
平成11年12月24日第三種郵便物認可（毎年1.3.6.9月の1日発行）平成28年3月1日発行　第136号

S Ō T Ō Z E N  G R A P H I C S

2017 ●春号 No.140

一仏両祖の教えを今に伝える 季刊「曹洞禅グラフ」2017年春号（通巻140 号）平成29年3月1日発行（第3種郵便物認可）　

龍
雲
寺
・

野
原
眞
承
師
に
聞
く

お
参
り
さ
れ
た
人
達
が
、

自
然
に
安
心
で
き
る
お
寺
へ
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鈴す
ず

木き

正
し
ょ
う

三さ
ん

（
一
五
七
九
〜
一
六
五
五
）
は
江
戸

時
代
の
曹
洞
宗
を
代
表
す
る
禅
僧
の
一
人
で
す
。

も
と
は
と
い
え
ば
、
徳
川
家
康
に
つ
か
え
、
大

阪
の
陣
で
戦
功
を
立
て
た
勇
猛
果
敢
な
武
士
で

し
た
。
そ
の
反
面
で
、
幼
少
の
頃
か
ら
出
家
し

た
い
と
い
う
強
い
願
い
が
あ
り
、
大
阪
の
陣
が

終
わ
っ
て
、
よ
う
や
く
平
和
な
時
代
に
な
っ
た

こ
と
も
あ
っ
て
、
つ
い
に
四
二
歳
で
出
家
し
、

曹
洞
宗
の
僧
侶
と
な
り
ま
し
た
。

正
三
の
功
績
は
、
日
本
仏
教
に
お
け
る
労
働

観
を
初
め
て
確
立
し
、
日
本
を
近
代
化
へ
み
ち

び
い
た
点
に
あ
り
ま
す
。
最
近
は
こ
の
点
が
ひ

じ
ょ
う
に
高
く
評
価

さ
れ
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、『
万ば
ん

民み
ん

徳と
く

用よ
う 

』
と
い
う

著
作
に
は
、
こ
う
書

か
れ
て
い
ま
す
。

「
ど
ん
な
仕
事
も
み

な
仏
道
修
行
で
す
。

働
い
て
こ
そ
、
成
仏
で
き
る
の
で
す
。
ど
ん
な

仕
事
も
仏
道
修
行
に
な
ら
な
い
仕
事
な
ど
あ
り

ま
せ
ん
。
す
べ
て
の
仕
事
が
、
世
の
た
め
、
人

の
た
め
に
な
る
と
知
り
な
さ
い
」

  

こ
ん
な
労
働
観
は
、
正
三
以
前
に
は
見
出
せ

ま
せ
ん
。
そ
の
点
は
正
三
も
自
覚
し
て
い
て
、

晩
年
の
正
三
が
語
っ
た
言
葉
を
門
弟
が
書
き
と

め
た
『
驢ろ

鞍あ
ん

橋き
ょ
う』

と
い
う
書
物
の
な
か
で
、「
昔

か
ら
、
出
家
僧
で
あ
ろ
う
と
在
家
信
者
で
あ
ろ

う
と
、
悟
り
を
得
た
と
主
張
す
る
人
は
数
多
く

い
ま
す
。
し
か
し
、
か
れ
ら
は
仏
法
知
り
に
な

っ
た
だ
け
で
、
世
俗
の
労
働
が
悟
り
へ
の
道
に

ほ
か
な
ら
な
い
と
主

張
し
た
人
は
、
一
人

も
い
ま
せ
ん
。
お
そ

ら
く
、
わ
た
し
が
言

い
出
し
っ
ぺ
だ
ろ
う

と
お
も
い
ま
す
」
と

述
べ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
正
三

は
き
わ
め
て
現
実
的

な
感
覚
の
持
ち
主
で
、

近
代
的
な
発
想
の
人

物
で
し
た
。
そ
れ
で

い
て
、
死
者
の
供
養

に
関
し
て
は
、
す
こ

ぶ
る
伝
統
的
で
敬
虔

な
考
え
方
の
持
ち
主

で
も
あ
り
ま
し
た
。

具
体
的
な
例
を
あ

げ
ま
し
ょ
う
。
弟
子

の
一
人
が
旅
立
つ
に

あ
た
り
、
あ
た
え
た

言
葉
が
『
驢
鞍
橋
』

に
あ
り
ま
す
。「
ま
ず
道
中
、
油
断
し
な
い
よ

う
に
し
な
さ
い
。
も
し
通
り
道
に
古
い
墓
が
あ

っ
た
ら
、
施せ

餓が

鬼き

の
経
き
ょ
う

文も
ん

を
と
な
え
、
弔
い
つ

つ
通
り
な
さ
い
。
お
墓
に
は
死
者
の
魂
が
た
し

か
に
あ
る
も
の
で
す
か
ら
、
け
っ
し
て
お
ろ
そ

か
に
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
」

 

ま
た
、『
麓
ふ
も
と
の

草く
さ

分わ
け

』
と
い
う
書
物
に
は
、
こ

う
い
う
文
言
も
あ
り
ま
す
。「
死
者
を
弔
う
と

き
に
は
、
お
経
や
陀だ

羅ら

尼に

を
と
な
え
、
仏
教
僧

と
し
て
な
す
べ
き
こ
と
を
し
て
、
死
者
に
功
徳

を
施
し
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
お
釈
迦
さ
ま

の
言
葉
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
真
理
や
仏
教
僧
と

し
て
な
す
べ
き
こ
と

を
し
た
功
徳
が
、
ま

ず
最
初
は
自
分
の
中

に
浸
透
し
て
き
て
、

真
実
の
心
が
生
ま
れ

ま
す
。
真
実
の
心
が

生
ま
れ
れ
ば
、
自
分

が
清
浄
に
な
り
ま
す
。

清
浄
が
き
わ
ま
れ
ば
、

禅
が
求
め
る
無
心
無

念
の
境
地
に
入
れ
ま

す
。
そ
し
て
、
心
が

完
全
に
自
由
に
な
り
、

な
に
も
の
に
も
妨
げ

ら
れ
な
い
よ
う
に
な
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
死
者
を
弔
う
と
、
自
分
が
清
浄
に

な
れ
て
、
無
心
無
念
の
境
地
に
入
れ
る
と
い
う

利
益
が
あ
る
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
死
者
を

弔
う
こ
と
は
、
死
者
に
弔
わ
れ
て
い
る
こ
と
に

ほ
か
な
り
ま
せ
ん
」

特
に
注
目
す
べ
き
は
最
後
の
「
死
者
を
弔
う

こ
と
は
、
死
者
に
弔
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
ほ
か

な
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
部
分
で
す
。
死
者
供
養

を
通
じ
て
果
た
さ
れ
る
死
者
と
生
者
の
交
流
に

つ
い
て
、
こ
れ
ほ
ど
み
ご
と
に
語
っ
た
文
言
は

他
に
例
を
見
ま
せ
ん
。 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。

鈴
木
正
三
と

　 
死
者
供
養

正木 晃
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スリランカから晋山式を祝い100本近くの仏旗が贈られて、全山が荘厳された

師
匠「
散
木
と
な
っ
て
眞ま

こ
と

を
承
り
、 

命
を
生
か
し
輝
か
す
者
と
な
れ
」

藤
木
　
前
回
の
お
話
で
は
、
在
家
出
身
の
野
原
さ
ん

が
永
平
寺
の
紹
介
で
福
井
県
大
野
市
の
宝
慶
寺
に
行

か
れ
、
田
中
（
真
海
）
老
師
の
下
で
出
家
得
度
を
な
さ

っ
た
と
い
う
事
で
す
が
、
出
家
な
さ
る
ま
で
は
ど
れ

ぐ
ら
い
の
期
間
が
あ
り
ま
し
た
か
。

野
原
　
四
カ
月
で
す
。
得
度
し
て
、
散
木
眞
承
（
さ

ん
ぼ
く 

し
ん
じ
ょ
う
）
と
い
う
名
前
を
頂
き
ま
し
た
。

中
国
の
思
想
書
「
荘そ
う

子じ

」
内な
い

篇へ
ん

・
人じ
ん

間か
ん

世せ
い

篇へ
ん

に
「
無
用

の
用
」
を
説
く
説
話
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
か
ら
命
名

さ
れ
、
師
匠
が
そ
れ
を
説
い
て
下
さ
い
ま
し
た
。『
あ

る
時
、
優
れ
た
大
工
の
棟
梁
が
、
弟
子
達
を
つ
れ
て

木
材
を
求
め
て
山
へ
入
り
ま
す
。
す
る
と
素
晴
ら
し

い
大
木
が
目
の
前
に
聳そ

び

え
立
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の

大
木
は
枝
で
さ
え
、
大
き
な
船
の
材
料
に
な
り
そ
う

な
も
の
が
何
十
本
も
あ
り
、
そ
の
木
に
登
れ
ば
山
の

景
色
が
見
渡
せ
る
と
思
わ
れ
る
程
の
立
派
な
大
木
で

す
。
弟
子
達
は
み
な
喜
び
胸
躍
ら
せ
、
大
木
の
周
り

に
集
ま
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
棟
梁
は
、
そ
の
大
木

に
は
目
も
く
れ
ず
、
ス
タ
ス
タ
と
山
奥
へ
行
っ
て
し

ま
い
ま
す
。
慌
て
て
弟
子
達
が
「
お
師
匠
様
、
こ
ん

な
素
晴
ら
し
い
大
木
は
見
た
事
も
あ
り
ま
せ
ん
、
な

ぜ
先
生
は
見
向
き
も
な
さ
ら
な
い
の
で
す
か
？
」
と

聞
く
と
、「
あ
り
ゃ
散
木
、
無
用
の
大
木
だ
。
船
を

作
れ
ば
沈
み
、
棺か
ん

桶お
け

に
す
れ
ば
す
ぐ
腐
る
、
道
具
に

も
出
来
な
い
し
、
門
や
戸
に
す
れ
ば
脂
が
出
て
、
柱

に
す
れ
ば
す
ぐ
虫
が
つ
く
。
全
く
何
の
使
い
道
も
な

い
無
用
の
大
木
だ
か
ら
、
こ
ん
な
に
長
生
き
出
来
た

の
だ
。
人
の
役
に
立
つ
木
な
ら
も
う
と
っ
く
の
昔
に

切
ら
れ
て
い
た
よ
。」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、

だ
か
ら
こ
そ
山
の
動
植
物
の
生
態
系
、
大
自
然
を
護

る
樹
齢
千
年
を
遥
か
に
超
え
る
程
の
神
木
と
な
れ
た

の
だ
…
。』
と
い
う
話
し
で
す
。
そ
こ
で
師
匠
が
私

に
「
よ
い
か
、
出
家
し
て
最
初
か
ら
気
の
利
い
た
様

な
事
を
し
よ
う
と
し
て
、
人
様
の

目
先
の
欲
を
満
た
し
て
喜
ぶ
様
な

小
賢
し
い
事
は
す
る
な
。
ま
ず
最

低
五
年
や
十
年
は
、
只
、
黙
っ
て

只ひ
た
す
ら管
に
坐
禅
す
る
こ
と
だ
。
真
理

の
法
を
体
得
せ
ず
し
て
、
人
（
自

他
）
の
命
を
生
か
し
輝
か
せ
る
事

は
出
来
な
い
ぞ
」
と
仰
い
ま
し
た
。

　
こ
の
時
、
最
初
に
真
正
面
か
ら

ガ
ツ
ン
と
「
だ
か
ら
散
木
に
な
っ

て
眞
を
承
る
ま
で
黙
っ
て
坐
れ
」

と
御
示
し
頂
き
、
本
当
に
そ
の
通

り
だ
と
心
服
で
き
た
の
で
、
も
う

こ
こ
で
一
生
修
行
さ
せ
て
頂
こ
う
。

そ
し
て
「
何
処
か
へ
行
か
せ
て
欲

し
い
」
だ
の
、「
実
家
へ
帰
ら
せ
て
欲
し
い
」
等
と
は

一
切
お
願
い
し
な
い
で
、
佛ぶ

つ

縁え
ん

に
全
て
御
任
せ
し
て

坐
禅
修
行
に
専
念
さ
せ
て
頂
こ
う
と
誓
い
ま
し
た
。

外
出
願
い
は
結
局
一
度
も
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か

し
、
宝
慶
寺
以
外
で
も
静
岡
の
旭
ぎ
ょ
く

傳で
ん

院い
ん

、
島
根
の
観

音
寺
、
東
京
の
青
松
寺
、
ア
メ
リ
カ
のShao Shan 

Tem
ple

、
そ
し
て
大
本
山
永
平
寺
等
に
御
法
縁
を

頂
き
、
老
師
、
法
友
方
に
御
指
導
頂
き
ま
し
た
。
ま

た
八
年
目
の
あ
る
時
、
呼
ば
れ
て
師
匠
の
お
部
屋
に

伺
う
と
「
山
寺
の
修
行
だ
け
で
は
学
べ
な
い
事
も
あ

る
、
そ
れ
に
、
人
様
に
法
を
お
伝
え
す
る
時
に
は
、

知
識
が
必
ず
役
に
立
つ
、
来
年
か
ら
大
学
へ
行
っ
て

仏
教
学
を
勉
強
し
て
来

い
」
と
、
突
然
、
駒
澤

大
学
を
師
匠
の
一
言
で

受
験
し
、
平
成
十
九
年

か
ら
四
年
間
、
大
学
で

仏
教
を
学
ば
せ
て
頂
き

ま
し
た
。
ま
た
こ
の
間
、

本も
と

山や
ま

博ひ
ろ
し

先
生
に
親
し

く
チ
ャ
ク
ラ
の
意
義
や

呼
吸
法
、
瞑
想
を
直
接

御
指
導
頂
く
勝
し
ょ
う

縁え
ん

も
賜

り
ま
し
た
。
只
只
、
佛

縁
に
随
し
た
が

っ
た
事
で
、
計

ら
ず
と
も
躍
動
あ
る
因

縁
の
働
き
の
中
に
生
か

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。

龍
雲
寺・

野
原
眞
承
師
に
聞
く

聞
き
手 

藤
木
隆
宣

お
参
り
さ
れ
た
人
達
が
、

自
然
に
安
心
で
き
る
お
寺
へ

人様の目先の欲を満たして喜ぶ様な
小賢しい事はするな
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法堂天井にある狩野法眼惟信の筆による
「八方睨みの一疋大龍」

左からスリランカ、台湾、日本、ポーランドの僧侶、国や宗教宗派を超
えて世界平和を共に祈る

矛
盾
、
執
着
を
解
決
せ
ず
し
て
「
真
の
安
心
」
は
な
い
。

こ
れ
が
今
の
実
感
で
す
。
故
に
、
ど
う
し
て
も
坐
禅

せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
。

仮
に
い
く
ら
不
平
等
だ
と
か
理
不
尽
だ
と
「
私
が
」

感
じ
る
御
縁
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
「
瞬
間
」
を
、
宇

宙
の
中
心
で
あ
り
宇
宙
そ
の
も
の
だ
と
捉
え
る
深
い

視
点
で
、
賢
者
が
観
察
さ
れ
た
な
ら
、
き
っ
と
「
道ど
う

本も
と

圓え
ん

通づ
う（

万
事
は
本も
と

々も
と

圓え
ん

満ま
ん

な
る
道
の
働
き
の
現
れ
）
に
て
、

特
に
異
常
な
し
」
と
答
え
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん

（
笑
）。
今
こ
う
し
て
無
事
に
会
話
す
る
「
瞬
間
」
が

成
り
立
つ
様
に
、
何
か
の
大
事
件
が
生
じ
た
そ
の

「
瞬
間
」
も
、
も
っ
と
深
い
意
識
で
観
察
す
る
事
が

出
来
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
皆
等
価
で
し
か
な
く
、
極
論

で
す
が
そ
れ
が
私
の
死
の
「
瞬
間
」
で
あ
っ
て
も

「
異
常
な
し
」
と
、
私
達
は
誰
も
が
皆
等
し
く
目
覚

め
る
事
が
出
来
得
る
と
、
坐
る
事
で
感
じ
る
様
に
な

っ
て
き
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
左
右
す
る
の

が
執
着
だ
と
気
付
い
た
わ
け
で
す
。

　
こ
れ
は
戦
争
、
災
害
や
差
別
が
そ
の
ま
ま
で
良
い

等
と
言
っ
て
い
る
訳
で
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

れ
ら
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
働
き
、
法
則
や
力
に
ま

ず
心
を
向
け
、
理
解
せ
ず
し
て
一
体
ど
う
や
っ
て
そ

の
影
響
下
に
あ
る
人
（
自
他
）
の
心
に
働
き
か
け
、
こ

の
世
界
の
現
実
に
か
か
わ
り
、
真
に
苦
楽
生
死
を
明

ら
め
る
の
か
を
最
初
に
問
う
必
要
が
あ
る
と
思
う
の

で
す
。
そ
れ
を
自
覚
す
る
と
、
自
然
に
祈
ら
ず
に
は

お
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
こ
の
身
心
も
ま
た
、
そ
れ
ら

の
ほ
ん
の
一
部
の
働
き
で
し
か
な
い
か
ら
で
す
。
そ

し
て
、
御
縁
の
中
で
最
善
を
尽
く
し
て
い
く
。
そ
ん

な
人
達
は
如
何
な
る
状
況
下
に
あ
っ
て
も
全
体
を
支

え
る
働
き
に
自
分
の
心
身
を
調
和
さ
せ
よ
う
と
自
然

に
努
力
し
ま
す
。
こ
の
大
い
な
る
宇
宙
を
運
行
す
る

働
き
と
一
体
と
な
っ
て
働
け
る
事
こ
そ
智ち

慧え

の
発
現

で
あ
り
、
而し
か

も
執
着
を
離
れ
た
言
動
と
な
る
と
感
じ

る
為
で
す
。
執
着
を
離
れ
る
と
は
決
し
て
白
け
た
消

極
性
の
中
で
生
き
て
い
く
の
で
は
な
く
、
積
極
的
実

践
の
中
で
こ
そ
実
現
さ
れ
、
そ
の
実
践
行
の
根
本
が

祈
り
や
坐
禅
だ
と
感
じ
る
の
で
す
。

　
釈
尊
は
「
ま
ず
己
の
執
着
を
去
れ
」
と
説
か
れ
ま

し
た
。
他
者
の
幸
せ
や
世
界
平
和
を
祈
る
事
は
、
執

着
を
離
れ
る
力
、
光
明
と
な
っ
て
自
他
を
照
ら
し
支

え
ま
す
。
宗
教
宗
派
、
国
や
人
種
、
老
若
男
女
を
問

わ
ず
、
機
会
有
る
毎
に
お
祈
り
を
お
薦
め
し
、
一
緒

に
祈
ら
せ
て
頂
く
事
は
、
自
分
の
天
命
で
あ
る
と
感

じ
て
い
ま
す
。

さ
れ
る
不
思
議
を
実
感
し
ま
し
た
。

　
師
匠
は
本
当
に
情
熱
を
以
て
い

つ
も
真
剣
に
御
指
導
下
さ
い
ま
し

た
。
特
に
私
に
対
し
て
は
格
別
親

切
で
…
（
笑
）　
坐
る
場
所
も
師

匠
の
す
ぐ
目
の
前
に
坐
る
よ
う
い

つ
も
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
も
し
坐

禅
中
寝
て
い
る
様
な
こ
と
が
あ
っ

た
ら
、
山
の
猪
や
熊
達
も
逃
げ
て

い
き
そ
う
な
気
迫
で
「
お
い
貴
様

っ
！
　
日
頃
偉
そ
う
な
こ
と
を
言

っ
て
何
だ
そ
の
ザ
マ
は
〜
っ
、
佛ぶ
っ

祖そ

方
に
失
礼
だ
、
恥
を
知
れ
、
し

っ
か
り
坐
れ
〜
っ
！
」
と
本
気
で

叱
り
一
緒
に
坐
っ
て
下
さ
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
真

剣
な
慈
悲
心
で
育
て
頂
い
た
事
に
心
か
ら
感
謝
し
て

い
ま
す
。

自
己
へ
の
執し

ゅ
う

着ち
ゃ
く

を
離
れ
る
た
め
に

藤
木
　
そ
う
し
ま
す
と
、
支
援
活
動
で
カ
ン
ボ
ジ
ア

に
お
出
掛
け
に
な
り
、
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
に
触
れ
て

一
年
半
イ
ス
ラ
エ
ル
で
お
過
ご
し
に
な
っ
た
後
に
、

今
、
禅
宗
の
僧
侶
に
な
ら
れ
た
と
い
う
事
に
つ
い
て

は
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
納
得
な
さ
っ
て
お
ら
れ
ま
す

か
。

野
原
　
神
仏
の
御
加
護
、
恩
師
、
法
友
全
て
の
御
縁

に
御
導
き
頂
い
た
今
に
、

只
只
、
感
謝
で
す
。
そ

の
時
そ
の
時
一
生
懸
命

に
道
を
求
め
た
結
果
で
、

他
に
は
何
も
ご
ざ
い
ま

せ
ん
。
今
ま
で
、
自
分

自
身
が
義ぎ

憤ふ
ん

の
つ
も
り

で
「
こ
れ
は
不
平
等
だ
、

理
不
尽
だ
」
と
そ
の
時

の
状
況
を
一
生
懸
命
改

善
し
よ
う
と
し
て
き
ま

し
た
が
、
自
分
の
内
面

に
あ
る
不
平
等
さ
や
偏

見
が
未
解
決
な
ま
ま
だ

と
、
結
局
、
自
分
や
他
人
に
対
し
て
ど
う
し
て
も
排

他
的
感
情
を
向
け
て
解
決
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ

れ
で
も
、
本
当
に
他
者
の
為
、
平
和
の
為
に
未
熟
な

り
に
一
生
懸
命
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
多
く
の
御
縁
を
頂

き
支
え
て
頂
け
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
執
着
の
深
さ

に
気
付
か
ぬ
ま
ま
感
情
的
善
悪
観
念
で
、
い
く
ら
外

の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
し
て
も
、
執
着
の
残
る
分

だ
け
歪い
び
つ
な
平
等
や
綺
麗
事
、
気
休
め
の
安
心
に
言
動

が
終
始
す
る
と
い
う
矛
盾
、
こ
れ
は
現
在
進
行
形
で

す
が
、
こ
の
矛
盾
の
壁
に
ぶ
ち
当
た
る
の
も
貴
重
な

学
び
で
す
。
本
気
で
な
い
と
「
い
や
〜
、
こ
れ
が
あ

り
の
ま
ま
で
…
（
笑
）」
と
、
巧
妙
に
誤
魔
化
し
て
己

に
内
在
す
る
矛
盾
を
観
る
事
か
ら
逃
げ
ま
す
。
こ
の

　矛盾、執着を解決せずして
「真の安心」はない
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スリランカ仏教寺院で長年修行されたスニータ長老比丘との修行問答

青松寺より晋山を祝し掛け軸が贈られる「転
法輪」北野 元峰禅師書

の
身
体
や
言
葉
や
思
考
で
は
な
い
」
と
直
観
し
、
謙

虚
な
無
力
感
か
ら
縁
（
形
）
を
介
し
乍な
が

ら
、
よ
り
深

い
内
奥
の
形
無
き
本
質
（
真
理
）
を
求
め
続
け
ま
す
。

次
第
に
黙も
く

し
、
言
葉
の
奥
の
思
考
「
何
か
思
う
」
等

の
思
考
以
前
に
、
そ
も
そ
も
そ
の
思
考
の
発
生
源
と

な
り
只
、
一
切
を
調
和
し
運
行
し
続
け
る
陰
陽
の
働

き
を
観
る
。
そ
し
て
そ
の
働
き
を
只
、
観
続
け
る
働

き
無
き
場
所
「
源
」
に
帰
す
る
そ
れ
が
「
只し

管か
ん

打た

坐ざ

」

と
今
は
観
じ
て
精
進
し
て
お
り
ま
す
。
行
や
安
心
の

深し
ん

浅せ
ん

は
自
ず
と
人
格
に
露
呈
し
ま
す
。「
生
き
る
程
、

楽
に
な
る
道
」
な
れ
ば
こ
そ
佛
道
。
安
楽
の
法
門
と

言
え
ま
す
。
宝
慶
寺
開
山
堂
の
玉
座
に
は
右
に
太
陽
、

左
に
月
が
示
さ
れ
、
そ
の
中
央
に
寂
じ
ゃ
く

圓え
ん

禅
師
が
鎮
座

さ
れ
て
い
ま
す
。

世
界
平
和
を
祈
り 

「
至し

聖せ
い

な
る
静
寂
」の
実
践
に
徹
す
る

藤
木
　
有
難
う
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
お
寺
が

社
会
に
貢
献
で
き
る
事
と
し
て
、
ど
う
い
う
事
が
あ

る
と
思
わ
れ
ま
す
か
。

野
原
　
あ
ま
り
形
に
拘
ら
ず
御
縁
に
随
い
た
い
と
思

い
ま
す
。
こ
こ
龍
雲
寺
に
は
「
平
和
の
鐘
」
が
あ
り

ま
す
。
も
と
は
浜
田
市
港
町
に
あ
っ
た
の
で
す
が
、

昭
和
二
十
七
年
に
戦
没
者
の
慰
霊
と
世
界
平
和
を
祈

念
し
、
当
時
の
浄
土
真
宗
の
御ご

門も
ん

主し
ゅ

様
と
宗
し
ゅ
う

門も
ん

管か
ん

長ち
ょ
う

猊げ
い

下か

の
御
二
方
が
「
南な

無む

阿あ

弥み

陀だ

佛ぶ
つ

」「
南な

無む

釋し
ゃ

迦か

牟む

尼に

佛ぶ
つ

」「
南な

無む

観か
ん

世ぜ

音お
ん

菩ぼ

薩さ
つ

」
と
御ご

染せ
ん

筆ぴ
つ

頂
き
、

大
法
要
を
修
し
て
宗
派
を
超
え
て
建
立
さ
れ
た
貴
重

な
鐘
で
す
。
し
か
し
近
年
、
関
係
者
の
高
齢
化
に
加

え
、
何
も
な
い
山
の
上
と
い
う
事
情
も
あ
り
管
理
が

行
き
届
か
ず
、
気
楽
に
お
参
り
す
る
事
が
難
し
く
な

り
ま
し
た
。

　
そ
こ
で
、
誰
も
が
い
つ
で
も
お
参
り
出
来
る
場
所

へ
移
せ
な
い
も
の
か
と
、
私
を
龍
雲
寺
へ
御
導
き
頂

き
常
に
御
支
え
下
さ
る
恩
師
、
観
音
寺
花は
な
よ
し吉 

道ど
う
き
ゅ
う

久

老
師
を
通
し
て
遺
族
代
表
の
方
の
願
い
を
伺
い
、
移

坐
禅「
安
楽
の
法
門
」─
─ 

「
生
き
る
程
、
楽
に
な
る
道
」 

そ
れ
こ
そ
が
正し

ょ
う

傳で
ん

の
佛
道

藤
木
　
な
る
ほ
ど
。
野
原
さ
ん
は
先
頃
こ
こ
龍
雲
寺

で
晋し
ん

山ざ
ん

結け
っ

制せ
い

さ
れ
た
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
か
ら
世
の

中
に
ど
う
い
う
こ
と
を
伝
え
て
い
き
た
い
と
お
考
え

で
し
ょ
う
か
。

野
原
　
佛ほ
と
け

が
「
一
切
は
苦
で
あ
る
」
と
説
か
れ
た
れ

ば
こ
そ
「
生
き
る
程
楽
に
な
る
佛
の
道
」
を
説
く
意

義
が
あ
る
。
そ
れ
を
祈
り
と
坐
禅
の
実
践
を
通
し
て

お
伝
え
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

道
元
禅
師
様
は
『
学が
く

道ど
う

用よ
う

心じ
ん

集し
ゅ
う』
の
中
で
、『
私
達
の

操そ
う

行ぎ
ょ
うの
心
、
つ
ま
り
思
考
や
言
動
す
る
心
の
働
き
と
、

大
宇
宙
を
運
行
す
る
根
源
の
働
き
「
道
」
と
が
符
合

し
な
い
と
、
ど
ん
な
人
で
も
苦
し
み
、
不
安
が
生
じ

て
安
心
で
き
な
い
も
の
だ
』
と
仰
い
ま
す
。
そ
れ
が

合
致
し
な
い
限
り
、
い
く
ら
経
済
的
に
裕
福
で
立
派

そ
う
に
見
え
て
世
間
で
評
価
さ
れ
た
人
で
も
、
た
と

え
有
名
な
宗
教
家
で
も
、
迷
い
や
苦
し
み
が
続
く
の

だ
と
。
そ
し
て
、
操
行
の
心
と
「
道
」
と
が
合
致
し

な
い
の
は
「
我が

見け
ん

や
名
み
ょ
う

利り

等
の
執
着
が
故ゆ
え

也な
り

」
と
仰

る
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
素
直
に
「
そ
う
か
」
と
気
付

け
た
時
、
誰
も
が
平
等
に
救
い
の
「
道
」
の
中
で

「
元
々
生
か
さ
れ
て
い
た
」
と
自
覚
で
き
る
と
思
う

の
で
す
。

　
そ
し
て
、
謙
虚
に
そ
れ
を
直
観
で
き
る
人
は
、
あ

る
時
、
実
は
全
く
同
じ
根
源
な
る
「
道
」
の
働
き
に

依
っ
て
、
地
獄
の
苦
し
み
や
天
界
の
喜
び
を
自
ら
の

心
が
作
り
感
じ
て
い
た
、
と
「
ハ
ッ
」
と
気
づ
か
さ

れ
ま
す
。
そ
の
瞬
間
、
生
ま
れ
変
わ
れ
る
。
生
き
方

が
必
然
的
に
変
わ
る
の
で
す
。
言
葉
や
思
考
、
身
体

に
使
わ
れ
る
在
り
方
を
離
れ
る
可
能
性
に
気
付
き
ま

す
。
た
だ
気
付
け
て
も
、
既
に
悪
習
と
化
し
た
癖
が

変
わ
る
訳
で
は
な
い
為
、
実
践
が
不
可
欠
で
す
。
こ

れ
は
観
念
で
は
な
く
、
祈
り
や
坐
禅
等
で
自
己
の
感

情
想
念
の
働
き
を
離
れ
て
観
る
実
践
の
中
で
、
当
人

が
体
得
す
る
他
に
術す
べ

は
な
い
か
ら
で
す
。

し
か
し
、
お
互
い
の
境
遇
が
違
っ
て
も
、
縁
に
依
っ

て
伝
わ
り
共
感
で
き
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、

同
じ
働
き
に
生
か
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
い
ず
れ

に
せ
よ
、
こ
の
世
の
形
の
世
界
で
全
体
の
為
に
「
少

し
で
も
お
役
に
立
て
ま
す
よ
う
に
」
と
謙
虚
に
自
己

の
思
考
や
言
動
を
働
か
せ
た
い
と
祈
り
、
一
生
懸
命

に
努
力
す
る
人
は
、
自
然
と
自
己
の
枠
の
限
界
を
自

覚
し
て
、
何
と
な
く
「
真
実
の
自
己
の
本
体
は
、
こ

その瞬間、生まれ変われる
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が
様
迦
釈
お

霊
鷲
山ん
せ

説
で

な
名
有
う
い
と
た
れ
か『

法
華け

経

六
十
第
の
中
の』

「
寿
量
品ん
ほ

句
四
の
尾
末
の」

の
偈げ

毎い
ま

自じ

作さ

是ぜ

念ん
ね

　

以い

何が

令
衆
生

得く
と

入
無む

上
道う

ど

　

速く
そ

成
就
仏
身ん

し

り
よ」
六
十
第
品
量
寿
来
如
経
華
蓮
法
妙
「

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

榮
秀
橋
高

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。

10

島根県浜田市にある海藏山 龍雲寺の御本尊 釈迦牟尼佛

写真：キリタスタジオ

立
建
設

て
せ
さ

頂

た
し
ま
き

た
ま

の

」
鐘

と
共
に

国
の

語
言

で

和
平
界
世

を
祈
る

和
平
「

の

」
塔

も

立
建

し

は
で

外
内
国

の
多

の
く

々
方

が

を
祈

鐘
を
鳴
り
響
か

て
せ

下

す
ま
い
さ

に

難
有

す
で
と
こ
い

　

だ
た

ら
く
い

滔う
と

々う
と

と

派
立

な

葉
言

を
並

み
て
べ

も
て

が
い

伴

ば
れ
け
な
わ

念
観

に
過

ん
せ
ま
ぎ

は
れ
こ

戒
自

を
込

て
め

「

の
た
ん
あ

動
言

が

致
一

し

て

生
人

を
以
て

証
実

が
の
る
す

の

献
貢
会
社

す
で

」
と
鏡
を
見
て
言

と
い
な
わ

）
笑
（

で
り

も

道
佛

を
真
に

践
実

し
深

ば
ら
な
る
め

な

献
貢
会
社

の
て
し
と

働

を
き

必
ず

現
実

る
け
い
て
し

と
信

す
ま
い
て
じ

の
こ

先
も

と

和
平
界
世

を
祈
り

の

践
実

を
通

て
し

を
深

さ
め

て
せ

頂

す
ま
き

た
し
ま
い
ざ
ご
う

 

掌
合

り
便
お
の
ら
か
者
読

ト
ン
ゼ
レ
プ
者
読

青森県/佐藤志美様 宮城都/吉田進二様
千葉県/畑中三千子様 東京都/本橋育子様
静岡県/辻豊夫様

曹洞禅グラフ136号のネルケ無方師様の
インタビューの中で仏教の教えの指導と
家庭生活をうまく両立させている話は興
味深かったです。また未だに求道者の一
人として人々と一緒に悩んで過ごしてい
る様子が私自身と同じく悩んでいるんだ
なと思い身近に感じました。インタビュ
ーの日本語は本人の日本語でしょうか。
私の知るドイツ語の先生も日本語がお上
手でしかも上品な日本語を話される方が
いますが、非常に語学も達者な方だと思
い感服致しました。

曹洞禅グラフ138秋号プレゼント『人の話を「聴
く」技術』は次の方が当選されました。

大阪府 藤木隆義 様

『龍雲寺本堂天井の八方睨みの一疋大龍
を石州和紙に転写した色紙（額付き）』を
5名の方にプレゼントいたします。仏教
企画（P.11送り先）まで、お名前・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。

平成29年5月末必着
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庭前柏樹子

麻三斤

曹
洞
宗
中ち
ゅ
う

興こ
う

の
祖
と
い
わ
れ
る
月げ
っ

舟し
ゅ
う

宗そ
う

胡こ
（
一

六
一
八
～
一
六
九
六
）
の
書
は
全
国
到
る
処
で
見
か
け

ま
す
。
江
戸
時
代
の
は
じ
め
、
加
賀
（
石
川
県
）
大
乗

寺
に
住
し
、
多
く
の
書
を
残
し
、
そ
れ
が
全
国
各
地

に
伝
え
ら
れ
、
古
今
を
通
じ
て
宗
門
僧
の
書
で
は
一

番
多
い
と
思
い
ま
す
。

堂
々
と
し
て
、
豪
快
な
書
き
っ
ぷ
り
は
一
見
し
て

す
ぐ
わ
か
り
ま
す
。
そ
の
迫
力
、
し
か
も
潤
い
が
あ

り
、
筆
使
い
の
生
気
、
躍
動
感
は
誰
も
が
感
じ
る
所

で
す
。

今
回
は
数
多
く
の
月
舟
書
か
ら
、
禅
の
語
録
に
出

て
く
る
言
葉
を
と
り
あ
げ
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
「
禅
問

答
」
で
、
師
匠
と
弟
子
と
の
ギ
リ
ギ
リ
の
問
答
の
言

葉
で
す
。
普
通
の
感
覚
で
は
理
解
で
き
な
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

最
初
の
も
の
は
「
庭て
い

前ぜ
ん
の

柏は
く

樹じ
ゅ

子し

」
と
よ
み
ま
す
。

趙じ
ょ
う

州し
ゅ
う

従じ
ゅ
う

諗し
ん

と
一
人
の
僧
と
の
問
答
で
、
僧
が

「
い
か
な
る
か
祖そ

師し

西せ
い

来ら
い

意の
い

」（
達
磨
大
師
が
印
度
か
ら

中
国
へ
こ
ら
れ
た
真
意
は
何
で
す
か
）
と
き
く
と
、
趙
州

は
「
庭
前
柏
樹
子
」（
庭
先
の
柏か
し
わの
樹
だ
）
と
答
え
ま
し

た
。
普
通
の
考
え
方
で
は
全
く
意
味
が
通
じ
ま
せ
ん
。

「
祖
師
西
来
意
」
と
仏
教
の
真
意
、
意
義
、
真
実
と

は
何
か
を
問
う
た
の
に
対
し
、
趙
州
の
答
え
は
庭
先

に
あ
る
柏
の
木
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
、
人
間
の
命
は

柏
の
木
の
よ
う
に
余
念
な
く
生
き
て
い
る
、
働
い
て

い
る
、
そ
れ
を
教
え
る
た
め
に
印
度
か
ら
中
国
へ
き

た
の
だ
と
。
理
窟
を
離
れ
た
、
活
き
活
き
し
た
問
答

で
す
。「
無む

門も
ん

関か
ん

」
と
い
う
書
物
に
あ
り
ま
す
。

次
は
「
麻ま

三さ
ん

斤ぎ
ん

」
で
す
。
や
は
り
「
無
門
関
」「
碧へ
き

巌が
ん

録ろ
く

」
に
出
て
い
ま
す
。
洞と
う

山ざ
ん

守し
ゅ

初し
ょ

と
僧
と
の
問
答

で
、「
い
か
な
る
か
こ
れ
仏
」
と
僧
が
質
問
し
た
の

に
対
し
、
洞
山
は
「
麻
三
斤
」
と
答
え
ま
し
た
。
目

の
前
に
あ
っ
た
身
近
な
麻
を
と
り
あ
げ
、「
こ
の
麻

の
重
さ
は
三
斤
だ
よ
」
ズ
バ
リ
即
答
し
ま
し
た
。
一

斤
は
約
六
〇
〇
グ
ラ
ム
で
す
。
仏
様
は
遠
い
処
に
い

な
い
。
目
の
前
に
い
る
と
。

以
上
、
月
舟
の
書
か
ら
「
禅
問
答
の
こ
と
ば
」
を

選
ん
で
み
ま
し
た
。
共
に
正
泉
寺
蔵
で
す
。

よしおか・はくどう
1942年9月27日、静岡県生まれ、
駒澤大学仏教学部卒、永平寺僧堂
研究科修了。現在静岡県藤枝市文
化財保護審議会会長、禅文化・洞
上墨蹟研究会会長、正泉寺東堂。

宗
門
人
の
書

吉
岡
博
道

月
舟
宗
胡
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1

こ
れ
か
ら
数
回
に
わ
た
り
、
坐
禅
か
ら
学
ぶ

「
行
住
坐
臥
」
の
レ
ッ
ス
ン
を
、
で
き
る
だ
け
簡

単
に
、
気
軽
に
、
生
活
の
ち
ょ
っ
と
し
た
時
間
で

も
で
き
る
方
法
と
し
て
お
伝
え
い
た
し
ま
す
。
身

に
つ
け
て
い
く
に
つ
れ
、
人
生
の
日
々
を
安
ら
か

に
過
ご
す
時
間
が
増
え
る
と
と
も
に
、
心
と
身
体

の
健
康
を
築
く
力
に
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

ま
ず
今
回
は
「
気
軽
に
楽
し
む
イ
ス
坐
禅
」
を

お
伝
え
し
ま
す
。
本
来
坐
禅
は
安
楽
の
法
門
で
す
。

安
楽
と
は
「
苦
し
み
や
悩
み
が
な
く
、
身
心
と
も

に
心
地
よ
く
く
つ
ろ
い
で
い
る
理
想
の
安
ら
か

さ
」
す
な
わ
ち
仏
の
境
地
で
す
。
そ
し
て
坐
禅
を

行
じ
る
こ
と
は
、
安
楽
の
世
界
に
行
く
為
に
頑
張

る
の
で
は
な
く
、
坐
禅
を
行
じ
る
こ
と
自
体
が
安

楽
な
の
で
す
。
特
に
日
々
の
生
活
で
行
う
場
合
、

楽
し
く
な
い
と
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
臨
む
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
し
長
続
き
し
ま
せ
ん
。
こ
の
イ
ス
坐
禅

を
通
し
、
坐
禅
の
安
ら
か
な
心
地
に
気
づ
き
、
深

く
味
わ
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
願
い
ま
す
。

ふじい  りゅうえい

曹洞宗 愛知県豊橋市 一月院 副住
職。整体師。「身心堂」主宰。北
海道大学水産学部漁業学科卒業。
同大学院中退。現在横浜市 徳雄
山 建功寺勤務の傍ら「安楽の法
門」となる禅の身心を伝える活動
を展開。著書「身体と心をととの
える禅の作法」（秀和システム）

イスに座ります。脚を肩
幅より少し広く開き、

足裏全体をしっかりと床に着
けます。イスの奥側にクッシ
ョン入れお尻後部を少し高く
すると坐禅姿勢が楽にできま
す。上体の力を抜き、腰から
下が安定するよう座面を微調
整します。顔は正面を向き、
視線を下方 45 度程度に落と
し、頭頂から尾てい骨の線が
床より垂直になるよう姿勢を
調えます。

両手のひらを上に向けた
状態で下腹部の辺りに

持っていき、右手のひらの指
の上に左手の指を重ねるよう
に載せ、親指の先を軽く触れ
合わせます。次に腰の辺りを
起点にして、上体を左右に揺
すります。振り子のように自
然に小さくしていき最終的に
静止し坐相を調えます。

ゆっくりと息を吐いてい
き、深く吐いたら自然

に吸います。この呼吸を数度
行います。その後は鼻からの
呼吸にまかせ、坐禅を進めま
す。坐禅中は自然に湧き出し
た想いや考えを押さえず認め
流し続けます。終わるときは
坐禅姿勢の合掌を合図とし、
坐禅の意識を維持してゆっく
りと日常の身体感覚に戻して
下さい。

イ
ス
に
座
る

123 調
身 

調
息
、
調
心 

日
々
を

安
ら

か

に

過
ご

す
藤
井
隆
英

坐
禅
か
ら
学
ぶ「
行ぎ

ょ
う

住じ
ゅ
う

坐ざ

臥が

」の
レ
ッ
ス
ン
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仏ぶ
つ

遺ゆ
い

教
き
ょ
う

経
ぎ
ょ
う

（
仏ぶ

つ

垂し

般は
つ

涅ね

槃は
ん

略
り
ゃ
く

説せ
っ

教
き
ょ
う

誡か
い

経き
ょ
う） 

—

姚よ
う

秦し
ん

三さ
ん

蔵ぞ
う

法ほ
う

師し  

鳩く

摩ま

羅ら

什
じ
ゅ
う 

訳や
く

原
文
訓
読

汝な
ん

等だ
ち

比び
く

丘
、
昼
は
則す

な
わ

ち
勤ご

ん

心し
ん

に
善ぜ

ん

法ぽ
う

を
修
習
し
て
時

を
失
せ
し
む
る
こ
と
無
か
れ
、
初
夜
に
も
後ご

夜や

に
も
、

亦ま

た
廃
す
る
こ
と
有
る
こ
と
勿な

か

れ
、
中

ち
ゅ
う

夜や

に
誦じ

ゅ

経き
ょ
うし

て

以も
っ

て
自
ら
消
息
せ
よ
、
睡
眠
の
因
縁
を
以
て
一
生
空む

な

し

く
過
ご
し
て
所し

ょ

得と
く

無
か
ら
し
む
る
こ
と
な
か
れ
、
当ま

さ

に

無む

常じ
ょ
うの

火
の
諸

も
ろ
も
ろの

世
間
を
焼
く
こ
と
を
念
じ
て
、
早
く

自じ

度ど

を
求
む
べ
し
、
睡
眠
す
る
こ
と
勿
れ
。

訳修
行
者
た
ち
よ
、
昼
間
は
心
を
は
げ
ま
し
て
、
善
法
（
戒か
い

学が
く

・
定
じ
ょ
う

学が
く

・
慧え

学が
く

の
三
学
と
布ふ

施せ

・
持じ

戒か
い

・
忍に
ん

辱に
く

・
精
し
ょ
う

進じ
ん

・
禅ぜ
ん

定じ
ょ
う・

智ち

慧え

の
六
度
）
を

修
行
し
続
け
、
無
駄
に
時
を
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
。
宵
の

口
（
六
時
頃
か
ら
十
時
頃
）
で
も
夜
明
け
前
（
午
前
二
時
頃
か
ら
六
時
頃
）

で
も
修
行
を
や
め
て
は
な
ら
な
い
。
夜
の
間
（
十
時
か
ら
午
前
二

時
頃
ま
で
）
も
経
文
を
唱
え
て
自
分
の
生
活
を
考
え
な
さ
い
。

睡
眠
の
た
め
に
一
生
を
空
し
く
す
ご
し
て
何
も
得
る
こ
と
の

な
い
よ
う
に
し
て
は
な
ら
な
い
。
ま
ち
が
い
な
く
無
常
の
火

が
こ
の
世
の
す
べ
て
を
焼
く
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
、
早
く

自
ら
の
さ
と
り
を
求
め
な
さ
い
。
惰だ

眠み
ん

を
む
さ
ぼ
っ
て
は
な

ら
な
い
。

原
文
訓
読

諸
の
煩ぼ
ん

悩の
う

の
賊ぞ
く

、
常
に
伺
っ
て
人
を
殺
す
こ
と
、
怨お
ん

家け

よ
り
も
甚
は
な
は
だし
、
安い
ず
くん
ぞ
睡
眠
し
て
自
ら
驚
き
ょ
う

寤ご

せ
ざ
る

べ
け
ん
や
、
煩
悩
の
毒
蛇
、
睡ね
む

っ
て
汝
が
心む
ね

に
在あ

り
。

譬た
と

え
ば
黒こ

く

蚖が
ん

の
汝
が
室し

つ

に
在
っ
て
睡
る
が
如
し
、
当ま

さ

に

持じ

戒か
い

の
鉤か
ぎ

を
以
て
早
く
こ
れ
を
屏
び
ょ
う

除じ
ょ

す
べ
し
、
睡す
い

蛇じ
ゃ

既す
で

に
出
で
な
ば
、
乃す
な
わち
安あ
ん

睡み
ん

す
べ
し
、
出
で
ざ
る
に
而し
か

も

眠
る
は
、
是
れ
無む

慚ざ
ん

の
人
な
り
、

訳諸
々
の
煩
悩
の
賊
は
、
常
に
人
間
を
ダ
メ
に
し
よ
う
と
隙

を
伺
っ
て
い
る
、
こ
れ
は
外
部
の
人
が
怨
ん
だ
り
し
て
ダ
メ

に
し
よ
う
と
す
る
よ
り
も
、
も
っ
と
す
ご
い
恐
ろ
し
さ
で
あ

る
。
ど
う
し
て
眠
り
こ
け
て
自
分
自
身
を
眠
り
か
ら
目
を
覚

ま
さ
せ
な
い
で
い
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
煩
悩
と
い
う
毒
蛇
は
、

あ
な
た
の
心
に
眠
っ
て
い
る
の
だ
。
た
と
え
る
な
ら
ば
黒
い

マ
ム
シ
が
あ
な
た
の
部
屋
で
寝
て
い
る
よ
う
な
も
の
な
の
だ

か
ら
、
戒
と
い
う
鉤
を
使
っ
て
早
く
こ
れ
を
退
け
除
く
べ
き

で
あ
る
。
眠
り
を
貪
る
蛇
が
出
た
な
ら
ば
、
安
眠
し
な
さ
い
。

出
て
行
っ
て
い
な
い
の
に
眠
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
恥
を
知
ら

な
い
人
間
で
あ
る
。

原
文
訓
読

 

慚ざ
ん

恥ち

の
服
は
、
諸
の
荘

し
ょ
う

厳ご
ん

に
於お

い
て

最
も
第
一
と
す
。
慚ざ

ん

は
鉄て

っ

鉤こ
う

の
如
く
能

く
人
の
非ひ

法ほ
う

を
制
す
、
是
の
故ゆ

え

に
比び

丘く

、

常
に
当
に
慚
恥
す
べ
し
。
暫し

ば
ら

く
も
替す

つ

る

こ
と
を
得う

る
こ
と
無
か
れ
。
若
し
慚
恥

を
離
れ
ば
則
ち
諸
の
功く

徳ど
く

を
失
う
。
有う

愧ぎ

の
人
は
則
ち
善
法
有
り
、
若
し
無む

愧ぎ

の
者
は
、
諸
の
禽き

ん

獣じ
ゅ
うと

相
異
な
る
こ
と

無
し
。

訳恥
じ
る
と
い
う
身み

繕づ
く
ろい
は
、
諸
々
の
身
を
飾
る
物
の
中
で

最
高
の
も
の
で
あ
る
。
恥
じ
る
こ
と
は
、
鉄
製
の
鉤
の
よ
う
に
、

人
間
の
悪
い
行
い
を
制
御
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
な
の
だ
か

ら
、
修
行
者
た
ち
よ
、
常
に
ま
さ
し
く
恥
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。

少
し
の
間
で
さ
え
も
そ
の
思
い
を
す
て
て
は
な
ら
な
い
。
も

し
恥
の
思
い
を
忘
れ
た
な
ら
ば
、
諸
々
の
功
徳
を
失
う
だ
ろ

う
。
恥
の
気
持
ち
を
持
っ
て
い
る
人
は
、
善
法
が
あ
る
。
も

し
恥
を
知
る
気
持
ち
の
な
い
人
は
、
諸
々
の
動
物
と
異
な
る

と
こ
ろ
が
な
い
の
で
あ
る
。

解
説

惰
眠
を
貪
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
お
釈

迦
様
で
な
く
と
も
、
言
わ
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
私
た

ち
人
間
は
、
人
生
の
三
分
の
一
か
ら
四
分
の
一
位
は
多

く
の
人
が
眠
っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
七
十

歳
の
人
な
ら
ば
、
二
十
三
年
間
か
ら
十
五
年
間
は
眠
り

に
使
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
あ
ら
た
め

て
本
当
か
、
と
言
い
た
く
な
り
ま
す
ね
。

し
か
し
、
眠
り
も
大
事
な
生
活
の
一
要
素

で
す
が
、
こ
こ
で
は
、
特
に
修
行
中
の
惰

眠
の
角
度
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
の
で
、
問

題
を
明
確
に
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

生し
ょ
う
じ
じ
だ
い

死
事
大　

無む
じ
ょ
う
じ
ん
そ
く

常
迅
速

阿
那
律
（
ア
ヌ
ル
ッ
ダ
）
と
い
う
お
釈
迦

様
の
十
大
弟
子
の
お
一
人
で
、
天
眼
第
一

と
い
わ
れ
た
方
が
い
ま
し
た
。
祇
園
精
舎

で
の
お
釈
迦
様
の
説
法
中
に
居
眠
り
を
し

て
し
ま
い
、
お
釈
迦
様
に
叱
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
こ
と

を
恥
じ
て
、
不
眠
不
休
の
誓
い
を
お
立
て
に
な
っ
た
の

で
す
。
お
釈
迦
様
は
そ
の
様
子
を
見
ま
し
て
、
眠
っ
て

も
よ
い
の
だ
、
と
心
配
し
て
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
が
、

阿
那
律
は
心
か
ら
恥
じ
て
い
ま
し
た
の
で
、
誓
い
に
徹

し
た
の
で
す
。
そ
う
し
て
遂
に
失
明
し
て
し
ま
い
ま
し

た
。
で
も
、
阿
那
律
は
自
ら
を
厳
し
く
律
し
た
結
果
、

つ
い
に
天て
ん

眼げ
ん

通つ
う（

あ
ら
ゆ
る
物
を
見
通
す
能
力
）
を
得
る
こ

と
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
話
を
目
に
す
る
度
に
、
筆
者
は
、
恥
じ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
坐
禅
中
つ
い
寝
て
し
ま
っ
て
い
た
こ
と

が
よ
く
あ
り
ま
し
た
、
そ
れ
も
起
き
て
い
る
と
思
い
な

が
ら
寝
入
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の

で
す
。
本
師
に
暁
き
ょ
う

天て
ん

坐
禅
の
後
、

「
お
ま
え
さ
ん
は
よ
う
寝
と
っ
た

な
」
と
何
度
言
わ
れ
た
か
わ
か
り

ま
せ
ん
。

こ
の
頃
は
無
常
の
火
が
こ
の
身

まるやま・こうがい
昭和21年群馬県生。早稲田
大学卒業。駒澤大学大学院博
士課程満期退学。昭和57年
得度（浅田大泉老師）。同年立
職（浅田泰徳老師）。平成元年
嗣法（余語翠巖老師）。現在所
沢市吉祥院住職。曹洞宗総合
研究センター特別研究員。

仏
遺
教
経
解
説
4  

丸
山
劫
外

安泰寺の境内
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が
で
し
ょ
う
か
、
ど
の
賊
が
「
汝
が
室
」
に
巣
く
っ
て

い
る
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
ら
の
賊
が
巣
く
っ
て
い
る
の
に
、
う
か
う
か
と

惰
眠
を
貪
っ
て
い
て
は
、
悟
り
を
う
る
こ
と
な
ど
と
う

て
い
で
き
な
い
の
で
す
か
ら
、
善
法
を
一
心
に
修
行
し

続
け
な
さ
い
、
こ
れ
こ
そ
が
賊
を
追
い
出
す
「
持
戒
の

鉤
」
で
す
、
と
い
う
の
が
、
お
釈
迦
様
が
御
入
滅
に
際

し
て
、
仏
弟
子
に
お
諭
し
く
だ
さ
っ
た
お
言
葉
で
す
。

善
法
も
善
い
法
と
い
う
よ
う
な
訳
は
、「
な
ん
と
な

く
仏
教
」
で
楽
な
の
で
す
が
、
ど
う
も
そ
う
い
う
わ
け

に
い
か
な
い
よ
う
で
す
。
今
、

こ
こ
で
学
ば
な
け
れ
ば
、
煩

悩
に
振
り
回
さ
れ
た
ま
ま
、

惰
眠
を
貪
っ
た
ま
ま
で
、
あ

の
世
に
赴
く
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
い
そ
う
で
す
。
善
法
と

は
な
ん
で
あ
る
か
を
、
こ
こ

で
し
っ
か
り
と
学
び
た
い
と

思
い
ま
す
。

戒
学
・
定
学
・
慧
学
の
三
学
と
布
施
・
持
戒
・
忍
辱
・

精
進
・
禅
定
・
智
慧
の
六ろ
く

波は

羅ら

蜜み
つ

の
実
践
の
こ
と
を
い

う
の
で
す
。

悪
を
と
ど
め
善
な
る
こ
と
を
行
う
。
身
心
を
静
め
る
、

そ
れ
に
は
坐
禅
が
一
番
で
す
。
そ
う
し
て
正
し
く
真
実

を
み
き
わ
め
る
。
こ
れ
が
「
こ
れ
こ
そ
仏
教
」
お
釈
迦

様
の
教
え
で
す
。

僧
侶
と
い
え
ど
も
い
た
だ
く
ば
か
り
で
は
な
く
財ざ
い

施せ

・
法ほ
う

施せ

を
ほ
ど
こ
し
、
戒
を
守
り
、
苦
難
を
堪
え
忍
び
、

常
に
修
行
に
励
み
、
身
心
の
静
寂
を
は
か
り
、
真
の
智

慧
を
得
る
こ
と
。
こ
れ
が
「
こ
れ
こ
そ
仏
教
」
お
釈
迦

様
の
教
え
で
す
。

こ
れ
ら
を
「
善
法
」
と
言
い
ま
す
。

外
か
ら
の
賊
よ
り
も
、
内
な
る
賊
こ
そ
、
滅
ぼ
さ
な

く
て
は
な
ら
な
い
賊
な
の
で
す
ね
。

人
そ
れ
ぞ
れ
、
生
き
て
い
る
状
況
は
違
い
ま
す
が
、

置
か
れ
た
状
況
の
中
で
、
極
力
「
善
法
」
を
修
行
し
続

け
て
生
き
て
い
く
。

そ
の
先
に
あ
る
も
の
は
な
ん
で
し
ょ
う
か
。

お
釈
迦
様
は
、「
自じ

度ど

」

自
ら
の
さ
と
り
と
お
っ
し
ゃ

っ
て
い
ま
す
。
単
な
る
さ
と

り
で
は
な
く
、
あ
な
た
の
さ

と
り
、
私
の
さ
と
り
、
自
ら

の
さ
と
り
で
す
。

「
恥
を
知
っ
て
生
き
る
」
こ

れ
は
美
学
だ
と
私
は
受
け
取

り
ま
す
。

「
生
き
る
」
本
体
で
あ
る
自
分
の
「
良
心
」
に
照
ら
し
て
、

自
ら
の
心
と
行
為
を
、
恥
を
知
っ
て
生
き
て
い
く
と
き
、

世
俗
の
価
値
観
と
は
相
反
す
る
時
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

「
良
心
」
に
恥
じ
な
い
生
き
方
を
し
た
と
き
に
、
苦
難

に
で
あ
う
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

そ
れ
で
も
極
力
善
法
の
灯
り
に
照
ら
さ
れ
て
、
惰
眠

も
貪
ら
な
い
よ
う
に
つ
と
め
て
、
歩
い
て
行
き
た
い
と

願
っ
て
お
り
ま
す
。

皆
様
、
ど
う
ぞ
、
善
い
日
送
り
を
。

を
焼
く
こ
と
を
切
実
に
感
じ
て
、
と
て
も
坐
禅
中
に
寝

入
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
天
か
ら
本
師
が
ご
覧
に
な

っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

今
さ
ら
な
が
ら
本
師
が
お
書
き
く
だ
さ
っ
た
木も
っ

版ぱ
ん

を
、

時
々
拝
ん
で
い
ま
す
。（
木
版
は
、
本
来
拝
む
物
で
は
な
く

叩
く
物
で
す
け
れ
ど
。）

生
死
事
大
（
し
ょ
う
じ
じ
だ
い
）

無
常
迅
速
（
む
じ
ょ
う
じ
ん
そ
く
）

各
宜
醒
覚
（
お
の
お
の
よ
ろ
し
く
せ
い
か
く
す
べ
し
）

慎
勿
放
逸
（
つ
つ
し
ん
で
ほ
う
い
つ
な
る
こ
と
な
か
れ
）

　生
死
は
最
も
重
大
な
こ
と
で
あ
り
、
無
常
の
時
は
あ

っ
と
い
う
間
に
過
ぎ
去
っ
て
ゆ
く
か
ら
、
各
人
よ
、
ぜ

ひ
と
も
目
覚
め
て
、
ど
う
か
、
修
行
に
つ
と
め
、
う
か

う
か
と
時
を
過
ご
し
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
し
な
さ
い
。

「
生
死
事
大
　
無
常
迅
速
」
と
言
う
二
句
は
、『
六ろ
く

祖そ

壇だ
ん

経き
ょ
う』
と
い
う
書
物
の
中
に
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
達だ
る

磨ま

様
か
ら
数
え
て
六
代
目
の
祖
師
、
六
祖
慧え

能の
う

（
六
三
八
～
七
一
三
）
と
い
う
す
ぐ
れ
た
禅
僧
の
も
と
に
、

永よ
う

嘉か

玄げ
ん

覚か
く（

六
六
五
～
七
一
三
）
と
い
う
修
行
僧
が
尋
ね

て
き
ま
し
た
。
六
祖
の
周
り
を
三
回
ま
わ
っ
て
そ
の
前

に
立
ち
ま
し
た
ら
、
六
祖
が
「
大
徳
よ
、
ど
こ
か
ら
来

て
そ
の
よ
う
に
偉
そ
う
に
し
て
い
る
の
か
ね
」
と
言
い

ま
し
た
と
こ
ろ
「
生
死
事
大
　
無
常
迅
速
」
と
答
え
た

の
で
す
。

仏
教
に
限
ら
ず
、
い
か
な
る
宗
教
に
と
っ
て
も
生
死

の
こ
と
は
、
一
番
大
き
な
問
題
で
す
ね
。
そ
う
し
て
一

番
の
無
常
は
こ
の
命
に
訪
れ
る
「
死
」
そ
の
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
か
。
つ
い
こ
の
前
ま
で
、
元
気
は
つ
ら
つ

と
動
き
回
っ
て
い
ま
し
た
の
に
、
ピ
ク
リ
と
も
し
な
い

と
き
が
、
あ
っ
と
い
う
間
に
訪
れ
る
の
で
す
。
訪
れ
て

ほ
し
く
な
い
無
常
で
す
け
れ
ど
、
ど
な
た
に
も
不
公
平

な
こ
と
な
く
、
や
っ
て
く
る
そ
の
時
で
す
。

「
各か
く

宜ぎ

醒せ
い

覚か
く

」
と
い
う
一
句
は
、『
兜と

率そ
つ

不ふ

磷り
ん

禅
師
語

録
』
と
い
う
書
物
の
中
に
出
て
き
ま
す
し
、「
慎し
ん

勿も
つ

放ほ
う

逸い
つ

」
と
い
う
一
句
は
、
経
典
や
祖
師
の
語
録
に
散
り
ば

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
放
逸
に
な
る
な
、
無
為
に
時
を
過

ご
す
勿
れ
、
と
、
警
鐘
を
鳴
ら
し
続
け
て
く
れ
て
い
る

の
で
す
ね
。『
黄お
う

檗ば
く

清し
ん

規ぎ

』
の
法
具
図
の
中
に
こ
の
文

言
の
書
か
れ
た
木
版
が
出
て
い
ま
す
。

現
代
は
、
テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
あ
り
、
ス
マ
ホ
あ
り
、
テ

レ
ビ
あ
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
あ
り
、
う
か
う
か
と
時

を
過
ご
す
に
ピ
タ
リ
の
品
が
身
の
回
り
に
溢
れ
か
え
っ

て
い
ま
す
。

居
眠
り
ど
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
放
逸
に
生
き
る

手
段
の
オ
ン
パ
レ
ー
ド
で
す
。
こ
の
よ
う
な
中
で
、「
生

死
事
大
　
無
常
迅
速
」
と
自
ら
に
木
版
を
鳴
ら
し
続
け

ま
し
ょ
う
、
お
互
い
に
。
死
ん
で
か
ら
後
悔
し
て
も
間

に
合
い
ま
せ
ん
の
で
。

煩
悩
の
賊
を
追
い
出
す
べ
し

煩
悩
の
賊
に
は
、
財
欲
・
色
欲
・
飲
食
欲
・
名
誉
欲
・

睡
眠
欲
の
五
欲
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
い
か

写真：齋尾洋希
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手まり学園の子供がいけました 指導：小原流町田支部　市川光華

手
ま
り
学
園（
児
童
養
護
施
設
）で
は

毎
月
お
花
と
仲
良
く
な
れ
る
機
会
を

設
け
て
い
ま
す
。

子
ど
も
た
ち
が
い
け
花
を
通
し
て

植
物
の
美
し
さ
を
知
り
、
そ
の
感
性
を

育
て
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

皆
様
方
も
お
子
様
や
お
孫
さ
ん
た
ち
に

お
す
す
め
下
さ
い
。
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