
「
床
の
間
」
と
か
い
て
、「
と
こ
の
ま
」
と
読
み
ま
す
。
日

本
間
で
一
段
高
く
な
っ
て
い
て
、
花
を
活
け
た
り
、
墨
跡

を
か
け
た
り
す
る
場
所
で
す
。台
所
や
ト
イ
レ
の
よ
う
に
、

生
き
る
た
め
に
、
ど
う
し
て
も
必
要
な
場
所
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
言
っ
て
み
れ
ば
無
駄
な
空
間
で
す
。
無
駄
な
空
間

を
つ
く
る
余
裕
が
、
ゆ
と
り
を
生
み
ま
す
。
ゆ
と
り
が
あ

れ
ば
、
困
っ
た
と
き
、
あ
る
い
は
順
調

な
時
に
、
止
ま
っ
て
み
る
勇
気
も
わ
い

て
き
ま
す
。
で
も
、

「
そ
ん
な
ゆ
と
り
は
、
一
般
の
住
ま
い
で

は
無
理
」

な
ん
て
い
う
の
だ
っ
た
ら
、
お
寺
へ
い

き
ま
し
ょ
う
。
お
寺
に
は
床
の
間
が
あ
っ

て
、
季
節
の
花
は
な
い
場
合
も
あ
る
け

れ
ど
、
な
に
か
の
墨
跡
が
か
か
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。

　

墨
跡
と
き
い
て
一
般
的
に
思
い
浮
か
べ
る
の
は
、
く
ず

し
字
で
読
め
な
い
し
、
意
味
も
は
っ
き
り
し
な
い
軸
物
で

し
ょ
う
。
わ
か
り
や
す
い
楷
書
体
の
も
の
も
あ
る
の
で
す

が
、
大
多
数
は
判
読
に
苦
労
し
ま
す
。
そ
こ
で
、「
住
職

の
た
め
の
墨
跡
読
み
方
講
座
」
な
ん
て
い
う
の
も
ひ
ら
か

れ
て
い
ま
す
が
、
無
精
者
の
私
は
行
か
な
い
。
行
か
な
い

◇
左
の
ペ
ー
ジ
の
「
福
は
内
」
の
続
き
を
書
き
ま
す
。「
福

は
内
」
の
合
い
の
手
は
、「
鬼
は
外
」
で
す
。
旧
年
の
歳
晩

は
映
画
『
鬼
滅
の
刃
』
の
ヒ
ッ
ト
も
あ
っ
て
、「
鬼
」
の
字

に
出
会
う
機
会
も
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
節
分
の
掛
け
声

は
一
般
に
は
、「
福
は
内
、
鬼
は
外
」。
し
か
し
、「
鬼
は
外
」

の
み
を
連
呼
す
る
神
社
や
、「
鬼
は
内
、
福
は
内
」
と
唱
え

る
寺
院
も
あ
る
よ
う
で
す
。
例
年
、
多
く
の
参
拝
客
が
集

ま
る
成
田
山
新
勝
寺
で
は
、「
鬼
は
外
」
と
は
言
は
ず
に
「
福

は
内
」
だ
け
を
連
呼
す
る
と
い
う
。
な
ぜ
か
？
鬼

を
嫌
っ
て
追
い
立
て
る
だ
け
で
は
、
ど
こ
か
よ
そ

へ
行
っ
て
ま
た
悪
事
を
働
く
か
も
し
れ
な
い
。
鬼

を
追
い
は
ら
う
こ
と
な
く
、
福
に
変
え
て
し
ま
う

の
が
、
成
田
山
の
ご
本
尊
で
あ
る
不
動
明
王
の
ご

慈
悲
だ
か
ら
。
そ
う
い
え
ば
、
私
の
知
っ
て
い
る

某
寺
は
、
節
分
の
夜
に
山
門
を
開
け
放
す
と
い
う
。
あ
ち

こ
ち
で
追
い
立
て
ら
れ
た
鬼
が
か
わ
い
そ
う
だ
か
ら
、
寺

内
へ
か
く
ま
っ
て
あ
げ
る
の
だ
と
い
う
。

◇
仏
教
は
鬼
に
や
さ
し
い
の
で
す
。
た
と
え
ば
、
夏
の
お

盆
の
時
に
読
む
お
経
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
り
ま
す
。

「
汝
等
鬼
神
衆
（
ジ
テ
ン
キ
ジ
ン
シ
ュ
ウ
）、我
今
施
汝
供
（
ゴ

キ
ン
ス
ジ
キ
ュ
ウ
）」。
現
代
語
訳
す
れ
ば
、「
お
前
た
ち
、

も
ろ
も
ろ
の
鬼
神
た
ち
よ
、
私
は
お
前
た
ち
に
お
供
え
し

よ
う
」。
つ
ま
り
、
鬼
が
お
腹
を
す
か
し
て
い
る
と
悪
い
事

を
す
る
か
ら
、
鬼
に
も
食
事
を
供
え
て
、
静
か
に
し
て
も
ら

お
う
と
い
う
の
で
す
。

◇
仏
教
は
鬼
を
退
治
し
な
い
の
で
す
が
、
鬼
を
退
治
し
た
の

は
桃
太
郎
で
す
。
童
謡
『
桃
太
郎
』
を
思
い
出
せ
ば
、「
桃

太
郎
さ
ん
、
お
腰
に
つ
け
た
キ
ビ
団
子
、
一
つ
わ
し
た
に
く

だ
さ
い
な
」
と
ね
だ
っ
た
イ
ヌ
、
サ
ル
、
キ
ジ
を
お
伴
に
し

て
「
の
こ
ら
ず
鬼
を
、
攻
め
ふ
せ
て
、
分
捕
物
を
、
え
ん
や

ら
や
」。
悪
を
こ
ら
し
め
、
善
を
勧
め
る
物
語
で
す
。
そ
う

い
う
単
純
な
思
考
に
反
論
し
た
の
は
福
沢
諭
吉
で

す
。
曰
く
、「
も
ゝ
た
ろ
ふ
が
、
お
に
が
し
ま
に
ゆ

き
し
は
、
た
か
ら
を
と
り
に
ゆ
く
と
い
へ
り
。
け
し

か
ら
ぬ
こ
と
な
ら
ず
や
」。
鬼
ケ
島
に
あ
る
宝
は
、

鬼
の
所
有
物
で
あ
る
。
そ
れ
を
理
由
も
な
く
取
り
上

げ
る
と
す
れ
ば
、む
し
ろ
桃
太
郎
は
盗
人
だ
と
い
う
の
で
す
。

◇
諭
吉
先
生
が
没
し
て
か
ら
百
十
年
後
、
２
０
１
３
年
の
新

聞
広
告
に
次
の
よ
う
な
文
字
が
あ
り
ま
し
た
。「
ボ
ク
の
お

と
う
さ
ん
は
、
桃
太
郎
と
い
う
や
つ
に
殺
さ
れ
ま
し
た
」。

そ
の
下
に
は
、
こ
う
書
い
て
あ
り
ま
す
。「
一
方
的
な
『
め

で
た
し
、
め
で
た
し
』
を
、
生
ま
な
い
た
め
に
。
広
げ
よ
う
、

あ
な
た
が
み
て
い
る
世
界
」。
カ
チ
ン
カ
チ
ン
の
頑
固
頭
で

は
な
く
、
こ
う
い
う
や
わ
ら
か
い
発
想
を
し
た
い
。（
博
芳
）

恭
新禧賀
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か
ら
不
勉
強
で
読
め
な
い
。
だ
か
ら
、「
お
し
ょ
う
さ
ん
。

床
の
間
の
軸
物
は
ど
う
読
む
の
で
す
か
」
な
ん
て
尋
ね
ら

れ
て
も
困
る
か
ら
、
判
読
で
き
る
墨
跡
の
み
を
床
の
間
に

か
ざ
っ
て
い
ま
す
。

　

新
し
い
年
の
冒
頭
に
ご
紹
介
す
る
色
紙
も
読
み
や
す
い

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 「
福
は
内
」。
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
一
歳
に
な
ら
れ
ま
す
。 

「
福
は
内
」
の
色
紙
を
い
た
だ
い
た
の
は

令
和
元
年
の
秋
で
し
た
。
そ
の
時
は
当

た
り
前
す
ぎ
て
、「
ち
ょ
っ
と
」
と
い
う

感
じ
だ
っ
た
の
で
す
が
、
感
染
症
の
世

界
的
流
行
を
予
見
し
て
い
た
わ
け
で
は

な
い
で
し
ょ
う
け
れ
ど
、「
福
は
内
」
と
は
、
す
こ
ぶ
る

今
日
的
な
こ
と
ば
で
す
。

「
ど
う
に
も
な
ら
な
い
時
は
、
じ
っ
と
我
慢
。
幸
福
は
遠

い
外
で
は
な
く
で
、
す
ぐ
近
く
の
内
に
あ
る
よ
」、
と
。

ま
だ
ま
だ
油
断
で
き
な
い
時
節
。「
内
な
る
福
」
を
み
つ

け
た
い
、
新
し
い
年
の
初
め
で
す
。（
住
職
記
）

　

凡
人
は
予
想
だ
に
し
な
か
っ
た
新
型
ウ
ィ
ル
ス
が
は
び
こ

っ
て
、「
三
密
」
な
ん
て
言
葉
も
耳
に
な
じ
ん
だ
昨
今
で
す
が
、

今
度
は
「
５
つ
の
小
」
な
ぞ
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
が

テ
レ
ビ
で
流
れ
て
い
ま
し
た
。

「
５
つ
の
小
」
の
な
か
に
、「
料
理
は
小
皿
に
分
け
て
」
と
い

う
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
見
て
、「
今
年
の
冬
は
、
鍋
料

理
も
ダ
メ
か
」
と
、
悲
嘆
に
く
れ
る
ご
同
輩
も

お
ら
れ
る
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

だ
が
、
だ
が
、
し
か
し
。
一
つ
の
鍋
を
数
人

で
つ
つ
く
鍋
料
理
の
歴
史
は
浅
い
と
、『
考
証

要
集
』（
文
春
文
庫
）
と
い
う
本
が
教
え
て
く

れ
ま
す
。
著
者
の
大
森
洋
平
氏
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
ド

ラ
マ
の
時
代
考
証
を
担
当
し
て
い
る
デ
ィ
レ
ク

タ
ー
で
す
。で
は
、『
考
証
要
集
』か
ら「
鍋
料
理
」

を
引
用
す
れ
ば
。

（
ゆ
め
ゆ
め
江
戸
時
代
劇
で
貧
し
い
長
屋
の
住

人
た
ち
に
、
親
睦
の
た
め
に
鍋
料
理
を
食
べ
さ

せ
て
は
い
け
な
い
。「
て
や
ん
で
え
、
そ
ん
な
下
衆(

げ
す)

な
も
の
が
食
え
る
か
、
見
損
な
う
ね
え
」、
と
叱
ら
れ
る
。

皆
で
鍋
を
囲
ん
で
つ
つ
き
あ
う
食
べ
方
は
、
江
戸
で
は
下
衆

の
極
み
「
以
下
物
」
と
さ
れ
て
い
た
。
大
鍋
の
汁
は
必
ず
各

自
の
椀
に
よ
そ
っ
て
か
ら
、
大
皿
に
盛
っ
た
料
理
も
、
仲
居

が
各
自
の
皿
に
き
ち
ん
と
取
り
分
け
て
か
ら
食
べ
始
め
た
。

文
明
開
化
の
牛
鍋
も
一
人
前
ず
つ
の
小
鍋
が
基
本
。
東
京
に

鍋
料
理
が
定
着
す
る
の
は
、
地
方
出
身
者
が
急
増
し
た
明
治

後
半
か
ら
大
正
期
で
あ
る
と
い
う
）　　

　

そ
う
い
え
ば
、
池
波
正
太
郎
が
描
く
『
鬼
平
犯
科
帳
』
の

長
谷
川
平
蔵
も
小
さ
な
鉄
鍋
に
は
い
っ
た
「
軍
鶏
鍋
」
を
ひ

と
り
で
つ
つ
い
て
い
ま
す
ね
。
今
で
も
、
一
人
用
の
鍋
で
料

理
を
供
す
る
老
舗
が
何
軒
か
残
っ
て
い
る
と
い
う
か
ら
コ
ロ

ナ
が
収
ま
っ
た
ら
行
っ
て
み
て
！
。

 　

ス
ー
パ
ー
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
で
、
飛
沫
の
解
析
を
し
な

く
て
も
、
経
験
と
し
て
疫
病
か
ら
自
己
と
他
者
を
護
る
術

を
会
得
し
て
、
実
践
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
し

た
生
活
の
智
恵
は
、
現
代
の
禅
の
修
行
道
場
に
も
残
っ
て

い
ま
す
。
禅
の
修
行
者
（
雲
水
）
の
食
器
を
持
鉢
と
い
い

ま
す
。
大
小
五
つ
の
お
椀
が
一
セ
ッ
ト
で
、
重
ね
れ
ば
ひ

と
つ
の
お
椀
の
よ
う
に
コ
ン
パ
ク
ト
に

な
り
ま
す
。
ア
ウ
ト
ド
ア
用
品
に
も
そ

う
い
う
食
器
が
あ
る
じ
ゃ
な
い
で
す

か
。
あ
の
元
祖
と
い
え
ば
わ
か
り
や
す

い
で
し
ょ
う
か
。

　

持
鉢
は
道
場
の
備
品
で
は
な
く
て
、

雲
水
各
自
の
私
有
物
で
す
。
私
物
で
す

か
ら
、
文
庫
と
よ
ば
れ
る
小
さ
い
箱
に

持
鉢
を
く
く
り
つ
け
首
か
ら
さ
げ
て
入

門
し
ま
す
。
経
本
と
同
様
に
、
入
門
す

る
さ
い
の
必
需
品
で
す
。
食
器
と
箸
持
参

が
修
行
道
場
に
は
い
る
時
の
要
件
な
ん
て
宗
派
は
、
禅
宗

だ
け
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
い
ろ
い
ろ
な
理
由
か
ら
マ

イ
箸
マ
イ
食
器
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
が
、
疫
病
対
策
の

ひ
と
つ
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
し
て
、「
５
つ
の
小
」
の
中
に
、「
小
声
」
と
い
う
の

が
あ
り
ま
す
が
、
道
場
で
は
食
事
中
は
無
言
で
す
。
無
言

で
あ
る
た
め
に
、
そ
の
場
で
居
合
わ
せ
た
者
ど
う
し
が
意

志
を
通
わ
せ
る
た
め
の
共
通
の
作
法
も
あ
り
ま
す
。

　

坐
禅
を
す
る
の
も
、
食
事
を
す
る
の
も
修
行
と
い
う
意

味
な
の
で
し
ょ
う
が
、
無
言
も
疫
病
を
乗
り
越
え
る
た
め

の
、
生
活
術
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。　

　

彫
刻
家
で
あ
り
画
家
で
あ
り
、
造
園
家
で
も
あ
っ
た
イ

サ
ム
・
ノ
グ
チ
（
１
９
０
４
〜
１
９
８
８
）
は
、「
禅
は

生
活
の
技
術
」
と
言
っ
て
ま
す
か
ら
。

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」

持鉢

編　

集

後　

記


