語
を
理
解
し
始
め

る
赤
ち
ゃ
ん
の
よ
う
な
学
び
方
で
す
。
あ
れ
は
赤
ち
ゃ

ん
が
本
気
で
生
き
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
周
囲
を
よ
く
観

察
し
て
身
に
付
け
る
学
び
で
あ
り
、
所
有
を
目
的
と
し

た
勉
強
と
は
違
う
も
の
な
ん
で
す
ね
。
も
ち
ろ
ん
人
生

の
な
か
で
我
慢
す
る
フ
ェ
ー
ズ
が
あ
っ
て
も
い
い
ん
で

す
が
、
そ
れ
は
「
愉
快
を
学
ぶ
の
に
必
要
な
我
慢
」
で

読
者
プ
レ
ゼ
ン
ト

長野県／岡田ひろみ様…　鳥取県／田中美矢子様
奈良県／田中いつ様　　群馬県／原島光代様東
京都府／三石美枝子様

本誌167（冬）号のプレゼント、坂東眞理子さんの
ご著書『女性の覚悟』は、次の方々が当選されま
した。

今回の特集にご登場頂い
た藤田一照師の共著『ア
ップデートする仏教』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。
……………………… 2024年8月末必着

読
者
か
ら
の
お
便
り

神
奈
川
県
　
室
さ
と
み 

様

私
は
、
今
年
の
元
日
總
持
寺
に
初
詣
に
行
き
ま
し
た
。

毎
年
元
日
に
、
總
持
寺
へ
出
掛
け
て
い
る
の
で
す
が
、

今
年
初
め
て
、
御
朱
印
を
頂
き
ま
し
た
。

　
そ
し
て
、
そ
の
時
、『
明
珠
』と『
曹
洞
禅
グ
ラ
フ
』

を
頂
き
ま
し
た
。

　『
明
珠
』を
拝
読
す
る
と
、
心
が
引
き
締
ま
る
思
い

が
し
ま
し
た
。
そ
れ
ほ
ど
有
難
い〝
お
言
葉
〟で
し
た
。

　
今
、
私
が
こ
の
文
章
を
書
い
て
い
る
の
は
、『
曹

洞
禅
グ
ラ
フ
』１
６
７
号
の
見
開
き
の
お
言
葉
、
石

附
周
行
曹
洞
宗
管
長
、
大
本
山
總
持
寺
貫
首
様
の

「
任
運
自
在（
に
ん
ぬ
ん
じ
ざ
い
）」に
、
強
く
心
を
動

か
さ
れ
た
為
で
す
。
自
分
の
置
か
れ
て
い
る
場
所
で
、

隙
の
な
い
よ
う
に
精
い
っ
ぱ
い
向
き
合
っ
て
い
く
な

ら
、
ど
こ
に
あ
っ
て
も
真
実
の
い
の
ち
に
め
ぐ
り
あ

え
る
。
正
に
、
今
の
私
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
で
、

で
き
る
こ
と
は
、「
任
運
自
在
」と
い
う
お
言
葉
に
出

会
え
た
お
か
げ
で
、
何
ご
と
に
対
し
て
も
、
い
い
加

減
で
な
く
、
自
分
の
で
き
る
こ
と
を
、
自
分
な
り
に

精
い
っ
ぱ
い
や
っ
て
い
こ
う
と
い
う
心
境
に
至
っ
た

か
ら
で
す
。

　
坂
東
眞
理
子
さ
ん
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
も
、
と
て
も
素

敵
で
、〝
愛
語
の
あ
る
生
き
方
を
〟私
も
少
し
で
も
、

近
付
け
た
ら
と
思
い
ま
し
た
。

　
私
は
、
唯
一
書
く
こ
と
が
大
好
き
で
、
自
分
の
思

い
を
文
章
に
す
る
こ
と
を
、
こ
れ
か
ら
も
や
っ
て
い

け
た
ら
と
思
い
ま
す
。「
任
運
自
在
」を
私
の
生
き
る

指
針
に
で
き
る
と
い
い
で
す
。
一
期
一
会
、
素
晴
ら

し
い
お
言
葉
に
、
出
会
わ
せ
て
頂
き
、
本
当
に
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

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

お 便 り 募 集

取
材
執
筆
│
柳
澤
円（
や
な
ぎ
さ
わ
　
ま
ど
か
）

撮
影
│
羽
柴
和
也

ラ
イ
タ
ー
、
編
集
、
翻
訳
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
。

食
と
農
と
社
会
の
課
題
を
テ
ー
マ
に
執
筆

す
る
。
株
式
会
社Tw

o…D
oors

代
表
。
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や
鍋
手
に
声
の
り
売
き
引

蛍る
た
ほ

烏い

賊か
県
川
奈
神

　

一
惠
中
田

機
危
の
続
存
が
体
自
店
売
小
て
れ
さ
押
に
店
型
大
な

な
由
自
不
す
ま
す
ま
は
に
者
る
す
活
生
で
ろ
こ
と
い

。
す
で
の
た
き
て
え
こ
聞
が
声
り
売
の
り
売
き
引
い
し

て
慌
。
す
で
声
び
呼
の
賊
烏
蛍
の
定
限
節
季
も
れ
そ

た
い
く
し
味
美
ぞ
さ
。
す
ま
き
て
し
と
髴
髣
が
子
様

の
婦
農
る
え
添
に
粥
白

蕗き
ふ

の
薹う
と

県
玉
埼

　

香
京
森
江

薹
の
蕗
の
て
立
り
採
。
白
な
う
よ
る
通
き
透
の
粥
白

お
な
ら
か
だ
。
ね
す
で
い
れ
き
が
彩
色
。
緑
黄
薄
の

読
を
句
の
こ
。
す
ま
き
て
え
思
に
う
そ
し
味
美
ら
さ

よ
が
の
う
い
と
だ
の
も
う
わ
味
で
感
五
は
理
料
ば
め

計
余
は
に
句
の
こ
、
つ
一
う
も
。
ね
す
ま
り
か
分
く

。
す
で
の
い
い
が
の
い
な
い
て
せ
さ
場
登
は
の
も
な

。
す
で
の
つ
立
き
引
ら
か
だ

る
ぐ
も
蜂
蜜
と
た
ふ
た
あ

蕊べ
し

か
た
ゆ県

重
三

　

美
良
奈
谷
苅

か
だ
蜂
蜜
る
れ
ら
げ
上
り
取
て
し
と
表
代
の
者
き
働

花
。
す
で
の
な
略
戦
の
め
た
る
す
栄
繁
の
蜂
蜜
が
れ

さ
く
た
て
し
用
利
を
態
生
の
蜂
蜜
な
ん
そ
は
略
戦
の

者
両
。
す
で
の
な
と
こ
う
ら
も
で
ん
運
を
粉
花
の
ん

。
す
ま
り
あ
に
こ
こ
が
姿
る
い
て
し
致
一
が
略
戦
の

蝋う
ろ

梅い
ば

る
香
の

古こ

刹つ
さ

な
か
明
夜
の

県
玉
埼

　

中
備
岡
西

し
で
寺
お
る
あ
緒
由
の
ら
か
く
古
は
の
う
い
と
刹
古

の
梅
蝋
で
中
の
さ
け
静
の
朝
早
い
な
い
て
き
起
は
ち

。
す
で
の
る
く
て
け
透
と
す
う
す
う
が
け
だ
り
香

詠
者
選

 

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

  

│

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

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

　　　 2024年8月末日（当日消印有効）

●ご応募の中から優秀な作品を選び、
誌上にて発表する予定です。

●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。

12

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 2024年8月末日（当日消印有効）

具ぐ

足く

そ

神ん

じ

通う

づ

力き

り

広う

こ

修
智ち

方う

ほ

便ん

べ

十
方う

ぽ

諸
国く

こ

土ど

無む

刹つ

せ

不
現ん

げ

身ん

し

毎
日
書
道

ご家族のみなさまのご応募をお待ちしております

家
書

　

山
松

姸
流

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。
165号（夏号）～168号（春号）の審査発表は171号（冬号）にて行います。
169（今号）～172号（春号）の審査発表は175号（冬号）にて行います。

し
足
具
を
力
通
神

び
学
を
便
方
と
慧
智
く
広

に
国
る
ゆ
ら
あ
の
方
十

い
な
さ
わ
現
を
身
の
そ

 

い
無
は
国

り
よ」
品
門
普
「』
経
華
法
『

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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仏
法
に
よ
る
安
ら
か
な
未
来
に
向
か

う
八
つ
の
指
針
「
八
正
道
」。
今
回
は

七
つ
目
「
正
念
」
を
参
究
い
た
し
ま
す
。

原
始
仏
教
経
典
で
あ
る
『
大だ
い

念ね
ん

処じ
ょ

経き
ょ
う』
に
「
正
念
」
の
実
践
法
で
あ
る
「
四し

念ね
ん

処じ
ょ

」
が
記
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

「
四
念
処
」
と
は
、「
四し

顛て
ん

倒ど
う

」
と
い
う
、

仏
法
的
に
間
違
っ
た
四
つ
の
捉
え
方
を

深
く
観
察
す
る
こ
と
で
初
め
て
現
れ
て

く
る
、
仏
法
的
に
正
し
い
四
つ
の
念

︵
捉
え
方
︶
で
す
。

「
四
顛
倒
」
の
い
う
間
違
っ
た
四
つ
の

捉
え
方
と
は
「
浄
じ
ょ
う

楽ら
く

常じ
ょ
う

我が

」
で
す
。
こ

の
「
浄
ら
か
さ
・
楽
し
さ
・
常
識
・
我

意
」
は
一
見
、
人
生
を
享
受
す
る
た
め

に
必
需
な
観
点
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま

す
が
、
本
来
仏
法
で
は
間
違
っ
た
捉
え

方
な
の
で
す
。

で
は
、
仏
法
的
に
正
し
い
四
つ
の
念

︵
捉
え
方
︶
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の

で
し
ょ
う
か
。「
四
顛
倒
」
の
各
文
字

と
対
比
さ
せ
な
が
ら
説
い
て
い
き
ま
す
。

 
❖

身し
ん

念ね
ん

処じ
ょ（

浄
と
対
応
）：
各
要
素
の
集
合

体
で
あ
る
身
体
へ
の
深
い
観
察
に
よ

っ
て
、
浄・不
浄
の
区
別
が
な
く
な
る

捉
え
方
。

 
❖

受じ
ゅ
念ね
ん
処じ
ょ（

楽
と
対
応)

：
外
界
か
ら
受
容
さ

れ
る
も
の
へ
の
深
い
観
察
に
よ
っ
て
、
苦

や
楽
の
区
別
が
な
く
な
る
捉
え
方
。

 
❖

心し
ん

念ね
ん

処じ
ょ（

常
と
対
応
）：
内
側
か
ら
沸
き

上
が
る
も
の
へ
の
深
い
観
察
に
よ
っ

て
、
常
な
る
状
態
が
存
在
し
な
い
捉

え
方
。

 
❖

法ほ
う
念ね
ん
処じ
ょ（

我
と
対
応
）：
私
を
形
成
し
て

い
る
い
の
ち
へ
の
深
い
観
察
に
よ
っ

て
、
私
は
我
の
み
の
存
在
で
は
な
い

と
考
え
る
捉
え
方
。

「
四
念
処
」
に
よ
る
認
識
変
化
は
、
決

し
て
利
己
的
で
一
時
的
な
実
践
に
よ
っ

て
培
わ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

仏
法
的
誓
願
を
纏
い
、
す
べ
て
の
営
み

へ
の
丁
寧
さ
を
心
掛
け
た
生
き
方
に
よ

り
培
わ
れ
て
い
く
も
の
な
の
で
す
。

そ
し
て
「
四
念
処
」
を
進
め
「
正
念
」

を
深
め
る
こ
と
で
、
何
事
に
も
揺
る
が

な
い
心
と
安
ら
か
さ
や
幸
せ
が
築
か
れ

て
い
き
ま
す
。
そ
れ
は
仏
法
の
力
に
よ

っ
て
、
自
分
を
端
と
し
て
世
界
を
安
寧

に
進
め
て
い
く
た
め
の
素
養
、
そ
し
て

判
断
や
実
践
力
を
有
し
た
存
在
に
な
っ

て
い
く
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

今
回
は
、
お
腹
の
膨
縮
に
よ
る
呼
吸

を
促
す
こ
と
で
、
安
ら
か
な
気
持
ち
を

育
て
る
「
腹
式
呼
吸
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
。「正

し ょ う

念
ね ん

」～いかに養うか～

上半身リラックスした状態で、
両手の平をお腹にそっと

添えます。次に、息を吐いてい
くのと合わせてお腹を凹ませて
いきます。息はできるだけ意識し、
ゆっくりそして安らかにを心掛け
て吐いていきます。添えている
手の平は、お腹の凹み具合を確
認し続けるのと同時に、お腹か
ら感じられる感覚情報を手の平
で受け止められるよう調整し触
れ続けます。

息は苦しくない程度に吐きき
ったところで止め、お腹は

凹ませすぎて辛くならない程度
のところで止めます。静止時の
感覚を観察し続け、止めていた
呼吸が苦しくなってきたら、我
慢していた呼吸を解放するよう、
一気に息を吸いこみます。その時、
腕を後ろに反らすことで、できる
だけ身体を膨らまし空気が入る
よう促します。自然に吸いきった
ところで止めます。

息を吸いきり止めた状態でし
ばらく維持します。その時

の感覚を観察し続け、耐えられ
なくなったら一気に息を吐きます。
吐くと同時に全身脱力するよう、
腕の力を抜き首や上半身を前に
傾けます。その後起こる呼吸は
コントロールせず、吸われ吐か
れるまま、心地よさに委ねられ
た脱力感を味わいます。最低三
呼吸は自然に任せ、呼吸が調っ
たらゆっくり起き上がります。

　
お
な
か
を
凹
ま
す

　
か
ら
だ
を
膨
ら
ま
す

脱
力
す
る

123

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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薬草を通し、くすりの歴史、医学と仏教などを実践と
座学とで学ぶことができる。こどもに向けたプログラ
ムもある。

地元の大工さんたちと建てた「森のくすり塾」（長野県上田市）。
愛猫のチャアと。

チベット語で書かれた処方。ルン病とはルン（気）が引
き起こす病気のこと。（『四部医典』より）

チ
ベ
ッ
ト
で
使
用
し
て
い
た『
四
部

医
典
』。
ふ
せ
ん
や
書
き
込
み
の
量

か
ら
、
ど
れ
だ
け
打
ち
こ
ん
で
い
た

か
が
伝
わ
る
。
文
字
は
チ
ベ
ッ
ト
語
。

太
瑞
知
見
（
以
下
、
知
見
）　
小
川

さ
ん
、
お
久
し
ぶ
り
で
す
。
よ
ろ

し
く
お
願
い
し
ま
す
。

小
川
康
（
以
下
、
小
川
）
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
。

知
見
　
小
川
さ
ん
と
私
は
薬
剤
師

つ
な
が
り
。
二
十
年
以
上
も
前
か

ら
交
流
が
あ
る
ん
で
す
よ
ね
。

小
川
　
は
い
。
私
が
二
〇
〇
二
年

に
ダ
ラ
ム
サ
ラ
の
チ
ベ
ッ
ト
医
学

学
校
「
メ
ン
ツ
ィ
・
カ
ン
」
に
入

学
す
る
年
に
、
面
識
も
な
い
の
に
い
き
な
り
電
話
し
た

ん
で
す
よ
ね
。

知
見
　
そ
う
そ
う
。「
こ
れ
か
ら
チ
ベ
ッ
ト
医
学
を
志

し
ま
す
！
」
と
、
電
話
口
で
鼻
息
を
荒
く
す
る
若
者
に

驚
き
ま
し
た
（
笑
）　
薬
学
部
を
卒
業
し
て
、
す
ぐ
に
チ

ベ
ッ
ト
医
学
を
志
し
た
の
で
す
か
？

小
川
　
い
や
ぁ
、
そ
れ
以
前
に
紆
余
曲
折
が
あ
り
ま
し

て
、
か
な
り
ガ
ラ
の
悪
い
高
校
で
教
え
た
り
、
不
登
校

の
子
ど
も
た
ち
が
集
ま
る
現
場
で
も

教
え
ま
し
た
。
ま
た
、
農
場
で
の
研

修
や
薬
草
の
採
集
、
薬
草
茶
製
造
会

社
に
勤
め
て
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

今
に
し
て
思
う
と
、
そ
れ
ら
の
経
験

が
チ
ベ
ッ
ト
医
学
を
学
ぶ
こ
と
に
な

る
布
石
の
よ
う
な
感
覚
も
あ
り
ま
す
。

メ
ン
ツ
ィ
・
カ
ン
に
合
格
し
た
の
は
、

三
十
二
歳
の
時
で
す
。

知
見
　
そ
う
な
ん
で
す
ね
。
試
験
は

全
て
チ
ベ
ッ
ト
語
で
し
ょ
う
？
　
チ

ベ
ッ
ト
語
は
日
本
に
い
る
間
に
学
ば

れ
た
の
で
す
か
？

小
川
　
い
い
え
。
ダ
ラ
ム
サ
ラ
に
渡

っ
て
か
ら
で
す
。
チ
ベ
ッ
ト
の
小
学

生
が
使
う
教
科
書
を
テ
キ
ス
ト
に
し

て
、
現
地
の
チ
ベ
ッ
ト
人
に
教
え
て

も
ら
い
ま
し
た
。
小
学
校
レ
ベ
ル
か

ら
学
び
始
め
て
、
徐
々
に
語
彙
を
増

や
し
て
い
き
ま
し
た
。

知
見
　
そ
れ
か
ら
数
年
で
超
エ
リ
ー

ト
医
大
メ
ン
ツ
ィ
・
カ
ン
の
入
学
試

験
に
望
ん
だ
の
で
す
ね
。
無
謀
に
も

思
え
る
よ
う
な
挑
戦
で
す
ね
（
笑
）

小
川
　
ま
わ
り
の
み
ん
な
も
、
そ
う

思
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
（
笑
）　
メ

ン
ツ
ィ
・
カ
ン
の
試
験
は
四
年
に
一
度
し
か
な
い
ん
で

す
。
し
か
も
募
集
人
員
は
二
十
五
名
だ
け
。
超
難
関
で

し
た
。

知
見
　
え
～
、
そ
れ
は
狭
き
門
だ
！
　
周
り
が
ネ
イ
テ

ィ
ブ
の
チ
ベ
ッ
ト
人
ば
か
り
で
、
し
か
も
み
ん
な
超
エ

リ
ー
ト
。
入
学
し
て
か
ら
も
、
相
当
に
大
変
だ
っ
た
の

で
は
な
い
で
す
か
？

小
川
　
周
り
が
あ
ま
り
に
も
す
ご
過
ぎ
る
と
、
劣
等
感

を
超
え
て
し
ま
う
ん
で
す
よ
。
も
う
、
と
り
つ
か
れ
た

よ
う
に
、
鬼
の
よ
う
に
勉
強
し
ま
し
た
。

知
見
　
鬼
の
よ
う
な
顔
が
想
像
で
き
ま
す
（
笑
）

以
前
、
薬
草
な
ど
が
描
か
れ
て
い
る
チ
ベ
ッ
ト
医
学
の

掛
け
軸
を
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
ま
る
で
曼
荼
羅

の
よ
う
で
し
た
。
チ
ベ
ッ
ト
医
学
と
仏
教
と
は
関
係
が

深
い
の
で
す
か
？

太
瑞
知
見

仏
教
とと

伝
統
医
学

仏
教
とと

伝
統
医
学

4
仏
教
と
い
う
窓
か
ら
、
伝
統
医
学
を
の
ぞ
き
込
み
ま
し
ょ
う
！
　

今
回
は
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
が
伝
え
る
伝
統
的
医
学
で
す
。

太
瑞
知
見

（
た
い
ず
い
・
ち
け
ん
）

長
崎
県
玉
峰
寺
住
職
、
薬
剤

師
。
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
。

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
、
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
。
ま
た
、
学
生
や
外

国
人
に
対
す
る
坐
禅
指
導
や

法
話
も
行
な
っ
て
い
る
。
現

在
、
曹
洞
宗
宗
務
庁
刊
『
て

ら
ス
ク
ー
ル
』『
禅
の
友
』

で
連
載
中
。 小

川
康 

先
生

チ
ベ
ッ
ト
医
学
医
師
　
薬
剤
師イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
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店では、医薬品、薬草茶、お香、入浴剤などが販売されてい
る。「百薬堂」では、育成した薬草やハーブを乾燥させている。

話しが弾むふたり。頂いたのは「えんめい茶」。　　
元保育士のパートナーの美紀さんが選んだ絵本も購入することができる。

全 4回でお届けしたこの連載は、今回が最終回です。ご愛読いただき、ありがとうございました。

薬草などが描かれているチベット医学の曼荼羅。

流
さ
れ
る
ん
で
す
よ
。

知
見
　
う
わ
ぁ
～
、
恐
ろ
し
い
公
開
試
験
で
す
ね
！

小
川
　
ま
さ
に
チ
ベ
ッ
ト
社
会
全
体
で
チ
ベ
ッ
ト
医
学

を
見
守
っ
て
い
る
感
じ
で
し
た
ね
。
現
代
医
学
の
お
医

者
さ
ん
か
ら
「
古
典
を
暗
記
し
て
ど
う
な
る
の
」
と
い

う
質
問
を
受
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、『
四
部
医
典
』

を
暗
誦
で
き
る
医
者
が
チ
ベ
ッ
ト
社
会
で
は
信
頼
さ
れ
、

患
者
さ
ん
の
安
心
に
も
つ
な
が
る
ん
で
す
。
チ
ベ
ッ
ト

医
学
は
、
こ
う
や
っ
て
千
年
以
上
も
こ
の
伝
統
を
守
っ

て
き
た
の
で
す
。
こ
れ
が
チ
ベ
ッ
ト
医
学
の
伝
統
で
あ

り
、
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
な
ん
で
す
よ
。

知
見
　
な
る
ほ
ど
、
厳
し
い
試
験
に
は
伝
統
に
裏
打
ち

さ
れ
た
意
味
と
効
果
が
あ
る
ん
で
す
ね
。

最
後
に
、
こ
れ
か
ら
の
展
開
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

小
川
　
こ
れ
か
ら
は
一
般
の
か
た
だ
け
で
は
な
く
、
医

学
部
や
薬
学
部
な
ど
を
専
門
に
学
ん
で
い
る
か
た
に
も

薬
草
教
育
を
行
な
っ
て
み
た
い
で
す
。
い
つ
も
は
長
野

県
の
別
所
温
泉
で
「
森
の
く
す
り
塾
」
を
開
い
て
い
ま

す
。
み
な
さ
ん
、
ど
う
ぞ
遊
び
に
来
て
く
だ
さ
い
。

知
見
　
は
い
、
ま
た
遊
び
に
き
ま
す
ね
。
本
日
は
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

小
川
　
深
い
も
何
も
、
チ
ベ
ッ
ト
医
学
は
仏
教
の
思
想

に
基
づ
い
て
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
チ
ベ
ッ
ト
医
学
は
薬

師
如
来
さ
ま
が
説
か
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
チ

ベ
ッ
ト
医
学
の
教
科
書
は
『
四し

部ぶ

医い

典て
ん

』
と
い
う
の
で

す
が
、「
薬
師
如
来
さ
ま
が
、
こ
う
説
か
れ
ま
し
た
」

と
い
っ
て
始
ま
り
ま
す
か
ら
ね
。

チ
ベ
ッ
ト
医
学
を
学
ぶ
た
め
に
は
、

こ
の
四
部
医
典
を
全
て
暗あ
ん

誦じ
ゅ

し
な

け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

知
見
　
え
？
　
ぜ
ん
ぶ
覚
え
る
の

で
す
か
？

小
川
　
そ
う
で
す
。『
四
部
医
典
』

は
リ
ズ
ム
が
し
っ
か
り
し
て
い
て
、

九
韻
詩
の
形
式
で
書
か
れ
て
い
ま

す
。
全
文
、
詩
な
ん
で
す
。
詩
の

リ
ズ
ム
に
の
っ
て
覚
え
る
の
で
す
。

繰
り
返
し
繰
り
返
し
暗
誦
し
て
い

る
と
、
教
え
が
降
り
て
く
る
感
覚

に
な
り
ま
す
。
薬
師
如
来
さ
ま
が
説
か
れ
た
医
学
の
教

え
が
、
私
に
降
り
て
く
る
。
そ
し
て
自
分
が
そ
の
教
え

を
受
け
と
る
器
の
よ
う
な
感
覚
に
な
り
ま
す
。

知
見
　
そ
れ
は
す
ご
い
体
験
で
す
ね
。
チ
ベ
ッ
ト
医
学

で
は
暗
誦
に
重
き
を
置
い
て
い
る
の
で
す
ね
。

小
川
　
は
い
。
自
分
の
中
に
『
四
部
医
典
』
を
暗
誦
で

き
る
レ
ベ
ル
に
ま
で
落
と
し
込
む
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、

ど
ん
な
質
問
に
も
答
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
山

に
登
っ
て
薬
草
を
採
集
し
た
り
、
医
学
の
理
論
を
理
解

し
た
り
す
る
の
も
大
切
な
学
び
な
の
で
す
が
、
そ
の
根

底
に
は
、
こ
の
『
四
部
医
典
』
の
暗
誦
が
不
可
欠
で
す

ね
。

知
見
　
薬
草
を
探
し
に
山
に
登
る
の
で
す
か
？
　
医
学

生
が
み
ず
か
ら
？

小
川
　
は
い
。
か
な
り
過
酷
な
実
習
で
し
た
。
文
字
通

り
、
命
懸
け
で
し
た
。
そ
れ
か

ら
製
薬
の
実
習
も
あ
っ
て
、
い

ろ
い
ろ
な
薬
草
を
配
合
し
て
薬

を
作
っ
て
い
ま
し
た
。
メ
ン
ツ

ィ
・
カ
ン
で
の
六
年
間
で
、
さ

ま
ざ
ま
な
体
験
を
し
ま
し
た
よ
。

と
て
も
密
な
時
間
で
し
た
ね
。

そ
し
て
、
最
終
試
験
で
は
、
多

く
の
学
生
や
先
生
た
ち
の
前
で

四
時
間
ぶ
っ
つ
づ
け
で
『
四
部

医
典
』
を
暗
誦
し
ま
す
。
し
か

も
マ
イ
ク
が
用
意
し
て
あ
っ
て
、

暗
誦
す
る
声
が
会
場
の
外
に
も

小川康（おがわ・やすし）
1970年富山県生まれ。チベット医。「森
のくすり塾」主宰、薬剤師。東北大学薬
学部を卒業後、薬草会社、薬局、農場、
ボランティア団体などに勤務。99 年よ
りインド・ダラムサラにてチベット語・
医学の勉強に取り組み、2001 年チベッ
ト医学暦法学大学にチベット圏以外の外
国人として初めて合格。2007 年に卒業
しチベット医（アムチ）となる。2015年、
早稲田大学文学学術院を卒業。修士論文
のテーマは「薬教育に関する総合的研
究」。2016年長野県別所温泉の奥で「絵
本と薬　森のくすり塾」を開業。著書に、
『僕は日本でたったひとりのチベット医
になった　ヒマラヤの薬草が教えてくれ
たこと』（径書房）、『チベット、薬草の
旅』（森のくすり出版）がある。
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前
回
の
『「
生
成
Ａ
Ｉ
教
」
は
誕
生
す
る
か
？
』
は
、

思
い
が
け
ず
反
響
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
今
回
も
引
き
続

き
、
生
成
Ａ
Ｉ
を
は
じ
め
、
最
近
の
情
報
関
連
テ
ク
ノ

ロ
ジ
ー
と
仏
教
の
関
係
を
考
え
て
み
た
い
。

こ
の
領
域
に
つ
い
て
は
耳
慣
れ
な
い
用
語
が
数
多
く

登
場
す
る
。
最
も
重
要
な
用
語
を
ご
く
簡
単
に
説
明
し

て
お
こ
う
。
生
成
Ａ
Ｉ
（
ア
ー
テ
ィ
フ
ィ
シ
ャ
ル
・
イ
ン
テ

リ
ジ
ェ
ン
ス
）
は
電
子
媒
体
に
よ
る
新
た
な
文
章
や
画
像

を
作
成
で
き
る
人
工
知
能
。
Ｖ
Ｒ
（
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
・
リ

ア
リ
テ
ィ
）
は
専
用
の
ゴ
ー
グ
ル
を
用
い
て
実
際
に
そ

の
空
間
に
い
る
感
覚
を
得
ら
れ
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
。
Ａ

Ｒ
（
オ
ー
グ
メ
ン
テ
ッ
ド
・
リ
ア
リ
テ
ィ
）
は
現
実
世
界
で

の
体
験
に
デ
ジ
タ
ル
情
報
を
重
ね
合
わ
せ
る
テ
ク
ノ
ロ

ジ
ー
。
Ｖ
Ｒ
と
Ａ
Ｒ
の
違
い
は
、
Ｖ
Ｒ
が
仮
想
空
間
を

現
実
の
よ
う
に
体
験
で
き
る
の
に
対
し
、
Ａ
Ｒ
は
現
実

世
界
で
の
体
験
を
ベ
ー
ス
と
す
る
点
だ
。
メ
タ
バ
ー
ス

は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
仮
想
空
間
に
お
い
て
、
Ｖ
Ｒ

と
Ａ
Ｒ
を
使
っ
て
自
身
の
分
身｢

ア
バ
タ
ー｣

を
操
作

し
、
他
の
利
用
者
と
交
流
す
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
。

使
い
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
確
か
に
便
利
だ
。
た
と
え

ば
パ
ソ
コ
ン
に
導
入
し
た
生
成
Ａ
Ｉ
に
仏
教
の
知
識
を

学
ば
せ
た
う
え
で
、
住
職
の
動
画
や
音
声
を
学
習
さ
せ
、

専
用
の
ア
プ
リ
を
使
っ
て
加
工
す
れ
ば
、
相
談
事
や
説

教
に
あ
た
か
も
住
職
自
身
が
対
応
し
て
い
る
か
の
よ
う

な
状
態
を
演
出
で
き
る
。
し
か
も
電
源
さ
え
入
れ
て
お

け
ば
、
二
十
四
時
間
い
つ
で
も
対
応
で
き
る
か
ら
、
住

職
の
負
担
は
格
段
に
少
な
く
な
る
。

も
ち
ろ
ん
問
題
点
は
い
く
つ
も
指
摘
で
き
る
。
①
既

成
の
情
報
か
ら
組
み
上
げ
て
い
る
だ
け
な
の
で
、
独
創

性
は
な
い
。
要
す
る
に
一
般
論
の
域
を
出
な
い
か
ら
、

個
別
の
事
例
に
対
応
し
き
れ
ず
、
誰
に
対
し
て
も
同
じ

答
え
し
か
出
て
こ
な
い
。
②
世
界
各
地
で
頻
発
し
て
い

る
と
お
り
、
間
違
っ
た
情
報
を
伝
え
て
し
ま
う
こ
と
が

多
々
あ
る
。
③
短
期
間
で
相
手
の
性
格
や
志
向
性
を
学

習
し
て
、
相
手
の
好
み
そ
う
な
見
解
を
八
割
く
ら
い
提

示
す
る
か
ら
、
結
果
的
に
相
手
に
媚
び
る
傾
向
が
あ
る
。

逆
に
い
え
ば
、
耳
に
痛
い
こ
と
を
聞
か
ず
に
済
む
か
ら
、

相
手
は
対
面
の
場
合
よ
り
も
ず
っ
と
気
が
楽
で
受
け
入

れ
や
す
い
だ
ろ
う
が
、
と
か
く
安
易
に
流
れ
、
何
の
意

味
も
な
い
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
マ
イ
ナ
ス
の
結
果
を
招

き
か
ね
な
い
。

メ
タ
バ
ー
ス
に
つ
い
て
は
不
登
校
の
子
ど
も
た
ち
の

居
場
所
と
し
て
活
用
す
る
動
き
が
広
が
っ
て
い
る
。
文

部
科
学
省
も
二
〇
二
三
年
三
月
に
公
表
し
た
不
登
校
対

策
「C

O
C

O
LO

プ
ラ
ン
」
に
メ
タ
バ
ー
ス
の
活
用
を
盛

り
込
み
、
自
治
体
へ
の
財
政
支
援
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

自
宅
か
ら
出
る
こ
と
に
強
い
抵
抗
感
を
も
ち
、
対
面
を

避
け
た
が
る
子
ど
も
た
ち
に
、
他
者
と
交
流
す
る
き
っ

か
け
を
提
供
す
る
の
が
目
的
と
さ
れ
る
。
実
は
メ
タ
バ

ー
ス
は
解
釈
が
様
々
あ
り
、
ま
だ
き
ち
ん
と
定
義
さ
れ

て
い
な
い
な
ど
、
開
発
途
上
の
段
階
に

あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
早
急
に
導

入
を
決
定
し
た
感
が
否
め
な
い
。
そ
の

背
景
に
は
、
小
・
中
・
高
の
不
登
校
が

約
三
〇
万
人
に
急
増
し
、
九
〇
日
以
上

の
不
登
校
な
の
に
、
学
校
内
外
の
専
門

機
関
な
ど
で
相
談
や
指
導
等
を
受
け
ら

れ
て
い
な
い
小
・
中
学
生
が
四
・
六
万

人
と
い
う
現
状
が
あ
る
。

こ
の
現
状
を
突
き
つ
け
ら
れ
て
、
文

部
科
学
省
と
し
て
も
何
か
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
焦
り
に
も
似
た
思
い

が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
メ
タ

バ
ー
ス
を
利
用
し
た
不
登
校
の
子
ど
も

た
ち
が
、
今
度
は
メ
タ
バ
ー
ス
に
閉
じ

こ
も
っ
て
し
ま
い
、
そ
こ
か
ら
出
て
こ

な
い
危
惧
も
充
分
に
あ
る
。
と
す
れ
ば
、

メ
タ
バ
ー
ス
を
過
大
評
価
せ
ず
、
メ
タ

バ
ー
ス
利
用
の
後
を
ど
う
す
る
か
、
よ

く
考
え
て
具
体
的
な
方
策
を
立
て
る
必

要
が
あ
る
は
ず
だ
が
、
困
っ
た
こ
と
に

そ
の
点
は
曖
昧
な
ま
ま
の
よ
う
だ
。

そ
も
そ
も
ネ
ッ
ト
空
間
に
は
、
自
分

の
好
き
な
人
と
物
し
か
存
在
し
な
い
傾

向
が
あ
る
。
嫌
い
な
人
は
お
ら
ず
、
嫌

な
出
来
事
も
起
こ
ら
な
い
。
も
し
意
見

「
生
成
Ａ
Ｉ
教
」は

　
　

誕
生
す
る
か
？ 

2

正
木
晃　
写
真
｜
金
子
悟
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神奈川県生まれ。国際
日本文化研究センター
客員助教授を経て、早
稲田大学オープンカレ
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法華経』『「ほとけ」論』
など多数の著書がある。 
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が
違
っ
て
い
た
り
、
嫌
な
出
来
事
が
起
こ
っ
た
ら
、
排

除
す
れ
ば
よ
く
、
そ
れ
が
で
き
な
け
れ
ば
そ
の
ネ
ッ
ト

空
間
か
ら
逃
げ
出
し
て
別
の
ネ
ッ
ト
空
間
に
移
れ
ば
よ

い
。
と
こ
ろ
が
現
実
の
人
生
は
そ
う
は
い
か
な
い
。
意

見
の
違
い
や
嫌
な
出
来
事
の
連
続
で
あ
る
。

修
行
の
世
界
で
も
、
似
た
状
況
が
あ
り
え
る
。
と
こ

ろ
が
生
成
Ａ
Ｉ
＋
メ
タ
バ
ー
ス
（
Ｖ
Ｒ
＋
Ａ
Ｒ
）
で
あ
れ

ば
、
意
見
の
違
う
人
を
登
場
さ
せ
ず
、
嫌
な
出
来
事
も

全
く
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
設
定
で
き
る
。
そ
れ
で
い
て
、

深
い
瞑
想
で
や
っ
と
得
ら
れ
る
よ
う
な
境
地
す
ら
体
験

で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
曹
洞
禅
が
道
元
禅
師
以
来
ず

っ
と
求
め
続
け
て
き
た
静
謐
な
境
地
、
澄
み
切
っ
た
心

が
、
実
際
に
坐
禅
す
る
よ
り
も
圧
倒
的
に
短
時
間
で
得

ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
決
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。

生
成
Ａ
Ｉ
＋
メ
タ
バ
ー
ス
（
Ｖ
Ｒ
＋
Ａ
Ｒ
）
で
得
ら
れ
る

境
地
は
あ
く
ま
で
擬
似
的
で
あ
り
、
い
く
ら
心
地
よ
く

て
も
、
所
詮
は
「
ら
し
き
状
態
」
に
す
ぎ
な
い
。
曹
洞

禅
が
真
に
求
め
て
き
た
境
地
や
心
と
は
無
縁
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
幻
覚
剤
の
効
用
を
最
新
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

が
肩
代
わ
り
し
て
い
る
だ
け
だ
か
ら
だ
。

か
つ
て
心
理
学
者
の
河
合
隼
雄
先
生
に
、
幻
覚
剤
と

修
行
に
よ
る
到
達
境
地
の
違
い
に
つ
い
て
伺
っ
た
こ
と

が
あ
る
。
先
生
は
「
脳
内
で
起
き
て
い
る
現
象
は
幻
覚

剤
で
も
修
行
で
も
同
じ
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
幻
覚

剤
に
よ
る
境
地
に
は
、
修
行
と
異
な
っ
て
プ
ロ
セ
ス
が

な
い
。
教
理
が
な
い
。
そ
し
て
自
分
し
か
い
な
い
、
言

い
か
え
れ
ば
独
善
で
あ
っ
て
、
指
導
を
受
け
る
べ
き
師

が
い
な
い
。
あ
る
の
は
心
地
よ
い
と
い
う
感
覚
だ
け
だ
。

ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
で
高
い
山
頂
に
い
き
な
り
到
達
す
る
よ

う
な
も
の
で
、
綺
麗
な
景
色
を
堪
能
す
る
つ
も
り
が
、

す
ぐ
さ
ま
高
山
病
に
な
っ
て
し
ま
い
、
酷
い
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。
山
頂
へ
は
、
す
ぐ
れ
た
案
内
人
に
導
か
れ

つ
つ
、
自
分
の
脚
で
歩
い
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

修
行
と
は
そ
う
い
う
も
の
で
す
」
と
仰
っ
た
。
全
く
同

じ
こ
と
が
生
成
Ａ
Ｉ
＋
メ
タ
バ
ー
ス
（
Ｖ
Ｒ
＋
Ａ
Ｒ
）
で

得
ら
れ
る
境
地
に
つ
い
て
も
言
え
る
。

写真｜金子 悟（かねこ  さとる）
1974年、横浜生まれ。早稲田大学芸術学校空間映像科卒。High Five Photos合同会社代表。
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