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手を合わす
それは誰かを想う時
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　大
本
山
永
平
寺

御
征
忌
法
要

焼
香
師
委
嘱
に
際
し

　

こ
の
度
、
大
本
山
永
平
寺
御
征

忌
（
道
元
禅
師
御
命
日
法
要
）
中

に
於
け
る
一
座
の
法
要
に
、
貫
主

南
澤
道
人
禅
師
様
に
代
わ
り
、
報

恩
供
養
の
大
導
師
を
務
め
る
『
焼

香
師
』
の
大
役
に
任
ぜ
ら
れ
ま
し

た
。
当
寺
と
し
て
は
平
成
三
年
に

先
代
住
職
（
故
：
荒
木
秀
胤
）
が

務
め
た
以
来
で
す
。

　

焼
香
師
の
御
案
内
を
頂
い
た
と

き
、
自
身
に
そ
れ
に
足
る
素
養
と

資
格
が
あ
る
か
自
信
が
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
し
か
し
、
思
え
ば
今

こ
う
し
て
一
介
の
住
職
を
務
め
ら

れ
て
い
る
の
も
、
曹
洞
宗
の
宗
侶

と
し
て
こ
こ
ま
で
や
っ
て
こ
れ
た

の
も
ま
さ
に
大
本
山
を
は
じ
め
、

宗
門
の
お
陰
様
な
の
で
す
。

　

そ
う
考
え
た
と
き
、
今
回
の
御

縁
は
恐
ら
く
今
後
二
度
と
な
い
報

恩
の
好
機
と
も
言
え
る
も
の
だ
と

感
じ
、
日
頃
当
寺
を
支
え
て
く
だ

さ
っ
て
い
る
檀
信
徒
各
家
先
祖

代
々
の
報
恩
供
養
を
併
せ
て
修
行

さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
で
決
心
い

た
し
ま
し
た
。

　

現
今
の
世
相
の
混
迷
は
、
人
々

が
「
心
」
を
置
き
去
り
に
し
て
、

物
の
豊
か
さ
だ
け
を
ひ
た
す
ら
追

求
し
て
き
た
結
果
だ
と
も
言
え
る

で
し
ょ
う
。
人
々
が
心
豊
か
に
幸

せ
に
生
き
る
た
め
の
原
点
が
「
菩

提
心
」
で
あ
り
、
こ
の
焼
香
師
の

大
役
を
全
う
す
る
こ
と
で
体
現
し

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

住
職　

荒
木
龍
胤

　

こ
の
大
本
山
永
平
寺
で
の
御
征

忌
焼
香
師
と
い
う
機
会
は
、
通
常

一
生
に
一
度
と
な
い
大
変
名
誉
な

機
会
で
す
。
私
の
師
匠
が
選
ば
れ

た
こ
と
が
大
変
嬉
し
く
思
う
と
共

に
、
こ
の
有
り
難
い
勝
縁
に
随
行

で
き
る
こ
と
に
感
謝
致
し
ま
す
。

当
日
の
法
要
で
は
侍
者
と
し
て
師

匠
を
支
え
ま
す
。
そ
れ
ま
で
引
き

続
き
精
進
し
て
参
り
ま
す
。

徒
弟　

荒
木
玲
音
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仏教メモ

　

こ
の
度
、
大
本
山
永
平
寺
御
征

忌
（
道
元
禅
師
御
命
日
法
要
）
中

に
於
け
る
一
座
の
法
要
に
、
貫
主

南
澤
道
人
禅
師
様
に
代
わ
り
、
報

恩
供
養
の
大
導
師
を
務
め
る
『
焼

香
師
』
の
大
役
に
任
ぜ
ら
れ
ま
し

た
。
当
寺
と
し
て
は
平
成
三
年
に

先
代
住
職
（
故
：
荒
木
秀
胤
）
が

務
め
た
以
来
で
す
。

　

焼
香
師
の
御
案
内
を
頂
い
た
と

き
、
自
身
に
そ
れ
に
足
る
素
養
と

資
格
が
あ
る
か
自
信
が
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
し
か
し
、
思
え
ば
今

こ
う
し
て
一
介
の
住
職
を
務
め
ら

れ
て
い
る
の
も
、
曹
洞
宗
の
宗
侶

と
し
て
こ
こ
ま
で
や
っ
て
こ
れ
た

の
も
ま
さ
に
大
本
山
を
は
じ
め
、

宗
門
の
お
陰
様
な
の
で
す
。

基礎から学ぶ仏事作法

「合掌の意味」
普段私たちが何となく関わっている仏事作法
その意義や型を一つ一つ紐解きながら、
皆さまと共に学んでいきます。

「
合
掌
」

　
掌
（
た
な
ご
こ
ろ
）
を
合
わ
せ
る
と

書
い
て
合
掌
（
が
っ
し
ょ
う
）
と
読

み
ま
す
。
仏
教
徒
に
と
っ
て
「
合
掌
」

は
、
寺
院
へ
の
参
拝
や
仏
事
の
時
だ
け

に
行
わ
れ
る
特
別
な
型
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
例
え
ば
仏
教
国
で
あ
る
タ
イ
で
は
、

人
々
の
間
で
交
わ
さ
れ
る
日
常
的
な
挨

拶
と
し
て
、
合
掌
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。 

「สวัสดีครับ
サ
ワ
デ
ィ
ー
カ
ッ
プ
（
こ
ん
に
ち
は
！
）」

「ข
อบคุณ

ค่ะ

コ
ッ
プ
ン
カ
ー
（
あ
り
が
と
う
！
）」

　
私
自
身
タ
イ
に
は
実
際
に
何
度
か
訪

問
し
て
い
ま
す
が
、
現
地
の
人
々
と
挨

拶
を
交
わ
す
と
、そ
の
優
し
い
「
言
葉
」、

穏
や
か
な
「
笑
み
」、気
品
に
満
ち
た
「
合

掌
」
が
自
然
と
組
み
合
わ
さ
っ
た
挨
拶

に
、
え
も
言
わ
れ
ぬ
温
も
り
を
感
じ
て

心
が
洗
わ
れ
ま
す
。

　「
合
掌
」
に
は
、
型
が
あ
り
ま
す
。
右

の
手
の
ひ
ら
と
、
左
の
手
の
ひ
ら
。
そ

れ
ら
を
「
ピ
ッ
タ
リ
と
合
わ
せ
る
」
形

が
合
掌
で
す
。
五
本
の
指
は
中
指
に
寄

せ
て
閉
じ
、
中
指
の
先
端
が
鼻
の
前
に

く
る
よ
う
に
し
ま
す
。

　「
合
掌
」
に
は
、
意
味
が
あ
り
ま
す
。

右
手
が
相
手
。
左
手
が
自
分
。
相
手
と

自
分
を
「
ピ
ッ
タ
リ
と
合
わ
せ
る
」
こ

と
が
合
掌
の
意
味
で
す
。

　
相
手
と
自
分
を
対
立
し
た
存
在
と
し

て
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
相
手
と
自

分
を
無
関
係
な
存
在
と
し
て
と
ら
え
る

の
で
は
な
く
、
相
手
を
受
け
入
れ
、
敬

い
、
そ
の
痛
み
、
苛
立
ち
、
苦
し
み
や

喜
び
を
自
分
ご
と
と
し
て
理
解
し
よ
う

と
す
る
姿
勢
。
そ
の
「
慈
悲
心
と
和
心
」

の
象
徴
が
合
掌
な
の
で
す
。

 

　
古
今
東
西
、
国
家
も
民
衆
も
、
自
分

の
利
益
や
立
場
を
守
る
た
め
に
衝
突
を

繰
り
返
し
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
貨
幣

経
済
の
発
達
は
、信
じ
ら
れ
る
の
は
「
お

金
だ
け
」「
お
金
さ
え
あ
れ
ば
な
ん
と

か
な
る
」
と
、
自
立
と
い
う
名
の
孤
独

を
生
み
出
し
ま
し
た
。

　
け
れ
ど
も
、
人
間
は
ど
こ
ま
で
行
っ

て
も
人
間
で
す
。
人
の
間
で
し
か
生
き

て
い
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
生
ま
れ

る
時
も
誰
か
の
世
話
に
な
り
、
老
い
て

は
誰
か
の
世
話
に
な
り
、
病
ん
で
は
誰

か
の
世
話
に
な
り
、
死
ん
で
か
ら
で
さ

え
誰
か
の
世
話
に
な
る
の
で
す
。
そ
れ

故
に
仏
教
で
は
、
エ
ゴ
を
振
り
か
ざ
し
、

独
り
で
生
き
る
こ
と
を
諌
め
ま
す
。

　
そ
し
て
生
老
病
死
の
現
実
を
し
っ
か

り
と
受
け
止
め
、
依
存
で
も
な
く
、
自

立
で
も
な
い
、「
相
互
依
存
」
と
い
う

生
き
方
を
推
奨
し
ま
す
。
相
互
依
存
と

は
、
互
い
に
敬
い
、
思
い
や
り
、
助
け

合
い
と
感
謝
を
忘
れ
な
い
生
き
方
の
こ

と
で
す
。
相
互
依
存
を
実
現
す
る
た
め

に
は
、
仏
の
教
え
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
、

自
己
反
省
と
自
戒
の
念
を
忘
れ
な
い
こ

と
。
そ
の
た
め
の
型
が
、
合
掌
で
す
。

　「
合
掌
」
に
は
力
が
あ
り
ま
す
。
私

達
の
心
を
浄
化
し
、
人
間
関
係
に
素
直

さ
と
円
満
を
も
た
ら
す
力
が
秘
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
両
掌
の
シ
ワ
を
合
わ
せ
る

こ
と
か
ら
、
し
あ
わ
せ
（
幸
せ
）
の
型

と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
恥
ず

か
し
が
ら
ず
、
普
段
の
挨
拶
に
そ
っ
と

「
合
掌
」
を
添
え
て
み
て
下
さ
い
。
き
っ

と
平
和
と
幸
福
が
広
が
っ
て
い
く
で

し
ょ
う
。

合
掌 

　
玲
音

　

そ
う
考
え
た
と
き
、
今
回
の
御

縁
は
恐
ら
く
今
後
二
度
と
な
い
報

恩
の
好
機
と
も
言
え
る
も
の
だ
と

感
じ
、
日
頃
当
寺
を
支
え
て
く
だ

さ
っ
て
い
る
檀
信
徒
各
家
先
祖

代
々
の
報
恩
供
養
を
併
せ
て
修
行

さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
で
決
心
い

た
し
ま
し
た
。

　

現
今
の
世
相
の
混
迷
は
、
人
々

が
「
心
」
を
置
き
去
り
に
し
て
、

物
の
豊
か
さ
だ
け
を
ひ
た
す
ら
追

求
し
て
き
た
結
果
だ
と
も
言
え
る

で
し
ょ
う
。
人
々
が
心
豊
か
に
幸

せ
に
生
き
る
た
め
の
原
点
が
「
菩

提
心
」
で
あ
り
、
こ
の
焼
香
師
の

大
役
を
全
う
す
る
こ
と
で
体
現
し

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
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教
師
と
僧
侶

五
〇
代
か
ら
の
挑
戦
（
前
編
）

　

今
回
の
エ
コ
ー
は
私
の
修
行
同
期

で
あ
り
、
当
時
の
修
行
僧
の
中
で
最

高
齢
で
あ
る
５
３
歳
で
修
行
を
満
了

し
た
、
市
貝
町
海
福
山
慈
眼
寺
住
職

の
國
井
弘こ
う
き紀

師
で
す
。

　

高
等
学
校
の
社
会
科
の
教
員
と
し

て
長
ら
く
教
鞭
を
取
ら
れ
た
後
に
、

一
念
発
起
し
修
行
さ
れ
た
弘
紀
師
。

今
回
は
そ
の
き
っ
か
け
や
修
行
時
代

の
思
い
出
に
つ
い
て
お
話
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

修
行
の
き
っ
か
け

　
國
井
弘
紀
師
（
以
下
弘
紀
）　

平
成

三
年
に
当
時
大
学
院
生
だ
っ
た
私
は

真
岡
高
校
の
社
会
科
非
常
勤
教
員
と

し
て
キ
ャ
リ
ア
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
ま

し
た
。
そ
の
後
、
盲
学
校
や
博
物
館

研
究
員
、
教
育
委
員
会
等
様
々
な
経

験
を
積
ま
せ
て
い
た
だ
き
、
最
近

二
〇
年
ほ
ど
は
県
内
の
高
等
学
校
で

社
会
科
の
教
員
と
し
て
勤
め
て
い
ま

し
た
。
働
き
な
が
ら
二
〇
代
で
得※

度
し
、
三
〇
代
半
ば
で
法
戦
式
を
芳
全

寺
さ
ん
で
行
わ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
多
く
の
僧
侶
の
中
で
も

私
は
特
に
遅
い
ス
タ
ー
ト
で
し
た
。

玲
音
さ
ん
は
い
つ
ご
ろ
得
度
さ
れ
た

の
で
す
か
？

玲
音　

私
は
二
〇
〇
七
年
に
得
度
し

た
の
で
中
学
三
年
生
く
ら
い
で
し
た

ね
。

※
得
度
：
正
式
な
作
法
を
通
し
て
、
僧
侶

に
相
応
し
い
姿
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

仏
の
み
教
え
を
信
じ
、
仏
の
徳
を
身
に
具そ

な

え
る
こ
と
。
得
度
式
と
い
う
儀
式
を
通
じ
、

正
式
に
僧
侶
の
仲
間
入
り
を
す
る
い
わ
ば

僧
侶
の
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
。

弘
紀　

そ
う
で
す
よ
ね
、
だ
い
た
い

皆
さ
ん
一
〇
代
で
得
度
さ
れ
ま
す
よ

ね
。
私
の
場
合
、
先
代
住
職
（
令
和

四
年
一
月
に
御
遷
化
）
の
身
体
が
悪

く
、
修
行
に
行
く
時
に
は
既
に
入
院

状
態
で
し
た
。
ま
た
上
の
子
供
の
就

職
が
無
事
に
決
ま
っ
た
こ
と
あ
り
、

客
観
的
に
捉
え
る
良
い
機
会
だ
と
考

え
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
こ
の
修
行

を
通
し
て
何
事
も
一
生
懸
命
や
る
こ

と
の
大
切
さ
を
学
び
ま
し
た
。
お
経

本
の
文
字
は
老
眼
で
見
え
に
く
い

し
、中
々
お
経
は
覚
え
ら
れ
な
い
し
、

大
変
な
こ
と
も
多
か
っ
た
で
す
が
、

毎
日
毎
日
、
目
の
前
の
修
行
を
一
生

懸
命
や
っ
て
い
た
ら
、
日
々
楽
し
く

あ
っ
と
い
う
間
に
半
年
が
終
わ
っ
て

い
ま
し
た
。

玲
音　

指
導
役
の
先
輩
僧
侶
た
ち
も

修
行
道
場
の
中
の
役
割
を
全
う
し
て

い
た
訳
で
す
も
の
ね
。
あ
の
と
き
の

厳
し
い
指
導
が
あ
っ
た
か
ら
今
が
あ

る
の
は
理
解
し
て
い
る
の
で
す
が
、

当
時
は
少
し
イ
ラ
ッ
と
し
た
こ
と
も

正
直
あ
り
ま
し
た
笑

　

ま
た
若
手
の
僧
侶
に
と
っ
て
は
、

そ
ん
な
弘
紀
さ
ん
の
存
在
は
精
神
的

な
柱
で
し
た
。
自
分
た
ち
よ
り
遥
か

に
年
上
の
方
が
、
誰
よ
り
も
真
剣
に

修
行
に
臨
ま
れ
て
い
る
の
を
見
る
と

「
自
分
た
ち
が
音
を
上
げ
て
い
ら
れ

な
い
」
と
鼓
舞
し
て
い
ま
し
た
。

芳全寺徒弟　荒木玲
れおん

音　31 歳
東北大学工学部卒
玉川大学教育学部在学中
一般企業に勤務後、
令和 3年大本山永平寺別院
長谷寺にて安

あんご

居
仏教を分かりやすく伝えるため勉強中

「
今
し
か
な
い
」
と
い
う
タ
イ
ミ
ン

グ
で
修
行
に
行
く
こ
と
を
決
意
し
ま

し
た
。修

行
で
得
た
こ
と

　
玲
音　

そ
れ
が
私
と
弘
紀
さ
ん
の
出

会
い
で
し
た
ね
。
同
じ
日
に
上じ
ょ
う
ざ
ん山し

て
心
強
か
っ
た
で
す
。
修
行
中
も
事

あ
る
ご
と
に
「
楽
し
い
」
と
仰
っ
て

い
た
弘
紀
さ
ん
の
姿
が
印
象
的
で
思

い
出
さ
れ
ま
す
。
弘
紀
さ
ん
は
ど
ん

な
に
怒
ら
れ
て
も
元
気
に「
は
い
！
」

と
大
き
な
返
事
を
し
て
、
絶
対
に
め

げ
な
か
っ
た
で
す
よ
ね
。

弘
紀　

そ
う
で
す
ね
笑　

掃
除
や
作

務
は
好
き
で
す
の
で
修
行
は
楽
し

か
っ
た
で
す
。
毎
日
の
よ
う
に
怒
ら

れ
続
け
て
い
ま
し
た
が
、「
大
人
に

な
っ
て
か
ら
怒
ら
れ
る
こ
と
っ
て
な

い
よ
な
。
と
て
も
あ
り
が
た
い
。」

と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
普
段
仕
事
で

も
年
齢
を
重
ね
る
ほ
ど
怒
ら
れ
な
く

な
っ
て
き
ま
す
し
、
自
分
の
行
い
を
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客
観
的
に
捉
え
る
良
い
機
会
だ
と
考

え
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
こ
の
修
行

を
通
し
て
何
事
も
一
生
懸
命
や
る
こ

と
の
大
切
さ
を
学
び
ま
し
た
。
お
経

本
の
文
字
は
老
眼
で
見
え
に
く
い

し
、中
々
お
経
は
覚
え
ら
れ
な
い
し
、

大
変
な
こ
と
も
多
か
っ
た
で
す
が
、

毎
日
毎
日
、
目
の
前
の
修
行
を
一
生

懸
命
や
っ
て
い
た
ら
、
日
々
楽
し
く

あ
っ
と
い
う
間
に
半
年
が
終
わ
っ
て

い
ま
し
た
。

玲
音　

指
導
役
の
先
輩
僧
侶
た
ち
も

修
行
道
場
の
中
の
役
割
を
全
う
し
て

い
た
訳
で
す
も
の
ね
。
あ
の
と
き
の

厳
し
い
指
導
が
あ
っ
た
か
ら
今
が
あ

る
の
は
理
解
し
て
い
る
の
で
す
が
、

当
時
は
少
し
イ
ラ
ッ
と
し
た
こ
と
も

正
直
あ
り
ま
し
た
笑

　

ま
た
若
手
の
僧
侶
に
と
っ
て
は
、

そ
ん
な
弘
紀
さ
ん
の
存
在
は
精
神
的

な
柱
で
し
た
。
自
分
た
ち
よ
り
遥
か

に
年
上
の
方
が
、
誰
よ
り
も
真
剣
に

修
行
に
臨
ま
れ
て
い
る
の
を
見
る
と

「
自
分
た
ち
が
音
を
上
げ
て
い
ら
れ

な
い
」
と
鼓
舞
し
て
い
ま
し
た
。

弘
紀　

私
も
若
い
人
が
頑
張
っ
て
い

る
の
だ
か
ら
、
負
け
て
い
ら
れ
な
い

ぞ
！
と
い
う
想
い
が
あ
り
ま
し
た
。

あ
の
修
行
で
は
世
代
を
超
え
て
、
お

互
い
に
助
け
合
い
な
が
ら
で
き
た
こ

と
が
本
当
に
良
か
っ
た
と
思
い
ま

す
。

修
行
を
終
え
て

　
玲
音　

弘
紀
さ
ん
の
場
合
、
お
師
匠

さ
ん
の
こ
と
も
あ
り
修
行
を
終
え
て

か
ら
が
怒
涛
の
日
々
だ
っ
た
よ
う
で

す
ね
。

弘
紀　

十
月
に
送そ

う
あ
ん行

（
＝
修
行
を
終

え
る
こ
と
）
し
、
翌
一
月
に
亡
く
な

り
ま
し
た
。
そ
の
間
周
り
の
お
寺
さ

ん
に
助
け
て
頂
き
、
な
ん
と
か
住
職

の
立
場
を
引
き
継
い
で
今
に
至
り
ま

す
。
先
代
住
職
は
か
つ
て
市
貝
町
の

町
長
で
し
た
。
し
ば
ら
く
身
体
が
悪

い
状
態
だ
っ
た
の
で
最
後
に
あ
ま
り

話
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
。
悔
や
ま
れ
る
こ
と
と
言
え
ば
、

そ
の
こ
と
で
す
。
も
っ
と
話
を
聞
き

た
か
っ
た
、
地
元
市
貝
の
こ
と
を
教

え
て
も
ら
い
た
か
っ
た
と
今
に
な
っ

て
思
い
ま
す
。

次
号
に
つ
づ
く
・
・
・

次
回
は
こ
れ
か
ら
を
生
き
る
世
代
に

伝
え
た
い
こ
と

國井弘紀（くにい　こうき）　56歳
海福山慈眼寺　住職

県立盲学校、県立博物館研究員、教育委員会、
県内高等学校（真岡・茂木・真岡女子）等で
の勤務を経て、令和 3年大本山永平寺別院
長谷寺安居、慈眼寺の住職となり現在に至る。

「
今
し
か
な
い
」
と
い
う
タ
イ
ミ
ン

グ
で
修
行
に
行
く
こ
と
を
決
意
し
ま

し
た
。修

行
で
得
た
こ
と

　
玲
音　

そ
れ
が
私
と
弘
紀
さ
ん
の
出

会
い
で
し
た
ね
。
同
じ
日
に
上じ
ょ
う
ざ
ん山し

て
心
強
か
っ
た
で
す
。
修
行
中
も
事

あ
る
ご
と
に
「
楽
し
い
」
と
仰
っ
て

い
た
弘
紀
さ
ん
の
姿
が
印
象
的
で
思

い
出
さ
れ
ま
す
。
弘
紀
さ
ん
は
ど
ん

な
に
怒
ら
れ
て
も
元
気
に「
は
い
！
」

と
大
き
な
返
事
を
し
て
、
絶
対
に
め

げ
な
か
っ
た
で
す
よ
ね
。

弘
紀　

そ
う
で
す
ね
笑　

掃
除
や
作

務
は
好
き
で
す
の
で
修
行
は
楽
し

か
っ
た
で
す
。
毎
日
の
よ
う
に
怒
ら

れ
続
け
て
い
ま
し
た
が
、「
大
人
に

な
っ
て
か
ら
怒
ら
れ
る
こ
と
っ
て
な

い
よ
な
。
と
て
も
あ
り
が
た
い
。」

と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
普
段
仕
事
で

も
年
齢
を
重
ね
る
ほ
ど
怒
ら
れ
な
く

な
っ
て
き
ま
す
し
、
自
分
の
行
い
を



6

道元禅師って

どんな人？
2 宋国修行巡り

# 曹洞宗を開いたお坊さん

#高
こうそじょうようだいし

祖承陽大師と尊称されている

#宋国で修行の本質を悟る

#ついに正師如浄禅師に出会う

　1200 年、現在の京都に生まれた道元禅師は、
18 歳の時から建仁寺にて明

みょうぜん

全に師事して仏道
修行に励みます。ある時宋に渡って仏道を求め
ることを決意した道元禅師はある道場の老僧（

典
て ん ぞ

座和尚）に出会い、仏法の話をしたい道元禅
師は「食事の用意は若い者に任せればいいので
は？」と言うと、「あなたは修行が全く分かっ
ていない」と一蹴されてしましました。　

前回までのお話

ショックを受ける
　それもそのはず、当時の日本仏教界には、日
常の実践を重視する禅の考えは充分に伝わって
おらず、この時点ではまだ道元禅師自身、食事
の用意などは、修行の妨げになる面倒な雑事だ
と思っていたのです。この後、道元禅師は中国
各地の道場を訪ね、修行を重ねます。あるお寺
でこんな事がありました。

　暑い日の昼間、腰の曲がった老典座が、杖を
つきながら汗だくになって本堂の脇で海藻を干
していました。
　見かねた道元禅師が、「こんな暑い日ですか
ら、誰か若い人にでもさせるか、せめてもう少
し涼しい日にしたら良いのでは」と声を掛ける
と、衝撃の言葉を返されました。

他
た

は是
これわれ

吾にあらず　更
さら

に何
いず

れの時をか待たん
他の者にさせたのでは自分の修行にならん、今せずにいつするというのだ

修行の本質
正師との出会い

　今やるべき事は今やらなければいけない。人
生の時間は刻一刻と過ぎ去っていく。この言葉
を聞いて道元禅師は修行とは何たるかを悟るこ
とができました。その後宋国のお寺を巡る中で、
1225 年、道元禅師が 26 歳のとき正

しょうし

師となる
如
にょじょう

浄禅師と出会います。

　如浄禅師は真の坐禅修行を説く高潔な禅者で
した。道元禅師はそれ以後、疑問や質問の全て
を如浄禅師 に投げかけ、また如浄禅師も道元
禅師の道心の深さに打たれて、親しく教えを説
き明かしてくださいました。
　如浄禅師から得た教えとは何か？ 次号へつづく



7

教
え
て
住
職
さ
ん
！

こ
ん
な
時
ど
う
す
る
の
？

質
問

喪
服
は
何
回
忌
ま
で
着
る
の
で
し
ょ
う
か
？

回
答

お
葬
式
に
比
べ
明
確
な
決
ま
り
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん

が
、「
三
回
忌
ま
で
は
喪
服
を
」と
お
薦
め
し
ま
す
。

　
喪
服
は
悲
し
み
を
表
す
装

い
で
す
。
元
来
は
遺
族
だ
け

の
装
い
で
し
た
が
、
弔
意
を

表
す
た
め
に
現
代
で
は
参
列

者
も
着
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。「
三
回
忌
ま
で
は
喪
服

を
」
と
お
薦
め
す
る
理
由
と

し
て
、
こ
れ
は
深
い
悲
し
み

に
あ
っ
た
遺
族
が
そ
の
頃
を

境
に
徐
々
に
「
祥
」
即
ち
幸

い
に
向
け
て
歩
み
だ
す
と
い

う
三
回
忌
の
別
名
「
大
祥
忌

（
だ
い
し
ょ
う
き
）」
に
由
来

し
ま
す
。 

　
と
は
い
え
、
大
切
な
の
は

慣
習
で
は
な
く
、
供
養
の
こ

こ
ろ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

マ
ナ
ー
や
常
識
と
さ
れ
る
情

報
が
溢
れ
、
正
解
を
求
め
て

迷
っ
た
と
き
は
、
自
分
の
中

に
あ
る
故
人
を
偲
び
冥
福
を

祈
る
心
を
見
つ
め
直
し
て
み

ま
し
ょ
う
。

芳全寺では、皆さまからの質問を受け付けています
些細なこと、気になるけど聞けなかったこと、何でもお寄せください！
　　　　　　　　　　　　　　　　QRコードを読み取って質問送付 ▶

芳全寺の便利な公式 LINE ができました

便利な公式 LINE のご案内

芳全寺 LINE公式アカウントが
できました

何ができるんですか？

ご法事の申込みや、住所・電
話番号などの登録情報の変更
ができます！お寺の行事予定
やサイトの更新情報もお送り
しています！

この LINE はお寺との 1対 1
ですので、葬祭にまつわるご
相談などもお気軽に
チャット形式でメッセージを
送ることができます

どうやって登録するん
ですか？

お友達登録はこちらから↓

@235uncbd

ご登録お待ちしています！
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令
和
六
年
上
半
期
の
活
動

2024 年の回忌法要早見表
1 周忌 令和 5 年 (2023) 逝去
3 回忌 令和 4 年 (2022) 逝去
7 回忌 平成 30 年 (2018) 逝去

13 回忌 平成 24 年 (2012) 逝去
17 回忌 平成 20 年 (2008) 逝去
23 回忌 平成 14 年 (2002) 逝去

※休日は混み合いますので、お早めにご相談下さい。

　
寺
報
「
芳
蓮
」
第
三
号
を
ご
覧
頂
き
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
の
寺
報
は

「
見
る
・
知
る
・
伝
わ
る
」
を
テ
ー
マ
に

し
て
お
り
、
年
二
回
の
発
行
を
想
定
し
て

い
ま
す
。
早
い
も
の
で
創
刊
か
ら
一
年
が

経
過
し
ま
し
た
。
皆
様
に
読
ん
で
い
た
だ

く
た
め
の
紙
面
や
企
画
を
考
え
、
そ
れ
に

対
し
て
反
応
を
頂
け
る
の
が
本
当
に
有
り

難
い
で
す
。
仏
教
や
宗
門
の
勉
強
を
し
な

が
ら
の
執
筆
、
引
き
続
き
頑
張
り
ま
す
。

　
さ
て
次
回
の
寺
報
は
、
通
常
の
内
容
と

異
な
り
、
大
本
山
永
平
寺
御
征
忌
焼
香
師

記
念
の
特
別
号
を
企
画
し
て
い
ま
す
。
お

楽
し
み
に
。
　
　
　
　
　
　
　
荒
木
玲
音

編 

集 

後 

記

令
和
六
年
六
月
　
発
行
所
　
蟠
龍
山
芳
全
寺
　
栃
木
県
真
岡
市
久
下
田
八
〇
一

電
話0285-74-0134

　
発
行
・
編
集
：
芳
全
寺

能
登
半
島
地
震

復
興
支
援
募
金
活
動

　
令
和
六
年
四
月
二
十
五
日
、
宇
都

宮
駅
に
て
栃
木
県
曹
洞
宗
青
年
会
と

し
て
能
登
半
島
地
震
復
興
支
援
募
金

活
動
を
実
施
し
ま
し
た
。
集
ま
っ
た

義
援
金
は
青
年
会
を
通
し
て
全
額
復

興
支
援
の
た
め
に
使
わ
れ
ま
す
。
　

①首座法戦式

②栃木県曹洞宗青年会総会

③新年祈祷

芳全寺公式ホームページ：https://sendan-kg.jp

栃
木
県
曹
洞
宗
青
年
会
総
会

　
令
和
六
年
四
月
二
十
五
日
、
栃
木

県
曹
洞
宗
青
年
会
総
会
が
開
催
さ

れ
、
徒
弟
の
玲
音
が
今
年
度
も
引
き

続
き
執
行
部
員
（
会
計
補
佐
）
と
し

て
補
任
さ
れ
ま
し
た
。

社
会
貢
献
活
動

　
当
山
で
は
社
会
貢
献
活
動
と
し
て

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
や
非
営
利
団
体

へ
の
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

・
お
て
ら
お
や
つ
ク
ラ
ブ

　
お
寺
に
お
供
え
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な

「
お
そ
な
え
」
を
、
仏
さ
ま
か
ら
の
「
お

さ
が
り
」
と
し
て
頂
戴
し
、
子
ど
も
を

サ
ポ
ー
ト
す
る
支
援
団
体
の
協
力
の

下
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
で
困
り
ご
と
を

抱
え
る
ひ
と
り
親
家
庭
へ
「
お
す
そ
わ

け
」
す
る
活
動

・
公
益
社
団
法
人
ハ
タ
チ
基
金

　
東
日
本
大
震
災
で
被
災
し
た
子
ど
も

た
ち
へ
の
教
育
支
援
活
動

・
認
定
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
フ
ロ
ー
レ
ン
ス

　
病
児
保
育
や
障
害
児
保
育
、
特
別

養
子
縁
組
へ
の
支
援
活
動

・
シ
ャ
ン
テ
ィ
国
際
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
会

　
発
展
途
上
国
に
絵
本
を
届
け
る
活
動

新
年
祈
祷

　
令
和
六
年
元
日
、
檀
信
徒
の
皆
様

の
御
多
幸
を
お
祈
り
す
る
た
め
の
祈

祷
を
行
い
ま
し
た
。

首
座
法
戦
式

　
令
和
六
年
五
月
十
八
日
、
当
山
で

の
夏げ

あ

ん

ご

安
居(

修
行
期
間)

の
最
大
行

持
と
し
て
、
鶏け

い
そ
く
じ

足
寺
（
益
子
）
徒
弟

凛
征
を
首し

ゅ
そ座

と
し
、
首し

ゅ
そ
ほ
っ
せ
ん
し
き

座
法
戦
式
を

行
い
ま
し
た
。
当
山
住
職
は
法ほ

う
ど
う
し

幢
師
、

徒
弟
は
書
記
の
配
役
を
務
め
、
晴
れ

渡
る
空
の
下
、
無
事
に
式
は
円
成
致

し
ま
し
た
。

・
認
定
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
キ
ッ
ズ
ド
ア

　
日
本
国
内
の
全
て
の
子
ど
も
が
夢
や

希
望
を
持
て
る
よ
う
、
社
会
問
題
の
解

決
に
取
り
組
む
活
動

←法戦式の様子


