
　
現
代
の
若
者
こ
と
ば
と
い
う
の
が
、
オ
ジ
サ
ン
に
は
よ

く
わ
か
り
ま
せ
ん
。「
こ
の
ケ
ー
キ
、
め
ち
ゃ
、
や
ば
い
」

と
言
わ
れ
て
、「
そ
ん
な
に
ま
ず
い
の
か
。
も
し
か
し
た

ら
食
中
毒
の
恐
れ
あ
り
」。
な
ん
て
思
っ
て
敬
遠
し
た
ら
、

今
ど
き
の
グ
ル
メ
に
は
な
れ
ま
せ
ん
。

　
近
頃
の
若
者
は
、「
や
ば
い
」
を
「
素
敵
だ
、
最
高
だ
」

と
い
う
意
味
で
使
う
の
で
す
か
ら
。

　
若
者
こ
と
ば
に
限
ら
ず
、
わ
か
り
に

く
い
言
葉
や
文
字
と
い
う
の
が
、
あ
る

も
の
で
す
。
そ
ん
な
ふ
う
に
書
く
と
、

こ
ん
な
お
叱
り
が
聞
こ
え
て
き
ま
す
。

「
い
ち
ば
ん
わ
か
り
に
く
い
の
は
、
坊

さ
ん
の
お
経
だ
」、
と
。
次
の
よ
う
な

声
も
あ
が
る
で
し
ょ
う
。「
寺
の
床
の

間
に
あ
る
掛
け
軸
や
色
紙
の
文
字
も
読
め
な
い
し
、
意
味

も
難
し
い
」。
だ
か
ら
、
正
月
早
々
わ
か
り
や
す
い
色
紙

を
か
か
げ
ま
し
た
。「
不
苦
者
有
智
」は
元
妙
心
寺
派
管
長
・

河
野
太
通
老
師
の
御
染
筆
で
す
。
太
通
老
師
は
昭
和
五
年

の
お
生
ま
れ
で
す
か
ら
、
九
十
歳
に
な
ら
れ
ま
す
。

　
色
紙
は
「
苦
な
ら
ざ
る
者
、
智
有
り
」
と
読
め
ば
よ
い

◇
ご
存
じ
、「
時
そ
ば
」
と
い
う
落
語
が
あ
り
ま
す
。
屋
台

で
そ
ば
を
食
べ
た
客
が
代
金
を
支
払
う
と
き
に
、
一
文
づ

つ
数
え
て「
何
時
だ
い
」「
九
つ
で
」「
と
お
、十
一
、十
二…

」。

と
、
や
っ
て
一
文
ご
ま
か
し
た
の
を
見
て
い
た
粗
忽
者
が

ま
ね
を
し
た
ら
、
時
刻
が
早
す
ぎ
て
、
一
文
損
を
し
た
と

い
う
噺
。
九
つ
と
い
う
の
は
、
今
で
い
う
深
夜
零
時
頃
の

こ
と
ら
し
い
。
江
戸
時
代
は
、
一
日
を
十
二
干
で
も
わ
け

て
い
た
か
ら
、
九
つ
は
「
子
（
ね
）
の
刻
」
と
も
い

う
◇
や
っ
と
出
て
き
ま
し
た
。
今
年
の
干
支
は
、

「
子
」
で
す
。
な
ん
で
「
子
」
が
「
ネ
ズ
ミ
」

に
な
っ
て…

…

、
と
い
う
の
は
古
代
中
国
人

が
考
え
た
暦
だ
か
ら
、
書
く
と
複
雑
に
な
っ

て
し
ま
う
。
だ
か
ら
、
こ
こ
で
は
書
か
な
い
。

と
い
う
か
、
暦
は
科
学
な
の
で
、「
坊
さ
ん
に
な

る
の
だ
か
ら
足
し
算
だ
け
で
き
れ
ば
よ
い
」
と
育
て
ら
れ

た
超
文
化
系
人
間
の
私
に
は
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
◇
自
分

で
よ
く
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
、
わ
か
っ
た
ふ
り
し
て
話
し

た
り
書
い
て
も
す
ぐ
に
ば
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
言
葉
が
自

分
の
も
の
に
な
っ
て
い
な
い
か
ら
、
説
得
力
が
な
い
の
で

す
◇
十
年
ほ
ど
前
に
急
逝
さ
れ
た
松
原
哲
明
師
か
ら
、
生

前
に
教
え
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。「
本
を
読
ん

で
、
ど
う
も
わ
か
ら
な
い
ナ
と
思
っ
た
ら
、
オ
マ
エ
の
頭

が
悪
い
か
ら
で
は
な
い
。
書
い
た
本
人
も
わ
か
っ
て
い
な
い

の
だ
」、
と
。
も
っ
と
も
な
話
で
、
こ
の
ア
ド
バ
イ
ス
以
来
、

ず
い
ぶ
ん
と
気
が
楽
に
な
り
、
難
し
い
熟
語
や
横
文
字
ば
か

り
使
う
文
章
や
話
に
出
会
う
と
、「
お
ま
え
、
わ
か
っ
て
な

い
な
」
と
、
ひ
そ
か
に
に
ん
ま
り
す
る
の
で
す
◇
と
は
言
い

な
が
ら
難
解
な
漢
字
が
使
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
わ
か
っ
て
な

い
の
が
書
い
て
い
る
か
と
い
う
と
、
そ
う
と
も
限
ら
な
い
◇

学
生
の
テ
ス
ト
風
に
お
尋
ね
し
ま
す
。
次
の
字
に
フ
リ
ガ
ナ

を
つ
け
よ
。〔
齎
す
〕。
正
解
は
〔
モ
タ
ラ
す
〕
で
す
。
ま

た
ま
た
、
坊
さ
ん
の
難
し
い
文
章
に
使
わ
れ
て
い
た
ん

だ
ろ
う
、
な
ん
て
思
わ
な
い
で
く
だ
さ
い
。
令
和
最

初
の
秋
に
封
切
ら
れ
た
、
福
山
雅
治
と
石
田
ゆ
り
子

主
演
の
恋
愛
映
画
、『
マ
チ
ネ
の
終
わ
り
に
』
の
原
作

に
登
場
す
る
漢
字
で
す
。
原
作
者
は
芥
川
賞
作
家
の
平
野

啓
一
郎
、
も
と
も
と
難
解
な
漢
語
を
使
う
作
家
で
す
が
、
こ

の
恋
愛
小
説
に
で
て
く
る
「
放
蕩
息
子
」
と
い
う
四
文
字
か

ら
、
キ
リ
ス
ト
教
の
『
聖
書
』
と
仏
教
経
典
の
『
法
華
経
』

の
秘
密
を
読
み
取
っ
た
の
は
、
自
慢
す
る
わ
け
で
は
な
い
け

れ
ど
、
と
言
い
な
が
ら
自
慢
す
る
け
れ
ど
、
こ
の
私
で
す
。

詳
し
く
は
一
月
八
日
発
売
の
月
刊
『
大
法
輪
』（
令
和
二
年

二
月
号
）
に
連
載
の
「『
マ
チ
ネ
の
終
わ
り
に
』
と
聖
書
と

法
華
経 
」
を
読
ん
で
！
。
　
　
　
　
　       

　
　
　（
博
芳
）
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で
し
ょ
う
か
。

　
出
典
は
不
明
で
す
が
、
書
か
れ
た
経
緯
は
伝
え
聞
い
て

い
ま
す
。
な
ん
で
も
、
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
の
森
下
典
子
氏
が

「
不
苦
者
有
知
」
の
色
紙
を
所
望
し
た
ら
し
い
。
そ
う
し

た
ら
、
老
師
は
知
識
の
「
知
」
で
は
な
く
、
智
恵
の
「
智
」

と
書
い
て
、女
史
に
贈
っ
た
と
い
い
ま
す
。
森
下
さ
ん
は
、

一
昨
年
の
秋
に
封
切
ら
れ
た
映
画
「
日

日
是
好
日
」
の
原
作
者
で
す
。
女
優
の

樹
木
希
林
さ
ん
の
遺
作
の
ひ
と
つ
で
、

話
題
に
な
っ
た
映
画
で
し
た
。

　
仏
教
は
智
恵
の
宗
教
と
言
わ
れ
る
く

ら
い
で
す
か
ら
、「
知
」
で
は
な
く
て
、

「
智
」
と
し
た
の
は
、
現
代
の
高
僧
と

慕
わ
れ
る
河
野
老
師
。
さ
す
が
、
で
す
。

　
し
か
し
、
こ
の
色
紙
、
も
う
少
し
深

い
読
み
方
が
あ
る
よ
う
で
す
。
漢
文
で
「
者
」
に
は
、「
ハ
」

と
フ
リ
ガ
ナ
を
つ
け
る
事
が
あ
り
ま
す
。

　
そ
う
す
る
と
、「
不
（
フ
）
苦
（
ク
）
者
（
ハ
）
有
（
ウ
）

智
（
チ
）」。
何
の
こ
と
は
な
い
、「
福
は
内
」。
坊
さ
ん

の
書
は
、
や
ば
い
、
か
？
（
住
職
記
）

　
あ
る
檀
家
さ
ん
か
ら
こ
ん
な
お
尋
ね
が
あ
り
ま
し
た
。

「
仏
壇
を
新
し
く
し
た
い
の
で
す
が
、
ど
ん
な
の
が
良
い
で

し
ょ
う
か
」

　
こ
う
し
た
問
い
か
け
を
受
け
た
時
は
、
い
つ
も
次
の
よ
う

に
お
応
え
し
ま
す
。

「
仏
壇
は
入
れ
も
の
だ
か
ら
、
仏
具
店
で
仏
壇
を
買
わ
な
く

て
も
、
今
あ
る
家
具
で
も
よ
い
し
、

気
に
入
っ
た
家
具
を
買
っ
て
、
そ

れ
に
位
牌
を
お
ま
つ
り
す
れ
ば
！

香
炉
は
何
で
も
良
い
ヨ
。
茶
碗
も

香
炉
に
な
る
し
、
花
入
れ
だ
っ
て

香
炉
に
な
る
」、
と
。

　
そ
う
助
言
し
て
も
、
た
ぶ
ん
実

践
し
て
く
れ
た
方
は
お
ら
れ
な
い

と
思
う
。
と
こ
ろ
が
、
下
の
写
真

を
み
て
く
だ
さ
い
↓
。

　
檀
家
で
は
な
い
、
数
十
年
来
の
知

人
が
昨
年
そ
ろ
え
た
仏
壇
で
す
。
事
情
は
こ
う
で
す
。

　
ご
両
親
と
も
亡
く
な
っ
て
、
実
家
を
片
づ
け
る
こ
と
に
な

っ
た
知
人
は
、
お
仏
壇
を
今
住
ん
で
い
る
家
へ
移
そ
う
と
し

ま
す
。
で
も
、
自
宅
は
ア
ー
リ
ー
・
ア
メ
リ
カ
風
。
伝
統
的

な
仏
壇
は
ど
う
に
も
合
い
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
私
に
相
談
し

て
く
れ
た
の
で
、
先
述
し
た
持
論
を
ア
ド
バ
イ
ス
し
ま
し
た
。

こ
こ
ま
で
は
、
最
近
よ
く
あ
る
パ
タ
ー
ン
で
珍
し
く
あ
り
ま

せ
ん
。
で
も
、
私
の
言
っ
た
こ
と
を
忠
実
に
実
践
し
て
く
れ

た
の
は
、
珍
し
い
こ
と
で
す
。

　
ま
ず
、
写
真
に
あ
る
白
い
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
は
普
通
の
家
具

屋
さ
ん
か
ら
数
万
円
、
片
手
で
数
え
ら
れ
る
価
格
で
購
入
し

た
と
か
。
本
尊
さ
ま
と
お
位
牌
は
、
古
い
仏
壇
か
ら
移
し
ま

し
た
。

　
線
香
を
横
に
置
く
香
炉
と
、
鈴
は
仏
具
店
で
買
っ
た
よ
う

で
す
が
、
黄
色
の
キ
ャ
ン
ド
ル
は
、
百
円
シ
ョ
ッ
プ
で
手

に
入
れ
た
よ
う
で
す
。

　
み
ん
な
自
分
で
悩
ん
で
選
ん
だ
お
気
に
入
り
で
す
。
気

に
い
っ
た
も
の
を
身
近
に
お
け
ば
、
親
し
み
が
わ
い
て
手

も
合
わ
せ
ま
す
し
、
き
れ
い
な
花
を
お
そ
な
え
し
よ
う
。

と
い
う
気
分
に
も
な
り
ま
す
。

　
で
も
、
ボ
ッ
ー
と

何
に
も
考
え
な
い
で

仏
具
店
の
い
い
な
り

で
そ
ろ
え
た
セ
ッ
ト

に
は
、
そ
れ
ほ
ど
の

思
い
入
れ
は
な
い
の

で
は
。

　
な
ん
て
言
っ
て
ば

か
り
で
は
、
説
得
力

が
な
い
か
ら
、
住
職

も
実
践
し
て
い
ま
す
。

た
と
え
は
、
香
炉
で
す
。

　
お
盆
や
お
彼
岸
法
要
の
時
は
、
焼
香
す
る
人
数
が
多
い

の
で
鋳
造
さ
れ
た
し
っ
か
り
し
た
も
の
を
使
い
ま
す
が
、

普
段
の
少
人
数
の
年
忌
法
要
な
ど
で
、
焼
香
す
る
香
炉
は

抹
茶
茶
碗
に
灰
を
い
れ
た
も
の
で
す
。
以
前
は
、
花
器
を

転
用
し
て
い
ま
し
た
。
香
入
れ
は
、
料
理
で
使
う
小
鉢
で

す
。
こ
ん
な
ふ
う
に
書
い
て
も
、
松
岩
寺
住
職
の
言
う
こ

と
は
あ
ま
り
信
用
し
て
く
れ
な
い
。
で
も
、
日
本
で
最
初

の
禅
寺
を
名
の
る
、
九
州
は
博
多
の
聖
福
寺
で
、
ご
住
職

が
焼
香
す
る
香
炉
は
茶
釜
で
し
た
。
　

　
な
ん
で
も
良
い
の
で
す
。
た
だ
し
、
線
香
も
ロ
ウ
ソ
ク

も
火
を
使
う
も
の
で
す
か
ら
、「
火
の
要
慎
」
第
一
に
。

　
新
し
い
年
、
も
し
か
し
て
仏
壇
や
仏
具
を
新
し
く
す
る

の
な
ら
ば
、
セ
ン
ス
の
見
せ
ど
こ
ろ
で
す
。

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

連続シリーズ「見つけた」


