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新
年
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
年
頭

に
当
り
皆
さ
ま
の
ご
多
祥
と
世
界
の
平
安

を
祈
念
い
た
し
ま
す
。

　
今
年
の
干
支
は「
辰
」で
た
つ
は「
龍
」

に
も
例
え
ら
れ
ま
す
が
、
登
竜
門
と
か
昇

天
の
気
と
か
勢
い
よ
い
こ
と
に
用
い
ら
れ

て
も
お
り
ま
す
。
永
い
コ
ロ
ナ
禍
と
世
界

の
不
穏
な
状
態
か
ら
一
日
も
早
く
活
気
の

あ
る
平
和
な
時
代
に
な
っ
て
ほ
し
い
こ
と

で
す
。

　
永
平
寺
開
山
道ど

う

元げ
ん

禅
師
は
天
童
寺（
中

国
寧ニ
ン

波ポ
ー

）の
如に

ょ

浄じ
ょ
う

禅
師
か
ら
佛
法
は
只し

菅か
ん

打た

坐ざ

で
あ
る
と
正
伝
の
坐
禅
を
伝
え
ら
れ

て
今
日
の
我
が
宗
門
が
あ
り
ま
す
。
題
字

は
如
浄
禅
師
の
語
録
に
示
さ
れ
た
言
葉
で
、

坐
禅
に
よ
っ
て
世
界
の
平
穏
無
事
と
日
々

の
安
寧
を
願
わ
れ
た
も
の
で
し
ょ
う
。

　
道
元
禅
師
も
坐
禅
に
つ
い
て「
も
し
人
、

一
時
な
り
と
い
ふ
と
も
、
三さ

ん

業ご
う

に
佛ぶ

っ

印ち
ん

を

標
し
、
三ざ

ん

昧ま
い

に
端た

ん

坐ざ

す
る
と
き
、
遍へ

ん

法ほ
っ

界か
い

み
な
佛
印
と
な
り
、
尽じ

ん

虚こ

空く
う

こ
と
ご
と
く

さ
と
り
と
な
る
」と
広
大
無
辺
の
功
徳
を

示
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
然
し
、
坐
禅
は
本
格
的
に
禅
堂
に
坐
り

ま
す
が
、
広
く
考
え
れ
ば
息
を
整
え
心
を

落
ち
着
け
て
、
日
常
の
坐ざ

臥が

進し
ん

退た
い

に
全
身

全
霊
を
以
っ
て
努
め
る
こ
と
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。
皆
様
の
ご
精
進
を
願
っ
て

や
み
ま
せ
ん
。�

合
掌

　
令
和
六
年
の
新
春
を
迎
え
、
心
よ
り
お

慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　
年
ご
と
に
繰
り
返
さ
れ
る
お
正
月
の
儀

礼
は
、
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
っ
て
変
貌
を
経
ま

し
た
が
、
本
年
は
以
前
に
も
増
し
て
多
勢

の
方
々
を
お
迎
え
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。

　
新
年
を
迎
え
て
、
い
ろ
い
ろ
な
思
い
を

抱
か
れ
て
い
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。
人
生

に
は
い
ろ
い
ろ
な
出
会
い
が
あ
り
、
道
が

開
け
る
出
会
い
も
あ
れ
ば
、
思
い
も
か
け

ず
苦
し
む
出
会
い
も
あ
り
ま
す
。

　
禅
門
に
は「
任
運
自
在
」（
に
ん
ぬ
ん
じ
ざ

い
、
と
も
読
む
）と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
心
に
い
さ
さ
か
の
識
別
す
る
は
た

ら
き
も
、
と
ら
わ
れ
も
と
ど
め
ず
、
た
だ

た
だ
身
を
め
ぐ
り
合
せ
に
ゆ
だ
ね
て
、
な

に
も
の
に
も
束
縛
さ
れ
な
い
こ
と
、
自
由

自
在
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

　
朝
の
本
堂
で
の
勤
行
で
木
魚
の
音
が
全

体
を
気
持
良
く
導
い
て
く
れ
る
時
な
ど
は
、

ま
さ
に「
任
運
自
在
」の
世
界
へ
導
か
れ

て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
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
、
そ
こ
に
生
き
が
い

を
感
じ
た
と
き
に「
任
運
自
在
」の
世
界

が
広
が
る
こ
と
で
し
ょ
う
。�
合
掌

令和 六年

迎 

春

任
に ん

運
う ん

自
じ

在
ざ い

四
しかいなみたいらかにしてりゅうねむることおだやかなり

海浪平龍睡穏

曹洞宗管長　大本山總持寺貫首

石
い し

附
づ き

周
しゅう

行
こ う

大本山永平寺貫首

南
みなみ

澤
さ わ

道
ど う

人
に ん
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仏
教
そ
し
て 

道
元
禅
師
と
の
出
会
い

─
─『
修
証
義
』を
読
ん
だ
の
は
、
大
学
生
の
時
だ
そ
う
で

す
ね
。

二
〇
代
は
本
ば
っ
か
り
読
ん
で
い
た
ん
で
す
。
梅
原

猛
さ
ん
の
『
地
獄
の
思
想
』
や
唐
木
順
三
さ
ん
の
『
無

用
者
の
系
譜
』、
亀
井
勝
一
郎
さ
ん
の
『
日
本
人
の
精

神
史
』
な
ど
を
読
む
中
で
、
日
本

人
と
仏
教
の
深
い
繋
が
り
を
感
じ

て
い
ま
し
た
。
平
安
時
代
か
ら
ず

っ
と
日
本
人
の
暮
ら
し
や
精
神
性

に
染
み
込
み
、
日
本
文
化
の
基
底

を
成
す
も
の
が
仏
教
だ
と
知
っ
た

ん
で
す
。
私
が
好
き
な
古
典
も
同

じ
で
、
例
え
ば
『
源
氏
物
語
』
も
、

テ
ー
マ
は
「
無
常
」
だ
と
思
う
ん

で
す
。
栄
華
を
極
め
た
人
も
没
落

す
る
日
が
来
る
、
あ
る
い
は
過
去

に
し
た
こ
と
の
因
果
応
報
な
ど
、

古
典
の
背
景
に
は
仏
教
の
教
え
を
感
じ
る
こ
と
が
た
く

さ
ん
あ
り
ま
す
。
社
会
人
に
な
っ
て
か
ら
も
世
界
の
さ

ま
ざ
ま
な
宗
教
に
興
味
を
持
ち
、
い
ろ
ん
な
本
を
読
み

ま
し
た
。
一
神
教
で
戒
律
が
厳
し
い
万
能
の
神
と
比
べ

る
と
、
仏
教
に
は
優
し
さ
や
穏
や
か
さ
を
感
じ
る
要
素

が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
特
に
日
本
に
馴
染
ん
だ
大
乗
仏
教

に
は
、
柔
ら
か
な
包
容
力
を
感
じ
ま
す
。
上
座
部
仏
教

で
は
個
人
が
煩
悩
を
捨
て
て
悟
り
の
境
地
に
つ
く
こ
と

が
重
要
視
さ
れ
ま
す
が
、
大
乗
仏

教
で
伝
え
る
の
は
、
自
分
自
身
が

安
ら
か
な
心
で
生
き
る
こ
と
だ
け

で
な
く
周
囲
の
衆
生
を
救
う
よ
う

努
め
る
こ
と
、
利
他
で
あ
る
こ
と

や
誰
か
の
役
に
立
つ
こ
と
な
ど
。

そ
れ
も
天
下
国
家
の
話
で
は
な
く
、

個
人
が
身
近
な
人
の
た
め
に
で
き

る
こ
と
は
い
っ
ぱ
い
あ
る
、
と
伝

え
て
い
る
。
強
く
共
感
で
き
る
教

え
で
す
。

と
は
い
え
道
元
様
の
こ
と
を
知

特
集

坂
東
眞
理
子
さ
ん
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

愛
語
の
あ
る

坂
東
眞
理
子

（
ば
ん
ど
う
　
ま
り
こ
）

昭
和
女
子
大
学
総
長
。
１
９
４

６
年
富
山
県
生
ま
れ
。
東
京
大

学
卒
業
後
、
総
理
府
（
当
時
）

入
省
。
95
年
埼
玉
県
副
知
事
、

98
年
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
ブ
リ

ス
ベ
ン
総
領
事
、
２
０
０
１
年

内
閣
府
初
代
男
女
共
同
参
画
局

長
を
務
め
た
の
ち
退
官
。
04
年

昭
和
女
子
大
学
大
学
院
教
授
、

16
年
総
長
就
任
。
著
書
に
『
女

性
の
品
格
』（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
新
書
）

他
『
70
歳
の
た
し
な
み
』（
小

学
館
）『
女
性
の
覚
悟
』（
主
婦

の
友
社
）
な
ど
多
数
。

生
き
方
を

座
右
の
銘
は
「
愛
語
」
─
─
。

学
生
時
代
に
、
道
元
禅
師
の
教
え
を
ま
と
め
た
『
修し

ゅ

証し
ょ
う

義ぎ

』
に
出
会
っ
た
坂

東
眞
理
子
さ
ん
は
、
あ
る
雑
誌
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、
日
本
を
代
表
す
る

五
人
を
問
わ
れ
、
そ
の
う
ち
の
ひ
と
り
に
道
元
禅
師
を
挙
げ
た
。
三
二
〇

万
部
を
超
え
る
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
『
女
性
の
品
格
』（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
新
書
）
を
は
じ
め
、

善
く
生
き
る
こ
と
を
広
く
説
い
て
き
た
坂
東
さ
ん
は
、
仏
教
を
ど
の
よ
う

に
受
け
止
め
て
い
る
の
か
。
総
長
を
務
め
る
昭
和
女
子
大
学
を
訪
ね
て
、

現
代
に
活
か
す
仏
教
に
つ
い
て
伺
っ
た
。
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私
自
身
、
こ
れ
ま
で
本
当
に
多
く
の
愛
語
を
受
け
て
、

そ
し
て
助
け
ら
れ
て
き
た
な
ぁ
と
感
謝
す
る
こ
と
が
あ

る
ん
で
す
。『
修
証
義
』
に
は
、「
面む

か

い
て
愛
語
を
聞
く

は
面
を
喜
ば
し
め
、
心
を
楽
し
く
す
、
面
わ
ず
し
て
愛

語
を
聞
く
は
肝
に
銘
じ
魂
に
銘
ず
」
と
あ
り
ま
す
。
こ

れ
は
、
誰
も
が
愛
の
あ
る
言
葉
を
掛
け
ら
れ
る
こ
と
は

喜
び
で
す
。
さ
ら
に
面
と
む
か
っ
て
で
は
な
く
人
伝
て

に
聞
く
と
、
心
に
し
み
い
る
ほ
ど
嬉
し
い
、
と
い
う
意

味
で
す
。
こ
の
言
葉
に
触
れ
る
度
、
こ
れ
ま
で
い
た
だ

い
た
愛
語
と
同
じ
よ
う
に
、
自
分
か
ら
も
愛
語
を
発
し

て
い
る
だ
ろ
う
か
、
と
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
少
し
前
、

高
校
の
先
輩
が
他
界
さ
れ
た
の
で
す
が
、
後
輩
の
私
を

い
つ
も
気
に
か
け
て
く
だ
さ
り
、
た
く
さ
ん
愛
語
を
か

け
て
く
れ
た
方
で
し
た
。

警
視
庁
の
キ
ャ
リ
ア
で
、

私
が
副
知
事
と
し
て
埼

玉
県
に
行
っ
た
際
に
も
、

さ
り
げ
な
く
県
警
の
担

当
者
に
声
掛
け
し
て
く

だ
さ
っ
て
い
た
り
、
亡

く
な
る
前
に
も
私
の
こ

と
を
気
に
し
て
く
れ
て

い
た
と
聞
き
ま
し
た
。
私
も
、
今
は
ま
だ
十
分
に
で
き

て
い
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
同
じ
よ
う
に
愛
語
を
た
く

さ
ん
発
し
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。

同
じ
『
修
証
義
』
か
ら
「
徳
あ
る
は
讃ほ

む
べ
し
、
徳

な
き
は
憐
れ
む
べ
し
」
も

モ
ッ
ト
ー
に
し
て
い
ま
す
。

ち
ょ
っ
と
嫌
な
こ
と
を
言

っ
て
く
る
人
が
い
て
も
、

相
手
の
未
熟
さ
を
憐
れ
め

ば
い
い
、
と
い
う
こ
の
教

え
を
思
い
出
し
、
心
の
落

ち
着
き
を
取
り
戻
す
。
お

ま
じ
な
い
の
よ
う
な
言
葉

で
す
。
難
し
い
の
は
「
徳

あ
る
は
讃
む
べ
し
」、
活

躍
し
て
い
る
人
が
い
て
も

羨
ま
し
が
ら
ず
に
褒
め
る

っ
た
の
は
、
も
っ
と
前
の
こ
と
で
し
た
。
生
ま
れ
育
っ

た
富
山
の
立
山
町
に
は
、
龍
光
寺
と
い
う
曹
洞
宗
の
お

寺
が
あ
り
ま
し
た
。
当
時
の
ご
住
職
・
関
大
徹
さ
ん
は
、

後
に
「
は
だ
し
の
禅
僧
」
と
し
て
知
ら
れ
た
方
で
、
龍

光
寺
で
は
五
百
石
保
育
園
と
い
う
保
育
園
も
運
営
さ
れ

て
い
た
ん
で
す
。
祖
母
が
保
育
園
の
理
事
を
し
て
い
た

こ
と
も
あ
り
、
私
は
三
歳
か
ら
通
っ
て
い
ま
し
た
。
そ

の
お
か
げ
で
道
元
様
に
つ
い
て
は
、
保
育
園
の
絵
物
語

で
読
ん
だ
記
憶
が
あ
り
ま
す
。
八
歳
で
お
母
様
が
逝
去

さ
れ
た
際
、
お
香
の
香
り
に
無
情
を
感
じ
て
出
家
し
た

こ
と
、
中
国
に
勉
強
に
行
き
、
干
し
椎
茸
を
持
っ
た
典て

ん

座ぞ

の
方
と
出
会
い
気
づ
い
た
意
味
な
ど
、
全
て
そ
の
頃

に
読
ん
だ
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
す
。

─
─
某
誌
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
は
、「
日
本
を
代
表
す
る
五

人
」に
道
元
禅
師
を
挙
げ
て
い
ま
し
た
ね
。
ど
ん
な

理
由
か
ら
で
す
か
。

だ
い
ぶ
悩
ん
だ
お
題
で
は
あ
っ
た
ん
で
す
が
、
時
代

を
超
え
て
日
本
人
の
在
り
方
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
、

そ
し
て
私
自
身
も
、
書
物
を
通
じ
て
影
響
を
受
け
た
人

物
た
ち
と
し
て
、
持
統
天
皇
、
紀
貫
之
、
世
阿
弥
、
与

謝
野
晶
子
、
そ
し
て
道
元
様
の
五
人
を
挙
げ
ま
し
た
。

特
に
道
元
様
に
つ
い
て
は
、
人
間
味
が
あ
る
と
こ
ろ
も

理
由
の
ひ
と
つ
で
す
。
人
並
み
外
れ
た
カ
リ
ス
マ
的
人

物
と
い
う
よ
り
も
、
自
身
の
迷
い
や
思
想
を
書
き
残
し

て
い
た
り
、
努
め
て
自
ら
を
律
し
て
い
た
こ
と
な
ど
、

親
近
感
が
あ
り
ま
す
。
十
二
歳
で
比
叡
山
の
修
行
に
行

く
よ
う
な
特
異
な
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
も
そ
も
立

場
と
し
て
は
い
ろ
ん
な
人
生
が
選
べ
た
で
あ
ろ
う
上
流

貴
族
の
家
柄
で
、
宗
教
家
と
い
う
道
を
自
ら
選
択
さ
れ

た
。
そ
ん
な
主
体
性
あ
る
お
人
柄
に
、
手
触
り
感
が
あ

る
と
思
い
ま
す
。

日
常
に
あ
る 

『
修し

ゅ

証し
ょ
う

義ぎ

』の
教
え

─
─
修
証
義
に
書
か
れ
て
い
る「
愛
語
」を
座
右
の
銘
に
し

て
い
る
そ
う
で
す
ね
。

特
集坂東眞理子さんインタビュー

 愛語のある
生き方を



9 8

の
が
良
い
、
と
い
う
考
え
方
で
す
。
上
手
く
い
っ
て
い

る
人
を
見
て
は
「
そ
れ
に
引
き
換
え
自
分
は
ど
う
だ
」

と
嫉
妬
心
を
も
っ
た
り
、
そ
ん
な
自
分
を
恥
ず
か
し
く

思
っ
た
り
し
て
し
ま
う
。
で
も
そ
の
人
だ
っ
て
陰
で
努

力
し
た
り
人
知
れ
ず
誠
実
に
が
ん
ば
っ
て
き
た
結
果
な

の
で
、
素
直
に
素
晴
ら
し
い
と
言
え
る
自
分
で
い
た
い
。

本
当
、
道
元
様
の
お
っ
し
ゃ
る
通
り
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

あ
り
た
い
自
分
の
姿
を 

描
け
て
い
る
か

─
─
現
代
社
会
で
日
々
悩
み
な
が
ら
生
き
る
人
に
も
、
仏

教
の
教
え
は
役
立
つ
で
し
ょ
う
か
。

そ
う
で
す
ね
。
社
会
的
な
立
場
や
評
価
、
あ
る
い
は

報
酬
を
与
え
る
権
力
で
は
な
く
、
周
囲
に
対
す
る
影
響

力
こ
そ
が
リ
ー
ダ
ー
の
本
質
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。
例

え
ば
、
こ
の
人
か
ら
言
葉
を
も
ら
う
と
元
気
が
出
る
、

と
い
う
影
響
力
は
愛
語
の
考
え
方
に
も
通
じ
て
い
ま
す
。

出
世
を
し
た
い
と
か
社
会
的
な
成
功
を
目
指
す
こ
と
も

素
晴
ら
し
い
で
す
が
、
ま
ず
は
自
分
自
身
が
利
他
の
考

え
で
行
動
で
き
て
い
る
か
ど
う
か
、
そ
れ
が
大
切
で
す
。

自
分
も
大
変
だ
け
ど
あ
な
た
だ
っ
て
み
ん
な
だ
っ
て
大

変
だ
よ
ね
、
と
シ
ン
パ
シ
ー
（
共
感
）
を
も
つ
こ
と
。
知

識
の
多
さ
や
物
事
を
知
っ
て
い
る
こ
と
だ
け
が
教
養
で

は
な
く
、
い
ろ
ん
な
考
え
方
や
生
き
方
が
あ
る
と
理
解

で
き
る
こ
と
が
大
事
で
す
。
恩
顧
の
心
も
共
感
か
ら
始

ま
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

─
─
一
方
で
、
己
を
知
り
自
分
ら
し
く
生
き
る
こ
と
も
、

な
か
な
か
難
し
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。

自
分
を
知
る
、
と
い
う
こ
と
は
き
っ
と
、
探
せ
ば
探

す
だ
け
空く

う

を
掴
む
よ
う
な
も
の
で
す
。

だ
か
ら
こ
そ
、
ど
う
い
う
言
葉
を
発
す

る
か
、
ど
う
い
う
行
動
を
取
る
か
。

日
々
積
み
重
ね
た
実
績
が
あ
な
た
自
身

だ
と
思
っ
て
く
だ
さ
い
。
本
意
が
誤
解

さ
れ
て
い
る
と
思
っ
て
も
、
そ
の
言
葉

や
行
動
を
選
択
し
た
の
は
あ
な
た
な
の

だ
か
ら
、
言
葉
も
行
動
も
責
任
を
も
っ

て
選
ぶ
こ
と
。

自
分
が
本
当
に
や
り
た
い
こ
と
を
知

る
た
め
に
お
勧
め
な
の
は
、
少
し
先
の

目
標
を
書
き
出
し
て
み
る
こ
と
で
す
。
一

年
後
、
三
年
後
、
五
年
後
、
ど
ん
な
自
分

で
い
た
い
か
。
そ
の
た
め
に
今
す
る
こ
と

は
何
か
、
と
考
え
る
こ
と
で
、
自
分
ら
し

い
言
動
を
選
べ
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
す
。

よ
く
「
あ
り
の
ま
ま
の
自
分
で
い
い
」
な

ど
と
い
う
方
が
い
ま
す
が
、
何
も
し
な
い

で
い
た
ら
、
人
間
は
だ
ら
し
な
く
な
っ
て

い
く
生
き
物
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、

自
分
の
こ
と
が
嫌
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ら

も
っ
た
い
な
い
。
い
く
つ
に
な
っ
て
も
、

こ
う
な
り
た
い
と
い
う
自
分
を
思
い
描
け
、

そ
れ
に
近
づ
こ
う
と
す
る
の
は
と
て
も
大

事
な
こ
と
で
す
。

（
東
京
都
世
田
谷
区　

昭
和
女
子
大
学
に
て
）

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
。

お
便
り
募
集

読
者
プ
レ
ゼ
ン
ト

Eメールアドレス ……………………………
fujiki@water.ocn.ne.jp

送り先………………………………………
〒252-0116　
神奈川県相模原市緑区城山4-2-5
仏教企画編集部

身近な人との心温まるふれあいや本誌へ
の感想、仏教についての質問などを600
字以内でお寄せください。Eメールでも
受け付けております。

広島県／小畑宣之様　　静岡県／田中聡子様
福島県／三鈷吉伯様　　山形県／清野勝子様
佐賀県／池内淳子様

本誌165（夏）号のプレゼント、奈良修一師著
『鄭成功　南海を支配した一族』は、次の方々
が当選されました。

今回の特集にご登場頂
いた坂東眞理子さんの
ご著書『女性の覚悟』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2月末必着

読
者
か
ら
の
お
便
り

愚
生
は
中
卒
後
す
ぐ
漁
船
員
に
な

り
、
以
後
五
十
年
、
七
つ
の
海
を
駆

け
巡
り
ま
し
た
。
特
に
冬
の
北
洋
で

三
十
年
余
り
、
船
の
心
臓
部
を
預
か

る
エ
ン
ジ
ニ
ア
と
し
て
、
生
命
と
財

産
を
護
る
責
任
大
と
思
っ
て
い
ま
し

た
。
陸
の
方
々
に
は
想
像
も
出
来
な

い
低
気
圧
は
、
海
に
生
き
る
人
間
の

宿
命
と
は
言
え
、
生
か
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
、
全
て
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。

船
を
下
り
て
か
ら
本
格
的
に
仏
教

書
を
読
み
あ
さ
り
、
仏
像
彫
刻
や
経

典
に
学
び
、
今
日
八
十
二
才
ま
で
元

気
に
修
行
し
て
い
ま
す
。

今
は
、
菩
提
寺
（
宮
城
県
、地
福
寺
）

の
庶
務
を
務
め
さ
せ
て
頂
い
て
お
り

ま
す
。
今
年
は
三
年
ぶ
り
に
「
春
季

大
祭
」
が
厳
修
さ
れ
、
八
五
〇
人
余

り
の
檀
信
徒
さ
ん
が
お
参
り
に
！　

コ
ロ
ナ
禍
収
束
も
見
え
ホ
ッ
と
し
て

い
ま
す
。
こ
れ
も
仏
様
、
ご
先
祖
様

の
お
計
ら
い
と
信
じ
て
い
ま
す
。

前
号
の
「
お
盆
の
過
ご
し
方
」、

奈
良
修
一
先
生
と
の
対
談
の
素
晴
ら

し
い
こ
と
、
感
動
い
た
し
ま
し
た
。

毎
号
楽
し
み
で
す
。

三
月
十
二
日
の
東
日
本
大
震
災
十

三
回
忌
法
要
時
、
千
葉
公
慈
先
生
の

講
話
に
感
動
い
た
し
ま
し
た
。「
ひ

と
た
び
仏
の
教
え
を
聞
い
た
者
は
、

仏
を
離
れ
な
い
。
教
え
を
聴
く
こ
と

は
、
常
に
楽
し
い
か
ら
で
あ
る
」（
仏

教
聖
典
よ
り
）
今
の
心
境
で
す
。

宮
城
県 

村
上
治
憲 

様

特
集坂東眞理子さんインタビュー

 愛語のある
生き方を
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仏教
企画 毎 日 書 道 作品審査評

今号では『曹洞禅グラフ』161号〜164号の写経手本による75点の応募作品の中から、書きぶりの素敵な作品10点を
選び寸評を添えました。甲乙つけがたい作品揃いでしたが、優秀作品の図版掲載はお二人とさせていただきました。

�

▃ 

東
安
夫
さ
ん 

▃ 

堂
々
と
し
て
力
強
く
、
細
部
迄
丁
寧
な
運
筆
、
毎
号
素
晴
ら
し
い
作
品
で
す
。（
１
６
１
夏
号
〜
１
６
４
春
号
）

�

▃ 

安
田
緋
奈
子
さ
ん 

▃ 

穏
や
か
な
筆
使
い
で
一
字
一
字
丁
寧
に
書
か
れ
た
好
作
品
で
す
。（
１
６
１
夏
号
〜
１
６
４
春
号
）

�
▃ 

水
野
覚
禅
さ
ん 

▃ 

楷
書
の
力
強
さ
を
し
っ
か
り
と
運
筆
し
、
揺
ら
ぎ
の
な
い
作
品
で
す
。（
１
６
１
夏
号
・
１
６
２
秋
号
・
１
６
４
春
号
）

�
▃ 

麻
生
寛
子
さ
ん 

▃ 

一
字
一
字
力
強
く
、
正
確
に
書
か
れ
た
好
作
品
で
す
。（
１
６
１
夏
号
〜
１
６
４
春
号
）

�

▃ 

丸
山
美
津
江
さ
ん 

▃ 

全
体
の
ま
と
ま
り
が
よ
く
、
大
胆
な
線
が
見
事
な
作
品
で
す
。（
１
６
１
夏
号
）

�

▃ 

渡
邉
民
江
さ
ん 

▃ 

穏
や
か
な
筆
使
い
で
気
負
い
の
な
い
好
作
品
で
す
。（
１
６
４
春
号
）

�

▃ 

西
岡
良
男
さ
ん 

▃ 

ひ
き
し
ま
っ
た
線
質
で
、
全
体
が
ま
と
ま
り
活
き
活
き
し
た
作
品
で
す
。（
１
６
１
夏
号
〜
１
６
４
春
号
）

�

▃ 

小
圷
薫
さ
ん 

▃ 

細
身
の
書
体
で
す
が
、
線
が
ひ
き
し
ま
っ
て
字
形
が
美
し
い
作
品
で
す
。（
１
６
１
夏
号
〜
１
６
４
春
号
）

線
質
良
く
、
字
形
も
素
晴
ら
し
く
、

優
秀
な
作
品
で
す
。

青
木
文
子
さ
ん 

（
１
６
４
春
号
）

暢
び
の
あ
る
運
筆
、
筆
先
の
流
れ
が
美
し
い
、

素
晴
ら
し
い
作
品
で
す
。

松
浦
章
雄
さ
ん 

（
１
６
４
春
号
） 送り先 〒252-0116　神奈川県相模原市緑区城山4-2-5

 仏教企画　☎042-703-8641
締　切 2024年2月末（当日消印有効）

毎
日
書
道

ご家族のみなさまの応募をお待ちしております

書
家
　
松
山
姸け

ん

流り
ゅ
う

作品
募集

お手本を参考にして、作品を半紙（横向、お名前は左側）に書いてご応募ください。（無料）

ご応募の中から優秀な作品を選び、年に1度誌上で発表し、記念品を贈呈します。
住所、氏名、電話番号を明記して作品をどしどしお寄せください。
161号（夏号）〜164号（春号）の審査発表は167号（今号）にて、
165号（夏号）〜168号（春号）の審査発表は171号（冬号）にて行います。

『
法
華
経
』普
門
品
よ
り

松山姸流先生は、埼玉県所沢市吉祥院住職丸山劫外師のお姉さんで書家（佐藤柯流に師事）です。

雲う

ん

雷ら

い

鼓く

ー

掣せ

い

電で

ん

降ご

う

雹ば

く

じ

ゅ

大だ

い

雨う

ー

念ね

ん

彼ぴ

ー

観か

ん

音の

ん

力り

き

応お

う

時じ

ー

得と

く

消し
ょ
う

散さ

ん

雲
お
こ
り
て 

雷
の
と
ど
ろ
く
音
と
掣い

な

電ず
ま

雹ひ
ょ
うを
降
ら
し
大
雨
を
澍そ

そ

が
ん
に

彼
の
観
音
の
力
を
念
ず
れ
ば

応た
だ
ち時

に
消
散
す
る
こ
と
を
得
ん

訳　

丸
山
劫
外



 作品募集

お申し込み方法

締切

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2月末日（当日消印有効）

⚫ご応募の中から優秀な作品を選び、
誌上にて発表する予定です。

⚫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。
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年
間
佳
作

年
間
優
秀
賞

年
間
大
賞

年
間
優
秀
賞

『
曹
洞
禅
グ
ラ
フ
』に
俳
句
募
集
欄
が
で
き
て
二
年
が
経
ち
ま

し
た
。
今
年
は
変
則
で
一
六
四
号
か
ら
一
六
六
号
の
中
か
ら
年

間
大
賞
を
決
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

警き
ょ
う
さ
く策
を
受
け
て
吸
い
込
む
梅
の
香
を�

�

茨
城
県
　
馬
場
信
一

一
読
し
て
身
が
引
き
締
ま
り
ま
す
。
思
わ
ず
姿
勢
を

正
し
て
い
る
自
分
に
気
づ
か
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
か

ら
じ
ん
わ
り
と
広
が
っ
て
ゆ
く
宇
宙
を
感
じ
さ
せ
ま

す
。
静
か
な
時
間
が
流
れ
出
し
ま
す
。
こ
の
句
、
通

常
表
記
だ
と「
警
策
を
受
け
て
梅
の
香
を
吸
い
込

む
」に
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
だ
と
リ
ズ
ム
も
悪
く
な

る
し
、
た
だ
の
説
明
句
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
ニ

つ
を
読
み
比
べ
て
み
て
く
だ
さ
い
。「
梅
の
香
」と

い
う
季
語
を
最
後
に
置
い
た
こ
と
で
一
句
に
格
調
と

余
韻
を
も
た
ら
す
こ
と
に
成
功
し
ま
し
た
。
皆
さ
ん

が
こ
れ
か
ら
ご
自
身
の
句
を
推
敲
さ
れ
る
際
に
こ
の

倒
置
法
を
ぜ
ひ
選
択
肢
の
一
つ
に
加
え
て
く
だ
さ
い
。

寒か
ん
べ
に紅

を
濃
く
一
生
の
決
す
る
日�

�

佐
賀
県
　
池
内
淳
子

俳
句
は
世
界
一
短
い
詩
で
す
。
た
っ
た
十
七
文
字
の

中
に
、
い
か
に
深
く
広
い
世
界
を
表
出
で
き
る
か
が

腕
の
見
せ
所
で
す
。
掲け

い
句く

、
大
切
な
も
の
は
何
も
書

い
て
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ら
は
読
者
に
想
像
さ
せ
る

手
法
が
見
事
に
成
功
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
色
彩
を

効
果
的
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

田
植
前
水み

な

面も

に
映
る
茜
空�

�

広
島
県
　
小
畑
宜
之

こ
の
句
、
写
生
句
の
お
手
本
の
よ
う
な
句
で
す
。
苗

を
植
え
る
前
の
水
田
は
水
鏡
の
よ
う
に
周
り
の
景
色

を
映
し
込
ん
で
い
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
ウ
ユ
ニ
塩
湖
の

よ
う
な
美
し
さ
が
あ
り
ま
す
。
写
生
に
徹
し
た
作
品

の
世
界
観・
宇
宙
観
を
た
っ
ぷ
り
と
ご
堪
能
く
だ
さ

い
。

雪
蹴
っ
て
猟
夫
犬
よ
り
獣
め
く�
�

神
奈
川
県
　
小
野
沢
邦
彦

Ｓ
Ｌ
の
吼ほ

え
て
走
る
や
秋
夕
焼�

�

埼
玉
県
　
西
岡
備
中

戦
争
の
ニ
ュ
ー
ス
見
て
ゐ
る
子
供
の
日��

�

静
岡
県
　
亀
澤
淑
子

終
日
を
探
し
も
の
し
て
夏
了
る　

　
　
三
重
県
　
苅
屋
奈
良
美

私
は
年
齢
と
と
も
に
物
忘
れ
の
回
数
や
探
し
も
の
を

す
る
時
間
が
増
え
て
き
ま
し
た
。
若
い
こ
ろ
は
必
要

な
も
の
が
す
ぐ
に
見
つ
か
っ
た
の
で
す
が
…
…
。
そ

の
よ
う
な
時
、
苛
立
た
し
さ
や
情
け
な
さ
な
ど
の
織

り
交
ざ
っ
た
複
雑
な
心
境
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
夏

の
終
わ
り
は
訳
の
分
か
ら
な
い
喪
失
感
と
寂
し
さ
を

感
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
二
つ
の
感
覚・
心

情
が
見
事
に
マ
ッ
チ
ン
グ
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
句
は
、

感
覚
や
心
情
を
配
合
す
る
と
い
う
大
変
高
度
な
技
術

に
成
功
し
て
い
ま
す
。

再
会
の
ご
縁
に
感
謝
落
し
ぶ
み　

三
重
県
　
伊
藤
友
江

思
わ
ぬ
時
に
思
わ
ぬ
人
と
再
会
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
そ
ん
な
時
は
、
何
か
人
の
力
を
超
え
た
神
仏
の

力
が
働
い
て
く
れ
た
の
で
は
と
感
謝
す
る
気
持
ち
に

な
り
ま
す
。
落
と
し
文
は
オ
ト
シ
ブ
ミ
科
の
甲
虫
が

木
の
葉
っ
ぱ
を
丸
め
て
中
に
卵
を
生
み
つ
け
た
も
の

で
す
。
作
者
は
甲
虫
の
造
形
の
見
事
さ
に
神
仏
の
力

を
見
出
し
た
の
で
し
ょ
う
。

新
緑
の
旅
の
友
な
り
に
ぎ
り
め
し　

東
京
都
　
五
十
嵐
博
子

五
感
で
味
わ
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。
都
内
に
住
ん
で

居
ら
れ
る
方
が
郊
外
へ
小
旅
行
さ
れ
た
の
で
す
。
新

緑
の
シ
ャ
ワ
ー
の
中
で
お
に
ぎ
り
の
お
弁
当
を
開
く

の
で
す
。
美
味
し
く
な
い
は
ず
が
な
い
で
し
ょ
う
。

新
緑
と
に
ぎ
り
め
し
の
色
彩
が
き
れ
い
で
す
。
こ
の

句
も
二
物
配
合
の
お
手
本
の
よ
う
な
句
と
な
っ
て
い

ま
す
。

沈
黙
の
風
鈴
ゆ
ら
す
う
ち
わ
か
な

埼
玉
県
　
西
岡
備
中

俳
句
は
俳
諧
の
連
歌
か
ら
出
発
し
て
い
ま
す
。
俳
諧

の
連
歌
は
卑
近・滑
稽
な
ど
が
源
流
で
す
。
こ
の
句
、

風
で
鳴
る
べ
き
風
鈴
が
、
風
が
な
い
の
で
団
扇
で
鳴

ら
し
て
い
る
と
い
う
滑
稽
さ
、
ユ
ニ
ー
ク
な
発
想
、

こ
れ
こ
そ
俳
句
の
原
点
な
の
で
す
。

選
者
詠
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

落
ち
葉
し
て�

　

智
恵
子
の
空
が
戻
り
け
り�

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

俳
句

募
集

選

『
曹
洞
禅
グ
ラ
フ
』

選
・
尾
崎
竹
詩

お
ざ
き
　
た
け
し

１
９
４
７
年　

徳
島
県
阿
南
市
生
ま
れ

２
０
１
６
年　

現
代
俳
句
協
会
理
事

２
０
１
９
年
よ
り
神
奈
川
県
現
代
俳
句
協
会
会
長

年
間
大
賞
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6

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

五
つ
目
「
正
命
」
を
参
究
い
た
し
ま
す
。

人
間
に
と
っ
て
「
命
が
あ
る
」
と
は
、

生
命
活
動
、
い
わ
ゆ
る
生
き
て
い
る
状

態
が
継
続
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
正
命
」
と
は
、
八
正
道
に
お
け
る
正

し
さ
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
捉
え
る
と
、

「
お
釈
迦
様
の
願
い
を
大
切
に
生
き
て

い
く
こ
と
」
で
す
。
お
釈
迦
様
の
根
本

の
願
い
と
は
、
自
ら
の
幸
福
を
基
盤
と

し
、
そ
の
波
及
に
よ
り
す
べ
て
の
生
命

が
幸
福
に
な
っ
て
い
く
こ
と
で
す
。

「
正
命
」
と
は
、
そ
の
願
い
に
沿
っ
た

生
活
態
度
で
毎
日
を
生
き
て
い
く
こ
と

な
の
で
す
。

「
行
ぎ
ょ
う

住じ
ゅ
う

坐ざ

臥が

」
と
い
う
禅
語
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
は
人
間
の
営
み
を
四
つ
の

文
字
で
表
し
た
も
の
で
す
。
こ
の
言
葉

に
は
「
体
勢
」
と
「
状
態
」
と
い
う
二
つ

の
観
点
が
あ
り
ま
す
。

「
体
勢
」
の
観
点
か
ら
各
文
字
を
解
説

す
る
と
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

 
❖

行
：
動
い
て
い
る
、
歩
い
て
い
る

 
❖

住
：
立
っ
て
い
る
、
留
ま
っ
て
い
る

 
❖

坐
：
座
っ
て
い
る

 
❖

臥
：
寝
て
い
る
、
横
た
わ
っ
て
い
る

「
状
態
」
の
観
点
か
ら
各
文
字
を
解
説

す
る
と
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

 
❖

行
：
活
動
し
て
い
る

 
❖

住
：
休
息
し
て
い
る

 
❖

坐
：
瞑
想
し
て
い
る

 
❖

臥
：
眠
っ
て
い
る

生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ

ら
の
体
勢
や
状
態
に
て
変
化
す
る
「
行

住
坐
臥
」
の
営
み
を
行
い
続
け
て
い
る

こ
と
で
す
。

「
正
命
」
的
生
き
方
と
は
、
お
釈
迦
様

の
願
い
を
生
き
る
す
べ
て
の
時
間
に
反

映
さ
せ
て
い
く
こ
と
で
す
。
そ
れ
は

「
行
住
坐
臥
」
の
営
み
に
対
し
、
願
い

と
丁
寧
に
向
き
合
っ
た
生
活
を
し
続
け

る
こ
と
で
す
。

そ
の
生
活
は
決
し
て
“
い
つ
か
幸
福

に
な
る
た
め
に
頑
張
る
”
で
も
、“
日

常
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
幸
福
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
迷
う
”
生
き
方
で
も
な

い
の
で
す
。“
今
、
こ
の
瞬
間
の
幸
せ

を
味
わ
う
”
営
み
に
な
る
べ
く
、
生
活

に
お
け
る
一
つ
ひ
と
つ
の
体
勢
や
状
態

を
、
深
く
肯
定
し
優
し
く
洞
察
し
て
い

く
生
き
方
な
の
で
す
。

今
回
は
、
後
傾
姿
勢
で
揺
れ
る
こ
と

で
、
首
、
下
顎
、
鎖
骨
周
辺
の
筋
肉
を

緩
め
る
「
天て
ん
あ
お仰
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
。「正

し ょ う み ょ う

命」～なにを願うか～

イスに座り、脚を肩幅より広
がらない程度に開き、足

裏をしっかり床につけ、お尻と
両足裏の３点で下半身を安定さ
せます。両腕や首はじめ上半身
全体の力を抜いた状態で顔を上
に向け、天を仰ぐように少し身
体を反らし、口元を緩め軽く開
けた状態で、腰や背中を前後に
揺らしていきます。それに伴って
力を抜いている両腕が振り子の
ように揺れているのを感じていき
ます。

同様の座り姿勢にて上半身
全体の力を抜いた状態で

顔を上に向け、天を仰ぐように
少し身体を反らし、口元を緩め
軽く開けた状態で、腰や背中を
左右に揺らしていきます。それ
に伴って力を抜いている両腕が
振り子のように揺れているのを
感じていきます。腕が心地よく揺
れている状態を進めるべく、腰
や背中の動かし方を調整します。
首も力を抜いたまま揺れに追随
すべく動かします。

座り方や力を抜く部位、反り
具合は同様です。力を抜

いている両腕や首が揺れるよう、
腰や背中にて上半身全体を揺ら
し続けます。前後や左右揺れに
こだわらず斜めや回旋を取り入
れても結構です。揺れの幅やリ
ズムも自由です。重要なのは、
揺れの心地よさを感じられるよ
う動きを調節し続けることです。
結果として力が抜けたまま首、
下顎、鎖骨周辺の筋肉がストレ
ッチされ緩んできます。

　
前
後
揺
れ

　
　
　
　 

　
左
右
揺
れ

随
時
揺
れ

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



17 16

薬剤師同士で同じ分析化学を専攻。二人とも全く別の道を歩んだけれども、大学時代の話で盛り上がることが多い。

著者が田村先生と出会った、表参道の「ニールズヤード」。
二人ともこちらで度々講演を行なっている。

中医学では、脈を診ることで患者の体調をはかるこ
とを「脈診」という。脈を診ることで、緊張、血流、
栄養不良、風邪をひいているかなどの体調がわかる。

田
村
　「
そ
の
人
ま
る
ご
と
を
み
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

身
体
か
ら
だ
け
で
は
な
く
て
、
心
の
面
や
、
そ
の
人
の

生
活
様
式
も
聴
い
て
診
断
し
ま
す
。
例
え
ば
、
何
の
仕

事
を
し
て
い
る
の
か
、
い
つ
寝
る
の
か
、
朝
食
に
は
何

を
た
べ
る
の
か
な
ど
を
う
か
が
っ
て
、
そ
の
人
の
全
体

を
み
る
の
で
す
。

知
見
　
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
か
ら
も
病
気
の
原
因
を
探
る

の
で
す
ね
！
　
面
白
い
！

田
村
　
は
い
。
ど
ん
な
食
事
を
と
っ
て
い
る
の
か
が
、

そ
の
人
の
体
質
に
も
関
わ
っ
て
き
ま
す
し
、
性
格
に
も

関
わ
っ
て
く
る
の
で
す
よ
。

知
見
　
な
ん
と
、
食
事
が
性
格
に
ま
で
！
　
そ
れ
は
ち

ゃ
ん
と
選
ん
で
食
べ
な
い
と
！
（
笑
）

　
漢
方
の
診
断

方
法
で
は
問も
ん
し
ん診

が
多
い
の
で
す

か
？

田
村
　
い
い
え
。

問
診
の
前
に
、

目
と
耳
で
も
診

断
し
ま
す
。
ま

ず
は
肌
の
色
や
、

表
情
、
身
振
り

な
ど
を
見
ま
す
。

こ
れ
を
「
望ぼ
う
し
ん診
」
と
い
い
ま
す
。
次
に
声
の
ト
ー
ン
や

し
ゃ
べ
る
速
さ
な
ど
を
み
ま
す
。
こ
れ
が
「
聞ぶ
ん
し
ん診

」。

そ
れ
か
ら
「
問
診
」
で

す
。
患
者
さ
ん
に
症
状

や
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
な

ど
を
質
問
し
て
い
き
ま

す
。
そ
れ
ら
を
も
と
に

し
て
、
脈
を
み
た
り
す

る
「
切せ
っ
し
ん診
」
を
お
こ
な

い
ま
す
。

知
見
　
四
段
階
に
分
け

て
診
断
し
て
い
く
の
で

す
か
。
目
や
耳
、
質
問
、

触
診
を
通
じ
て
、
ま
さ

に
そ
の
人
ま
る
ご
と
を

診
て
い
る
の
で
す
ね
。

田
村
　
初
め
て
の
か
た

太
瑞
知
見
（
以
下
、
知
見
）　
田
村
先
生
、

は
じ
め
ま
し
て
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま

す
。

田
村
英
子
（
以
下
、
田
村
）　
よ
ろ
し
く
お

願
い
し
ま
す
。

知
見
　
田
村
先
生
も
私
も
薬
剤
師
で
、
大

学
で
は
現
代
西
洋
医
学
を
学
び
ま
し
た
。

田
村
先
生
が
中
国
伝
統
医
学
の
漢
方
に
興

味
を
持
っ
た
き
っ
か
け
は
な
ん
で
す
か
？

田
村
　
私
は
大
学
卒
業
後
に
調
剤
薬
局
に

三
年
間
勤
め
て
い
ま
し
た
。
西
洋
医
学
は

素
晴
ら
し
く
、
客
観
的
デ
ー
タ
や
共
通
言

語
と
し
て
も
、
と
て
も
有
用
だ
と
思
い
ま

す
。
で
も
現
代
医
学
の
よ
う
な
対
処
療
法

だ
け
で
は
な
く
て
、
も
っ
と
全
人
的
に
患

者
さ
ん
を
み
て
み
た
か
っ
た
ん
で
す
。

知
見
　
全
人
的
に
み
る
と
は
？

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
、
み
な
さ
ん
に
も
お
馴
染
み
の

漢
方
薬
を
扱
う
中
医
学
で
す
。

田
村
英
子 

先
生

漢
方
薬
剤
師

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

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。

太
瑞
知
見

仏
教
とと

伝
統
医
学

仏
教
とと

伝
統
医
学

2
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体は毎日食べるものによって作られる。いつものごはんや
お粥、お味噌汁に入れるだけで簡単に薬膳が作れるスープ
ミックスや薬膳茶もプロデュース。

ショップ情報

日
にち

日
にち

漢
かん

方
ぽう

東京都渋谷区大山町46-11
大山町アングル205
Tel	 03-6407-1859
Mail	info@nichinichi-kampo.jp
website	https://nichinichi-kampo.jp/

漢方薬とは、２種類以上の生薬（植物や鉱物、動物のなか
で薬効があるものの加工品）を組み合わせた薬のこと。よ
く知られる「葛根湯」は７種類の生薬からつくられる。

よ
う
に
育
っ
て
き
た
の
か
も
分
か
る
と
い
い
ま
す
。
診

断
と
い
う
よ
り
、
ま
る
で
人
生
相
談
み
た
い
で
し
ょ
う

（
笑
）

知
見
　
い
や
、
ほ
ん
と
人
生
相
談
で
す
ね
。
ラ
イ
フ
ス

タ
イ
ル
が
そ
の
人
の
体
質
を
作
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、

人
生
そ
の
も
の
も
振
り
返
る
必
要
が
あ
る
の
で
し
ょ
う

ね
。

田
村
　
そ
う
、
身
体
の
現
象
だ
け
を
切
り
取
っ
て
も
駄

目
な
ん
で
す
よ
。
そ
の
人
の
生
き
て
き
た
過
程
を
み
な

い
と
。
そ
の
人
の
生
き
方
が
そ
の
人
の
体
質
を
作
っ
て
、

そ
の
体
質
か
ら
性
格
や
見
か
け
や
表
情
が
作
ら
れ
て
い

ま
す
。
漢
方
の
適
切
な
処
方
に
よ
っ
て
、
そ
の
体
質
が

変
わ
っ
て
い
き
ま
す
か
ら
、
性
格
や
見
か
け
ま
で
変
わ

っ
て
い
き
ま
す
。

知
見
　
人
生
が
変
わ
り
ま
す
ね
。

田
村
　
は
い
。
漢
方
は
本
当
に
奥
が
深
く
て
面
白
い
の

で
す
よ
！

知
見
　
で
は
最
後
に
、
田
村
先
生
の
こ
れ
か
ら
の
展
望

を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

田
村
　
令
和
五
年
の
六
月
に
漢
方
の
お
店
を
オ
ー
プ
ン

し
ま
し
た
。
漢
方
を
通
し
て
、
病
気
を
克
服
で
き
る
だ

け
で
は
な
く
、
患
者
さ
ん
の
人
生
に
希
望
を
灯
せ
る
よ

う
に
お
伝
え
し
て
い
き
た
い
で
す
。

知
見
　
応
援
し
て
い
ま
す
。
本
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

に
は
、
一
時
間
ほ
ど
か
け
て
う
か

が
い
ま
す
。

知
見
　
す
ご
い
！
　
そ
れ
は
丁
寧

で
す
ね
。
そ
れ
だ
け
長
く
話
し
て

い
る
と
、
患
者
さ
ん
自
身
が
気
付

い
て
い
な
い
こ
と
ま
で
発
見
す
る

こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
す

か
？

田
村
　
は
い
。
質
問
自
体
が
と
て

も
詳
し
く
て
具
体
的
な
の
で
、
患

者
さ
ん
が
戸
惑
わ
れ
る
時
も
あ
り

ま
す
（
笑
）　
た
と
え
ば
、
頭
痛
が

あ
る
と
し
て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う

な
時
に
起
こ
る
の
か
、
季
節
な
の

か
、
天
気
な
の
か
、
時
間
に
よ
っ

て
か
、
運
動
や
食
事
の
後
な
の
か
、

な
ど
。

知
見
　
わ
ぁ
、
細
か
い
！
（
笑
）

　
病
気
の
発
現
を
た
ん
な
る
現
象

と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
ど

の
よ
う
な
条
件
で
起
こ
る
の
か
、

関
係
性
を
探
る
の
で
す
ね
。
こ
れ

は
仏
教
の
「
縁
起
」
に
通
じ
ま
す
。

田
村
　
漢
方
で
身
体
を
治
し
て
い

く
場
合
に
大
切
な
の
は
、
そ
の
病
気
に
な
っ
た
プ
ロ
セ

ス
を
知
る
こ
と
な
の
で
す
。
そ
こ
を
抜
か
し
て
治
療
法

だ
け
に
飛
び
つ
い
て
も
、
根
本
的
に
治
す
こ
と
は
難
し

い
で
す
。
同
じ
症
状
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
同
じ
薬
を

出
す
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

の
人
の
体
質
に
応
じ
た
オ
リ
ジ
ナ

ル
の
薬
を
調
合
し
ま
す
。

知
見
　
個
人
の
状
態
に
応
じ
て
作

ら
れ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
処
方
、
個

別
化
医
療
（
パ
ー
ソ
ナ
ラ
イ
ズ
ド
・

メ
デ
ィ
シ
ン
）
で
す
ね
。
素
晴
ら
し

い
！

　
お
釈
迦
さ
ま
も
個
々
人
に
応
じ

た
教
え
を
説
か
れ
ま
し
た
（
対た
い

機き

説せ
っ

法ぽ
う

）。
そ
の
人
に
応
じ
た
、
そ

の
人
の
た
め
の
教
え
で
す
。
ま
た
、

個
々
人
に
合
わ
せ
て
教
え
を
説
く

こ
と
を
、
病
気
に
応
じ
て
薬
を
処

方
す
る
こ
と
に
な
ぞ
ら
え
て
、

「
応お
う

病び
ょ
う

与よ

薬や
く

」
と
い
い
ま
す
。

田
村
　
わ
ぁ
、
素
敵
で
す
ね
！
　

お
釈
迦
さ
ま
の
教
え
は
医
学
の
考

え
に
近
い
ロ
ジ
ッ
ク
が
働
い
て
い

る
の
で
し
ょ
う
か
？

知
見
　
は
い
。
お
釈
迦
さ
ま
は
と

て
も
合
理
的
で
論
理
的
な
の
で
す

よ
。
そ
れ
に
、
人
を
洞
察
す
る
能

力
が
ず
ば
抜
け
て
高
い
か
た
だ
と

思
い
ま
す
。

田
村
　
洞
察
す
る
力
は
大
事
で
す
よ
ね
。
漢
方
の
ベ
テ

ラ
ン
の
先
生
で
は
、
患
者
さ
ん
と
話
し
た
だ
け
で
そ
の

人
の
体
質
が
分
か
る
だ
け
で
は
な
く
、
性
格
や
、
ど
の

田村英子（たむら・えいこ）
日日漢方　薬剤師・国際中医師。
1979 年東京生まれ。中学時代、
父親がパーキンソン病という難病
にかかり、闘病生活を送る両親を
見て育つ。女性が自立して仕事を
し、生涯働き続けることへの重要
性を感じ、医療の道に進む。「健
康」は体だけの問題ではなく、精
神的、社会的に満たされて健康と
なりうるのだと実感する。大学卒
業後、３年間、調剤薬局に勤める
が、本当の意味での「健康」を目
指し、自分自身の治癒力を高める
漢方医学に魅力を感じ転身。17
年間、都内漢方薬局勤務後、独立
開業。漢方相談ほか、漢方や薬膳
を取り入れた自己メンテンス方法
を広め、日本に元気な人を増やす
ために講座を開いて活動中。
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と
は
限
ら
な
い
。
二
度
と

思
い
出
し
た
く
な
い
よ
う

な
、
嫌
な
記
憶
も
あ
る
に

違
い
な
い
。
し
か
し
そ
の

嫌
な
記
憶
は
封
印
さ
れ
た

ま
ま
で
は
い
つ
に
な
っ
て

も
消
え
去
ら
な
い
。
む
し

ろ
生
肉
が
腐
敗
し
て
悪
臭

を
放
ち
毒
素
を
生
み
出
す

よ
う
に
、
記
憶
の
持
ち
主

の
心
身
を
蝕
む
し
ば

む
か
も
し
れ

な
い
。
そ
れ
を
ま
ぬ
が
れ

る
た
め
に
は
、
そ
の
記
憶

と
向
き
合
う
し
か
な
い
。

年
忌
法
要
は
死
者
に
ま

つ
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
記
憶

を
繰
り
返
し
思
い
出
さ
せ

る
絶
好
の
機
会
と
な
る
。

年
忌
法
要
は
い
ま
ま
だ
生

き
て
い
る
私
た
ち
が
、
す

で
に
死
ん
で
し
ま
っ
た

人
々
を
悼
む
だ
け
で
は
な

い
。
す
で
に
死
ん
で
し
ま

っ
た
人
々
が
、
ま
だ
生
き

て
い
る
私
た
ち
を
癒
や
し
、

深
い
闇
か
ら
救
い
出
し
て

く
れ
る
可
能
性
を
秘
め
て

い
る
。

年
忌
法
要
を
い
つ
ま
で
い
と
な
む
か
、
悩
む
方
が
多

い
と
聞
く
。
か
つ
て
は
一
周
忌
か
ら
始
ま
っ
て
、
三
十

三
回
忌
ま
で
い
と
な
む
の
が
当
然
と
さ
れ
て
い
た
。
し

か
し
昨
今
は
せ
い
ぜ
い
三
回
忌
ま
で
で
十
分
と
考
え
る

方
も
少
な
く
な
い
よ
う
だ
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
通
夜
も

葬
儀
（
告
別
式
）
も
い
と
な
ま
ず
、
直
接
火
葬
場
へ
向
か

っ
て
遺
体
の
火
葬
を
行
い
、
す
べ
て
終
わ
り
と
い
う
直
ち
ょ
く

葬そ
う

が
都
市
部
で
は
二
～
三
割
を
占
め
て
い
る
。

日
本
仏
教
の
年
忌
法
要
は
、
葬
儀
か
ら
四
十
九
日
ま

で
の
七
日
ご
と
の
法
事
は
イ
ン
ド
で
書
か
れ
た
仏
教
理

論
書
の
『
倶く

舎し
ゃ

論ろ
ん

』
に
、
百
ひ
ゃ
っ
箇か

日に
ち
・
一
周
忌
・
三
回
忌
は

中
国
の
儒
教
に
、
七
回
忌
・
十
三
回
忌
・
三
十
三
回
忌

は
日
本
独
自
の
十
三
仏
信
仰
に
由
来
す
る
。
成
立
は
平

安
中
期
だ
か
ら
、
千
年
も
の
伝
統
が
あ
る
。
ち
な
み
に

原
始
仏
教
は
死
者
供
養
と
縁
が
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る

が
、
釈
迦
牟
尼
が
在
世
し
て
い
た
時
代
の
仏
教
を
、
現

時
点
で
最
も
忠
実
に
継
承
す
る
ス
リ
ラ
ン
カ
の
テ
ー
ラ

ワ
ー
ダ
仏
教
（
上
座
仏
教
）
で
は
、
葬
儀
か
ら
七
日
後
・

三
か
月
後
・
一
年
後
に
、
死
者
を
供
養
す
る
儀
式
が
い

と
な
ま
れ
て
い
る
。

年
忌
法
要
を
減
ら
す
理
由
は
さ
ま
ざ
ま
あ
る
。
最
も

大
き
い
の
は
や
は
り
費
用
ら
し
い
。
と
り
わ
け
い
と
な

ん
だ
と
こ
ろ
で
目
に
見
え
る
よ
う
な
見
返
り
が
な
い
と

い
う
の
も
大
き
な
理
由
の
よ
う
だ
。
要
す
る
に
コ
ス
パ
、

つ
ま
り
費
用
対
効
果
が
釣
り
合
わ
な
い
と
い
う
す
こ
ぶ

る
打
算
的
な
話
で
あ
る
。
さ
ら
に
か
つ
て
ほ
ど
世
間
体

を
気
に
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
こ
と
も
大
き
い
。

し
か
し
真
の
理
由
は
違
う
の
で
は
な
い
か
。
死
や
死

者
を
軽
視
す
る
、
あ
る
い
は
死
や
死
者
の
尊
厳
を
無
視

す
る
と
い
う
精
神
面
の
、
あ
え
て
い
え
ば
退
廃
や
堕
落

こ
そ
、
年
忌
法
要
を
減
ら
そ
う
と
す
る
真
の
理
由
な
の

で
は
な
い
か
、
そ
う
思
え
て
な
ら
な
い
。

死
は
肉
体
の
死
が
全
て
で
は
な
い
。
死
後
世
界
や
死

後
存
在
（
霊
魂
）
が
実
在
す
る
か
否
か
は
科
学
に
よ
る

探
求
の
領
域
外
で
あ
り
、
永
遠
に
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ

は
も
っ
ぱ
ら
宗
教
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
領
域
で
あ
る
。
そ

し
て
死
後
世
界
や
死
後
存
在
の
問
題
を
と
り
あ
え
ず
横

に
置
く
と
し
て
も
、
死
者
に
ま
つ
わ
る
記
憶
は
、
生
前

の
死
者
と
関
わ
り
の
あ
っ
た
人
々
の
中
に
残
っ
て
い
る
。

死
と
人
間
の
関
係
を
深
く
研
究
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
社

会
史
家
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ア
リ
エ
ス
は
人
間
の
文
化
や

文
明
は
死
者
を
記
憶
し
、
悼い
た

む
行
為
か
ら
出
発
し
た
と

指
摘
し
た
。
と
す
れ
ば
死
者
や
死
を
軽
視
し
た
り
無
視

す
る
こ
と
は
人
間
の
文
化
や
文
明
の
根
底
を
否
定
す
る

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

も
ち
ろ
ん
死
者
に
ま
つ
わ
る
記
憶
は
良
い
も
の
だ
け

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。

年
忌
法
要
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？

正
木
晃　
写
真
｜
金
子
悟

正木晃
（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、早
稲田大学オープンカレ
ッジ講師。『現代語訳
法華経』『「ほとけ」論』
など多数の著書がある。 
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そ
の
よ
う
な
と
き
、
助
け
に
な
る
の
は
過
去
を
よ
く

顧か
え
りみ

る
こ
と
で
す
。
歴
史
に
学
ぶ
と
い
う
こ
と
が
大
き

な
意
義
を
も
ち
ま
す
。
私
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
判
断
を

誤
っ
て
き
た
か
。
こ
の
こ
と
を
し
っ
か
り
学
ぶ
こ
と
が

必
要
で
す
。
と
く
に
学
ば
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、

戦
争
や
暴
力
的
支
配
の
歴
史
で
す
。
国
家
間
の
戦
争
や

植
民
地
支
配
、
そ
し
て
人
種
・
民
族
差
別
等
に
苦
し
め

ら
れ
た
人
々
の
記
憶
は
重
要
で
す
。
被
ば
く
者
の
発
言

を
尊
ん
で
い
る
こ
と
は
良
い
例
で
す
。

歴
史
に
学
ぶ
の
は
先
人
た
ち
か
ら
大
切
な
も
の
を
引

き
継
ぐ
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
成
熟
し

た
宗
教
教
団
の
強
み
に
も
な
り
え
ま
す
。
宗
教
団
体
で

は
、
経
典
や
教
祖
・
宗
祖
の
教
え
に
学
ぶ
と
い
う
こ
と

が
尊
ば
れ
て
き
て
い
ま
す
。
た
だ
、
そ
れ
が
原
理
主
義

や
硬
直
し
た
守
旧
主
義
に
傾
き
、
現
実
離
れ
し
た
姿
勢

を
導
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
現
代
世
界
の
宗
教
界
を
見

渡
す
と
、
柔
軟
性
の
欠
如
に
よ
る
暴
力
性
が
目
立
ち
ま

す
。
宗
教
と
硬
直
性
は
切
り
離
せ
な
い
も
の
な
の
で
し

ょ
う
か
。
む
し
ろ
柔
軟
性
こ
そ
が
仏
教
が
尊
ぶ
智
慧
に

ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
し
ょ
う
。

二
十
年
ほ
ど
前
に
は
考
え
て
も
い
な
か
っ
た
こ
と
で
、

今
は
現
実
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
困
っ
た
こ
と
が

多
々
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
、
共
通
に
真
実
と
思
え
る
こ

と
が
少
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
ロ

シ
ア
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
各
地
を
爆
撃
し
て
い
る
が
そ
れ

は
軍
事
施
設
を
標
的
と
し
て
い
る
と
さ
れ
ま
す
。
だ
が
、

民
間
に
多
く
の
犠
牲
が
出
て
い
ま
す
。
ロ
シ
ア
の
報
道

を
鵜
呑
み
に
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
は
ウ

ク
ラ
イ
ナ
側
の
報
道
を
信
用
し
て
い
い
の
か
と
い
う
と

そ
う
い
う
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

日
本
政
府
は
、
福
島
第
一
原
発
事
故
で
生
じ
た
放
射

能
汚
染
水
を
海
に
流
す
と
い
い
ま
し
た
。
政
府
側
は
ま

っ
た
く
問
題
が
な
い
と
い
う
の
で
す
が
、
異
論
を
呈
す

る
科
学
者
は
多
数
い
ま
す
。
漁
民
な
ど
の
同
意
が
得
ら

れ
な
い
う
ち
は
流
さ
な
い
と
い
っ
て
い
ま
し
た
が
、
漁

民
が
反
対
し
て
い
る
の
に
流
し
始
め
ま
し
た
。
政
府
側

は
多
額
の
予
算
を
使
っ
て
、
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
（
偽

情
報
や
デ
マ
、
誤
情
報
）
な
ど
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
と

い
い
ま
す
が
、
そ
も
そ
も
政
府
側
の
情
報
が
適
切
な
も

の
か
ど
う
か
疑
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
ん
な
状
況
な
の
で
、
ど
こ
に
真
実
が
あ
る
の
か
わ

か
り
に
く
い
で
す
。
ま
た
、
隣
人
ど
う
し
で
同
じ
前
提

を
も
っ
て
い
な
い
こ
と
が
多
く
な
り
ま
す
。
自
分
に
都

合
が
よ
い
情
報
に
頼
っ
て
自
己
主
張
す
る
よ
う
な
こ
と

も
起
こ
り
が
ち
で
す
。
否
定
で
き
な
い
不
確
か
さ
が
あ

る
と
き
、
そ
れ
を
都
合
よ
く
自
分
た
ち
の
利
益
に
な
る

よ
う
に
利
用
す
る
態
度
が
生
じ
が
ち
で
す
。
ご
ま
か
し
、

情
報
操
作
、
世
論
誘
導
な
ど
が
生
じ
や
す
い
の
で
す
。

こ
ん
な
と
き
に
必
要
な
の
は
公
平
さ
で
す
。
自
分
の

見
方
を
い
っ
た
ん
相
対
化
し
、
他
者
の
主
張
に
も
よ
く

耳
を
傾
け
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
自
己
の
偏
か
た
よ
り
に
気
づ

く
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。
中
道
と
も
、
仏
の
目
を
意
識

す
る
こ
と
と
も
言
え
ま
し
ょ
う
。
た
だ
、
そ
れ
は
い
つ

も
中
立
の
立
場
を
と
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

政
治
的
に
は
不
利
な
立
場
に
な
る
と
し
て
も
、
正
し
い

判
断
を
失
わ
な
い
よ
う
に
し
た
い
も
の
で
す
。

歴
史
に
学
ぶ
と
い
う
こ
と

し
ま
ぞ
の  

す
す
む

１
９
４
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表紙画「極楽浄土と地獄の長い箸」／平川恒太

「極楽浄土と地獄の長い箸（三尺三寸箸）」をテーマに描きました。
極楽浄土と地獄での食事には、同じ食べ物に約１メートルの箸が添えられています。同じ食事をとるのに、地獄の人々は一人で長い箸を使い食べようとするので
食べ物が口に届かず、食べることが出来ずに飢えています。一方極楽浄土の人々は、長い箸でお互いに食べさせ合うことで食事をとることができるという説話です。
自己責任を問う声が大きくなっている現代ですが、困っている人を助ける社会は、自分が困った時にも助けの手がある豊かな社会だと、「三尺三寸箸」のお話を通
して考えてもらえればと思いました。また年末年始、皆様の食卓が円満であることを願い表紙画としました。
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