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謹
ん
で
平
成
二
十
九
年（
二
〇
一
七
）
の

新
春
を
お
祝
い
申
し
上
げ
、
皆
様
の
ご
健

勝
と
ご
多
幸
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

お
か
げ
さ
ま
で
、
本
山
貫
首
と
し
て
六

回
目
の
元
朝
を
心
穏
や
か
に
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

ち
ゅ
う

心し
ん
よ
り
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。
さ
ら
に
、

本
年
も
引
続
き「
御ご

両り
ょ
う
尊そ
ん
大だ
い
遠お
ん
忌き

法ほ
う
会え

」

と
い
う
報ほ

う
恩お
ん
の
特
別
期
間
に
相
当
し
て
お

り
ま
す
。
変
わ
ら
ぬ
ご
芳
情
、
ご
支
援
を

お
願
い
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

「
福ふ

く
聚じ
ゅ
」と
は
福
徳
が
集
積
し
て
い
る
こ

と
を
い
い
ま
す
。

『
観か

ん
音の
ん
経ぎ
ょ
う』に
は
、「
福ふ
く
聚じ
ゅ
海か
い
無む

量り
ょ
う」と
い

う
こ
と
が
説
か
れ
ま
す
。

観か
ん
世ぜ

音お
ん
菩ぼ

薩さ
つ（

観
音
様
）の
福
徳
を
海
に

た
と
え
、
な
お
か
つ
、
わ
れ
わ
れ
に
も
た

ら
さ
れ
る
妙

み
ょ
う

用よ
う

が
無
量
無
限
で
あ
る
の
で
、

そ
の
よ
う
に
讃
え
ら
れ
ま
す
。

新
し
い
年
を
迎
え
、
観
音
様
を
慕
い
つ

つ
、
少
し
で
も
そ
の
慈
悲
の
心
に
近
づ
く

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
も
精
進

し
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。

皆
様
に
と
っ
て
、
本
年
が
す
ば
ら
し
い

一
年
で
あ
る
こ
と
を
、
重
ね
て
お
祈
り
い

た
し
ま
す
。え

が
わ
・
し
ん
ざ
ん
　
独
住
第
二
十
五
世

明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

年
が
改
ま
れ
ば
、
誰
も
が
等
し
く
一
齢

を
加
え
ま
す
。
こ
れ
が
生
き
と
し
生
け
る

者
す
べ
て
の
定
め
で
す
。
私
た
ち
は
生

し
ょ
う

老ろ
う

病び
ょ
う
死し

の
流
れ
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
今

を
生
き
て
い
る
わ
け
で
す
。
私
も
仏
天
の

御
加
護
の
も
と
、
永
平
寺
に
て
新
年
を
迎

え
ま
し
た
。
仏
法
の
興こ

う
隆り
ゅ
うと
人
々
の
和わ

楽ら
く

を
祈
祷
し
、
ご
開
山
さ
ま
に
新
年
の
ご
挨

拶
に
参
る
途
中
、
颯さ

つ
々さ

つ
た
る「
松
風
」
を

聴
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
傘
松
の
峰
よ
り
吹

き
来
る
清
風
で
あ
り
、
い
の
ち
の
尊
さ
を

実
感
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。

松
風
は
没も

つ
弦げ
ん
を
弾
じ
て
古
今
に
真
理
を

伝
え
、
天て

ん
籟ら

い
に
し
て
正
に
仏
の
御
声
と
申

せ
ま
し
よ
う
。
私
た
ち
は
威い

い
儀ぎ

を
正
し
て

是
れ
を
聴
き
身
心
を
浄
め
た
い
と
思
い
ま

す
。年

の
始
め
に
自
ら
に
誓
い
、
陰
な
が
ら

で
も
善ぜ

ん

行ぎ
ょ
う
功く

徳ど
く
を
積
み
た
い
と
願
う
の

で
す
。
松
風
の
響
き
を
耳
に
任
せ
て
打た

坐ざ

す
る
は
、
仏
家
の
家か

常じ
ょ
うで
あ
り
ま
す
。
世

の
人
々
が
松
風
を
聴
き
平
和
で
幸
せ
な
年

を
お
く
れ
ま
す
こ
と
を
祈
念
い
た
し
ま
す
。

ふ
く
や
ま
・
た
い
ほ
う
　
永
平
寺
七
十
九
世

平
成
二
十
九
年

迎 

春

松
風 

S
h
o
fu

福
聚 

F
u
k
u
ju

曹
洞
宗
管
長

大
本
山
永
平
寺
貫
首　

福
山
諦
法

大
本
山
總
持
寺
貫
首　

江
川
辰
三
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「（
死
後
に
）
霊
魂
が
あ
る
と
思
い
ま
す
か
。
そ

れ
と
も
、
な
い
と
思
い
ま
す
か
」。
こ
の
数
年

ず
っ
と
、
教
鞭
を
と
る
い
く
つ
か
の
大
学
で
、

こ
ん
な
課
題
の
レ
ポ
ー
ト
を
書
い
て
も
ら
っ
て

い
ま
す
。
大
学
生
が
対
象
で
す
か
ら
、
二
〇
歳

前
後
が
中
心
で
す
が
、
例
外
も
あ
り
ま
す
。
慶

應
大
学
で
は
通
信
教
育
の
夜
間
ス
ク
ー
リ
ン
グ

も
担
当
し
て
い
る
の
で
、
三
〇
歳
く
ら
い
か
ら

七
〇
歳
く
ら
い
ま
で
が
対
象
で
す
。

さ
て
、
結
果
で
す
。
私
が
大
学
生
だ
っ
た
四

〇
年
ほ
ど
前
な
ら
、「
あ
る
、
も
し
く
は
あ
っ

て
欲
し
い
」
が
三
割

以
下
、「
な
い
」
が

七
割
以
上
だ
っ
た
は

ず
で
す
。
右
は
経
済

至
上
主
義
、
左
は
マ

ル
ク
ス
主
義
と
い
う

ぐ
あ
い
に
、
が
流
行

し
て
い
た
時
代
で
す

か
ら
、
無
理
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
死
後

世
界
や
霊
魂
な
ど
、「
バ
カ
バ
カ
し
い
！
」
の

一
言
で
片
付
け
ら
れ
、
話
題
に
も
な
り
ま
せ
ん

で
し
た
。

し
か
し
、
今
は
違
い
ま
す
。
お
お
む
ね
「
あ
る
、

も
し
く
は
あ
っ
て
欲
し
い
」が
約
七
割
、「
な
い
」

が
三
割
で
す
。
つ
ま
り
、
ま
っ
た
く
逆
転
し
た

の
で
す
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
年
齢
層
が
は
る

か
に
高
い
慶
應
大
学
で
も
、
結
果
は
変
わ
り
ま

せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
私
が
関

わ
っ
て
い
る
東
京
の
大
学
に
お
け
る
結
果
で
す

の
で
、
日
本
全
体
で

ど
う
な
っ
て
い
る
か
、

即
断
は
で
き
ま
せ
ん
。

で
も
、
い
ろ
い
ろ

な
情
報
を
総
合
す
る

と
、「
あ
る
」
が
増
え
、

「
な
い
」
が
減
っ
て

い
る
気
が
し
ま
す
。

少
な
く
と
も
、
か
つ

て
は
「
な
い
」
が
圧

倒
的
に
強
く
、
勝
負

に
な
ら
な
か
っ
た
の

に
、
今
は
「
あ
る
」

と
「
な
い
」
が
良
い

勝
負
を
し
て
い
る
よ

う
な
の
で
す
。

仏
教
学
に
詳
し
い

方
な
ら
ご
存
じ
の
と

お
り
、
歴
史
上
の
ブ

ッ
ダ
は
霊
魂
の
存
在

を
否
定
し
た
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
起
源
は
、
一
九
三
〇
年
こ
ろ
に
、
当
時
の

仏
教
学
に
お
け
る
最
高
権
威
だ
っ
た
宇う

井い

伯は
く

寿じ
ゅ

・
東
京
大
学
教
授
で
す
。
ブ
ッ
ダ
は
「
無む

我が

」

を
説
い
た
。「
無
我
」
と
は
「
我
が
な
い
」
と
い

う
意
味
で
あ
り
、「
我
」
は
霊
魂
を
意
味
し
て

い
る
の
で
、「
無
我
説
」
は
す
な
わ
ち
霊
魂
の

否
定
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
で
す
。

以
来
、
こ
の
学
説
が
定
説
あ
る
い
は
通
説
と

し
て
、
仏
教
学
を
支
配
し
て
き
ま
し
た
。
日
本

の
お
坊
さ
ん
の
大
半
は
大
学
で
仏
教
学
を
学
び

ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
宇
井
教
授
の
「
無
我
説
」

を
、
い
わ
ば
金き
ん

科か

玉
ぎ
ょ
く

条じ
ょ
うと
し
て
習
う
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
最
近
、

イ
ン
ド
仏
教
に
関
す

る
厳
密
な
研
究
の
結

果
、
こ
う
い
う
こ
と

が
明
ら
か
に
な
り
ま

し
た
。
ブ
ッ
ダ
は
我

が
あ
る
の
で
も
な
く

な
い
の
で
も
な
い
と

い
う
「
無
記
」
の
立

場
を
と
っ
た
。
そ
の

後
は
厳
格
な
無
我
説

を
と
る
伝
統
と
霊
魂

の
よ
う
な
人
格
主
体

の
存
在
を
認
め
る
伝

統
と
が
、
論
争
し
つ
つ
も
、
共
存
し
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
、
無
我
説
だ
け
が
「
仏
説
」
で
は

な
い
と
い
う
結
論
で
す
。
日
本
仏
教
に
つ
い
て

も
、
第
一
人
者
の
末す
え

木き

文ふ

美み

士ひ
こ

・
東
京
大
学
名

誉
教
授
が
、「
無
我
の
立
場
を
と
る
考
え
方
」

と
「
霊
魂
を
認
め
て
い
く
立
場
」
の
両
方
が
あ

る
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。

こ
う
し
て
、
仏
教
学
は
霊
魂
な
ど
な
い
と
い

う
長
年
の
呪
縛
か
ら
、
よ
う
や
く
解
き
放
た
れ

よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
死
後
に
霊
魂
が
存
在
し

な
け
れ
ば
、
供
養
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
を
思

え
ば
、
こ
の
動
向
は
歓
迎
に
あ
た
い
し
ま
す
。

挿絵 / 長谷川葉月

まさき・あきら
宗教学者。1953年神奈川
県生まれ。国際日本文化研
究センター客員助教授を経
て、慶應義塾大学、立正大
学講師。『「千と千尋」のス
ピリチュアルな世界』など
多数の著書がある。

霊
魂
を
め
ぐ
る

最
新
の
学
説
と
供
養
正木 晃
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 た
し
で
り
ま
じ
は
の
て
全

　

私

タ
ヨ
ト
は

車
動
自

の

社
本

に

職
就

し

部
術

の

査
検
品
部

る
す
を

器
機
査
検

を

査
検

る
す

定
測
密
精

の

事
仕

に
就

た
し
ま
き

密

を
さ

求
要

で
の
る
れ
さ

で

変
度
温

化

計

ん
せ
ま
れ

に

度
温

は

％
五
五
度
湿

う
い
と

下
地

の

場
職

た
し
で

は

ン
ウ
ラ
ク

等
の

車
級
高

も

車
衆
大

を
凌

ど
ほ
ぐ

売
れ

て
い
て

も
く
し

楽

い
し

日
毎

を
送

た

　

て
し
そ

の

の
あ

大
路
淡
神
阪

災
震

が
起

た
し
ま
き

　

住

た
い
で
ん

県
知
愛

は

は
ら
か

遠

ご
う

が
た
し
ま
い
ざ

り
な
か
も
で
れ
そ

揺

た
し
ま
れ

の
そ

日

と
る
け
つ
を
ビ
レ
テ

戸
神

が
燃

し
ま
い
て
え

た

は
て
し
と

由
自
不
何

い
な

活
生

が
た
し
で

何
か
少

も
で
し

地
災
被

お
の

役
に
立

と
い
た
ち

司
に

談
相

た
し
ま
し

は
れ
そ

良
い

掛
心

だ
け

日
明

ら
か

休
間
週
二

る
や
を
み

来

い
」
と

を
押

て
し

頂
き

の

難
避

所

館
育
体

へ
駆
け
付

た
し
ま
け

そ

は
で
こ

の

達
人

が

人
大

も

供
子

も

力
協

し

のはら しんじょう
昭和44年、岐阜県生まれ。昭和63年トヨタ自
動車入社。平成7年カンボジア地雷撤去活動に
従事。イスラエル等中東諸国巡礼を経て、平成
11年4月8日福井県宝慶寺五十五世 田中真海
老師に得度。駒澤大学仏教学部禅学科卒業。

の
私

代
時
行
修

職
住
寺
雲
龍
県
根
島

承
眞
原
野

し
職
退
を
車
動
自
タ
ヨ
ト

加
参
に
動
活
去
撤
雷
地
の
で
ア
ジ
ボ
ン
カ

ら
か
活
生
の
り
祈
の
で
ム
レ
サ
ル
エ

し
話
お
の
末
顛
の
で
ま
る
す
家
出
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と
」
い
さ
な
い
習
見
を
勢
姿
い
な
わ
な
損
は
り
香
や
色

食
乞
が
僧
行
修
の
く
多
に
家
じ
同
も
と

わ
誘
に
葉
言
う
い
と
る
て
保
を
康
健
で
費
食
な
か
ず
わ

赴
粥
飯

法

と
だ
明
賢
が
う
ほ
い
な
れ
さ
回
り
振
に
り
な
う
い
の
欲

」
謝
感
「
て
し
通
を
え
構
心
の
て
し
対

感謝していただく食事
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花まつりでの野点の様子

「萬燈除夜の鐘」の折に行う鐘楼堂での祝祷諷経風景

元旦に行われる奉納コンサートでの
エレクトーンの演奏風景

わ
た
し
が
住
職
を
つ
と
め
る
建
功
寺
（
神
奈
川
県
横

浜
市
）
で
は
、
正
月
に
コ
ン
サ
ー
ト
を
催
し
て
い
ま

す
が
、
そ
の
前
に
祈
祷
会
を
執
り
お
こ
な
い
ま
す
。

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
祈
り
と
コ
ン
サ
ー
ト
が
繋
が

り
、
奉
納
コ
ン
サ

ー
ト
の
意
味
あ
い

を
持
つ
の
で
す
。

演
奏
者
も
聴
き
手

も
一
体
と
な
っ
て
、

ご
本
尊
様
に
音
曲

を
捧
げ
る
。
そ
ん

な
コ
ン
サ
ー
ト
が

こ
こ
何
年
も
続
い

て
い
ま
す
。

も
う
ひ
と
つ
、
わ
た
し
が
課
題
だ

と
考
え
て
い
る
の
は
、
一
八
歳
、
一

九
歳
と
い
っ
た
若
い
世
代
に
も
開
か

れ
た
空
間
で
あ
り
た
い
と
い
う
こ
と

で
す
。
京
都
や
奈
良
の
名
刹
、
古
刹

に
は
若
い
世
代
が
さ
か
ん
に
足
を
運

び
ま
す
が
、
彼
ら
は
あ
く
ま
で
観
光

ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
そ
こ
を
訪
れ
て
い

る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

日
々
の
暮
ら
し
に
密
着
し
て
い
る

の
は
、
や
は
り
、
地
域
の
寺
で
す
。

し
か
し
、
若
い
世
代
の
姿
は
な
か
な

か
地
域
の
寺
で
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。

〝
主
客
〟
は
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
と

も
な
わ
れ
た
お
孫
さ
ん
と
い
う
の
が
一
般
的
な
寺
の

現
状
で
し
ょ
う
。

建
功
寺
も
そ
う
で
し
た
。
そ
こ
で
、
わ
た
し
ど
も

が
考
え
た
の
が
「
萬ま
ん

燈と
う

除じ
ょ

夜や

の
鐘か
ね

」
の
催
し
で
し
た
。

境
内
に
あ
る
竹
林
か
ら
竹
を
切
り
出
し
、
そ
れ
を
燭

台
に
し
て
蝋ろ
う

燭そ
く

を
灯
す
。
大
晦
日
の
夜
、
午
後
一
一

時
三
〇
分
か
ら
二
時
間
、
約
三
千
五
百
に
及
ぶ
幽
玄

の
光
で
み
な
さ
ん
を
お
迎
え
す
る
の
で
す
が
、
こ
れ

は
若
い
世
代
に
も
興
味
を
持
っ
て
い
た
だ
け
た
よ
う

で
す
。

も
っ
と
も
、
始
め
た
当
初
は
ゼ
ロ
か
ら
の
ス
タ
ー

ト
で
し
た
。
そ
れ
か
ら
一
五
年
ほ
ど
が
経
ち
ま
す
が
、

今
で
は
近
隣
の
方
々
は
も
ち
ろ
ん
、
遠
方
か
ら
の

か
つ
て
寺
は
そ
の
地
域
の
人
び
と
が
集
い
、
語

ら
い
、
祈
り
、
心
を
通
わ
せ
る
と
い
う
、
大

切
な
役
割
を
担
っ
た
拠
点
で
し
た
。
ま
た
、
文
化
の

発
信
地
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。
日
本
文
化
の
源
流
は

禅
に
あ
る
、
と
わ
た
し
は
思
っ
て
い
ま
す
。
よ
く
知

ら
れ
る
一い
っ

休き
ゅ
う

宗そ
う

純じ
ゅ
ん

禅
師
が
ご
住
職
を
つ
と
め
て
お

ら
れ
た
京
都
・
大
徳
寺
に
は
、
現
在
に
も
受
け
継
が

れ
る
日
本
の
伝
統
文
化
の
黎れ
い

明め
い

期き

の
担
い
手
た
ち
が

足
繁
く
通
い
、
禅
師
に
学
ん
で
い
ま
す
。
連
歌
の
飯い
い

尾お

宗そ
う

祇ぎ

、
絵
画
の
曽そ

我が

蛇じ
ゃ

足そ
く

、
茶
の
湯
の
村む
ら

田た

珠じ
ゅ

光こ
う

、

能
楽
の
金こ
ん

春ぱ
る

禅ぜ
ん

竹ち
く

と
い
っ
た
方
々
で
す
。

禅
寺
は
広
く
人
び
と
に
開
か
れ
た
空
間
で
あ
り
、

文
化
を
育
む
空
間
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
か
ら

幾
星
霜
を
経
た
現
在
、
こ
れ
は
自
戒
を
込
め
て
で
す

が
、
寺
の
役
割
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
、

一
度
、
見
直
す
べ
き

時
期
に
き
て
い
る
と

い
う
思
い
が
し
ま
す
。

開
か
れ
た
空
間
と

は
何
か
、
を
自
分
自

身
に
問
い
返
し
て
み

る
。
そ
の
こ
と
が
必

要
な
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
た
だ
、

山
門
を
開
け
て
い
つ
で
も
墓
参
に
き
て
い
た
だ
け
る

よ
う
に
し
て
い
れ
ば
、
そ
れ
で
開
か
れ
て
い
る
か
と

い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

日
常
生
活
の
な
か
で
渇
い
て
し
ま

っ
た
心
、
疲
れ
た
心
を
癒
や
し
、
解

き
放
ち
、
本
来
の
自
分
に
返
る
こ
と

が
で
き
る
空
間
。
そ
ん
な
場
で
あ
っ

て
こ
そ
、
開
か
れ
た
空
間
と
い
え
る

の
で
は
な
い
か
。
わ
た
し
は
そ
ん
な

ふ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。

寺
の
行
事
や
催
し
も
、
そ
こ
に
繋

が
る
も
の
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

基
本
に
あ
る
の
は
祈
り
、
お
参
り
す

る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
の
行

事
や
催
し
が
ど
う
祈
り
に
繋
が
っ
て

い
く
か
を
つ
ね
に
考
え
る
必
要
が
あ

る
と
思
い
ま
す
。

枡
野
俊
明

 

佇た
た
ず

ま
い
、

    

し
つ
ら
え

禅
の
空
間
、

地
域
に
門
戸
を
開
く

行
事
・
催
し
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「花まつり」でのジャンベの演奏と踊り元旦の「奉納コンサート」でのインディアンフルートの演奏風景「花まつり・人形供養会」での「花御堂」と人形の飾りつけの様子

「萬燈除夜の鐘」でご本尊様を
お参りに並ぶ方々

「花まつり」と同日に行う　
「人形供養会」の法要の様子

「萬燈除夜の鐘」の折にお参りに並ぶ人々

命
と
し
て
、
新
年
を
迎
え
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
最
初

の
行
事
と
し
て
初
詣
を
予
定
し
て
い
る
人
も
少
な
く

な
い
で
し
ょ
う
。

初
詣
は
リ
セ
ッ
ト
し
た
ま
っ
さ
ら
な
自
分
で
、
年

の
初
め
に
「
よ
い
縁
」
を
結
ぶ
た
め
の
儀
礼
で
す
。

「
こ
の
年
が
自
分
に
と
っ
て
、
そ
し
て
、
自
分
と
か

か
わ
っ
て
く
れ
る
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
、
よ
い
一

年
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
…
…
」

そ
の
思
い
を
込
め
て
、
静
か
に
手
を
合
わ
せ
る
。

今
度
の
初
詣
は
、
い
つ
も
出
か
け
て
い
る
名
所
的
な

寺
で
は
な
く
、
菩
提
寺
や
自
分
が
住
ん
で
い
る
地
域

の
寺
に
行
っ
て
み
る
の
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

地
域
と
と
も
に
生
き
て
き
た
寺
に
は
、
格
別
な
味
わ

い
が
あ
る
も
の
で
す
。

方
々
も
含
め
て
、
二
〇
〇
〇
人
以
上
が
き
て
く
だ
さ

い
ま
す
。
そ
の
な
か
に
は
、
若
い
世
代
も
大
勢
混
じ

っ
て
い
ま
す
し
、
近
頃
は
外
国
人
の
姿
が
目
立
つ
よ

う
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。
継
続
は
力
で
す
。

こ
の
「
萬
燈
除
夜
の
鐘
」
を
き
っ
か
け
に
、
何
か

の
折
り
に
こ
の
寺
に
立
ち
寄
っ
て
み
よ
う
、
と
い
う

若
い
世
代
が
増
え
て
い
く
こ
と
が
、
開
か
れ
た
空
間

へ
の
た
し
か
な
一
歩
に
な
る
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。

開
か
れ
た
空
間
は
同
時
に
魅
力
あ
る
空
間
で
な
け
れ

ば
い
け
な
い
、
と
い
う
の
が
わ
た
し
の
信
念
で
す
。

寺
の
歴
史
や
伝
統
に
、
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
の
時
代

に
合
っ
た
魅
力
を
添
え
て
い
く
か
、
そ
れ
が
寺
を
預

か
る
者
の
永
遠
の
テ
ー
マ
と
い
っ
て
い
い
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

さ
て
、
二
〇
一
六
年
も
残
す
日
々
が
わ
ず
か
と
な

り
ま
し
た
。
こ
の
一
年
、
誰
も
が
さ
ま
ざ
ま
な
経
験

を
積
み
重
ね
て
き
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
感
動
的
な
経

験
、
す
ば
ら
し
い
経
験
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
し
、
苦

い
経
験
、
悲
し
い
経
験
も
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
の
ど
れ
も
が
成
長
へ
の
一
里
塚
で
あ
っ
た
は
ず
で

す
。そ

う
し
て
迎
え
る
年
の
瀬
、
と
り
わ
け
大
晦
日
は

こ
の
一
年
を
リ
セ
ッ
ト
す
る
日
で
す
。
除
夜
の
鐘
の

音
を
聞
き
な
が
ら
、
し
ば
し
、
こ
の
年
を
振
り
返
る

の
も
よ
し
、
懐
か
し
む
の
も
よ
し
、
反
省
点
を
噛
み

し
め
る
の
も
、
ま
た
、
よ
し
で
す
。

し
か
し
、
日
付
が
変
わ
る
の
と
と
も
に
、
一
切
合

切
を
洗
い
流
し
ま
し
ょ
う
。
新
し
い
自
分
、
新
た
な

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。



豊かな心を養い、日本人の美しい心を取り戻すに
は、偉人の話を見聞することが不可欠です。そこ
で気軽に読め、心の交流ができる手だてにとまん
がで歴史上の人物の人生や信念を尋ね、関連した
短い法話を「一期一話」にまとめました。
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