
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

街かどに禅を探し、現代に仏教を見つ
ける

（住
職記）

つけた！

見不連続シリーズ

　

　

三
月
は
お
彼
岸
の
月
で
す
。
お
彼
岸
の
起
源
は
、
日

想
観
（
に
っ
そ
う
か
ん
）
と
よ
ば
れ
る
修
行
に
あ
る
ら

し
い
。
ど
う
い
う
行
か
。
お
浄
土
が
あ
る
と
い
う
西
方

（
さ
い
ほ
う
）
を
じ
っ
と
み
つ
め
る
の
で
す
。
い
つ
み

つ
め
る
か
と
い
う
と
、
日
が
沈
ん
で
い
く
、
夕
方
。
春

と
秋
の
彼
岸
は
真
西
に
陽
が
沈
む
か
ら
う
っ
て
つ
け
。

　

夕
陽
を
み
つ
め
る
だ
け
で
す
か
ら
、
難
し
く
は
な
い
。

だ
れ
で
も
で
き
そ
う
だ
け
れ
ど
も
、「
き

れ
い
な
夕
陽
だ
ね
」
と
、
思
っ
た
こ
と
は

あ
っ
て
も
、
数
分
間
に
わ
た
り
、
じ
っ
と

日
の
沈
ん
で
い
く
の
を
観
察
し
た
こ
と
は

普
通
は
な
い
し
、
わ
が
禅
宗
は
室
内
で
坐

禅
を
す
る
か
ら
、
夕
陽
は
見
せ
て
く
れ
な

い
。
他
宗
派
で
さ
か
ん
に
行
わ
れ
て
い
る

修
行
か
と
い
う
と
わ
か
ら
な
い
。

　

で
も
、
京
都
・
清
水
寺
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
は
、「
清
水
寺
境
内
の
入
り
口
近
く

に
建
つ
西
門
（
重
要
文
化
財
）
は
、
日
想

観
の
聖
地
で
す
。
京
都
屈
指
の
夕
陽
の
名

所
で
も
あ
る
こ
の
場
所
は
、
日
没
時
に
は
多
く
の
参
詣

者
が
立
ち
止
ま
り
、
西
の
空
に
沈
む
夕
陽
に
思
い
を
馳

せ
て
い
ま
す
」
と
あ
り
ま
す
。
清
水
寺
か
ら
の
夕
陽
、

い
い
だ
ろ
う
な
。
い
つ
か
、
挑
戦
！

　

あ
る
い
は
、
平
成
二
六
年
十
月
三
日
付
け
日
経
新
聞

に
は
「
夕
日
が
照
ら
す
極
楽
浄
土　

四
天
王
寺
・
日
想

観
の
法
要
」
と
い
う
記
事
か
あ
り
ま
す
か
ら
、
大
阪
・

四
天
王
寺
に
も
日
想
観
を
目
的
に
多
く
の
参
拝
客
が
訪

れ
る
ら
し
い
。
冒
頭
に
紹
介
し
た
今
月
の
言
葉
は
、
こ

の
記
事
の
な
か
に
あ
っ
て
、
法
要
の
終
盤
に
読
ま
れ
る

「
日
想
観
文
」
を
転
載
し
ま
し
た
。

　

四
天
王
寺
と
い
う
と
、謡
曲
「
弱
法
師
（
よ
ろ
ぼ
し
）」

で
、
彼
岸
に
親
子
が
再
会
す
る
場
所
で
す
。
そ
れ
を
題

材
に
し
た
、
近
代
の
下
村
観
山
（
１
８
７
３
〜
１
９
３

０
）
の
屏
風
絵
は
重
要
文
化
財
と
い
っ
た
具
合
で
、
調

べ
て
み
る
と
日
想
観
は
奧
が
深
い
。

　

以
下
は
私
の
珍
説
に
な
る
け
れ
ど
も
、

戦
に
無
常
を
感
じ
て
出
家
し
た
熊
谷
直
実

（
１
１
４
１
〜
１
２
０
７
）
は
、
京
都
か

ら
鎌
倉
へ
下
向
す
る
と
き
に
、
西
に
背
を

向
け
ま
い
と
、
馬
に
さ
か
し
ま
に
乗
っ
た

と
い
う
逸
話
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
様
子
を

白
隠
禅
師
も
画
に
描
い
て
い
る
け
れ
ど
、

こ
れ
も
道
中
ず
う
っ
と
、
日
想
観
し
て
い

た
と
も
言
え
な
い
か
。ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、

以
前
に
も
ご
紹
介
し
た
上
皇
后
美
智
子
さ

ま
の
「
三
十
余
年
（
さ
ん
じ
ふ
よ
ね
ん
）

君
と
過
ご
し
し
こ
の
御
所
に
夕
焼
け
の
空
見
ゆ
る
窓
あ

り
」
の
歌
も
「
日
想
観
」
で
は
な
い
か
な
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
コ
ロ
ナ
禍
の
春
。
人
の
密
で
な

い
と
こ
ろ
で
、
マ
ス
ク
を
取
っ
て
夕
陽
を
み
つ
め
る
、

な
ん
て
い
う
の
が
一
番
の
ぜ
い
た
く
？
い
や
い
や
修
行

に
な
る
か
も
。
ち
な
み
に
、
令
和
三
年
三
月
二
十
日
、

東
京
地
方
で
日
の
入
り
の
時
刻
は
、
十
七
時
五
四
分
の

よ
う
で
す
。

◇
脚
本
家
で
あ
り
、
直
木
賞
作
家
で
も
あ
り
、
名
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
で
も

あ
つ
た
向
田
邦
子
さ
ん
が
突
然
の
飛
行
機
事
故
で
亡
く
な
っ
て
か
ら
四

十
年
経
っ
て
も
、
未
だ
に
熱
心
な
読
者
が
多
い
と
い
い
ま
す
（
私
も
そ

の
ひ
と
り
で
す
が
）。
そ
ん
な
向
田
さ
ん
が
書
い
た
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
に

「
寺
内
貫
太
郎
一
家
」
が
あ
り
ま
す
。
小
林
亜
星
が
演
じ
る
貫
太
郎
が
、

気
に
い
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
と
ち
ゃ
ぶ
台
を
ひ
っ
く
り
返
す
シ
ー
ン
を

覚
え
て
い
る
方
も
お
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
今
だ
っ
た
ら
、
家
庭
内
暴
力

で
通
報
さ
れ
て
し
ま
う
か
も
。
こ
の
ち
ゃ
ぶ
台
、Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
テ
レ
ビ
デ
ィ

レ
ク
タ
ー
で
あ
る
大
森
洋
平
さ
ん
の
著
書
、『
考

証
要
集
』（
文
春
文
庫
）
に
よ
れ
ば
、「（
ち
ゃ
ぶ

台
は
）
明
治
に
な
っ
て
出
来
る
。
時
代
劇
で
は
一

切
Ｎ
Ｇ
」
と
あ
り
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
江
戸

時
代
ま
で
は
、
皆
が
ひ
と
と
こ
ろ
に
つ
ど
い
、
お

茶
を
の
ん
だ
り
、
食
事
を
す
る
と
い
う
習
慣
は
な

か
っ
た
の
か
。
つ
ま
り
、
離
れ
ば
な
れ
に
黙
っ
て

飲
食
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
古
く
は
、

清
少
納
言
や
紫
式
部
な
ど
の
女
房
が
た
は
、
食
事

し
て
い
る
姿
を
見
ら
れ
る
の
を
極
端
に
嫌
っ
た
と

い
う
。
飲
食
店
で
近
ご
ろ
、
よ
く
見
る
ポ
ス
タ
ー
を
ま
ん
中
に
か
か
げ

ま
し
た
。
平
安
時
代
の
高
貴
な
女
性
も
黙
っ
て
、
孤
独
に
食
事
し
て
い

た
と
思
え
ば
、「
黙
食
」
も
素
直
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
の
で
は
。

◇
禅
宗
に
は
「
三
黙
堂
（
さ
ん
も
く
ど
う
）」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

話
し
を
し
て
は
い
け
な
い
、
声
を
出
し
て
は
い
け
な
い
、
三
つ
の
お
堂

と
は
ど
こ
だ
と
思
い
ま
す
か
。
ひ
と
つ
は
浴
室
。
次
に
ト
イ
レ
（
東
司

＝
と
う
す
）、
三
つ
め
が
、
坐
禅
と
食
事
を
す
る
僧
堂
と
よ
ば
れ
る
建

物
で
す
。
ト
イ
レ
で
会
話
を
す
る
人
も
あ
ま
り
い
な
い
と
思
う
し
、
浴

室
と
い
っ
て
も
、
京
都
の
本
山
妙
心
寺
に
は
、
明
智
光
秀
を
追
善
す
る

た
め
に
家
来
が
寄
進
し
た
と
い
う
蒸
し
風
呂
（
通
称
・
明
智
風
呂
）
が

残
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
あ
れ
を
見
る
と
、
楽
し
く
会
話
す
る
よ
う
な

施
設
で
は
な
さ
そ
う
。
坐
禅
堂
と
食
堂（
じ
き
ど
う
）が
無
言
な
の
は
、

こ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
納
得
。

◇
さ
て
、「
黙
」
の
字
を
分
解
す
る
と
「
黒
」
と
「
犬
」
に
な
り
ま
す
。

毎
度
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
白
川
静
著
『
常
用
字
解
』（
平
凡
社
）
は
、

黒
に
は
「
墨
」
の
音
が
あ
り
「
だ
ま
る
、
し
ず
か
」
の
意
味
だ
と
、

教
え
て
く
れ
ま
す
。
な
ら
ば
、「
だ
ま
る
」
こ
と
と
「
犬
」
の
関
係
は

と
い
う
と
、
古
代
中
国
で
は
、
近
親
者
を
亡
く
し
た
の
ち
、
喪
に
服

す
る
に
あ
た
っ
て
、
犬
を
い
け
に
え
に
し
土
に
埋
め
、「
三
年
黙
し
て

以
て
道
を
思
っ
た
」
の
だ
と
い
う
。
犬
に
は
建

物
や
器
物
を
清
め
る
力
が
あ
る
と
、
信
じ
ら
れ

て
い
た
よ
う
で
す
。
死
と
い
う
不
可
解
な
も
の

を
遠
く
へ
追
い
や
る
た
め
に
、
身
辺
を
清
浄
に

し
て
、
お
の
れ
が
歩
ん
で
き
た
道
を
静
か
に
ふ

り
む
い
た
わ
け
で
す
。

◇
こ
こ
で
問
題
な
の
が
「
三
年
黙
し
て
」
の
三

年
で
す
。
三
年
と
い
っ
て
も
、
満
三
年
で
は
な

く
て
、
あ
し
か
け
三
年
、
二
五
か
月
だ
っ
た
よ

う
で
す
。
亡
く
な
っ
て
二
年
し
か
経
っ
て
い
な
い
の
に
、
三
年
忌
法

要
と
い
う
の
は
古
代
中
国
の
こ
の
習
俗
の
影
響
を
う
け
て
い
ま
す
。

な
ん
て
、書
く
と
「
去
年
の
一
月
に
、叔
父
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
け
ど
、

ま
だ
喪
中
か
」
な
ぞ
と
言
わ
な
い
で
く
だ
さ
い
。
喪
は
故
人
と
の
親

疎
に
よ
っ
て
決
ま
る
か
ら
、
三
年
と
い
う
の
は
両
親
を
亡
く
し
た
時

の
最
長
日
数
で
す
。
故
人
と
の
関
係
に
よ
っ
て
。
喪
の
長
さ
が
変
化

す
る
の
は
以
前
に
も
書
き
ま
し
た
。
と
も
か
く
、「
男
は
黙
っ
て
！
」

な
ぞ
と
書
く
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ギ
ャ
ッ
プ
（
男
女
間
の
格
差
）
だ
と

叱
ら
れ
る
か
ら
、「
み
ん
な
黙
っ
て
、
食
事
し
ま
し
ょ
う
」　　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
住
職
記
）

伝 道 掲 示 板
から

境内の北、旧中山道に面したところにある、伝道掲示板の令和３年３

月に掲載するものを紹介します。

伝道掲示板には 1ヶ月にひとつの言葉を紹介しています。経典の引

用であったり、詩や小説のなかの言葉であったりします。 道ばたの

1メートル四方の掲示版ではお伝えできない、ことばの周辺は blog

に載せています。

blog版

一
切
衆
生
（
い
っ
さ
い
し
ゅ
じ
ょ
う
）
、
み
な

日
の
没
す
る
を
見
よ
。
ま
さ
に
想
念
を
起
こ

し
て
正
座
し
て
西
に
向
か
い
、
あ
き
ら
か
に

日
を
観
（
か
ん
）
ず
べ
し　
　
　

日
想
観
文

三
月
の
こ
と
ば

写真　千田完治


