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歴
史
を
背
負
う
ご
本
尊
と
と
も
に

東
京
谷
中
、地
下
鉄
千
駄
木
駅
の
真
上
に

位
置
す
る
団
子
坂
下
の
交
差
点
か
ら
谷
中
霊

園
へ
と
続
く
ゆ
る
や
か
な
坂
は
、付
近
の
町
名

か
ら「
三
崎
坂
」と
呼
ば
れ
て
い
る
。池
波
正

太
郎
の
小
説
に
は「
首
ふ
り
坂
」の
名
で
登
場

す
る
こ
の
坂
の
中
ほ
ど
、白
壁
の
塀
に
囲
ま

れ
て
端
正
な
姿
で
建
つ
禅
寺
が
、平
井
正
修

さ
ん
が
住
職
を
務
め
る
全
生
庵
だ
。

全
生
庵
は
1
8
8
3
年
に
、幕
末
の
英
傑

と
し
て
知
ら
れ
る
山
岡
鉄
舟
に
よ
って
建
立
さ

れ
た
。そ
の
５
年
後
に
病
の
た
め
53
歳
で
世

を
去
っ
た
鉄
舟
に
は
、ど
の
よ
う
な
思
い
が

あ
っ
た
の
か
。平
井
住
職
は
こ
う
話
す
。「
幕
末

か
ら
明
治
は
じ
め
に
か
け
て
の
動
乱
で
国
の

た
め
に
命
を
落
と
し
た
多
く
の
英
霊
た
ち
の

菩
提
を
弔
う
た
め
、鉄
舟
居
士
は
当
庵
を
創

建
し
ま
し
た
。そ
こ
に
は
、西
洋
化
が
推
し
進

め
ら
れ
る
な
か
で
日
本
の
精
神
を
守
り
伝
え
て

い
き
た
い
と
い
う
思
い
も
込
め
ら
れ
て
い
た
と

い
い
ま
す
」

全
生
庵
の
歴
史
は
創
建
か
ら
今
年

（
2
0
2
2
年
）で
1
3
9
年
に
な
る
が
、ご

本
尊
の
葵
正
観
世
音
菩
薩
の
歴
史
は
そ
れ
よ

り
も
さ
ら
に
長
い
。欽
明
天
皇（
5
0
9
〜

5
7
1
年
）の
御
代
に
天
竺
か
ら
伝
わ
っ
た
霊

像
で
あ
る
と
も
、平
安
時
代
後
期
の
高
名
な

仏
師
の
作
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
る
、由
緒
あ
る

観
音
菩
薩
座
像
だ
。

「
き
ち
ん
と
修
復
を
重
ね
ら
れ
て
き
た
た
め

一
見
そ
れ
ほ
ど
古
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

１
０
０
０
年
あ
る
い
は
１
５
０
０
年
を
超
え

る
歴
史
の
中
で
、い
く
つ
か
の
寺
院
に
座
を
移

し
な
が
ら
、幾
度
も
の
戦
火
を
く
ぐ
り
抜
け

て
き
た
尊
像
で
す
。そ
の
間
、ど
れ
ほ
ど
多
く

の
人
々
の
声
を
聴
き
、救
い
と
な
っ
て
き
た
の

か
と
思
う
と
、深
い
感
慨
が
わ
い
て
き
ま
す
」

そ
う
し
た
長
い
歴
史
を
背
負
う
ご
本
尊

に
、平
井
住
職
は
子
ど
も
の
頃
か
ら
毎
日
手

を
合
わ
せ
て
き
た
。「
そ
の
こ
と
が
影
響
し
て

い
る
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、昔
か
ら

歴
史
を
学
ぶ
こ
と
が
好
き
で
、読
む
本
も
歴
史

小
説
が
大
半
を
占
め
て
き
ま
し
た
」

山
岡
鉄
舟
に
見
る
禅
の
精
神

歴
史
上
の
人
物
で
気
に
な
る
人
が
い
れ
ば
、

関
連
す
る
書
籍
を
読
ん
で
み
る
、調
べて
み
る
。

す
る
と
ま
た
気
に
な
る
人
や
物
事
が
出
て
き

て
…
と
興
味
の
赴
く
ま
ま
に
さ
ま
ざ
ま
な
歴

史
小
説
、歴
史
書
を
手
に
取
って
き
た
。平
井

住
職
は
そ
の
過
程
で「
物
事
を
多
面
的
に
見

る
」こ
と
の
大
切
さ
に
気
づ
か
さ
れ
た
と
い
う
。

「
歴
史
上
の
出
来
事
は
、史
実
で
あ
って
も
、

誰
の
視
点
か
ら
見
る
か
に
よ
って
そ
の
意
味
や

形
が
ま
っ
た
く
異
な
り
ま
す
。歴
史
小
説
な
ど

は
作
者
の
史
観
に
想
像
が
加
わ
り
、事
実
と

異
な
る
こ
と
も
書
か
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
。そ
の

た
め
、こ
れ
は
歴
史
に
限
ら
ず
言
え
る
こ
と
で

す
が
、一
歩
引
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
眺

め
、１
つ
の
考
え
に
と
ら
わ
れ
な
い
こ
と
が
大

切
で
す
。そ
れ
に
気
づ
い
て
か
ら
歴
史
小
説
が

よ
り
お
も
し
ろ
く
、自
由
に
楽
し
め
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
」

読
書
遍
歴
に
お
い
て
数
多
く
の
偉
人
傑
士

の
生
涯
に
ふ
れ
て
き
た
平
井
住
職
が
、中
で
も

心
惹
か
れ
た
人
物
は
、や
は
り
全
生
庵
に
ゆ
か

り
の
深
い
山
岡
鉄
舟
だ
っ
た
。「
物
心
つ
か
な
い

う
ち
か
ら
鉄
舟
居
士
の
話
を
聞
い
て
育
っ
た

私
に
と
っ
て
は
、血
の
つ
な
が
り
は
な
く
と
も

実
の
ひ
い
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
よ
う
に
親
し
み
を

感
じ
る
存
在
で
す
。歴
史
上
の
大
人
物
と
し

て
も
、ま
た
禅
と
い
う
道
の
先
達
と
し
て
も
、

鉄
舟
居
士
か
ら
学
べ
る
こ
と
は
、ま
さ
に
汲
め

ど
も
尽
き
ぬ
泉
の
如
し
で
す
」

鉄
舟
は
幕
末
の
江
戸
本
所
に
生
ま
れ
、飛

騨
高
山
で
育
ち
、十
代
で
両
親
を
亡
く
す
。そ

の
後
、山
岡
家
の
養
子
と
なって
徳
川
幕
府
に
、

明
治
維
新
後
は
明
治
天
皇
に
仕
え
、剣
・
禅
・

書
の
道
を
究
め
た
。江
戸
城
無
血
開
城
で
は

西
郷
隆
盛
と
勝
海
舟
の
会
談
が
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
が
、そ
れ
に
先
立
ち
命
が
け
で
西
郷
と

談
判
し
、事
前
交
渉
を
ま
と
め
上
げ
た
陰
の

立
て
役
者
が
鉄
舟
で
あ
る
。

「
西
郷
は
鉄
舟
居
士
の
人
物
を
認
め
、『
命

も
い
ら
ず
、名
も
い
ら
ず
、官
位
も
金
も
い
ら

ぬ
人
は
始
末
に
負
え
な
い
が
、そ
の
よ
う
な
人

で
な
け
れ
ば
国
家
の
大
事
は
成
せ
な
い
』と
評

し
て
い
ま
す
。そ
う
し
た
無
私
無
欲
な
姿
は
、

禅
の
精
神
を
体
現
し
て
い
ま
す
。鉄
舟
居
士

の
生
き
ざ
ま
、言
行
に
ふ
れ
る
こ
と
は
、禅
の

専
門
書
を
読
む
の
と
同
じ
か
そ
れ
以
上
に
、

禅
の
こ
こ
ろ
を
知
る
こ
と
に
つ
な
が
る
で
し
ょ

う
」と
話
す
平
井
住
職
。鉄
舟
の
生
き
ざ
ま
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
歴
史
小
説
と
し
て
、次
の

３
作
品
を
紹
介
し
て
く
れ
た
。

鉄
舟
の
生
き
た
姿
を
感
じ
る

ま
ず
鉄
舟
を
主
人
公
と
し
た
、山
本
兼
一

著『
命
も
い
ら
ず
名
も
い
ら
ず
』（
集
英
社
文

庫
）。少
年
時
代
か
ら
、禅
定
に
入
っ
た
ま
ま

人
生
の
幕
を
閉
じ
る
ま
で
を
描
い
た
上
下
巻

か
ら
な
る
長
編
で
あ
る
。「
書
名
の
と
お
り
高

潔
の
士
と
し
て
生
き
た
鉄
舟
居
士
の
一
生
が

生
き
生
き
と
描
か
れ
、引
き
込
ま
れ
ま
す
」

主
役
で
は
な
い
が
キ
ー
マ
ン
と
し
て
登
場

す
る
の
は
沖
方
丁
著『
麒
麟
児
』（
角
川
文

庫
）。江
戸
城
開
城
を
め
ぐ
る
西
郷
隆
盛
と

勝
海
舟
の
交
渉
劇
に
焦
点
を
絞
り
、難
交
渉

を
妥
結
に
導
い
た
鉄
舟
の
活
躍
が
描
か
れ
て

い
る
。ま
た
、葉
室
麟
著『
蒼
天
見
ゆ
』（
角
川

文
庫
）は
、明
治
時
代
に
起
き
た「
日
本
最
後

の
仇
討
ち
」と
い
う
実
話
を
元
に
し
た
小
説
。

主
人
公
は
鉄
舟
の
剣
術
道
場
に
入
門
し
、剣

術
だ
け
で
な
く
心
も
鍛
え
ら
れ
る
。

「
歴
史
小
説
の
よ
い
と
こ
ろ
は
、歴
史
上
の

人
物
の
人
と
な
り
や
息
づ
か
い
が
リ
ア
リ
テ
ィ

を
も
っ
て
感
じ
ら
れ
る
こ
と
で
す
ね
。一
方
で

私
か
ら
す
る
と
、小
説
に
描
か
れ
る
鉄
舟
居
士

は
格
好
よ
す
ぎ
る
印
象
で
す
。鉄
舟
居
士
も
ま

た
人
間
で
あ
り
、完
全
無
欠
な
聖
人
で
は
な

い
。だ
か
ら
こ
そ
凄
い
の
で
す
」。平
井
住
職
は

鉄
舟
の
実
像
も
知
って
ほ
し
い
と
強
調
す
る
。

鉄
舟
に
つ
い
て
は
、生
前
に
本
人
が
書
き
記

し
た
資
料
が
少
な
い
た
め
、世
に
伝
え
ら
れ
て

い
な
い
こ
と
も
多
か
っ
た
。そ
こ
で
、没
後
に

全
生
庵
へ
寄
贈
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
な

ど
を
基
に
、第
三
世
住
職
の
圓
山
牧
田
和
尚

が
20
年
も
の
歳
月
を
か
け
て
正
伝『
鐵
舟
居

士
乃
真
面
目
』を
書
き
上
げ
、１
９
１
８
年
に

刊
行
し
た
。そ
れ
を
平
井
住
職
が
現
代
語
訳

し
た『
最
後
の
サ
ム
ラ
イ 

山
岡
鐵
舟
』（
教
育

評
論
社
）は
、鉄
舟
の
実
際
の
言
行
に
ふ
れ
る

こ
と
が
で
き
る
一
冊
だ
。「
小
説
と
正
伝
の
両

方
を
読
む
と
、鉄
舟
居
士
の
生
き
た
姿
が
立

体
的
な
像
を
結
ぶ
こ
と
で
し
ょ
う
」

仏
教
と
禅
を
知
る
た
め
に

鉄
舟
を
知
る
と
、そ
の
生
き
方
の
軸
と
な
っ

た
禅
や
、禅
の
根
幹
に
あ
る
仏
教
思
想
に
つ
い

て
も
よ
り
深
く
知
り
た
い
と
感
じ
る
か
も
し

れ
な
い
。そ
う
し
た
読
者
へ
の
お
す
す
め
の
本

と
し
て
、平
井
住
職
は
次
の
二
冊
を
挙
げ
る
。

一
冊
目
は
友
松
圓
諦
訳『
法
句
経
』（
講
談

社
学
術
文
庫
）。法
句
経
は
釈
尊
の
教
え
を
韻

文
形
式
で
ま
と
め
た
初
期
仏
教
の
経
典
の
一つ

で
あ
る
。経
典
と
い
っ
て
も
難
し
い
も
の
で
は

な
く
、そ
の
内
容
は
い
わ
ば
釈
尊
の
人
生
訓
で

あ
る
。「
お
釈
迦
様
が
体
験
か
ら
得
た『
生
き

た
言
葉
』な
の
で
、と
て
も
心
に
響
き
ま
す
。ふ

と
し
た
時
に
手
に
取
る
と
、同
じ
詩
句
で
も
そ

の
時
の
心
の
持
ち
よ
う
で
受
け
止
め
方
が
違
っ

た
り
、そ
れ
ま
で
わ
か
ら
な
か
っ
た
言
葉
が
肚

落
ち
し
た
り
す
る
、示
唆
に
富
む
経
典
で
す
」

も
う
一
冊
は
平
井
住
職
の
著
作『
心
が
み
る

み
る
晴
れ
る 

坐
禅
の
す
す
め
』（
幻
冬
舎
文

庫
）。禅
は
公
案
な
ど
か
ら
難
解
な
イ
メ
ー
ジ

を
持
た
れ
が
ち
だ
が
、頭
で
知
る
も
の
で
は
な

い
と
平
井
住
職
は
言
う
。「
禅
に
関
す
る
書
物

に
は
、臨
済
宗
の
開
祖
、臨
済
義
玄
の
言
行
を

ま
と
め
た『
臨
済
録
』な
ど
も
あ
り
ま
す
が
、

鉄
舟
居
士
は
弟
子
に
そ
れ
ら
の
書
物
を
知
識

と
し
て
読
む
の
で
は
な
く
、実
際
の
行
動
や
生

活
に
生
か
す
こ
と
が
大
切
だ
と
教
え
ま
し
た
」

自
身
も
、禅
の
修
行
を
行
っ
た
静
岡
県
三

島
市
の
龍
澤
寺
で
そ
の
こ
と
を
叩
き
込
ま
れ

た
。「
修
行
道
場
に
入
門
す
る
と
、ま
ず『
書
を

捨
て
よ
』と
言
わ
れ
ま
す
。経
典
を
読
ん
だ
だ

け
で
知
っ
た
つ
も
り
に
な
る
な
。そ
の
言
葉
を
、

自
分
の
体
を
通
し
て
、体
験
を
通
し
て
生
き

た
言
葉
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、と
い
う
意

味
で
す
。で
す
か
ら
禅
を
知
り
た
い
と
思
っ
た

ら
、書
物
を
読
む
だ
け
で
な
く
実
際
に
坐
禅

を
し
て
み
な
い
こ
と
に
は
始
ま
り
ま
せ
ん
」

同
書
で
は
坐
禅
の
意
味
か
ら
家
で
行
う

坐
禅
法
ま
で
、わ
か
り
や
す
く
解
説
し
て
い

る
。た
だ
実
際
に
坐
禅
を
し
て
み
た
い
人
は
、

ま
ず
坐
禅
会
な
ど
に
参
加
し
て
禅
僧
か
ら

指
導
を
受
け
て
ほ
し
い
と
平
井
住
職
は
話

す
。「
最
初
か
ら
自
己
流
で
は
う
ま
く
い
き
ま

せ
ん
。禅
僧
を
お
手
本
に
し
て
真
似
る
こ
と
が

学
び
の
第
一
歩
で
す
。そ
れ
を
続
け
る
こ
と
で
、

や
が
て
自
分
の
か
た
ち
に
な
って
い
き
ま
す
」

坐
禅
会
は
全
生
庵
で
も
行
って
い
る
ほ
か
、

最
近
は
オ
ン
ラ
イ
ン
で
参
加
で
き
る
も
の
も

あ
る
。「
鉄
舟
の
言
行
に
見
る
禅
の
こ
こ
ろ
も
、

釈
尊
の
言
葉
も
、学
ぶ
だ
け
で
な
く
そ
れ
を

生
か
す
こ
と
に
意
味
が
あ
り
ま
す
。実
際
に

坐
っ
て
み
る
こ
と
は
、そ
の
助
け
と
な
る
に

違
い
あ
り
ま
せ
ん
」

1967年東京都生まれ。1990年に学習院大学法学部政治学科卒業後、静岡県三島市の龍澤寺専門
道場入山。2001年に同道場下山。2003年より臨済宗国泰寺派全生庵の第七世住職。大学院大学至
善館特任教授。『花のように、生きる。』（幻冬舎）、『山岡鉄舟 修養訓』（致知出版社）、『禅がすすめる力の
抜き方』（三笠書房）、『老いて、自由になる。』（幻冬舎）など著書多数。

坐禅とは何か、禅の教えの実
践、瞑想と坐禅の違い、坐禅
の基本所作までをわかりやす
く解説。禅の世界への入門書
として読んでおきたい一冊。

全生庵第三世住職による山
岡鉄舟の正伝『鐵舟居士乃真
面目』を平井住職が現代語
訳。少年期から没するまでの
鉄舟の言行をまとめている。

心がみるみる晴れる
坐禅のすすめ

最後のサムライ
山岡鐵舟

（幻冬舎） （教育評論社）
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幕末から明治の動乱の
中、至誠の道をまっすぐに
貫いて生きた山岡鉄舟の
人生を描く。禅を実践す
る鉄舟の生きざま、言葉
が心に残る。

命もいらず名もいらず  上・下
（集英社文庫）
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各界で第一人者と呼ばれる人たちは、どんな本を読んでいるのか。どんな基準で本を選び、
読書体験から何を学んできたのか。第5回は、本誌巻頭エッセイ「禅のこころ」を連載され
ている全生庵住職の平井正修さんに伺いました。歴史小説を愛好するという平井住職、
その読書遍歴にはやはり禅の精神を垣間見ることができます。

先達の生きざまに見る
禅のこころ
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歴
史
を
背
負
う
ご
本
尊
と
と
も
に

東
京
谷
中
、地
下
鉄
千
駄
木
駅
の
真
上
に

位
置
す
る
団
子
坂
下
の
交
差
点
か
ら
谷
中
霊

園
へ
と
続
く
ゆ
る
や
か
な
坂
は
、付
近
の
町
名

か
ら「
三
崎
坂
」と
呼
ば
れ
て
い
る
。池
波
正

太
郎
の
小
説
に
は「
首
ふ
り
坂
」の
名
で
登
場

す
る
こ
の
坂
の
中
ほ
ど
、白
壁
の
塀
に
囲
ま

れ
て
端
正
な
姿
で
建
つ
禅
寺
が
、平
井
正
修

さ
ん
が
住
職
を
務
め
る
全
生
庵
だ
。

全
生
庵
は
1
8
8
3
年
に
、幕
末
の
英
傑

と
し
て
知
ら
れ
る
山
岡
鉄
舟
に
よ
って
建
立
さ

れ
た
。そ
の
５
年
後
に
病
の
た
め
53
歳
で
世

を
去
っ
た
鉄
舟
に
は
、ど
の
よ
う
な
思
い
が

あ
っ
た
の
か
。平
井
住
職
は
こ
う
話
す
。「
幕
末

か
ら
明
治
は
じ
め
に
か
け
て
の
動
乱
で
国
の

た
め
に
命
を
落
と
し
た
多
く
の
英
霊
た
ち
の

菩
提
を
弔
う
た
め
、鉄
舟
居
士
は
当
庵
を
創

建
し
ま
し
た
。そ
こ
に
は
、西
洋
化
が
推
し
進

め
ら
れ
る
な
か
で
日
本
の
精
神
を
守
り
伝
え
て

い
き
た
い
と
い
う
思
い
も
込
め
ら
れ
て
い
た
と

い
い
ま
す
」

全
生
庵
の
歴
史
は
創
建
か
ら
今
年

（
2
0
2
2
年
）で
1
3
9
年
に
な
る
が
、ご

本
尊
の
葵
正
観
世
音
菩
薩
の
歴
史
は
そ
れ
よ

り
も
さ
ら
に
長
い
。欽
明
天
皇（
5
0
9
〜

5
7
1
年
）の
御
代
に
天
竺
か
ら
伝
わ
っ
た
霊

像
で
あ
る
と
も
、平
安
時
代
後
期
の
高
名
な

仏
師
の
作
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
る
、由
緒
あ
る

観
音
菩
薩
座
像
だ
。

「
き
ち
ん
と
修
復
を
重
ね
ら
れ
て
き
た
た
め

一
見
そ
れ
ほ
ど
古
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

１
０
０
０
年
あ
る
い
は
１
５
０
０
年
を
超
え

る
歴
史
の
中
で
、い
く
つ
か
の
寺
院
に
座
を
移

し
な
が
ら
、幾
度
も
の
戦
火
を
く
ぐ
り
抜
け

て
き
た
尊
像
で
す
。そ
の
間
、ど
れ
ほ
ど
多
く

の
人
々
の
声
を
聴
き
、救
い
と
な
っ
て
き
た
の

か
と
思
う
と
、深
い
感
慨
が
わ
い
て
き
ま
す
」

そ
う
し
た
長
い
歴
史
を
背
負
う
ご
本
尊

に
、平
井
住
職
は
子
ど
も
の
頃
か
ら
毎
日
手

を
合
わ
せ
て
き
た
。「
そ
の
こ
と
が
影
響
し
て

い
る
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、昔
か
ら

歴
史
を
学
ぶ
こ
と
が
好
き
で
、読
む
本
も
歴
史

小
説
が
大
半
を
占
め
て
き
ま
し
た
」

山
岡
鉄
舟
に
見
る
禅
の
精
神

歴
史
上
の
人
物
で
気
に
な
る
人
が
い
れ
ば
、

関
連
す
る
書
籍
を
読
ん
で
み
る
、調
べて
み
る
。

す
る
と
ま
た
気
に
な
る
人
や
物
事
が
出
て
き

て
…
と
興
味
の
赴
く
ま
ま
に
さ
ま
ざ
ま
な
歴

史
小
説
、歴
史
書
を
手
に
取
って
き
た
。平
井

住
職
は
そ
の
過
程
で「
物
事
を
多
面
的
に
見

る
」こ
と
の
大
切
さ
に
気
づ
か
さ
れ
た
と
い
う
。

「
歴
史
上
の
出
来
事
は
、史
実
で
あ
って
も
、

誰
の
視
点
か
ら
見
る
か
に
よ
って
そ
の
意
味
や

形
が
ま
っ
た
く
異
な
り
ま
す
。歴
史
小
説
な
ど

は
作
者
の
史
観
に
想
像
が
加
わ
り
、事
実
と

異
な
る
こ
と
も
書
か
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
。そ
の

た
め
、こ
れ
は
歴
史
に
限
ら
ず
言
え
る
こ
と
で

す
が
、一
歩
引
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
眺

め
、１
つ
の
考
え
に
と
ら
わ
れ
な
い
こ
と
が
大

切
で
す
。そ
れ
に
気
づ
い
て
か
ら
歴
史
小
説
が

よ
り
お
も
し
ろ
く
、自
由
に
楽
し
め
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
」

読
書
遍
歴
に
お
い
て
数
多
く
の
偉
人
傑
士

の
生
涯
に
ふ
れ
て
き
た
平
井
住
職
が
、中
で
も

心
惹
か
れ
た
人
物
は
、や
は
り
全
生
庵
に
ゆ
か

り
の
深
い
山
岡
鉄
舟
だ
っ
た
。「
物
心
つ
か
な
い

う
ち
か
ら
鉄
舟
居
士
の
話
を
聞
い
て
育
っ
た

私
に
と
っ
て
は
、血
の
つ
な
が
り
は
な
く
と
も

実
の
ひ
い
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
よ
う
に
親
し
み
を

感
じ
る
存
在
で
す
。歴
史
上
の
大
人
物
と
し

て
も
、ま
た
禅
と
い
う
道
の
先
達
と
し
て
も
、

鉄
舟
居
士
か
ら
学
べ
る
こ
と
は
、ま
さ
に
汲
め

ど
も
尽
き
ぬ
泉
の
如
し
で
す
」

鉄
舟
は
幕
末
の
江
戸
本
所
に
生
ま
れ
、飛

騨
高
山
で
育
ち
、十
代
で
両
親
を
亡
く
す
。そ

の
後
、山
岡
家
の
養
子
と
なって
徳
川
幕
府
に
、

明
治
維
新
後
は
明
治
天
皇
に
仕
え
、剣
・
禅
・

書
の
道
を
究
め
た
。江
戸
城
無
血
開
城
で
は

西
郷
隆
盛
と
勝
海
舟
の
会
談
が
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
が
、そ
れ
に
先
立
ち
命
が
け
で
西
郷
と

談
判
し
、事
前
交
渉
を
ま
と
め
上
げ
た
陰
の

立
て
役
者
が
鉄
舟
で
あ
る
。

「
西
郷
は
鉄
舟
居
士
の
人
物
を
認
め
、『
命

も
い
ら
ず
、名
も
い
ら
ず
、官
位
も
金
も
い
ら

ぬ
人
は
始
末
に
負
え
な
い
が
、そ
の
よ
う
な
人

で
な
け
れ
ば
国
家
の
大
事
は
成
せ
な
い
』と
評

し
て
い
ま
す
。そ
う
し
た
無
私
無
欲
な
姿
は
、

禅
の
精
神
を
体
現
し
て
い
ま
す
。鉄
舟
居
士

の
生
き
ざ
ま
、言
行
に
ふ
れ
る
こ
と
は
、禅
の

専
門
書
を
読
む
の
と
同
じ
か
そ
れ
以
上
に
、

禅
の
こ
こ
ろ
を
知
る
こ
と
に
つ
な
が
る
で
し
ょ

う
」と
話
す
平
井
住
職
。鉄
舟
の
生
き
ざ
ま
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
歴
史
小
説
と
し
て
、次
の

３
作
品
を
紹
介
し
て
く
れ
た
。

鉄
舟
の
生
き
た
姿
を
感
じ
る

ま
ず
鉄
舟
を
主
人
公
と
し
た
、山
本
兼
一

著『
命
も
い
ら
ず
名
も
い
ら
ず
』（
集
英
社
文

庫
）。少
年
時
代
か
ら
、禅
定
に
入
っ
た
ま
ま

人
生
の
幕
を
閉
じ
る
ま
で
を
描
い
た
上
下
巻

か
ら
な
る
長
編
で
あ
る
。「
書
名
の
と
お
り
高

潔
の
士
と
し
て
生
き
た
鉄
舟
居
士
の
一
生
が

生
き
生
き
と
描
か
れ
、引
き
込
ま
れ
ま
す
」

主
役
で
は
な
い
が
キ
ー
マ
ン
と
し
て
登
場

す
る
の
は
沖
方
丁
著『
麒
麟
児
』（
角
川
文

庫
）。江
戸
城
開
城
を
め
ぐ
る
西
郷
隆
盛
と

勝
海
舟
の
交
渉
劇
に
焦
点
を
絞
り
、難
交
渉

を
妥
結
に
導
い
た
鉄
舟
の
活
躍
が
描
か
れ
て

い
る
。ま
た
、葉
室
麟
著『
蒼
天
見
ゆ
』（
角
川

文
庫
）は
、明
治
時
代
に
起
き
た「
日
本
最
後

の
仇
討
ち
」と
い
う
実
話
を
元
に
し
た
小
説
。

主
人
公
は
鉄
舟
の
剣
術
道
場
に
入
門
し
、剣

術
だ
け
で
な
く
心
も
鍛
え
ら
れ
る
。

「
歴
史
小
説
の
よ
い
と
こ
ろ
は
、歴
史
上
の

人
物
の
人
と
な
り
や
息
づ
か
い
が
リ
ア
リ
テ
ィ

を
も
っ
て
感
じ
ら
れ
る
こ
と
で
す
ね
。一
方
で

私
か
ら
す
る
と
、小
説
に
描
か
れ
る
鉄
舟
居
士

は
格
好
よ
す
ぎ
る
印
象
で
す
。鉄
舟
居
士
も
ま

た
人
間
で
あ
り
、完
全
無
欠
な
聖
人
で
は
な

い
。だ
か
ら
こ
そ
凄
い
の
で
す
」。平
井
住
職
は

鉄
舟
の
実
像
も
知
って
ほ
し
い
と
強
調
す
る
。

鉄
舟
に
つ
い
て
は
、生
前
に
本
人
が
書
き
記

し
た
資
料
が
少
な
い
た
め
、世
に
伝
え
ら
れ
て

い
な
い
こ
と
も
多
か
っ
た
。そ
こ
で
、没
後
に

全
生
庵
へ
寄
贈
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
な

ど
を
基
に
、第
三
世
住
職
の
圓
山
牧
田
和
尚

が
20
年
も
の
歳
月
を
か
け
て
正
伝『
鐵
舟
居

士
乃
真
面
目
』を
書
き
上
げ
、１
９
１
８
年
に

刊
行
し
た
。そ
れ
を
平
井
住
職
が
現
代
語
訳

し
た『
最
後
の
サ
ム
ラ
イ 

山
岡
鐵
舟
』（
教
育

評
論
社
）は
、鉄
舟
の
実
際
の
言
行
に
ふ
れ
る

こ
と
が
で
き
る
一
冊
だ
。「
小
説
と
正
伝
の
両

方
を
読
む
と
、鉄
舟
居
士
の
生
き
た
姿
が
立

体
的
な
像
を
結
ぶ
こ
と
で
し
ょ
う
」

仏
教
と
禅
を
知
る
た
め
に

鉄
舟
を
知
る
と
、そ
の
生
き
方
の
軸
と
な
っ

た
禅
や
、禅
の
根
幹
に
あ
る
仏
教
思
想
に
つ
い

て
も
よ
り
深
く
知
り
た
い
と
感
じ
る
か
も
し

れ
な
い
。そ
う
し
た
読
者
へ
の
お
す
す
め
の
本

と
し
て
、平
井
住
職
は
次
の
二
冊
を
挙
げ
る
。

一
冊
目
は
友
松
圓
諦
訳『
法
句
経
』（
講
談

社
学
術
文
庫
）。法
句
経
は
釈
尊
の
教
え
を
韻

文
形
式
で
ま
と
め
た
初
期
仏
教
の
経
典
の
一つ

で
あ
る
。経
典
と
い
っ
て
も
難
し
い
も
の
で
は

な
く
、そ
の
内
容
は
い
わ
ば
釈
尊
の
人
生
訓
で

あ
る
。「
お
釈
迦
様
が
体
験
か
ら
得
た『
生
き

た
言
葉
』な
の
で
、と
て
も
心
に
響
き
ま
す
。ふ

と
し
た
時
に
手
に
取
る
と
、同
じ
詩
句
で
も
そ

の
時
の
心
の
持
ち
よ
う
で
受
け
止
め
方
が
違
っ

た
り
、そ
れ
ま
で
わ
か
ら
な
か
っ
た
言
葉
が
肚

落
ち
し
た
り
す
る
、示
唆
に
富
む
経
典
で
す
」

も
う
一
冊
は
平
井
住
職
の
著
作『
心
が
み
る

み
る
晴
れ
る 

坐
禅
の
す
す
め
』（
幻
冬
舎
文

庫
）。禅
は
公
案
な
ど
か
ら
難
解
な
イ
メ
ー
ジ

を
持
た
れ
が
ち
だ
が
、頭
で
知
る
も
の
で
は
な

い
と
平
井
住
職
は
言
う
。「
禅
に
関
す
る
書
物

に
は
、臨
済
宗
の
開
祖
、臨
済
義
玄
の
言
行
を

ま
と
め
た『
臨
済
録
』な
ど
も
あ
り
ま
す
が
、

鉄
舟
居
士
は
弟
子
に
そ
れ
ら
の
書
物
を
知
識

と
し
て
読
む
の
で
は
な
く
、実
際
の
行
動
や
生

活
に
生
か
す
こ
と
が
大
切
だ
と
教
え
ま
し
た
」

自
身
も
、禅
の
修
行
を
行
っ
た
静
岡
県
三

島
市
の
龍
澤
寺
で
そ
の
こ
と
を
叩
き
込
ま
れ

た
。「
修
行
道
場
に
入
門
す
る
と
、ま
ず『
書
を

捨
て
よ
』と
言
わ
れ
ま
す
。経
典
を
読
ん
だ
だ

け
で
知
っ
た
つ
も
り
に
な
る
な
。そ
の
言
葉
を
、

自
分
の
体
を
通
し
て
、体
験
を
通
し
て
生
き

た
言
葉
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、と
い
う
意

味
で
す
。で
す
か
ら
禅
を
知
り
た
い
と
思
っ
た

ら
、書
物
を
読
む
だ
け
で
な
く
実
際
に
坐
禅

を
し
て
み
な
い
こ
と
に
は
始
ま
り
ま
せ
ん
」

同
書
で
は
坐
禅
の
意
味
か
ら
家
で
行
う

坐
禅
法
ま
で
、わ
か
り
や
す
く
解
説
し
て
い

る
。た
だ
実
際
に
坐
禅
を
し
て
み
た
い
人
は
、

ま
ず
坐
禅
会
な
ど
に
参
加
し
て
禅
僧
か
ら

指
導
を
受
け
て
ほ
し
い
と
平
井
住
職
は
話

す
。「
最
初
か
ら
自
己
流
で
は
う
ま
く
い
き
ま

せ
ん
。禅
僧
を
お
手
本
に
し
て
真
似
る
こ
と
が

学
び
の
第
一
歩
で
す
。そ
れ
を
続
け
る
こ
と
で
、

や
が
て
自
分
の
か
た
ち
に
な
って
い
き
ま
す
」

坐
禅
会
は
全
生
庵
で
も
行
って
い
る
ほ
か
、

最
近
は
オ
ン
ラ
イ
ン
で
参
加
で
き
る
も
の
も

あ
る
。「
鉄
舟
の
言
行
に
見
る
禅
の
こ
こ
ろ
も
、

釈
尊
の
言
葉
も
、学
ぶ
だ
け
で
な
く
そ
れ
を

生
か
す
こ
と
に
意
味
が
あ
り
ま
す
。実
際
に

坐
っ
て
み
る
こ
と
は
、そ
の
助
け
と
な
る
に

違
い
あ
り
ま
せ
ん
」

じ    

の   

し
ん  

め
ん  

も
く

て
っ 

し
ゅ
う 

こ

全生庵   日曜坐禅会

https://zenshoan.com/
kouza_zazenkai/

毎日曜日18時～20時（現在は新
型コロナウイルス感染対策のた
め19時まで）詳細・申し込みに
ついては下記ウェブサイトへ

釈尊の生の言葉を伝える
最古の経典。本書はパー
リ語の原典をリズミカル
な日本語の韻文に訳して
あり、読みやすい。

法句経
（講談社学術文庫）

友松圓諦 著
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