
む

い

令
和

四
年
十
月
の
法
話

無
為
の
生
き
方

十
月
五
日
は
達
磨
忌
、
九
月
二
十
九
日
は
両
祖
忌
（
道
元
禅
師
、
瑩
山
禅
師
の
命
日
）
で
す
。

武
帝
「
朕
、
即
位
以
来
、
寺
を
造
り
、
経
を
写
し
、

僧
を
渡
す
こ
と
挙
げ
て
記
す
べ
か
ら
ず
、
何
の
功
徳
か
有
る
」

達
磨
「
無
功
徳
」



祖
師
様
方
に
因
ん
だ
「
山
居
」
と
題
す
る
道
元
禅
師
の
偈
頌
（
仏
を
讃
え
る
詩
）
を
紹
介
致
し

ま
す
。

せ
い
ら
い

そ
ど
う

ひ
ん
が
し

生
来
祖
道
我
伝
東

西
来
の
祖
道
、
我
れ
東
に
伝
う
。

み
が

瑩
月
耕
雲
慕
古
風

月
を
瑩
き
、
雲
を
耕
し
て
、
古
風
を
慕
う
。

こ
う
じ
ん

あ

い
た

世
俗
紅
塵
飛
豈
到

俗
世
の
紅
塵
、
飛
ん
で
豈
に
到
ら
ん
や
。

そ
う
あ
ん

う
ち

深
山
雪
夜
草
庵
中

深
山
の
雪
夜
、
草
案
の
中
。

（
訳
）

釈
尊
か
ら
伝
わ
っ
て
き
た
正
し
い
仏
法
は
達
磨
大
師
が
イ
ン
ド
か
ら
中
国
に

伝
え
、
私
が
日
本
に
伝
え
た
。

そ
し
て
、
山
深
く
に
大
自
然
と
と
も
に
生
き
る
古
来
の
仏
道
を
行
じ
て
い
る
。

俗
世
間
の
煩
わ
し
さ
は
、
こ
こ
ま
で
は
飛
ん
で
く
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
。

こ
の
山
深
く
の
、
雪
の
降
る
夜
の
草
庵
で
修
行
す
る
私
の
も
と
ま
で
は
。

こ
の
詩
は
永
平
寺
で
詠
ま
れ
た
詩
で
し
ょ
う
か
、
俗
世
間
の
煩
わ
し
さ
を
離
れ
て
修
行
に
専

心
し
て
い
る
様
子
、
道
元
禅
師
の
安
穏
で
静
寂
な
境
涯
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

世
の
中
の
多
く
の
行
為
は
、
結
果
を
期
待
し
て
し
ま
い
ま
す
。
受
験
に
合
格
す
る
た
め
に
勉

強
す
る
。
昇
進
の
た
め
に
、
昇
給
の
た
め
に
一
生
懸
命
働
く
。
こ
の
「
た
め
」
と
い
う
の
が
「
有

為
」
で
す
。
そ
し
て
「
有
為
」
の
世
界
に
は
強
い
自
己
意
識
が
動
き
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
エ
ゴ
で

す
。
自
分
と
他
を
対
立
さ
せ
、
比
較
し
、
競
争
し
、
そ
し
て
そ
こ
に
優
劣
を
決
め
て
、
よ
り
高

い
地
位
や
名
誉
を
願
い
、
よ
り
多
く
の
財
産
を
求
め
ま
す
。
そ
れ
が
良
い
と
か
悪
い
と
か
と
い

う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
の
世
は
諸
行
無
常
、
諸
法
無
我
の
世
界
で
す
。
自
分

の
思
う
よ
う
に
結
果
が
伴
う
事
ば
か
り
で
は
な
く
、
多
く
の
苦
悩
が
伴
い
ま
す
。

一
般
社
会
は
こ
の
「
有
為
」
の
生
き
方
で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
超
え
て
「
無
為
」

に
生
き
る
の
が
、
す
な
わ
ち
出
家
僧
侶
の
生
き
方
で
す
。

道
元
禅
師
は
坐
禅
に
お
い
て
も
悟
り
（
結
果
）
を
求
め
な
い
「
只
管
打
坐
」
を
強
調
さ
れ
ま

し
た
。
「
無
為
」
の
あ
り
方
こ
そ
平
安
な
世
界
、
仏
の
世
界
で
あ
る
と
示
さ
れ
た
の
で
す
。

ご
先
祖
様
の
供
養
と
共
に
、
こ
の
仏
の
世
界
を
強
い
意
志
で
相
承
（
継
承
）
さ
れ
た
祖
師
様

方
に
対
し
て
も
感
謝
の
気
持
ち
で
手
を
合
わ
せ
ま
し
ょ
う
。

曹
洞
宗

谷
田
山
東
光
寺

法
話
資
料


