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亡
く
な
っ
た
方
と
対
面
し
た
と
き
、
お
別
れ
の
お
花
入

れ
の
と
き
な
ど
、
悲
し
み
の
泉
が
あ
ふ
れ
て
し
ま
う
よ

う
に
感
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

あ
る
ほ
ど
の
菊
投
げ
入
れ
よ
棺
の
中

こ
れ
は
夏な
つ

目め

漱そ
う

石せ
き

が
親
し
か
っ
た
女
流
作
家
の
死
に

際
し
て
作
っ
た
俳
句
で
す
。
私
自
身
、
父
の
死
後
、
お

骨
を
抱
い
て
寺
へ
帰
り
、
初し
ょ

七な
の

日か

の
法
要
を
す
ま
せ
た

後
、
緊
張
が
解
け
た
こ
と
も
あ
り
、
涙
が
溢
れ
出
た
経

験
が
あ
り
ま
す
。

で
は
、
悲
し
み
の
泉
は
人
生
の
後
半
に
な
っ
て
だ
ん

だ
ん
と
深
さ
を
増
し
て
い
く
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
子
ど
も
の
悲
し
み

が
浅
い
も
の
だ
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
グ
リ

ー
フ
ケ
ア
に
つ
い
て
学
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
そ
う
思
う
よ

う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
自
分
の
幼
少
年
時
を
振
り
返

っ
て
も
少
し
は
思
い
当
た
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
が
、

他
に
も
い
く
つ
か
気
づ
く
き
っ
か
け
が
あ
り
ま
し
た
。

一
つ
は
童
謡
や
童
話
に
は
な
ぜ
悲
し
い
こ
と
が
ら
が

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま

す
。「
赤
と
ん
ぼ
」
に
は
「
十
五
で
姐ね
え

や

は
嫁
に
行
き
　
お
里
の
た
よ
り
も
絶
え

果
て
た
」
と
あ
り
、「
十
五
夜
お
月
さ

ん
」
に
は
「
十
五
夜
お
月
さ
ん
妹
は
　

田
舎
へ
貰も

ら
れ
て
ゆ
き
ま
し
た
　
十
五
夜
お
月
さ
ん
母か
か

さ
ん
に
　
も
一
度
わ
た
し
は
逢
い
た
い
な
」
と
あ
り
ま

す
。新に

い

美み

南な
ん

吉き
ち

と
い
う
童
話
作
家
は
「
ご
ん
狐
」
な
ど
で

よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
子
ど
も
の
悲
し
み
に
つ
い

て
心
に
し
み
る
物
語
が
多
い
で
す
。「
う
た
時
計
」
は

父
と
争
っ
て
家
出
を
し
て
い
た
三
十
歳
代
の
周
作
が
し

ば
ら
く
ぶ
り
に
家
に
帰
り
、
翌
日
、
家
か
ら
う
た
時
計

を
盗
む
よ
う
に
も
っ
て
出
て
き
た
と
い
う
話
で
す
。
道

で
周
作
は
十
歳
そ
こ
そ
こ
の
廉れ
ん

と
い
う
少
年
に
会
い
、

廉
は
亡
く
な
っ
た
妹
が
う
た
時
計
が
好
き
だ
っ
た
こ
と

を
思
い
出
し
、
周
作
の
父
か
ら
う
た
時
計
を
借
り
た
こ

と
を
話
し
ま
す
。
そ
れ
と
な
く
話
を
し
て
い
る
う
ち
父

の
気
持
ち
を
思
い
や
っ
て
、
周
作
は
少
年
に
う
た
時
計
、

つ
ま
り
オ
ル
ゴ
ー
ル
付
き
の
時
計
を
託
し
、
去
っ
て
い

き
ま
す
。

少
年
院
で
収
容
さ
れ
て
い
る
数
人
の
少
年
た
ち
と
読

書
会
を
し
て
い
ま
す
が
、「
う
た
時
計
」
を
取
り
上
げ

た
と
こ
ろ
、
彼
ら
は
す
で
に
亡
く
な
っ
た
り
、
会
っ
た

こ
と
が
な
い
自
分
の
父
の
こ
と
を
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

家
に
帰
れ
な
か
っ
た
経
験
も
彼
ら
の
よ
く
知
る
と
こ
ろ

で
す
。
十
代
後
半
の
少
年
た

ち
で
す
が
、
深
い
悲
し
み
の

泉
が
そ
こ
に
あ
る
こ
と
を
強

く
感
じ
た
経
験
で
し
た
。

映
画
を
見
て
涙
を
流
し
、
心
を
揺
さ
ぶ
る
い
い
映
画

だ
っ
た
と
の
思
い
と
と
も
に
映
画
館
を
出
る
。
こ
ん
な

経
験
を
お
持
ち
で
な
い
で
し
ょ
う
か
。
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ

で
も
、
小
説
で
も
、
絵
本
で
も
、
あ
る
い
は
あ
る
種
の

音
楽
や
歌
を
聞
い
て
も
涙
を
流
す
こ
と
は
あ
る
と
思
い

ま
す
。
そ
の
作
品
の
な
か
に
悲
し
い
場
面
が
あ
り
心
が

動
く
、
音
楽
が
心
の
悲
し
み
を
呼
び
覚
ま
す
と
い
っ
た

経
験
で
す
。
そ
う
い
う
機
会
を
思
い
出
し
て
み
る
と
数

え
き
れ
な
い
ぐ
ら
い
あ
る
。
人
の
心
に
は
悲
し
み
の
泉

が
あ
り
、
く
め
ど
も
つ
き
な
い
と
言
え
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

芸
術
作
品
や
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
で
は
な
く
リ

ア
ル
に
悲
し
み
の
涙
が
こ
ぼ
れ
て
止
ま
ら
な
い
と
い
う

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
大
切
な
家
族
や
親
族
、
親
し
い
友

だ
ち
や
同
僚
と
の
別
れ
は
、
そ
う
し
た
機
会
の
代
表
的

な
も
の
で
し
ょ
う
。
お
通
夜
や
お
葬
式
で
棺
の
な
か
の

悲 し み の 泉
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パ
レ
ス
チ
ナ
を

訪
ね
て 
　  

年
。

25二
〇
二
三
年
十
月
七
日
の
侵
攻
に
よ
り
、

パ
レ
ス
チ
ナ
は
再
び

イ
ス
ラ
エ
ル
の
軍
事
攻
撃
に
脅
か
さ
れ
て
い
ま
す
。

飢
餓
や
砲
弾
の
痛
み
に
泣
く
幼
い
子
ど
も
た
ち
や
、

崩
れ
た
建
物
を
背
景
に
悲
痛
な
叫
び
で
訴
え
る

パ
レ
ス
チ
ナ
の
人
々
を
見
る
た
び
、

ど
う
に
か
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
と
憤
り
、

自
分
に
で
き
る
こ
と
は
何
か
と
自
問
す
る
こ
と
が
増
え
ま
し
た
。

四
方
を
海
と
壁
に
囲
ま
れ
た

〝
天
井
の
な
い
監
獄
〟と
呼
ば
れ
る
パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
区
ガ
ザ
。

非
人
道
的
な
占
領
に

「
こ
ん
な
こ
と
は
お
か
し
い
！
」と

声
を
上
げ
行
動
を
続
け
て
い
る
の
は
、

画
家
の
上
條
陽
子
さ
ん
で
す
。

自
由
に
紙
や
絵
の
具
を
使
っ
て

絵
を
描
い
た
こ
と
が
な
い
と
い
う

パ
レ
ス
チ
ナ
の
子
ど
も
た
ち
に
、

一
九
九
九
年
か
ら
絵
画
指
導
を
し
て
き
ま
し
た
。

現
在
も
日
本
か
ら
で
き
る
こ
と
で

支
援
を
継
続
し
て
い
る
上
條
さ
ん
の
ア
ト
リ
エ
を
訪
ね
て
、

パ
レ
ス
チ
ナ
で
見
た
こ
と
や

平
和
へ
の
思
い
を
お
聞
き
し
ま
し
た
。 現代美術家

上條陽子が
続ける支援のかたち
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芸術が放つメッセージには、
時間や場所を超えてもなお
届く力がある。

ご自宅兼アトリエには、さまざまな作品が並ぶ。

ス
ラ
エ
ル
の
統
治
下
の
こ
と
。
道
路
を
隔
て

た
イ
ス
ラ
エ
ル
側
は
欧
米
諸
国
み
た
い
な
暮

ら
し
を
し
て
い
る
の
に
、
パ
レ
ス
チ
ナ
は
い

ろ
い
ろ
な
も
の
が
足
り
て
い
な
い
印
象
で
し

た
。最

初
の
画
廊
で
、
パ
レ
ス
チ
ナ
の
画
家
た

ち
が
テ
ー
ブ
ル
を
広
げ
な
が
ら
「
子
ど
も
た

ち
が
絵
を
描
き
に
来
る
」
と
言
う
ん
で
す
。

パ
レ
ス
チ
ナ
で
は
学
校
を
午
前
と
午
後
の
二

部
制
に
し
た
た
め
、
子
ど
も
た
ち
は
十
分
に

学
べ
ず
、
ま
た
画
材
道
具
な
ど
も
不
足
し
て

い
る
の
で
、
絵
を
描
い
た
こ
と
が
な
い
ん
だ
、

と
。
そ
の
後
も
、
ガ
ザ
の
難
民
キ
ャ
ン
プ
や

聾ろ
う

学
校
に
も
絵
を
教
え
に
行
き
ま
し
た
。
戦

争
の
影
響
で
聴
覚
を
失
っ
て
い
る
子
ど
も
た

パ
レ
ス
チ
ナ
の
友
人
た
ち
か
ら
「
絶
望
ば

か
り
で
、
も
う
希
望
も
な
い
」
な
ん
て
い
う

メ
ー
ル
を
も
ら
う
と
、
本
当
に
や
る
せ
な
い

気
持
ち
に
な
り
ま
す
。
み
ん
な
大
家
族
で
子

ど
も
も
多
い
の
で
、
食
料
も
燃
料
も
不
足
し

て
い
る
状
態
で
は
未
来
を
明
る
く
考
え
る
こ

と
な
ん
て
無
理
な
ん
で
す
。
爆
撃
で
自
宅
や

職
場
、
家
族
の
誰
か
し
ら
を
亡
く
し
て
い
る

人
ば
か
り
で
す
。
人
が
宇
宙
を
行
き
来
す
る

よ
う
な
時
代
に
、
そ
ん
な
苦
労
を
し
て
い
る

人
た
ち
が
同
じ
地
球
に
い
る
こ
と
自
体
、
お

か
し
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
罪
の
な
い
パ
レ

ス
チ
ナ
の
人
た
ち
が
何
万
人
も
殺
さ
れ
て
、

そ
の
大
半
は
子
ど
も
か
女
性
で
あ
る
こ
と
に
、

胸
が
苦
し
く
な
る
思
い
で
報
道
を
見
て
い
ま

す
。

続
け
な
く
て
は
い
け
な
い
と
思
っ
た
、 

子
ど
も
た
ち
の
笑
顔

最
初
に
パ
レ
ス
チ
ナ
に
行
っ
た
の
は
一
九

九
九
年
、JA

A
LA

美
術
家
会
議
に
よ
る
展

覧
会
が
開
催
さ
れ
た
た
め
で
し
た
。
滞
在
は

四
十
日
間
。
そ
の
間
に
エ
ル
サ
レ
ム
、
ラ
マ

ラ
、
ガ
ザ
の
三
箇
所
で
日
本
の
美
術
家
七
名

の
展
覧
会
を
し
た
ん
で
す
。
自
治
区
と
は
イ

戦争の影響で
　聴覚を失っている子どもたちも
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ち
も
多
く
、
二
〇
〇
名
程
が
通
っ
て
い
る
学
校
で

す
。
子
ど
も
た
ち
は
カ
ラ
フ
ル
な
絵
の
具
に
思
い

思
い
の
声
を
上
げ
な
が
ら
、
大
騒
ぎ
で
楽
し
ん
で

く
れ
ま
し
た
。

そ
う
し
た
経
験
か
ら
、
日
本
に
帰
国
し
て
パ
レ

ス
チ
ナ
の
た
め
に
「
何
か
し
た
い
」
と
い
う
気
持

ち
が
消
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
最
初
は
難
民
キ
ャ
ン

プ
の
子
ど
も
た
ち
に
絵
の
具
を
贈
ろ
う
と
思
っ
て
、

自
分
の
展
示
会
場
で
絵
の
具
を
募
集
し
た
ん
で
す
。

新
聞
に
取
り
上
げ
ら
れ
、
ず
い
ぶ
ん
集
ま
っ
た
の

で
す
が
、
い
ざ
送
ろ
う
と
し
た
ら
イ
ス
ラ
エ
ル
の

侵
攻
が
起
こ
り
、
ガ
ザ
に
発
送
で
き
な
く
な
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
知
っ
た
レ
バ
ノ
ン
の
女

医
さ
ん
か
ら
、
支
援
団
体
を
通
じ
て
難
民
キ
ャ
ン

プ
で
絵
画
指
導
の
要
請
を
も
ら
い
、
二
〇
〇
一
年

か
ら
は
レ
バ
ノ
ン
に
行
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

生
ま
れ
て
初
め
て
絵
を
描
く
子
も
多
く
、
目
を
輝

か
せ
て
い
る
様
子
に
心
を
打
た
れ
て
し
ま
っ
た
ん

で
す
。
継
続
的
な
活
動
に
し
よ
う
と
思
い
、「
パ

レ
ス
チ
ナ
の
ハ
ー
ト
ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

（PH
A
P

）」
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち

を
日
本
に
招
聘
し
た
り
作
品
展
な
ど
を
開
催
し
た

り
、
シ
リ
ア
内
戦
が
始
ま
る
二
〇
一
一
年
ま
で
は

毎
年
、
十
日
間
ほ
ど
レ
バ
ノ
ン
の
難
民
キ
ャ
ン
プ

に
通
い
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
毎
回
渡
航
費
は
自
己

負
担
で
す
。
同
行
し
た
い
人
と
い
う
人
も
受
け
入

れ
て
い
ま
し
た
。
芸
術
を
学
ぶ
学
生
が
勉
強
の
た

め
に
一
緒
に
行
っ
た
り
す
る
と
、
子
ど
も
た
ち
は

一
層
楽
し
そ
う
に
遊
ん
で
ま
し
た
ね
。

八
歳
で
体
験
し
た
横
浜
大
空
襲
と
重
ね
て

難
民
キ
ャ
ン
プ
で
は
女
性
た
ち
が
刺
繍
や
手
芸

品
を
作
り
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
の
支
援
に
出
し
た

り
し
て
い
ま
す
。
以
前
そ
の
様
子
を
作
品
に
し
た

生まれて初めて絵を描く子も多く、
目を輝かせている様子に心を打たれてしまったんです。
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現在も積極的に企画展などを開催している。

こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
彼
女
た
ち
が
使
う
よ
う
な

ハ
サ
ミ
を
い
く
つ
も
飾
っ
た
自
分
の
作
品
を
眺
め

て
い
た
ら
、
そ
の
ハ
サ
ミ
が
ま
る
で
Ｂ
29
が
飛
ん

で
い
る
様
子
に
見
え
て
き
た
ん
で
す
。
そ
こ
で
作

品
で
は
、
針
か
ら
赤
い
糸
を
垂
ら
し
、
爆
弾
に
見

せ
ま
し
た
。

八
歳
の
と
き
に
横
浜
大
空
襲
が
あ
り
、
不
発
で

し
た
が
保
土
ヶ
谷
の
家
に
も
四
発
落
ち
ま
し
た
。

空
に
た
く
さ
ん
の
Ｂ

29
が
来
て
、
雨
の
よ

う
に
大
量
の
焼
夷
弾

が
落
ち
て
き
た
。
そ

こ
か
ら
赤
い
リ
ボ
ン

の
よ
う
な
も
の
が
ヒ

ラ
ヒ
ラ
し
て
い
た
記

憶
が
あ
り
ま
し
た
。

制
作
の
た
め
、
気
に

な
っ
た
の
で
調
べ
に

行
っ
た
ら
、
焼
夷
弾
は
尾
翼
と
し
て
二
メ
ー
ト
ル

の
リ
ボ
ン
が
折
り
た
た
ま
れ
て
い
て
、
落
下
し
な

が
ら
中
の
爆
薬
が
リ
ボ
ン
に
火
が
つ
く
仕
組
み
だ

と
わ
か
り
ま
し
た
。
子
ど
も
の
頃
の
記
憶
は
正
し

か
っ
た
。
私
は
パ
レ
ス
チ
ナ
の
問
題
を
や
っ
て
い

る
け
ど
、
自
分
の
こ
と
で
も
あ
っ
た
ん
だ
、
と
気

が
つ
き
ま
し
た
。
無
意
識
の
中
で
繋
が
っ
て
い
た

ん
で
す
ね
。

画
家
同
士
、
つ
な
が
り
を
こ
れ
か
ら
も

シ
リ
ア
内
戦
の
た
め
渡
航
を
断
念
し
て
い
ま
し

た
が
、
二
〇
一
三
年
に
も
う
一
度
、
絵
画
指
導
の

要
請
が
あ
り
ま
し
た
。
同
じ
支
援
団
体
を
通
し
て
、

特
別
に
四
日
間
だ
け
ガ
ザ
で
の
滞
在
が
許
可
さ
れ

た
ん
で
す
。
十
一
回
目
の
パ

レ
ス
チ
ナ
で
し
た
。
そ
こ
で

一
九
九
九
年
に
出
会
っ
た
パ

レ
ス
チ
ナ
の
画
家
の
ソ
ヘ
イ

ル
・
セ
レ
イ
ム
さ
ん
と
15
年

ぶ
り
に
再
会
し
ま
し
た
。
ソ

ヘ
イ
ル
さ
ん
は
画
廊
「
エ
ル

テ
ィ
カ
」
を
7
人
の
パ
レ
ス

チ
ナ
人
の
画
家
で
経
営
し
て

お
り
、
そ
の
中
の
モ
ハ
メ

ド
・
ア
ル
・
ハ
ワ
ジ
リ
さ
ん
、
ラ
イ
エ
ッ
ド
・
イ

サ
さ
ん
、
そ
し
て
ソ
レ
イ
ム
さ
ん
の
3
人
を
二
〇

一
九
年
に
日
本
へ
招
聘
し
ま
し
た
。
彼
ら
に
ビ
ザ

が
下
り
る
確
率
は
2
％
と
言
わ
れ
ま
し
た
が
、
実

現
で
き
ま
し
た
。

実
は
、
ま
た
パ
レ
ス
チ
ナ
の
作
品
展
を
し
た
い

と
考
え
て
「
新
し
い
作
品
を
送
っ
て
ね
」
と
三
人

に
も
頼
ん
で
い
た
の
で
す
が
、
今
回
の
侵
攻
が
始

ま
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
新
し
い
作
品
を
受
け
取

る
こ
と
も
で
き
ず
、
さ
ら
に
彼
ら
の
「
エ
ル
テ
ィ

カ
」
も
爆
撃
さ
れ
、
ハ
ワ
ジ
リ
は
家
族
親
戚
を
も

う
十
名
も
亡
く
し
た
と
言
っ
て
い
ま
す
。
ど
れ
ほ

ど
辛
い
こ
と
で
し
ょ
う
。

や
は
り
こ
ん
な
こ
と
は
あ
っ
て
は
い
け
な
い
。

自
分
に
で
き
る
範
囲
の
こ
と
を
こ
れ
か
ら
も
続
け

て
い
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
幸
い
私
の
元
に
は
、

パ
レ
ス
チ
ナ
の
子
ど
も
た
ち
の
作
品
や
「
エ
ル
テ

ィ
カ
」
の
7
人
の
画
家
の
作
品
が
あ
り
ま
す
の
で
、

た
く
さ
ん
の
方
に
見
て
い
た
だ
き
、
支
援
に
変
え

て
い
き
た
い
。
ま
た
パ
レ
ス
チ
ナ
の
こ
と
に
つ
い

て
お
話
さ
せ
て
も
ら
え
る
機
会
が
あ
れ
ば
、
学
生

た
ち
や
画
家
た
ち
に
も
伝
え
て
い
き
た
い
で
す
。

取材執筆│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Two Doors代表。

上條 陽子（かみじょう・ようこ）
現代美術家。1978年〈玄黄（兆）〉
で 女 性 初 と な る 安 井 賞 受 賞。
1982年、文化庁在外研究員とし
て欧州滞在。1986年には大病の
ため二度に及ぶ手術を経験し、聴
覚障害等が残るも画家としての活
動を継続。1999年「東京からの
七天使」巡回展にてパレスチナを
初訪問。2011年には「パレスチ
ナのハートアートプロジェクト

（PHAP）」を立ち上げ、以降レバ
ノンのパレスチナ難民キャンプで
子どもたちに絵画指導や展示開催、
さらに2019年には3名のパレス
チナ人画家を日本に招聘した巡回
展を開催するなど、積極的なパレ
スチナ支援を継続している。

読
者
か
ら
の
お
便
り

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。

北海道／矢部眞紀様 　　東京都／中江悦子様
静岡県／谷口良和様　　京都府／大谷教学様
長崎県／鈴木博子様

本誌168（春）号のプレゼント、柳田由紀子さんのご
著書『宿無し弘文　スティー・ジョブズの禅僧』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
上條陽子さんの画集『上條
陽子とガザの画家たち　希
望へ…』（主催：佐喜眞美術
館）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11月末必着

春号（No.168）に掲載されていた、島薗進先
生「いのちの恵の尊さ」の一文、良かったです。
野菜をきらうわが家の孫達によませました。
理解できたかな？   岩手県  吉田睦子 様

『曹洞禅グラフ』をいつも楽しく拝読しており
ます。藤田一照師インタビュー「愉快であ
れ。」楽しく読ませていただきました。編集の
皆様、暑い日が続きますのでお身体大切にお
過ごしくださいませ。　　千葉県  星昭子 様

私はパレスチナの問題をやっ　てるけど、
  自分のことでもあったんだ、  と気がつきました。
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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11月末日（当日消印有効）

種し

ゅ

種じ

ゅ

諸し

ょ

悪あ

く

趣し

ゅ

地じ

ー

獄ご

く

鬼き

ー

畜ち

く

生
し
ょ
う

生し
ょ
う

老ろ

う

病び
ょ
う

死し

ー

苦く

ー

以い

ー

漸ぜ

ん

悉し

つ

令り
ょ
う

滅め

つ

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

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。
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。

あ
ら
ゆ
る
悪
の
境
遇

地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
界

生
老
病
死
の
苦
は

（
そ
れ
ら
を
抱
く
者
た
ち
に
）

以
て
、
次
第
に
悉
く 

滅
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る

『
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。



お申し込み方法

締切

 作品募集
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宿
院
の
朝
の
勤ご
ん

行ぎ
ょ
う

百も
も

千ち

鳥ど
り千

葉
県
　
戸
田
ユ
ミ
ヲ

宿
院
は
宿
坊
と
同
じ
と
の
こ
と
。
百
千
鳥
は
春
の
季

語
。
作
者
は
永
平
寺
の
よ
う
な
山
深
い
宿
坊
に
宿
泊

し
早
朝
の
勤
行
に
参
加
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
の

時
間
帯
は
百
千
鳥
の
囀さ

え
ずり
も
最
高
潮
と
な
る
時
間
帯

で
す
。
宿
泊
者
の
読
経
の
響
き
と
た
く
さ
ん
の
鳥
の

澄
ん
だ
囀
り
が
シ
ン
ク
ロ
し
て
き
て
桃
源
郷
の
よ
う

な
得え

も
言
わ
れ
ぬ
心
地
よ
い
勤
行
と
な
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
仏
の
境
地
と
は
こ
の
よ
う

な
雑
念
を
忘
れ
ら
れ
る
境
地
な
の
で
し
ょ
う
。
俗
世

間
か
ら
か
け
離
れ
た
幸
せ
な
時
間
が
想
像
さ
れ
ま
し

た
。

夕
闇
に
辛こ
ぶ
し夷
の
白
き
道
し
る
べ

東
京
都
　
青
山
千
代
子

辛
夷
の
花
は
早
春
に
真
っ
白
い
花
を
樹
木
い
っ
ぱ
い

に
咲
か
せ
て
く
れ
ま
す
。
本
来
は
山
野
に
自
生
し
て

い
た
の
で
す
が
、
最
近
は
そ
の
荘
厳
な
美
し
さ
か
ら

街
路
樹
と
し
て
も
多
く
植
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

き
ま
し
た
。
こ
の
句
の
辛
夷
も
街
路
樹
と
し
て
植
え

ら
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
周
り
が
薄
暗
く
な
っ

て
き
た
中
で
辛
夷
の
花
の
咲
く
道
だ
け
が
ほ
の
白
く

暮
れ
残
っ
て
い
る
の
で
す
。

父
の
日
に
脱
が
せ
て
着
せ
る
プ
レ
ゼ
ン
ト

佐
賀
県
　
池
内
淳
子

父
の
日
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
に
は
毎
年
頭
を
悩
ま
せ
る
方

も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
喜
ん
で
も
ら
え

る
だ
ろ
う
か
、
似
合
う
だ
ろ
う
か
と
気
に
な
っ
て
い

る
の
で
す
。
今
ま
で
着
て
い
た
シ
ャ
ツ（
？
）を
脱

い
で
も
ら
い
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
た
新
し
い
シ
ャ
ツ
を
着

せ
た
い
気
持
ち
が
よ
く
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

畦あ
ぜ

道み
ち
で
ゆ
ば
り
に
驚
く
つ
く
し
ん
ぼ

埼
玉
県
　
西
岡
備
中

ち
ょ
っ
と
下
品
に
な
る
が「
ゆ
ば
り
」と
は
小
便
の

こ
と
。
こ
の
句
の
場
合
立
ち
小
便
に
な
る
。
ど
う
し

て
も
我
慢
が
で
き
な
く
な
っ
て
立
ち
小
便
を
し
た
。

放
尿
後
の
恍
惚
感
。
す
る
と
そ
こ
は
一
面
の
土つ

く
し筆
の

畦
道
だ
っ
た
。
土
筆
も
さ
ぞ
驚
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。

選
者
詠

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� 

夕ゆ
う

芒す
す
きし

ば
ら
く
心
が
放
浪
す 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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◉ 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11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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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

八
つ
目
「
正
定
」
を
参
究
い
た
し
ま
す
。

「
正
定
」
は
、
仏
法
的
生
き
方
を
修
め

て
い
く
た
め
の
学
び
の
根
源
で
あ
る
三

学
「
戒か
い

定じ
ょ
う

慧え

」
の
う
ち
、「
正
し
ょ
う

念ね
ん

」
と

同
様
、
本
質
的
安
寧
を
得
る
た
め
の
実

践
基
盤
で
あ
る
「
定
」
に
あ
て
は
ま
り

ま
す
。「
正
念
」
は
、
仏
法
的
に
正
し

い
捉
え
方
へ
の
実
践
指
針
、「
正
定
」
は
、

実
践
が
仏
法
的
に
正
し
い
か
を
裏
付
け

す
る
た
め
の
指
針
と
な
り
ま
す
。

原
始
仏
教
に
お
け
る
修
行
体
系
の
一

つ
に
「
四し

如に
ょ

意い

足そ
く

」
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
は
「
正
定
」
を
四
つ
に
分
類
し
た
指

針
で
あ
り
、
実
践
が
仏
法
に
沿
い
為
さ

れ
て
い
る
か
を
検
証
し
続
け
る
た
め
の

四
つ
の
視
点
で
す
。

 
❖

欲
如
意
足
：
意
欲
を
得
て
い
く
べ
く
、

内
側
か
ら
起
こ
る
願
い
や
意
志
に
注

意
を
向
け
る
視
点
。

 
❖

精
進
如
意
足
：
努
力
を
得
て
い
く
べ

く
、
私
が
何
を
行
っ
て
い
る
の
か
に

注
意
を
向
け
る
視
点
。

 
❖

心
如
意
足
：
想
念
を
得
て
い
く
べ
く
、

思
い
浮
か
ぶ
さ
ま
ざ
ま
な
思
考
に
注

意
を
向
け
る
視
点
。

 
❖

観
如
意
足
：
形
質
を
得
て
い
く
べ
く
、

洞
察
に
よ
っ
て
調
わ
れ
る
意
識
に
注

意
を
向
け
る
視
点
。

仏
法
に
沿
う
と
は
、
八
正
道
の
第
一

で
あ
る
「
正
し
ょ
う

見け
ん

」
に
基
づ
い
た
智
慧
と

慈
悲
的
見
方
を
基
礎
と
し
て
、
す
べ
て

の
物
事
を
公
平
に
受
容
共
感
し
続
け
る

こ
と
で
す
。
そ
の
状
態
と
は
「
善
悪
」

の
よ
う
な
相
対
的
な
判
断
や
、
決
め
ら

れ
た
「
正
し
さ
」
に
沿
っ
た
判
断
基
準

に
よ
っ
て
築
か
れ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
仏
法
に
沿
っ
た
状
態
を
得
る
べ
く

ど
の
よ
う
な
意
志
・
行
い
・
思
考
・
意

識
を
も
て
ば
い
い
の
か
を
問
い
続
け
る

こ
と
が
「
正
定
」
を
進
め
て
い
く
こ
と

で
あ
り
、
検
証
の
基
盤
な
の
で
す
。

「
正
定
」
に
よ
り
検
証
さ
れ
る
「
八
正

道
」
の
実
践
指
針
と
は
、
決
し
て
誰
か

の
決
め
た
「
正
し
い
道
」
を
頑
張
る
の

で
は
な
く
、
各
徳
目
に
お
け
る
正
し
さ

の
観
点
が
、
仏
法
に
沿
っ
た
形
で
の

「
幸
福
」
や
「
安
寧
」
に
連
な
っ
て
い
る

の
か
に
つ
い
て
常
に
向
き
合
い
実
践
し

続
け
る
こ
と
な
の
で
す
。
そ
れ
が
安
ら

か
な
未
来
を
築
く
た
め
の
大
切
な
指
針

と
な
る
の
で
す
。

今
回
は
、
胸
の
膨
縮
に
よ
り
呼
吸
を

促
す
こ
と
で
、
元
気
を
育
て
る
「
胸
識

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

定
じ ょ う

」～いかに得るか～
最 終 回

2年間にわたり繙いてきた「八正道」も今回で最終回です。ありがとうございました。

足を肩幅程度に広げ、足の
裏全体を床に着けた状態

にして、腰より下の下半身を安
定させます。一旦体を軽く揺ら
すなどして上半身をできるだけリ
ラックスさせておきます。体勢が
調いましたら息を止め、特に腹
部と胸部に意識を寄せます。止
めていることで変化していく身
体状態と、徐々に呼吸をしたい
欲求が沸いてくる精神状態を苦
楽の判断なく受容していきます。

止めていた呼吸に耐えられ
なくなってきたら、我慢し

ていた呼吸を解消するよう一気
に息を吸い込みます。できるだ
け鼻で吸いながら徐々に腹部を
凹ませ胸郭を広げ肩を上げてい
きます。腹部の凹みと胸郭の開
きをより意識できるよう、手の
平は胸やお腹に当てておいても
よいです。吸いきった状態で息
を止め、身体と精神の状態を観
察し続けます。

吸いきっていた呼吸に耐えら
れなくなってきたら一気に

吐きます。吐くと同時に全身脱
力するよう、腕の力を抜き上半
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
が調ってきたらゆっくり起き上が
ります。行うほどに胸の膨縮の
柔軟性が高まります。

　
息
を
止
め
る

　
　
　
　
　
胸
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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95歳になる喜瀬和代さん。

季節ごとに様々な花が咲く庭。

ら
れ
ま
し
た
け
ど
ね
。
一
年
な
ん
て
本
当
に

あ
っ
と
い
う
間
。
こ
ん
な
に
長
生
き
す
る
と

思
わ
な
か
っ
た
で
す
も
の
ね
。

─
─
息
子
の
博
之
さ
ん
も
お
庭
の
お
仕
事
を
さ
れ
て
い
ま

す
ね
。

博
之
さ
ん	

四
十
数
年
い
た
職
場
を
退
職
し
て
、
今
は
地

域
に
何
か
貢
献
し
た
い
な
と
思
っ
て
、
シ
ル

バ
ー
人
材
で
剪
定
を
や
っ
て
い
ま
す
。

和
代
さ
ん	

お
庭
を
や
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
仏
様
の
お
花

も
買
っ
た
こ
と
が
な
い
ん
で
す
。
一
年
中
、

ち
ゃ
ん
と
何
か
が
咲
い
て
く
れ
ま
す
の
で
。

博
之
さ
ん	

春
に
な
れ
ば
沈
丁
花
か
ら
始
ま
っ
て
、
梅
、

桜
と
咲
い
て
。
ツ
ツ
ジ
、
サ
ツ
キ
に
な
っ
て
、

ア
ジ
サ
イ
が
咲
い
て
。

和
代
さ
ん	

お
け
い
こ
に
来
て
く
れ
る
友
達
が
仏
様
に
あ

げ
る
お
花
が
な
い
と
い
う
の
で
、「
み
ん
な

切
っ
て
持
っ
て
い
っ
て
い
い
わ
よ
」っ
て
言

う
と
喜
ん
で
く
れ
ま
す
。

健
康
の
秘
訣
は
？

─
─
九
十
五
歳
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
、
お
元
気
の
秘
訣

は
あ
り
ま
す
か
？

和
代
さ
ん	

の
ん
き
だ
か
ら
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
あ
ま
り

く
よ
く
よ
し
な
い
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
能

天
気
な
の
か
な
。

博
之
さ
ん	

母
は
一
度
も
入
院
し
て
い
な
い
で
す
。
医
者

に
は
通
っ
て
い
ま
す
け
ど
、
血
圧
の
薬
と
腰

の
痛
み
止
め
を
も
ら
う
だ
け
。
そ
れ
か
ら
食

事
は
け
っ
こ
う
こ
だ
わ
っ
て
い
ま
す
ね
。

和
代
さ
ん	

で
き
る
だ
け
バ
ラ
ン
ス
よ
く
食
べ
る
よ
う
に
、

葉
物
か
ら
根
菜
物
か
ら
と
か
っ
て
考
え
て
。

今
は
息
子
に
作
っ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
け
ど
、

私
が
あ
ま
り
に
う
る
さ
く
言
う
の
で
、
気
を

付
け
て
く
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
働
き

に
行
っ
て
、
夜
の
支
度
ま
で
し
て
く
れ
る
の

で
申
し
訳
な
い
で
す
け
ど
、
手
を
出
す
な
っ

九
十
五
歳
に
な
る
今
も
、
現
役
の
生
け
花
師

範
と
し
て
活
動
す
る
喜
瀬
和
代
さ
ん（
95
）。

福
徳
会
で
檀
家
さ
ん
と
の
ご
縁
を
大
切
に
さ

れ
て
き
ま
し
た
。
越
谷
市
の
ご
自
宅
で
、
息

子
の
博
之
さ
ん（
68
）
と
共
に
お
話
を
伺
い

ま
し
た
。花

の
咲
く
庭

─
─
ず
っ
と
生
け
花
の
ご
活
動
を
さ
れ
て
き
ま
し
た
ね
。

和
代
さ
ん	

腰
が
弱
っ
て
き
て
、
庭
の
仕
事
も
だ
ん
だ
ん

で
き
な
く
な
り
ま
し
た
け
ど
、
本
当
に
お
花

だ
け
は
ず
っ
と
好
き
で
す
ね
。
も
う
五
十
年

く
ら
い
に
な
り
ま
す
ね
。
免
許
を
持
っ
て
い

て
、
生
け
花
の
師
範
な
の
で
、
今
も
お
け
い

こ
に
来
て
く
だ
さ
る
生
徒
さ
ん
が
い
ら
っ
し

ゃ
い
ま
す
。

─
─
い
ち
ば
ん
の
や
り
が
い
は
ど
ん
な
と
こ
ろ
で
し
ょ
う

か
。

和
代
さ
ん	

教
え
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
お
し
ゃ
べ
り

し
て
、
一
緒
に
お
茶
を
頂
い
た
り
し
て
。
そ

れ
が
楽
し
み
で
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
す
。

長
く
お
茶
と
お
花
を
教
え
て
く
れ
て
い
た
先

生
が
い
ら
し
て
ね
。
何
人
か
集
ま
っ
て
お
稽

古
を
し
て
い
た
の
で
す
が
、
先
生
が
来
ら
れ

な
く
な
っ
て
か
ら
は
私
が
教
え
る
よ
う
に
な

っ
て
。
そ
の
先
生
も
今
年
の
二
月
に
亡
く
な

暮らしに花を
九十五歳の生け花師範

喜瀬和代さん
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大本山永平寺にて、福徳会の皆さんと。

息子の博之さんと。

玄関を開けると生け花が迎えてくれる。

た
ご
住
職
の
お
宅
に
仏
間
が
あ
っ
て
、
そ
こ

へ
初
め
て
伺
っ
て
か
ら
、
春
と
秋
の
お
彼
岸

と
お
盆
、
毎
年
３
回
は
通
っ
て
い
ま
し
た
。

も
う
三
十
年
経
ち
ま
す
ね
。

博
之
さ
ん	

お
や
じ
の
葬
儀
の
前
ま
で
は
、
う
ち
に
は
仏

壇
も
な
く
て
。
私
な
ん
か
ほ
と
ん
ど
無
宗
教

で
す
か
ら
。
亡
く
な
っ
た
父
の
家
系
が
曹
洞

宗
な
の
で
、
葬
儀
屋
さ
ん
に
頼
ん
で
近
く
の

曹
洞
宗
の
ご
住
職
を
呼
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば

と
言
っ
て
。
そ
れ
が
初
め
て
で
す
。

和
代
さ
ん	

そ
こ
か
ら
本
当
に
長
い
ご
縁
で
す
よ
ね
。
福

徳
会
と
い
っ
て
ね
。
藤
木
老
師
と
濱
村
さ
ん

が
中
心
に
な
っ
て
、
お
彼
岸
と
お
盆
の
ほ
か

に
、
お
食
事
会
や
忘
年
会
を
し
た
り
、
旅
行

し
た
り
。
神
奈
川
の
総
持
寺
や
、
浅
草
寺
。

本
当
に
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
へ
連
れ
て
い
っ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
仏
教
の
お
話
な
ん
か
も

交
え
て
く
だ
さ
っ
て
、
写
経
を
し
た
り
と
か
。

こ
の
写
真
の
方
た
ち
が
本
当
に
親
し
く
し
て

く
れ
ま
し
た
。
い
ま
は
、
み
ん
な
ど
う
し
て

ら
っ
し
ゃ
る
の
か
な
。

─
─
既
に
生
前
受
戒
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。
何
か
特
別
な
思

い
は
あ
り
ま
す
か
。

和
代
さ
ん	

特
別
、
深
く
は
考
え
な
か
っ
た
で
す
け
ど
。

み
ん
な
で
お
戒
名
を
一
緒
に
い
た
だ
き
ま
し

た
。
あ
の
時
の
み
ん
な
、
ど
う
し
て
ら
っ
し

ゃ
る
の
か
な
。
名
前
も
だ
ん
だ
ん
忘
れ
て
い

き
そ
う
に
な
る
の
で
。
お
元
気
な
の
か
、
亡

く
な
ら
れ
た
の
か
も
分
か
ら
な
い
。
最
近
は

食
事
会
も
自
然
消
滅
し
ち
ゃ
っ
て
。
一
人
、

二
人
と
だ
ん
だ
ん
来
な
く
な
っ
て
。
で
も
、

い
い
思
い
出
で
す
ね
。
本
当
に
み
ん
な
い
い

人
ば
か
り
。

て
言
う
の
で
、
任
せ
っ
ぱ
な
し
。

博
之
さ
ん	

私
は
出
来
合
い
の
も
の
や
、
化
学
調
味
料
が

だ
め
な
の
で
、
昆
布
や
鰹
節
で
出
汁
か
ら
取

っ
て
、
こ
だ
わ
っ
て
や
っ
て
い
ま
す
。
味
の

濃
い
も
の
は
作
ら
な
い
よ
う
に
し
て
い
ま
す

ね
。

む
か
し
の
は
な
し

─
─
昭
和
四
年
生
ま
れ
と
の
こ
と
で
、
青
春
時
代
は
ず
っ

と
戦
争
時
代
で
し
た
。

和
代
さ
ん	

青
春
な
ん
て
あ
り
ま
せ
ん
よ
。
学
徒
動
員
で
、

お
勉
強
な
ん
か
し
た
く
て
も
で
き
な
か
っ
た
。

本
当
に
女
学
校
卒
業
し
た
の
が
不
思
議
な
ぐ

ら
い
。
一
年
生
の
と
き
は
ま
だ
学
校
に
行
け

ま
し
た
け
ど
、
二
年
生
ぐ
ら
い
か
ら
学
徒
動

員
で
、
そ
れ
こ
そ
古
谷
製
菓
に
行
っ
た
り
、

農
場
試
験
場
に
草
取
り
に
行
っ
た
り
と
か
。

よ
く
卒
業
で
き
た
も
の
で
す
よ
ね
。
で
も
ね
、

当
時
の
校
長
先
生
が
、「
学
校
の
生
徒
な
ん

だ
か
ら
、
一
週
間
に
一
日
だ
け
は
勉
強
さ
せ

て
く
だ
さ
い
」っ
て
将
校
さ
ん
に
お
願
い
し

て
く
だ
さ
っ
て
。
そ
の
お
か
げ
で
土
曜
日
だ

け
は
学
校
へ
行
っ
て
勉
強
す
る
こ
と
が
で

き
た
ん
で
す
。
英
語
は
も
ち
ろ
ん（
敵
対
す

る
国
の
）
外
国
語
で
す
か
ら
、
二
年
生
ぐ
ら

い
か
ら
は
全
然
や
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。
大

学
ま
で
行
っ
た
人
も
、
私
の
ク
ラ
ス
で
は
一

人
だ
け
。
お
医
者
さ
ん
の
お
嬢
さ
ん
の
方
が

北
大
に
入
り
ま
し
た
。
女
学
校
を
四
年
生
で

卒
業
す
る
か
、
終
戦
後
に
二
年
の
補
習
を
受

け
る
か
。
そ
ん
な
時
代
で
し
た
。

仏
教
と
の
「
ご
縁
」

─
─
仏
教
、
曹
洞
宗
と
の
か
か
わ
り
は
い
つ
ご
ろ
か
ら
で

し
ょ
う
か
？

和
代
さ
ん	

私
の
父
は
門
徒
宗（
浄
土
真
宗
）
な
ん
で
す
が
、

本
当
に
信
心
深
く
て
。
私
が
小
さ
い
と
き
に
、

お
坊
さ
ん
が
月
に
何
回
も
お
参
り
に
来
て
く

だ
さ
っ
て
い
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。
そ
の

た
び
に
私
は
父
の
後
ろ
で
手
を
合
わ
せ
て
い

ま
し
た
。
で
も

結
婚
し
て
か
ら

は
宗
教
と
の
関

わ
り
は
あ
ま
り

あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
主
人
が

亡
く
な
っ
た
の

が
平
成
六
年

（
一
九
九
四
年
）

で
、
お
墓
も
な

か
っ
た
で
す
し
、

千
間
台
に
あ
っ

取材執筆│矢田海里（やだかいり） ライター。著書に『潜匠　遺体引き上げダイバーの見た光景』（柏書房）。
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写真提供・福井県御誕生寺

ペ
ッ
ト
（
愛あ
い

玩が
ん

動
物
）
供
養
が
、
最
近
の
仏
教
界
で
大

き
な
課
題
に
な
っ
て
い
る
。
ペ
ッ
ト
を
人
間
並
み
に
供

養
す
る
と
い
う
発
想
は
、
日
本
だ
け
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

海
外
に
も
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
供
養
と
い
う
行
為
は
、

供
養
さ
れ
る
対
象
が
、
生
前
は
も
と
よ
り
、
死
後
も
霊

魂
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
前
提
が
必
要
だ
。
こ

の
点
は
動
物
も
同
じ
は
ず
だ
。

で
は
、
動
物
に
霊
魂
は
あ
る
の

か
。た

と
え
ば
動
物
愛
護
の
先
進

地
域
と
さ
れ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は

ど
う
だ
ろ
う
か
。
最
初
の
事
例

は
、
西
洋
が
生
ん
だ
最
大
の
哲

学
者
で
あ
り
、
後
世
に
絶
大
な

影
響
を
あ
た
え
て
き
た
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
（
前
三
八
四
～
前
三
二

二
）
で
あ
る
。
彼
は
人
間
と
ほ

と
ん
ど
同
等
と
ま
で
い
え
る
か

ど
う
か
は
別
に
し
て
、
動
物
の

中
に
そ
れ
な
り
の
知
性
ま
た
は

知
性
的
な
も
の
の
萌
芽
を
認
め

て
い
た
よ
う
だ
。
動
物
に
知
性

や
理
性
に
ほ
と
ん
ど
匹
敵
す
る

よ
う
な
い
ろ
い
ろ
な
能
力
や
美
徳
が
あ
る
と
ま
で
考
え

て
い
た
ら
し
い
。
こ
の
よ
う
な
「
動
物
に
も
霊
魂
は
あ

る
」
論
は
、
そ
の
後
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
長
く
受
け
継

が
れ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の
動
物
霊
魂
論
を

完
全
に
覆
し
て
し
ま
っ
た
人
物
が
い
る
。
近
世
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
最
大
の
哲
学
者
・
思

想
家
で
あ
り
、
そ
の
影
響

力
は
他
に
比
類
が
な
い
デ

カ
ル
ト
（
一
五
九
六
～
一
六

五
〇
）
だ
。
彼
に
言
わ
せ

れ
ば
、
動
物
は
一
種
の
自

動
機
械
で
あ
る
。
動
く
の

は
時
計
が
歯
車
や
ゼ
ン
マ

イ
で
出
来
て
い
る
の
で
、

正
確
に
時
を
刻
め
る
の
と

同
じ
だ
。
仮
に
動
物
に
霊

魂
は
あ
る
と
し
て
も
低
劣

で
、
人
間
の
霊
魂
と
は
似

て
も
似
つ
か
な
い
。
そ
も

そ
も
キ
リ
ス
ト
教
で
は
救

済
の
対
象
は
人
間
だ
け
だ

か
ら
、
動
物
に
人
間
並
み

の
霊
魂
が
あ
っ
て
は
都
合
が
悪
い
。「
動
物
は
何
も
感

じ
て
い
な
い
」
と
み
な
し
て
い
た
デ
カ
ル
ト
は
、
自
分

で
犬
や
子
牛
や
ウ
サ
ギ
な
ど
を
生
き
た
ま
ま
解
剖
し
、

解
剖
さ
れ
る
動
物
が
痛
が
っ
た
り
苦
し
が
っ
た
り
し
て

も
一
向
に
意
に
介
さ
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
に
「
動

物
は
何
も
感
じ
て
い
な
い
」
と
す
れ
ば
、
動
物
を
殺
し

て
食
べ
て
も
罪
悪
感
を
も
た
ず
に
済
む
。
当
時
の
西
欧

の
上
層
階
層
は
肉
食
中
心
だ
っ
た
か
ら
、
デ
カ
ル
ト
の

主
張
は
歓
迎
さ
れ
た
ら
し
い
。

で
は
日
本
の
伝
統
仏
教
は
ど
う
か
。
使
役
動
物
の
供

養
は
「
牛ご

馬め

六ろ
く

畜ち
く

（
馬
牛
羊
犬
豚
鶏
）
供
養
」
と
し
て
、
鎌

倉
時
代
に
は
す
で
に
実
施
さ
れ
て
い
た
。
仏
教
の
通
説

で
は
成
仏
で
き
る
の
は
人
間
だ
け
の
は
ず
だ
が
、
日
蓮

（
一
二
二
二
～
一
二
八
二
）
は
法
華
経
信
仰
を
き
わ
め
れ
ば
、

人
間
の
み
な
ら
ず
、
国
土
も
成
仏
し
、
こ
の
国
土
に
生

ま
れ
育
っ
た
牛
馬
六
畜
も
ま
た
成
仏
で
き
る
と
断
言
し

て
い
る
。

ほ
ぼ
同
じ
時
代
に
、
供
養
の
対
象
を
使
役
動
物
以
外

ペ
ッ
ト
供
養
を
考
え
る

正
木
晃　
写
真
｜
金
子
悟

（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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に
ま
で
広
げ
た
人
物
が
い
る
。
曹
洞
宗
の
第
四
祖
瑩け
い

山ざ
ん

紹じ
ょ
う

瑾き
ん

（
一
二
六
八
～
一
三
二
五
）
で
あ
る
。
そ
の
瑩
山
紹

瑾
が
『
瑩け
い

山ざ
ん

和お

尚し
ょ
う

清し
ん

規ぎ

（
禅
堂
の
行
動
規
範
）』
に
「
今
月

の
晦
日
、
歳
末
の
除
夜
を
迎
え
て
、
ゆ
か
り
あ
る
生
き

と
し
生
け
る
も
の
の
今
は
亡
き
霊
魂
を
救
お
う
と
思
う
。

…
…
現
世
の
五
百
人
の
聖
者
は
前
世
で
は
五
百
匹
の
コ

ウ
モ
リ
だ
っ
た
。
前
世
の
一
万
匹
の
魚
は
、
現
世
で
は

一
万
人
の
羅
漢
に
な
っ
て
い
る
。
…
…
今
、
あ
な
た
が

使
役
し
て
い
る
人
も
牛
や
馬
も
、
ま
た
寺
の
田
畑
に
住

ま
う
水
陸
の
生
命
も
、
と
も
に
生
々
流
転
す
る
お
仲
間

に
ち
が
い
な
い
。
…
…
憐
れ
み
、
慈
し
み
、
成
仏
し
て

聖
者
と
な
る
よ
う
に
、
祈
っ
て
あ
げ
よ
う
。
心
の
底
か

ら
、
こ
れ
ら
の
生
命
体
が
智
慧
を
増
大
さ
せ
て
、
輪
廻

転
生
す
る
回
数
を
減
ら
せ
る
よ
う
に
、
願
っ
て
あ
げ
よ

う
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
教
え
は
ペ
ッ
ト
供
養
に
そ
の
ま
ま
通
じ
る
。
現

代
の
日
本
で
は
ペ
ッ
ト
は
も
は
や
単
な
る
飼
育
動
物
で

は
な
い
。
む
し
ろ
「
家
族
の
一
員
」
と
い
う
性
格
が
濃
い
。

人
間
と
同
じ
よ
う
に
供
養
し
て
も
良
い
と
考
え
て
い
る

方
が
多
い
よ
う
だ
。
た
だ
し
す
こ
ぶ
る
現
実
的
な
課
題

が
二
つ
あ
る
。

①
ペ
ッ
ト
の
遺
骨
を
、
人
間
の
遺
骨
と
一
緒
に
埋
葬

し
て
良
い
か
否
か
。

②
ペ
ッ
ト
供
養
を
お
こ
な
っ
た
場
合
、
現
状
で
は
宗

教
的
な
行
為
と
は
み
な
さ
れ
な
い
た
め
、
課
税
な
ど
の

問
題
が
新
た
に
生
じ
、
ト
ラ
ブ
ル
の
原
因
に
な
り
か
ね

な
い
。

①
は
あ
く
ま
で
個
人
的
な
見
解
だ
が
、
瑩
山
禅
師
の

教
え
に
照
ら
し
て
一
緒
に
埋
葬
し
て
も
良
い
の
で
は
な

い
か
。
最
終
的
に
は
宗
派
と
し
て
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。
②
は
ペ
ッ
ト
供
養
を
人
間
の
供
養
と
同
じ
よ
う
に
、

宗
教
的
な
行
為
と
法
律
に
明
記
さ
れ
な
い
限
り
、
解
決

し
な
い
。
と
す
れ
ば
、
日
本
の
仏
教
界
全
体
、
い
や
宗

教
界
全
体
が
声
を
上
げ
て
、
ペ
ッ
ト
供
養
を
宗
教
的
な

行
為
と
認
定
さ
せ
る
運
動
を
起
こ
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

そ
う
い
う
時
期
が
来
て
い
る
と
思
う
の
は
、
私
だ
け
で

は
な
い
は
ず
だ
。

写真｜金子 悟（かねこ  さとる）
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僕が普段、展覧会などに発表する作品のシリーズに森の茶会というものがあります。このシリーズは千利休が完成させたお茶の精神を主題としており、
お茶席では身分に関わらず武士も僧侶も共にお茶を分かち合うように、捕食関係にある動物達が同じ水辺に集まり水を飲むという平和な情景を描いたものです。
お茶の文化も禅の心を今に繋げています。
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