
　
間
違
い
探
し
ゲ
ー
ム
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
絵
や
写

真
を
見
て
、
変
な
と
こ
ろ
を
探
す
ゲ
ー
ム
で
す
。
現
在
の

は
知
ら
な
い
け
れ
ど
、
我
々
の
世
代
の
知
能
検
査
に
も
、

同
様
の
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
な
記
憶
が
あ
り
ま
す
。
　

　
そ
こ
で
、
午
年
で
す
か
ら
、
下
の

馬
の
絵
を
見
て
、
変
な
と
こ
ろ
を
探

し
て
く
だ
さ
い
。

　
絵
が
不
鮮
明
な
の
は
お
許
し
く
だ

さ
い
。
な
に
し
ろ
、
三
七
〇
年
も
前

に
描
か
れ
た
も
の
が
本
に
載
っ
て
い

て
、
そ
れ
を
コ
ピ
ー
し
た
も
の
で
す

か
ら
。

　
絵
が
不
鮮
明
で
も
、
間
違
い
は
明

ら
か
で
す
。
馬
の
進
行
方
向
に
背
を

向
け
て
、
乗
馬
し
て
い
ま
す
。

　
で
も
、
こ
れ
は
間
違
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
絵
を
描
い

て
い
る
人
も
、
馬
に
乗
っ
て
い
る
人
も
、
信
念
に
し
た
が

い
、
真
面
目
に
進
行
方
向
に
背
を
向
け
て
い
る
の
で
す
。

　
こ
の
奇
妙
な
絵
を
描
い
て
い
る
の
は
、
白
隠
禅
師
（
一

六
八
五
〜
一
七
六
八
）
で
す
。
白
隠
さ
ん
と
い
え
ば
、
法

要
の
時
な
ど
に
ご
一
緒
に
よ
む
『
坐
禅
和
讚
』
の
作
者

◇
こ
れ
を
書
い
て
い
る
の
は
、
平
成
二
十
五
年
十
一
月
十

二
日
で
す
。
例
年
早
目
に
年
末
年
始
の
準
備
を
始
め
る
の

で
す
が
、
今
回
は
特
に
早
い
。
暮
れ
の
十
二
月
二
十
四
日

に
近
在
の
和
尚
様
方
二
十
名
ほ
ど
を
お
呼
び
し
て
、
先
住

職
の
七
年
忌
法
要
を
営
む
の
で
、
そ
の
前
後
は
正
月
支
度

な
ど
し
て
い
ら
れ
な
い
。
だ
か
ら
、早
目
に
書
い
て
い
ま
す
。

◇
年
忌
法
要
は
無
理
せ
ず
、
都
合
の
よ
い
日
に
や
る
の
が

良
い
の
で
す
が
、
師
父
の
命
日
は
十
二
月
二
十
六
日
。
今

回
は
導
師
を
し
て
い
た
だ
く
平
林
寺
老
師
の
都
合
も

あ
っ
て
、
祥
月
命
日
に
近
い
日
に
法
要
が
で
き
ま

す
が
、
な
に
ぶ
ん
年
の
瀬
で
す
か
ら
や
っ
か
い
で

す
。
ク
リ
ス
マ
ス
イ
ブ
は
関
係
な
い
け
れ
ど
。
来

て
い
た
だ
く
ご
住
職
が
た
に
も
ご
迷
惑
。
申
し
訳

な
い
こ
と
で
す
。◇
先
住
職
は
自
分
の
思
い
を
、
相
手

が
誰
で
あ
ろ
う
と
口
に
出
し
て
し
ま
う
人
で
し
た
。
叱
ら

れ
た
経
験
の
あ
る
檀
家
さ
ん
も
多
い
と
思
い
ま
す
。
檀
家

さ
ん
ば
か
り
で
な
く
、
教
団
内
で
も
そ
う
で
し
た
。
高
齢

に
な
っ
て
か
ら
は
耳
が
遠
く
な
っ
て
、
な
お
さ
ら
で
し
た
。

そ
れ
を
「
老
害
」
と
非
難
し
た
教
団
の
重
役
の
方
も
お
ら

れ
ま
し
た
。
そ
ん
な
ふ
う
に
晩
年
の
先
住
を
こ
こ
ろ
よ
く

思
っ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
ご
重
役
の
一
人
に
、
先
日
お
会

い
し
ま
し
た
。
そ
の
方
が
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。「
近
ご
ろ

は
禅
博
和
尚
の
よ
う
な
気
骨
の
あ
る
方
が
お
ら
れ
な
く
な
っ

て
寂
し
い
よ
」。お
世
辞
半
分
と
し
て
も
、六
年
の
日
々
が「
老

害
」
を
「
気
骨
」
へ
と
昇
華
さ
せ
て
く
れ
ま
し
た
。
思
い
出

の
ト
ゲ
が
と
れ
て
、
無
害
に
な
る
頃
に
営
む
の
が
七
年
忌
な

の
で
し
ょ
う
。◇
七
年
忌
と
い
え
ば
、
十
月
十
一
日
付
け
読

売
新
聞
「
人
生
案
内
」
欄
に
八
十
歳
代
の
ご
婦
人
の
次
の
よ

う
な
投
書
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
し
た
。「
五
年
前
に
二
十
代

前
半
の
孫
娘
を
事
故
で
亡
く
し
ま
し
た
。
毎
年
祥
月
命
日
に

な
る
と
同
級
生
た
ち
が
家
に
来
て
く
れ
ま
す
。
気

持
ち
は
あ
り
が
た
い
の
で
す
が
、（
略
）
同

級
生
た
ち
が
帰
っ
た
後
「
生
き
て
い
て
く

れ
た
ら
」
と
思
い
、
娘
は
数
日
落
ち
込

み
ま
す
。（
略
）
も
う
、
こ
の
あ
た
り
で

う
ち
き
っ
て
ほ
し
い
の
で
す
が
、ど
う
言
っ

て
よ
い
も
の
か
悩
み
ま
す
」。
こ
れ
に
対
し
て
、

ス
ポ
ー

ツ
解
説
者
の
増
田
明
美
さ
ん
が
、
次
の
よ
う
に
ア

ド
バ
イ
ス
し
て
い
ま
す
。「
来
年
は
七
回
忌
を
迎
え
ら
れ
ま

す
ね
。
こ
れ
を
一
区
切
り
に
し
て
、
心
の
中
で
手
を
合
わ
せ

て
く
れ
る
と
う
れ
し
い
で
す
、
と
同
級
生
に
言
う
の
が
よ
い

の
で
は
」。
あ
っ
ぱ
れ
な
回
答
で
す
。
同
じ
よ
う
な
質
問
を

私
に
投
げ
か
け
ら
れ
た
ら
、
な
ん
と
答
え
る
だ
ろ
う
か
、
と

頭
を
抱
え
て
し
ま
い
ま
す
。
年
忌
法
要
も
正
月
も
、
日
常
の
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で
す
。

　
し
か
も
、
こ
の
絵
の
賛
（
添
え
書
）
に
よ
れ
ば
、
乗

馬
し
て
い
る
の
は
熊
谷
次
郎
直
実
だ
と
い
う
の
で
す
。

京
都
に
い
た
直
実
が
、
東
方
の
鎌
倉
へ
行
く
時
に
、
仏

さ
ま
の
お
ら
れ
る
と
い
う
西

方
に
背
を
向
け
ま
い
と
し
て
、

さ
か
し
ま
に
乗
馬
し
た
と
い

う
の
で
す
。
直
実
の
和
歌
が

伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
淨
土
に
は
／
剛
の
者
と
や
／

さ
た
す
ら
む
／
西
に
む
か
ひ

て
／
う
し
ろ
見
せ
ね
ば
」。

　
極
楽
浄
土
に
、
直
実
は
熱

心
な
仏
教
信
者
だ
と
伝
え
て

欲
し
い
、と
で
も
現
代
語
訳
す
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

　
あ
る
い
は
、
人
が
み
ん
な
東
へ
行
っ
た
と
し
て
も
、

自
分
が
信
ず
る
な
ら
ば
違
う
方
向
を
見
つ
め
る
ん
だ
よ

と
い
う
警
告
で
し
ょ
う
か
。
人
の
後
ろ
に
つ
い
て
い
く

の
が
好
き
で
卑
品
（
ヒ
ヒ
ー
ン
）
な
私
た
ち
へ
の
、
ウ

マ
頭
の
い
ま
し
め
に
思
え
る
の
で
す
。

連続シリーズ「見つけた」

　
暮
れ
に
お
届
け
し
た
新
年
祈
祷
法
要
の
ご
案
内
で
、
昨
秋
京

都
に
の
こ
る
冷
泉
家
の
お
や
し
き
を
拝
観
し
た
こ
と
を
書
き
ま

し
た
。
本
山
妙
心
寺
の
微
笑
会
が
企
画
す
る
「
信
を
深
め
る
旅
」

に
参
加
し
た
の
で
す
。

　
冷
泉
家
の
ご
先
祖
は
百
人
一
首
を
編
集
し
た
藤
原
定
家
。
そ

れ
以
後
、
八
百
年
間
に
わ
た
り
途
切
れ
る
こ
と
の
な
い
お
公
家

さ
ん
の
お
や
し
き
が
、
京
都
御
所
の
北
方
に
現
存
し
て
い
ま
す
。

普
段
は
門
を
閉
ざ
し
て
い
る
文
化
財
を
拝
観
す
る
の
だ
か
ら
、

何
冊
か
の
参
考
資
料
で
予
習
し
ま
し
た
。
そ
の
中
に
次
の
よ
う

な
一
節
が
あ
り
ま

し
た
。
前
当
主
夫

人
故
冷
泉
布
美
子

さ
ん
の
著
作
で
す
。

　「
我
が
家
の
仏
壇

の
香
盤
下
の
刺
繍

を
ほ
ど
こ
し
た
打

敷
は
、
曾
祖
母
の

着
物
で
こ
し
ら
え

た
も
の
で
す
。
そ

の
後
ろ
に
あ
る
朱

色
の
打
敷
も
や
は
り
、
曾
祖
母
の
着
物
で
作
っ
た
も
の
、
と
裏

に
書
い
て
ご
ざ
い
ま
す
。
京
都
で
は
家
人
が
亡
く
な
る
と
生
存

中
に
着
て
い
た
着
物
を
打
敷
に
す
る
と
い
う
習
慣
が
ご
ざ
い
ま

す
。
私
ど
も
で
は
同
じ
も
の
を
二
枚
作
り
、
一
枚
は
菩
提
寺
の

真
如
堂
に
納
め
、
一
枚
は
家
で
使
う
と
書
き
残
さ
れ
て
お
り
ま

す
。」（『
冷
泉
家
の
年
中
行
事
』
集
英
社
刊
よ
り
）

　
打
敷
と
い
う
の
は
、
三
角
形
や
四
角
形
の
金
襴
・
錦
の
布
で

本
尊
さ
ま
や
仏
壇
を
飾
る
も
の
で
す
。

　
先
年
、
妙
心
寺
を
つ
く
ら
れ
た
無
相
大
師
の
六
百
五
十
年
遠

忌
を
記
念
し
て
「
妙
心
寺
展
」
が
東
京
上
野
の
国
立
博
物
館
で

開
か
れ
ま
し
た
。
そ
の
時
に
も
豊
臣
家
由
来
の
着
物
（
小
袖
）

を
仕
立
て
直
し
た
打
敷
が
展
示
さ
れ
て
い
て
、
色
気
の
な
い

展
示
物
の
中
で
異
彩
を
放
っ
て
い
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
松
岩
寺
の
本
堂
正
面
に
も
、
昨
秋
か
ら
新
し

い
戸
帳
（
と
ち
ょ
う
）
を
飾
り
ま
し
た
。
広
辞
苑
で
戸
帳
を

ひ
く
と
、「
神
仏
を
安
置
し
た
前
に
懸
け
た
と
ば
り
」
と
説
明

し
て
く
れ
ま
す
。
神
さ
ま
や
仏
さ
ま
が
、
む
き
だ
し
に
な
る

の
は
恐
れ
多
い
か
ら
、
少
し
ば
か
り
隠
す
幕
の
こ
と
で
す
。

　
新
し
い
戸
帳
を
作
っ
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
、
檀
家
の
大
塚

恒
子
さ
ん
で

す
。
ご
自
分

の
手
で
い
ろ

い
ろ
な
布
を

縫
い
合
わ
せ

て
、
二
幕
を

パ
ッ
チ
ワ
ー

ク
で
作
っ
て

く
だ
さ
い
ま

し
た
。

　
一
昨
年
の

春
に
松
岩
寺
で
、「
布
遊
び
展
」
を
開
い
て
く
だ
さ
っ
た
の
が

縁
で
す
。
作
品
を
見
て
、
失
礼
だ
け
ど
「
こ
れ
は
使
え
る
」

と
直
感
し
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
妙
心
寺
展
で
見
た
お
姫
様

の
小
袖
を
仕
立
て
直
し
た
打
敷
の
記
憶
が
あ
り
ま
し
た
。
お

願
い
し
て
か
ら
待
つ
こ
と
一
年
半
。
催
促
す
る
わ
け
に
も
い

か
な
い
の
で
、
じ
っ
と
待
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
と
の
ほ
か
時

間
を
費
や
し
た
の
は
、
お
弟
子
さ
ん
に
手
伝
っ
て
も
ら
う
こ

と
も
せ
ず
、
お
ひ
と
り
で
作
っ
た
か
ら
。

　
形
だ
け
で
な
く
、
心
の
こ
も
っ
た
荘
厳
に
な
り
ま
し
た
。

本
堂
に
お
参
り
す
る
時
に
、
見
つ
け
て
！

つけた！

禅にこんな問答があります。原

文は漢文ですが、現代語に超訳

してみます。修行僧がお師匠さ

んに尋ねます。

「道とは何ですか」「道か、その

垣根の外にあるやないか」「そん

なちっぽけな道ではありません。

天下の大道を尋ねているんです」

「大道か、それならば新幹線が通

り、高速道路もあるじゃないか」

「大道長安に透る」という禅語の

語源になっている問答です。つ

まり、仏教といっても、禅とい

っても、特別なものではなくて、

日常生活の中にいくらでもある

よ。といったところでしょうか。

そこで、街頭に禅を探し、現代

に仏教を見つけるコーナーをつ

くりました。

見

新しい戸帳の一部


