
円覚 332号（正月号） 令和2年12月1日
編集発行／円覚寺派宗務本所
 〒247-0062 鎌倉市山ノ内409
 TEL：0467-22-0478
  FAX：0467-23-3027

円覚寺ホームページ
https://www.engakuji.or.jp/

令和3年 正月号 332号



臨
済
宗
円
覚
寺
派

　

管　
　

長　

横
田　

南
嶺

　

宗
務
総
長　

永
田　

正
和

　
　

宗
務
本
所
一
同 

謹
賀
新
年

 

令
和
三
年 

元
旦

円覚332号目次
管長猊下　色紙  …………………………………………………… 表紙Ⅱ
目次  ……………………………………………………………………… 1
牛の歩み／横田 南嶺  …………………………………………………… 2
信心ことはじめ �  …………………………………………………… 10
みとりのこころ（一）／鈴木 秀子  ……………………………………… 12
鈴木大拙の言葉と生涯（一）／蓮沼 直應  …………………………… 20
比較／桜井 竜生  ……………………………………………………… 24

表紙・裏表紙写真／円覚寺派宗務本所

管
長　
南
嶺
老
大
師
筆

1 円覚 令和3年 正月号



と
い
う
言
葉
を
収
録
し
て
い
ま
す
。

　
大
拙
先
生
は
、
九
十
五
歳
で
お
亡
く
な
り
に
な
る

ま
で
、
松
ヶ
岡
文
庫
に
居
し
て
著
述
に
励
ま
れ
て
い

ま
し
た
。
松
ヶ
岡
文
庫
は
東
慶
寺
の
裏
山
の
上
に
あ

り
、
そ
こ
へ
行
く
に
は
百
三
十
段
も
の
石
段
を
上
ら

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。「
九
十
を
越
え
て
、
階
段
を

上
る
の
は
大
変
で
し
ょ
う
」
と
い
う
人
に
、
大
拙
先

生
が
答
え
ら
れ
た
言
葉
で
す
。
一
歩
一
歩
、
確
か
な

歩
み
を
進
め
て
ゆ
く
こ
と
の
大
切
さ
を
思
い
ま
す
。

　
詩
人
の
坂
村
真
民
先
生
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
一

歩
一
歩
歩
み
続
け
ら
れ
た
ご
生
涯
で
あ
り
ま
し
た
。

個
人
詩
誌『
詩
国
』を
毎
月
発
行
さ
れ
て
、
五
百
号
ま

で
続
け
ら
れ
ま
し
た
。
毎
月
詩
を
作
る
だ
け
で
も
大

変
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
詩
誌
を
毎
月
千
二
百
名

の
方
に
郵
送
さ
れ
て
い
た
の
で
し
た
。
封
書
の
宛
名

は
す
べ
て
手
書
き
で
あ
り
ま
し
た
。

牛
の
歩
み

管
長 

横
田
南
嶺

　
令
和
三
年
、丑
年
を
迎
え
ま
し
た
。牛
と
い
う
と
、

次
の
道
歌
を
思
い
起
こ
し
ま
す
。

怠
ら
ず
行
け
ば
千
里
の
外
も
見
ん

牛
の
歩
み
の
よ
し
遲
く
と
も

と
い
う
歌
で
す
。

　

馬
の
よ
う
に
千
里
を
駆
け
る
の
で
は
な
く
、
牛

は
ゆ
っ
た
り
と
ど
っ
し
り
と
大
地
に
足
を
つ
け
て
、

悠
々
と
歩
ん
で
い
ま
す
。

　
昨
年
は
鈴
木
大
拙
先
生
の
生
誕
百
五
十
年
と
い
う

記
念
の
年
で
、
致
知
出
版
社
か
ら
『
鈴
木
大
拙
一
日

一
言
』
と
い
う
一
書
が
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
私
も
そ

の
監
修
に
携
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
、
編
集
を
蓮
沼
直

應
師
に
担
当
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
の
中
に
、

一
歩
一
歩
上
が
れ
ば
何
で
も
な
い
ぞ

一
歩
一
歩
努
力
す
れ
ば
、
い
つ
の
間
に
か
高
い
と

こ
ろ
で
も
上
が
っ
て
い
る

（『
致
知
』二
〇
一
七
年
六
月
号　
上
田
閑
照
・
岡
村
美
穂
子
対
談
）

『鈴木大拙一日一言』発売記念Youtube Live （10月14日 致知出版社企画）
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牛の歩み

　
私
も
高
校
時
代
と
大
学
時
代
に
、『
詩
国
』を
送
っ

て
い
た
だ
い
て
い
て
、
そ
の
千
二
百
名
の
中
の
一
人

に
加
え
て
も
ら
っ
て
い
た
の
で
し
た
。

　
そ
ん
な
真
民
先
生
の
歩
み
を
端
的
に
表
現
し
た
詩

が
ご
ざ
い
ま
す
。

　
こ
つ
こ
つ

こ
つ
こ
つ

こ
つ
こ
つ

書
い
て
ゆ
こ
う

こ
つ
こ
つ

こ
つ
こ
つ

歩
い
て
ゆ
こ
う

こ
つ
こ
つ

こ
つ
こ
つ

掘
り
下
げ
て
ゆ
こ
う

　

牛
は
禅
の
語
録
に
よ
く
登
場
す
る
動
物
で
す
。

　
唐
代
の
禅
僧
南
泉
普
願
禅
師
に
は
、
次
の
よ
う
な

言
葉
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

南
泉
禅
師
が
い
よ
い
よ
お
亡
く
な
り
に
な
る
時

に
、
修
行
僧
が
、
和
尚
は
亡
く
な
っ
て
ど
こ
に
行
か

れ
ま
す
か
と
問
い
ま
し
た
。
南
泉
禅
師
は
、
山
の
麓
ふ
も
と

で
一
頭
の
水
牛
に
な
っ
て
生
ま
れ
て
く
る
と
答
え
ま

し
た
。
僧
が
、
私
も
お
伴
し
て
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う

か
と
聞
く
と
、
私
に
つ
い
て
来
る
の
な
ら
、
自
分
の

食
べ
る
藁
を
く
わ
え
て
来
い
と
答
え
て
い
ま
す
。

　

同
時
代
の
潙い
さ
ん山

禅
師
も
ま
た
、
死
ん
だ
後
に
は
、

麓
の
檀
家
の
家
に
一
頭
の
水
牛
と
な
っ
て
生
ま
れ
変

わ
っ
て
来
よ
う
と
言
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
話
は
も
と
も
と
、
出
家
し
て
修
行
し
施
し
を

受
け
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
十
分
報
い
る
だ
け
の
修

行
が
で
き
て
い
な
い
と
、
牛
や
馬
に
生
ま
れ
変
わ
っ

て
、
受
け
た
施
し
の
分
を
償
う
の
だ
と
い
う
考
え
か

ら
き
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
か
ら
更
に
、
大
乗
仏
教
の
願
い
と
し
て
、
単

に
輪
廻
か
ら
の
解
脱
だ
け
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、

牛
に
生
ま
れ
て
、
農
家
の
方
と
共
に
働
き
な
が
ら
生

き
て
ゆ
く
と
い
う
の
で
す
。

　

こ
ん
な
話
な
ど
か
ら
も
、
如
何
に
牛
が
当
時
の

方
に
と
っ
て
親
し
い
存
在
で
あ
っ
た
か
が
う
か
が

わ
れ
ま
す
。

　
禅
の
語
録
に
は『
十
牛
図
』と
い
う
も
の
が
ご
ざ
い

ま
す
。
十
枚
の
絵
に
漢
詩
が
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の

で
す
。

　
そ
の
十
枚
と
は
、

一
、
尋じ
ん
ぎ
ゅ
う牛 

： 

牛
を
探
し
に
旅
に
出
る

二
、
見け
ん
せ
き跡 

： 

牛
の
足
跡
を
見
つ
け
る

三
、
見け
ん
ぎ
ゅ
う牛 

： 

よ
う
や
く
牛
を
見
つ
け
る

四
、
得と
く
ぎ
ゅ
う牛 

： 

野
生
の
牛
は
す
ぐ
暴
れ
出
す

五
、
牧ぼ
く
ぎ
ゅ
う牛 

： 

暴
れ
る
牛
を
如
何
に
飼
い
馴
ら
す
か

六
、
騎き
ぎ
ゅ
う
き
け

牛
帰
家 

： 

牛
に
乗
っ
て
故
郷
に
帰
る

七
、
忘ぼ
う
ぎ
ゅ
う
そ
ん
じ
ん

牛
存
人 

：  

飼
い
馴
ら
し
た
牛
は
忘
れ
て
し

ま
っ
て
い
い

八
、
人じ
ん
ぎ
ゅ
う
ぐ
ぼ
う

牛
倶
忘 

： 

人
も
牛
も
い
な
い
ゼ
ロ
の
世
界

九
、
返へ
ん
ぽ
ん
げ
ん
げ
ん

本
還
源 

： 

無
の
世
界
か
ら
有
の
世
界
へ
還
る

十
、
入に
っ
て
ん
す
い
し
ゅ

鄽
垂
手 

： 

町
に
出
て
人
々
の
た
め
に
働
く

　
牛
を
探
し
て
ゆ
く
の
で
す
が
、
牛
と
は
真
の
自
己

を
表
し
て
い
ま
す
。
本
当
の
自
分
と
は
何
か
を
探
し

求
め
て
ゆ
く
の
で
す
。

　
お
釈
迦
様
が
鹿ろ
く
や
お
ん

野
苑
で
最
初
の
お
説
法
を
な
さ
っ

て
か
ら
、
な
お
し
ば
ら
く
そ
こ
に
と
ど
ま
っ
て
お
ら

れ
ま
し
た
。
そ
の
間
に
お
釈
迦
様
の
教
え
を
聞
い
て

弟
子
と
な
っ
た
も
の
は
、
六
十
人
に
も
及
び
ま
し

た
。
弟
子
た
ち
を
四
方
に
遣
わ
し
て
、
こ
の
新
し
い

教
え
を
弘
め
さ
せ
、
お
釈
迦
様
も
ま
た
伝
道
の
旅
に
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出
ら
れ
た
の
で
し
た
。
そ
の
旅
の
途
中
で
、
お
釈
迦

様
は
ひ
と
り
森
に
入
っ
て
、
一
樹
の
も
と
で
瞑
想
し

て
お
ら
れ
ま
し
た
。

　
そ
こ
に
若
者
た
ち
が
来
て
、
あ
わ
て
ふ
た
め
い
て

森
の
中
を
右
往
左
往
し
て
い
ま
し
た
。
お
釈
迦
様
が

そ
こ
に
坐
っ
て
お
ら
れ
る
の
を
見
て
「
こ
っ
ち
に
女

性
が
逃
げ
て
こ
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
」
と
聞
き
ま

し
た
。
一
緒
に
遊
ん
で
い
た
女
性
に
、
財
物
を
盗
ら

れ
て
し
ま
っ
て
、
そ
の
女
性
を
探
し
て
い
る
と
い
う

の
で
し
た
。
そ
ん
な
い
き
さ
つ
を
聞
い
た
お
釈
迦
様

は
、
彼
ら
に
言
い
ま
し
た
。「
若
者
た
ち
よ
、
君
た
ち

は
こ
れ
を
ど
う
思
う
か
、
逃
げ
た
女
性
を
探
し
求
め

る
こ
と
と
、
己
自
身
を
探
し
求
め
る
こ
と
と
、
ど
っ

ち
が
大
事
だ
ろ
う
」と
。

　
我
を
忘
れ
て
遊
び
、
我
を
忘
れ
て
女
性
を
探
し
て

い
た
彼
ら
は
、
そ
の
お
釈
迦
様
の
問
い
か
け
に
ハ
ッ

と
我
に
返
り
ま
し
た
。「
そ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
自
分
を

牛の歩み

探
し
出
す
こ
と
の
方
が
は
る
か
に
大
切
で
す
」
と
答

え
ま
し
た
。

　
お
釈
迦
様
の
威
厳
あ
る
お
姿
が
、
彼
ら
を
し
て
そ

の
よ
う
に
言
わ
し
め
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
お
釈

迦
様
は
、「
若
者
た
ち
よ
、
で
は
そ
こ
に
坐
る
が
よ

い
、
私
が
い
ま
己
自
身
を
探
し
出
す
こ
と
を
教
え
て

あ
げ
よ
う
」
と
い
っ
て
、
八
つ
の
正
し
い
道
を
説
か

れ
た
の
で
し
た
。
自
己
を
探
す
と
は
大
事
な
こ
と
で

あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
時
に
自
己
を
見
失
っ
て
右

往
左
往
し
て
は
ど
う
に
も
な
り
ま
せ
ん
。

　
宋
代
の
禅
僧
五
祖
法
演
は
、
暗
闇
の
中
を
一
つ
の

明
か
り
を
頼
り
に
歩
い
て
い
て
、
そ
の
明
か
り
が
消

え
た
ら
ど
う
す
る
の
か
と
修
行
僧
た
ち
に
問
い
ま
し

た
。
色
々
な
答
え
が
あ
り
ま
し
た
が
、
五
祖
は
「
脚

下
を
看
よ
」と
答
え
た
僧
を
認
め
ま
し
た
。

　
暗
闇
の
中
、
ど
う
進
ん
だ
ら
い
い
の
か
分
か
ら
な

い
時
に
は
、
ま
ず
脚
下
を
看
る
こ
と
で
す
。
道
に

迷
っ
て
し
ま
っ
て
、
ど
う
進
ん
だ
ら
い
い
の
か
、
他

人
に
尋
ね
て
も
、
自
分
が
何
処
に
い
る
の
か
分
か
ら

な
い
と
何
に
も
な
り
ま
せ
ん
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
は
、
想
像

し
た
以
上
に
大
き
く
、
こ
れ
か
ら
い
っ
た
い
ど
う

な
っ
て
ゆ
く
の
か
、
先
行
き
の
不
安
な
時
で
あ
り

ま
す
。

　
十
牛
図
で
示
さ
れ
た
十
枚
の
牛
の
絵
は
、
真
の
自

己
と
は
何
か
を
求
め
る
よ
す
が
と
な
り
ま
す
。
昨
年

に
こ
の
十
牛
図
を
解
説
し
た
本
も
上
梓
し
ま
し
た
。

　
十
牛
図
で
は
、
ま
ず
自
己
を
探
す
と
こ
ろ
か
ら
始

ま
り
ま
す
。
そ
れ
に
は
、
ま
ず
す
ぐ
れ
た
先
人
の
教

え
を
学
ぶ
こ
と
か
ら
始
め
る
こ
と
を
説
き
ま
す
。
私

た
ち
が
よ
す
が
と
す
る
べ
き
自
己
と
い
う
の
は
、
野

生
の
牛
の
よ
う
に
、
好
き
な
餌
ば
か
り
を
追
い
か
け

円覚寺YouTubeチャンネル　【十牛図に学ぶ】真の自己を尋ねて
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て
、
感
情
や
欲
望
ば
か
り
に
振
り
回
さ
れ
て
い
る
も

の
で
あ
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

　
ま
ず
自
分
の
心
を
見
つ
め
て
、
自
分
の
今
の
心
が

感
情
の
ま
ま
に
、「
好
き
だ
嫌
い
だ
」、「
い
い
悪
い
」

と
い
う
自
分
中
心
の
思
い
や
欲
望
に
振
り
回
さ
れ
て

い
る
と
気
が
つ
く
こ
と
を
十
牛
図
は
説
き
ま
す
。

　
気
が
つ
い
た
な
ら
ば
、
感
情
を
制
御
し
て
調
え
る

こ
と
を
学
び
ま
す
。
よ
く
調
え
る
こ
と
の
具
体
的
な

行
い
が
坐
禅
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
身
体
と
呼
吸
と
心

を
調
え
る
の
で
す
。

　
よ
く
調
え
て
い
っ
て
、「
好
き
だ
嫌
い
だ
」「
い
い

悪
い
」
と
好
き
勝
手
な
こ
と
ば
か
り
言
っ
て
い
た
自

分
を
忘
れ
る
の
で
す
。
十
牛
図
で
は
八
番
目
に
一
円

相
と
い
う
○
が
出
て
来
ま
す
。
こ
れ
は
決
し
て
単
な

る
カ
ラ
ッ
ポ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
、
こ
れ
を
充

実
し
た
無
で
あ
る
と
表
現
し
て
い
ま
す
。
一
つ
の
こ

と
に
打
ち
込
ん
で
、
我
も
人
も
無
く
な
り
、
時
間
も

ど
こ
に
い
る
の
か
も
忘
れ
去
っ
た
心
境
で
あ
り
ま

す
。
そ
う
す
る
と
大
い
な
る
自
己
に
目
覚
め
る
の
で

あ
り
ま
す
。
自
分
と
外
の
世
界
と
を
隔
て
て
い
た
枠

が
外
れ
る
の
で
す
。

　
そ
う
な
っ
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
こ
の
現
実
の
世
界

を
あ
り
の
ま
ま
に
観
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
し
て

最
後
に
慈
し
み
や
思
い
や
り
の
心
に
あ
ふ
れ
て
、
周

り
の
人
の
為
に
尽
く
し
て
ゆ
き
ま
し
ょ
う
と
い
う
姿

に
な
っ
て
現
れ
ま
す
。
そ
れ
が
本
来
の
自
己
で
あ
る

と
説
い
て
く
れ
て
い
る
の
が
十
牛
図
で
す
。

　
お
釈
迦
様
は
、
自
己
こ
そ
が
自
己
の
よ
り
所
で
あ

る
と
説
か
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
自
己
と
い
う

の
は
、「
よ
く
調
え
ら
れ
た
自
己
」で
あ
る
と
示
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
コ
ロ
ナ
禍
に
あ
っ
て
は
、「
三
密
」を
避
け
よ
と
注

意
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
が
、「
三
密
」
は
元
来
仏
教

の
言
葉
で
、
身
体
と
言
葉
と
心
を
調
え
て
仏
様
と

牛の歩み

一
つ
に
な
る
教
え
で
し
た
。
身
を
正
し
て
、
口
に
真

言
を
唱
え
て
、
心
に
仏
様
を
念
じ
て
一
つ
に
な
る
の

で
す
。

　
身
体
と
言
葉
と
心
を
調
え
る
こ
と
こ
そ
が
、
自
己

を
調
え
る
こ
と
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

　
そ
し
て
、
鈴
木
大
拙
先
生
が
「
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人

の
存
在
は
、
そ
の
事
実
を
意
識
す
る
と
否
と
に
か
か

わ
ら
ず
、
無
限
に
ひ
ろ
が
り
一
切
を
包
む
愛
の
関
係

網
に
、
何
ら
か
の
お
か
げ
を
こ
う
む
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。」（『
鈴
木
大
拙
一
日
一
言
』十
二
月

十
一
日
章
）
と
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
お
互
い
が

関
わ
り
合
い
、
思
い
合
う
つ
な
が
り
の
中
に
生
か
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
て
、
自
分
も
ま
た
周
り
の

人
に
対
し
て
温
か
い
心
で
接
し
て
ゆ
く
こ
と
を
心
が

け
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
う
し
て
い
れ
ば
「
夜
は
必
ず
明
け
光
は
必
ず
射

し
て
く
る（
坂
村
真
民「
必
然
」）」と
信
じ
て
い
ま
す
。

　
年
頭
に
あ
た
り
、
牛
の
歩
み
の
よ
う
に
、
一
歩
一

歩
し
っ
か
り
大
地
を
踏
み
し
め
て
参
り
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。
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