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　「
無
事
の
人
」
は
、
昭
和
24
（
１
９
４
９
）
年
４
月
に
雑

誌
「
新
潮
」
で
発
表
さ
れ
た
作
品
で
す
。
当
時
の
山
本
有

三
は
、
参
議
院
議
員
の
任
期
中
に
あ
た
り
、
文
化
委
員
長

と
し
て
祝
日
法
の
制
定
や
、
国
立
国
語
研
究
所
の
設
置
に

尽
力
す
る
等
、華
々
し
く
活
躍
し
て
い
ま
し
た
。
一
方
で
、

作
家
と
し
て
の
活
動
か
ら
は
昭
和
18
年
発
表
の「
米
百
俵
」

以
来
、
遠
ざ
か
る
日
々
が
続
い
て
い
ま
し
た
。
有
三
と
親

交
の
深
か
っ
た
独
文
学
者
の
高
橋
健
二
に
よ
れ
ば
、
昭
和

21
年
の
初
夏
、
有
三
は
急
に
「
創
作
だ
、
仕
事
を
す
る
ん

だ
、
と
興
奮
し
て
、
ほ
か
の
こ
と
を
投
げ
出
し
て
、
書
斎

に
と
じ
こ
も
っ
て
」（
＊
１
）
高
橋
を
驚
か
せ
た
と
言
い
ま

す
。
し
か
し
執
筆
は
思
う
よ
う
に
捗
ら
ず
、
足
か
け
４
年

の
歳
月
を
経
て
よ
う
や
く
書
き
上
げ
た
の
が
、
中
編
小
説

「
無
事
の
人
」
で
し
た
。

　

戦
後
、
永
井
荷
風
や
志
賀
直
哉
、
谷
崎
潤
一
郎
ら
文
壇

の
大
家
た
ち
が
、
戦
中
の
沈
黙
を
破
り
ふ
た
た
び
作
品
を

発
表
し
始
め
る
中
、
有
三
の
「
無
事
の
人
」
も
「
老
大
家

の
カ
ム
・
バ
ッ
ク
現
象
」（
＊
２
）
を
彩
る
も
の
と
し
て
、

大
き
な
期
待
の
も
と
迎
え
ら
れ
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
と
も
す
れ
ば
教
訓
め
い
た
人
情
話
と
も
映
る

「
無
事
の
人
」
は
、
戦
後
の
新
し
い
文
学
創
出
を
目
指
す

文
壇
の
動
向
か
ら
は
外
れ
た
作
品
と
見
な
さ
れ
、
芳
し
い

評
価
を
得
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
で
も
有

三
は
、「
無
事
の
人
」
を
改
訂
し
た
う
え
で
、
そ
の
後
も

た
び
た
び
作
品
集
に
収
録
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
昭
和
47

年
に
出
版
さ
れ
た
自
選
集
に
『
無
事
』
と
い
う
題
名
を
冠

し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
作
品
へ
の
愛
着
の
強
さ
を
う
か

が
う
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

◆　

◆　

◆

　
「
無
事
の
人
」
は
、
太
平
洋
戦
争
末
期
（
昭
和
20
年
頃
）

を
舞
台
に
、
文
化
人
と
思
し
き
〈
宇
多
〉
が
、
療
養
先
の

旅
館
で
出
会
っ
た
あ
ん
ま
〈
為
さ
ん
〉
の
、
人
情
の
縺も

つ

れ

か
ら
盲
目
と
な
る
に
至
っ
た
身
の
上
語
り
を
聞
き
、
そ
の

連
想
か
ら
戦
後
の
日
本
に
思
い
を
馳
せ
る
と
い
う
筋
立
て

で
す
。
も
と
は
大
工
で
あ
っ
た
〈
為
さ
ん
〉
は
、
あ
ん
ま

と
な
っ
た
後
、
禅
寺
の
住
職
か
ら
「
無
事
の
人
」
に
な

れ
、
と
い
う
言
葉
を
か
け
ら
れ
た
こ
と
か
ら
「
無
事
あ
ん

の
ん
、
無
事
息
災
」
を
心
掛
け
、〈
為
さ
ん
〉
な
り
の
「
無

事
」
を
追
求
し
よ
う
と
し
ま
す
が
、
懸
命
に
働
こ
う
と
す

れ
ば
す
る
ほ
ど
、「
さ
わ
り
」
が
起
こ
り
、「
無
事
」
の
境

地
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

「
毎
日
、
働
い
て
た
ら
、
無
事
っ
て
こ
と
に
い
か
ね
え
も

ん
で
し
ょ
う
か
ね
え
。」

〈
為
さ
ん
〉
の
素
朴
な
言
葉
は
、〈
宇
多
〉
に
強
い
印
象
を

残
し
、
敗
戦
後
の
日
本
が
安
定
を
得
る
た
め
に
何
を
な
す

べ
き
か
と
い
う
問
題
へ
と
思
考
を
誘
っ
て
い
き
ま
す
。

　
「
無
事
」
と
は
禅
語
で
あ
り
、
作
中
に
は
『
臨
済
録
』

か
ら
「
無
事
こ
れ
貴
人
。
た
ゞ
造
作
す
る
こ
と
な
か
れ
。」

と
い
う
一
節
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
禅
の
思
想

の
反
映
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
同
時
に
、
壮
年

期
の
有
三
が
随
筆
「
す
わ
り
」（
大
正
14
年
）
な
ど
で
表

し
た
、
絶
え
ず
活
動
す
る
こ
と
で
安
定
を
得
よ
う
と
す
る

思
想
と
の
つ
な
が
り
を
確
認
で
き
る
箇
所
も
あ
り
、
老
境

に
至
っ
た
有
三
が
禅
の
思
想
に
接
近
し
つ
つ
も
、
人
生
の

上
で
一
貫
し
て
追
い
求
め
続
け
て
き
た
境
地
を
表
し
た
作

品
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　

本
展
で
は
、有
三
が「
無
事
の
人
」に
お
い
て
表
し
た「
無

事
」
と
い
う
境
地
を
、
い
く
つ
か
の
随
筆
作
品
と
と
も
に

探
る
こ
と
で
、
改
め
て
作
品
の
魅
力
に
注
目
し
ま
す
。

（
文
芸
企
画
員
・
学
芸
員　

三
浦
穂
高
）

「
無
事
」と
い
う
境
地

―
山
本
有
三「
無
事
の
人
」を
め
ぐ
っ
て
―

会
期
：
令
和
３
年
３
月
13
日（
土
）～
令
和
３
年
９
月
５
日（
日
）
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　生成りの白地に泰然と墨書された『無事の人』の題字は、仏教学者か
つ僧侶である鈴木大拙（本名：貞太郎 1870-1966）の手跡です。鈴木
は、青年期に鎌倉・円覚寺にて数年にわたり参禅し、臨済宗の禅僧・今
北洪川（1816-1892）、釈宗演（1859-1919）に師事しています。「大
拙」の居士号を受けた後は、明治 30（1897）年に渡米し、出版社で東
洋学関係の書籍出版に携わるかたわら、英語で禅についての著作をあら
わしました。明治 42年に帰国した後は、学習院や真宗大谷大学の教授
職等を歴任しながら、日本と欧米を講演で行き来しつつ、生涯にわたり
仏教の研究と普及に尽力しました。
　山本有三は、自作の挿絵や装幀にも細かく気を配り、画壇の大家に依
頼するなどのこだわりを見せた作家として知られています。大拙と有三
の交流を示す資料は残されていませんが、禅語「無事」という言葉が大
きな意味を持つ「無事の人」の題字を、禅の大家・大拙に依頼したことは、
実に有三らしいこだわりと言うことができるでしょう。

コラム 鈴木大拙と「無事の人」
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『無事の人』
（新潮社　昭和 24年）

編集・発行

三鷹市山本有三記念館
〒 181-0013　東京都三鷹市下連雀 2-12-27
TEL 0422-42-6233
http://mitaka-sportsandculture.or.jp/yuzo/

開館時間：午前 9 時 30 分〜午後 5 時

入 館 料：300 円（20 名以上の団体 200 円）
・中学生以下、障害者手帳持参の方とその介助者、校外学習の高校生以下と引率教論、

「東京・ミュージアムぐるっとパス 2021」利用者は無料

アクセス：JR 中央線「三鷹駅」南口より徒歩 12 分、
JR 中央線・京王井の頭線「吉祥寺駅」南口（公園口）より徒歩 20 分

土・日・祝日の午後1時から4時まで解説を行っています。
事前申込は不要ですので、お気軽に声をおかけください。
＊新型コロナウイルス感染症対策のため、「ガイドボランティアによる案内サービス」を当面の間休止中です。
再開時期につきましては決定次第ホームページ等でお知らせいたします。

ガイド
ボランティア

年間パスポートのご紹介
　三鷹市山本有三記念館では、発行日から１年間、
何度でも入館できる「年間パスポート」を受付にて
販売しています。年２回の企画展に加え、子ども向
けの「おはなし会」や「アフタヌーン・ミニコンサー
ト」など、様々な定期イベントにご活用いただけま
す。ぜひお買い求めください。

【価　　格】1,000 円（税込）
【有効期限】発行日から１年間
【購入場所】山本有三記念館１階受付
※ご購入者のみ有効です。他人に譲渡または貸与することはできません。

＊
１
…�

高
橋
健
二
「
編
集
後
記
」（『
山
本
有
三
全
集
』
第
十
二
巻

新
潮
社　

昭
和
52
年
５
月
）

＊
２
…
高
山
毅
「
実
感
の
喪
失
」（「
世
界
文
化
」
世
界
文
化
社　

昭
和
24
年
５
月
）
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�

真
理
は
本
来
修
行
に
よ
ら
な
い
の
に
禅
僧
た
ち
は
あ
え
て

修
行
し
、
真
理
は
本
来
手
を
加
え
る
必
要
が
な
い
の
に
あ

え
て
手
を
加
え
、
真
理
は
本
来
無
事
で
あ
る
の
に
あ
え
て

多
事
を
生
じ
て
い
る
。（
道
は
本
と
無
修
な
る
に
大
徳
彊し

い
て
修
す
。
道
は
本
と
無
作
な
る
に
大
徳
彊し

い
て
作
す
。

道
は
本
と
無
事
な
る
に
彊し

い
て
多
事
を
生
ず
。）（『
景け

い

徳と
く

伝で
ん

灯と
う

録ろ
く

』
巻
五
）

　

臨
済
と
同
じ
く
修
行
の
不
要
を
説
き
、
無
事
は
本
来
「
あ

り
の
ま
ま
に
端
的
」
で
あ
る
の
に
、
く
だ
く
だ
し
き
余
計
ご

と
を
生
じ
て
、
真
理
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
示
し
ま

す
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
本、
来、
的、
に、
無
事
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
す
な
わ
ち
無
事
と
は
、
意
図
し
て
そ
う
な
る
の
で

は
な
く
、
元
々
そ
う
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
私

た
ち
は
、
本
来
的
に
無
事
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
が
信
じ
ら
れ

ず
多
事
と
な
っ
て
い
る
と
指
摘
し
ま
す
。

　

で
は
、
ど
の
よ
う
に
日
々
を
過
ご
せ
ば
、
本
来
的
に
無
事

で
あ
る
状
態
な
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
臨
済
は
具

体
的
に
次
の
よ
う
に
言
い
ま
す
。

　

�

仏
法
は
造
作
を
用
い
る
こ
と
を
必
要
と
し
な
い
。
た
だ
あ

り
の
ま
ま
、
無
事
に
〔
く
だ
く
だ
と
求
め
る
こ
と
無
く
ズ

バ
リ
端
的
に
〕、
糞
・
小
便
を
た
れ
、
着
物
を
着
て
飯
を

喰
ら
い
、
眠
く
な
っ
た
ら
横
に
な
る
。
こ
れ
を
愚
か
者
は

笑
う
が
、
智
者
は
分
か
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。（
仏
法
は

功
を
用
う
る
処
無
し
。

た是
だ
平び

ょ
う
じ
ょ
う
ぶ
じ

常
無
事
、
あ
し
そ
う
に
ょ
う

屎
送
尿
、

著じ
ゃ
く衣え

喫き
っ

飯ぱ
ん

、
困こ

ん

じ
来
た
ら
ば
即
ち
臥
す
。
愚
人
は
我
を
笑

う
も
、
智
は
乃

す
な
わ
ち
焉こ

れ

を
知
る
。）

　

も
と
も
と
何
も
手
を
加
え
る
必
要
の
な
い
無
事
で
あ
る
以

上
、
あ
り
の
ま
ま
に
日
々
を
過
ご
す
こ
と
を
示
し
ま
す
。
日

常
性
を
全
肯
定
し
て
い
る
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。た
だ
し
、

あ
り
の
ま
ま
と
言
っ
て
も
好
き
勝
手
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

れ
で
は
欲
望
を
求、
、
、
め
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

以
上
の
「
無
事
」
に
つ
い
て
は
、
禅
に
お
い
て
も
様
々
な

論
争
が
あ
り
ま
す
。
と
も
あ
れ
、
臨
済
を
始
め
と
す
る
唐
代

の
禅
僧
た
ち
の
言
う
「
無
事
」
と
は
、
な
に
も
求
め
ず
、
く

だ
く
だ
し
い
余
計
ご
と
の
な
い
、
あ
り
の
ま
ま
で
端
的
な
様

を
指
し
ま
し
た
。
ま
た
そ
れ
を
、
も
と
も
と
そ
う
で
あ
る
本

来
的
な
悟
り
の
境
地
だ
と
説
く
の
で
し
た
。
そ
し
て
こ
の
無

事
を
体
現
す
る
悟
り
し
者
こ
そ
が
、「
無
事
の
人
」
と
い
う

こ
と
に
な
る
の
で
す
。

　

最
後
に
作
品
「
無
事
の
人
」
に
つ
い
て
「
あ
え
て
多
事
を

生
じ
」て
み
ま
す
。こ
の
作
品
は
太
平
洋
戦
争
と
い
う「
有
事
」

を
舞
台
に
、
盲
目
の
按
摩
師
、
為
さ
ん
の
身
の
上
話
を
中
心

に
展
開
し
て
い
ま
す
。
為
さ
ん
は
「
無
事
あ
ん
の
ん
、
無
事

息
災
、
事
が
ね
え
の
が
何
よ
り
で
ご
ざ
ん
す
」
と
、
一
般
的

な
「
無
事
」
を
目
指
し
て
お
り
、
必
ず
し
も
禅
の
そ
れ
と
は

一
致
し
ま
せ
ん
。
し
か
し
こ
の
作
品
は
、「
多
事
」
を
逡
巡

す
る
為
さ
ん
や
主
人
公
の
、
あ
り
の
ま
ま
の
心
境
と
日
常
を

中
心
に
描
く
こ
と
で
、
禅
の
「
無
事
」
を
巡
る
一
連
の
説
示

を
表
現
し
て
い
る
と
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の

よ
う
に
見
れ
ば
こ
の
作
品
は
、
一
般
的
な
無
事
と
禅
の
無
事

を
巧
み
に
織
り
込
ん
で
い
る
と
言
え
る
の
で
し
ょ
う
。

　

縷
々
、
無
事
に
つ
い
て
申
し
述
べ
て
参
り
ま
し
た
が
、
中

国
清
代
の
禅
僧
は
昔
の
人
の
言
葉
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
注

意
を
促
し
て
い
ま
す
。

　

�

少
し
で
も
「
無
事
」
と
言
え
ば
、
た
ち
ま
ち
「
多
事
」
と

な
る
。（
纔

わ
ず
か

に
無
事
を
説
か
ば
、早す

で是
に
多
事
と
な
れ
り
。）

（『
宗そ

う

宝ほ
う

道ど
う

独ど
く

禅ぜ
ん

師じ

語ご

録ろ
く

』
巻
三
）

※
た
だ
し
実
際
の
禅
は
、
坐
禅
修
行
を
行
い
現
在
に
至
り
ま

す
。
当
時
の
禅
僧
た
ち
も
経
典
を
学
び
、
修
行
を
し
て
い
ま

し
た
。
ま
た
後
代
に
は
、
厳
し
い
坐
禅
修
行
の
規
定
も
生
ま

れ
ま
す
。
こ
れ
ら
と
臨
済
た
ち
の
説
法
と
の
間
に
は
、
複
雑

な
思
想
史
的
変
遷
と
議
論
が
あ
り
ま
す
。

　

あ
る
年
末
の
茶
会
に
出
席
し
た
時
、「
無
事
」
と
墨
書
さ

れ
た
床
の
間
の
掛
軸
が
目
に
入
り
ま
し
た
。
年
の
瀬
に
は
こ

の
字
が
好
ま
れ
る
そ
う
で
、茶
会
の
亭
主
（
＝
主
催
者
）
は
、

「
毎
年
こ
の
軸
の
よ
う
に
平
穏
無
事
に
と
思
い
ま
す
が
、
な

か
な
か
そ
う
は
行
き
ま
せ
ん
」
と
解
説
し
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
「
無
事
」
と
は
、
何
事
も
な
い
平
穏
な
状
態

を
指
す
語
と
し
て
一
般
に
用
い
ら
れ
ま
す
。
で
は
、
無
事
の

対
義
語
と
は
な
ん
で
し
ょ
う
か
。「
事
が
無
い
こ
と
」
の
反

対
は
「
事
が
有
る
こ
と
」
で
す
の
で
、「
有
事
」
と
な
り
ま
す
。

有
事
と
は
「
通
常
で
は
な
い
、
非
常
の
状
態
」
を
指
し
、
こ

の
語
か
ら
多
く
戦
争
を
想
起
し
ま
す

―
現
在
の
コ
ロ
ナ
禍

も
有
事
と
表
現
さ
れ
て
い
ま
す

―
。
そ
の
意
味
で
は
山
本

有
三
の
「
無
事
の
人
」
は
、
戦
時
中
と
い
う
「
有
事
」
を
舞

台
と
し
て
お
り
、
題
の
「
無
事
」
と
対
に
な
っ
て
い
る
と
言

え
る
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
こ
の
作
品
は
、
一
般
の
用
法
と

は
異
な
る
禅
の
「
無
事
」
が
主
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

有
三
は
後
に
削
除
し
た
第
九
章
に
、「
無ぶ

事じ

是こ
れ

貴き

人に
ん

―

無
事
で
あ
る
こ
と
こ
そ
が
悟
り
し
人

―
」
と
い
う
禅
語
を

引
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
臨
済
宗
の
宗
祖
で
あ
る
唐
代
の
禅

僧
、
臨り

ん

済ざ
い

義ぎ

玄げ
ん

（
？
―
八
六
六
／
八
六
七
）
の
言
葉
で
す
。

　

そ
こ
で
拙
文
で
は
、
臨
済
の
語
を
集
め
た
『
臨り

ん

済ざ
い

録ろ
く

』
を

中
心
に
、
禅
に
お
け
る
「
無
事
」
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。
こ

れ
が
作
品
「
無
事
の
人
」
の
理
解
の
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で

す
。
な
お
「
無
事
の
人
」
と
は
、
無
事
の
体
現
者
を
指
す
語

で
す
。

　

ま
ず
臨
済
は
無
事
に
つ
い
て
、
求
め
る
こ
と
と
対
比
し
て

次
の
よ
う
に
言
い
ま
す
。「
求
め
る
な
ら
ば
苦
し
む
こ
と
に

な
る
。
無
事
で
あ
る
の
が
一
番
だ
（
你な

ん
じ
若
し
求
む
る
こ
と
有

ら
ば
皆み

な
苦
し
。
無
事
な
る
に
如し

か
ず
）」。
こ
れ
は
裏
を
返

せ
ば
、無
事
と
は
「
求
め
な
い
こ
と
」
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

で
は
「
求
め
な
い
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
？

　

物
欲
や
名
誉
欲
、
様
々
な
欲
望
を
求
め
な
い
。
い
わ
ゆ
る

煩
悩
を
離
れ
る
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
、
ま
た
そ
の
実
践
と
し

て
、
禅
僧
の
質
素
な
修
行
生
活
を
想
像
す
る
か
も
知
れ
ま
せ

ん
。
外
へ
求
め
ず
内
面
を
見
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

　

残
念
な
が
ら
そ
れ
だ
け
で
は
足
り
ま
せ
ん
。
臨
済
は
外
に

求
め
る
こ
と
を
否
定
し
た
う
え
で
、
以
下
の
よ
う
に
言
い
ま

す
。

　

�

禅
師
た
ち
よ
、
ワ
シ
が
「
外
に
真
理
を
求
め
て
は
な
ら
な

い
」
と
言
う
と
、
そ
れ
が
理
解
で
き
ず
、
そ
れ
な
ら
ば
内

だ
と
、
じ
っ
と
動
か
ず
坐
禅
を
し
て
、
そ
れ
が
こ
れ
ま
で

の
祖
師
た
ち
が
行
っ
て
き
た
仏
法
だ
と
心
得
る
。
大
間
違

い
だ
。（
大
徳
、
山
僧
「
外
に
法
無
し
」
と
説
か
ば
、
学

人
会え

せ
ず
し
て
、
便す

な
わ即
ち
裏う

ち

に
解げ

を
作な

し
、
便す

な
わ即
ち
壁
に

倚よ

り
て
坐
し
、
舌
上う

わ

齶あ
ご

を
さ
さ

え
、
湛た

ん

然ね
ん

と
し
て
不
動
、
此

を
取
り
て
祖
門
の
仏
法
と
為な
是
す
。
大
い
に
錯

あ
や
ま
れ
り
。）

　

な
ん
と
坐
禅
修
行
も
内
に
求
め
る
こ
と
と
し
て
否
定
し
ま

す
。
ま
た
他
に
も
次
の
よ
う
な
表
現
が
見
え
ま
す
。

　

�

た
と
え
一
人
で
山
に
籠
も
り
、
一
日
一
食
、
坐
禅
三
昧
で

横
に
な
ら
ず
、
日
に
六
度
の
礼
拝
を
欠
か
さ
ず
と
も
、
こ

れ
は
す
べ
て
地
獄
行
き
の
業ご

う

作
り
だ
。（
乃た

至と

い
孤
峰
に

独
宿
し
、
一い

ち

食じ
き

卯ぼ
う

斎さ
い

し
、
長
坐
し
て
臥ふ

さ
ず
、
六
時
行
道

す
る
も
、
皆み

な
是
れ
業
を
造
る
底
の
人
な
り
。）

　
「
禅
宗
は
坐
禅
を
し
、
修
行
が
厳
し
い
」
と
い
う
話
を
耳
に

し
た
こ
と
が
あ
る
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
臨
済
は
、

坐
禅
も
含
む
仏
道
修
行
を
こ
と
ご
と
く
退
け
る
の
で
す
※
。

こ
れ
は
悟
り
を
求、
め、
る、
修
行
が
、
無
事
の
求、
、
、
、

め
な
い
と
い
う

立
場
の
対
極
に
当
た
る
た
め
で
す
。
つ
ま
り
臨
済
は
、
外
に

も
内
に
も
「
ど
こ
に
も
な
に
も
求
め
な
い
」
こ
と
が
無
事
で

あ
る
と
言
う
の
で
す
。

　

さ
ら
に
理
解
を
深
め
る
た
め
に
、
禅
に
お
け
る
「
無
事
」

の
対
義
語
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。
一
般
に
用
い
る
「
無
事
」

の
対
義
語
は「
有
事
」で
し
た
。
一
方
、禅
に
お
け
る「
無
事
」

の
対
義
語
と
し
て
は
、「
多
事
」を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

「
多
事
」
と
は
「
事
が
多
い
こ
と
」、
す
な
わ
ち
「
く
だ
く
だ

し
い
余
計
ご
と
」
を
指
し
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
の
反
対

の
無
事
と
は
「
く
だ
く
だ
し
い
余
計
ご
と
が
な
い
」
と
い
う

こ
と
に
な
り
、言
葉
を
換
え
れ
ば
「
あ
り
の
ま
ま
に
端
的
（
＝

簡
明
）」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。

　

こ
の
無
事
と
多
事
を
用
い
た
例
が
、
臨
済
よ
り
数
世
代
前

の
司し

く
う
ほ
ん
じ
ょ
う

空
本
浄
（
六
六
七
―
七
六
一
）
と
い
う
禅
僧
の
以
下
の

語
に
見
え
ま
す
。
こ
れ
は
、
修
行
者
が
悟
り
を
求
め
る
様
を

批
判
的
に
述
べ
た
一
節
で
す
。
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真
理
は
本
来
修
行
に
よ
ら
な
い
の
に
禅
僧
た
ち
は
あ
え
て

修
行
し
、
真
理
は
本
来
手
を
加
え
る
必
要
が
な
い
の
に
あ

え
て
手
を
加
え
、
真
理
は
本
来
無
事
で
あ
る
の
に
あ
え
て

多
事
を
生
じ
て
い
る
。（
道
は
本
と
無
修
な
る
に
大
徳
彊し

い
て
修
す
。
道
は
本
と
無
作
な
る
に
大
徳
彊し

い
て
作
す
。

道
は
本
と
無
事
な
る
に
彊し

い
て
多
事
を
生
ず
。）（『
景け

い

徳と
く

伝で
ん

灯と
う

録ろ
く

』
巻
五
）

　

臨
済
と
同
じ
く
修
行
の
不
要
を
説
き
、
無
事
は
本
来
「
あ

り
の
ま
ま
に
端
的
」
で
あ
る
の
に
、
く
だ
く
だ
し
き
余
計
ご

と
を
生
じ
て
、
真
理
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
示
し
ま

す
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
本、
来、
的、
に、
無
事
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
す
な
わ
ち
無
事
と
は
、
意
図
し
て
そ
う
な
る
の
で

は
な
く
、
元
々
そ
う
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
私

た
ち
は
、
本
来
的
に
無
事
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
が
信
じ
ら
れ

ず
多
事
と
な
っ
て
い
る
と
指
摘
し
ま
す
。

　

で
は
、
ど
の
よ
う
に
日
々
を
過
ご
せ
ば
、
本
来
的
に
無
事

で
あ
る
状
態
な
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
臨
済
は
具

体
的
に
次
の
よ
う
に
言
い
ま
す
。

　

�

仏
法
は
造
作
を
用
い
る
こ
と
を
必
要
と
し
な
い
。
た
だ
あ

り
の
ま
ま
、
無
事
に
〔
く
だ
く
だ
と
求
め
る
こ
と
無
く
ズ

バ
リ
端
的
に
〕、
糞
・
小
便
を
た
れ
、
着
物
を
着
て
飯
を

喰
ら
い
、
眠
く
な
っ
た
ら
横
に
な
る
。
こ
れ
を
愚
か
者
は

笑
う
が
、
智
者
は
分
か
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。（
仏
法
は

功
を
用
う
る
処
無
し
。

た是
だ
平び

ょ
う
じ
ょ
う
ぶ
じ

常
無
事
、
あ
し
そ
う
に
ょ
う

屎
送
尿
、

著じ
ゃ
く衣え

喫き
っ

飯ぱ
ん

、
困こ

ん

じ
来
た
ら
ば
即
ち
臥
す
。
愚
人
は
我
を
笑

う
も
、
智
は
乃

す
な
わ
ち
焉こ

れ

を
知
る
。）

　

も
と
も
と
何
も
手
を
加
え
る
必
要
の
な
い
無
事
で
あ
る
以

上
、
あ
り
の
ま
ま
に
日
々
を
過
ご
す
こ
と
を
示
し
ま
す
。
日

常
性
を
全
肯
定
し
て
い
る
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。た
だ
し
、

あ
り
の
ま
ま
と
言
っ
て
も
好
き
勝
手
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

れ
で
は
欲
望
を
求、
、
、
め
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

以
上
の
「
無
事
」
に
つ
い
て
は
、
禅
に
お
い
て
も
様
々
な

論
争
が
あ
り
ま
す
。
と
も
あ
れ
、
臨
済
を
始
め
と
す
る
唐
代

の
禅
僧
た
ち
の
言
う
「
無
事
」
と
は
、
な
に
も
求
め
ず
、
く

だ
く
だ
し
い
余
計
ご
と
の
な
い
、
あ
り
の
ま
ま
で
端
的
な
様

を
指
し
ま
し
た
。
ま
た
そ
れ
を
、
も
と
も
と
そ
う
で
あ
る
本

来
的
な
悟
り
の
境
地
だ
と
説
く
の
で
し
た
。
そ
し
て
こ
の
無

事
を
体
現
す
る
悟
り
し
者
こ
そ
が
、「
無
事
の
人
」
と
い
う

こ
と
に
な
る
の
で
す
。

　

最
後
に
作
品
「
無
事
の
人
」
に
つ
い
て
「
あ
え
て
多
事
を

生
じ
」て
み
ま
す
。こ
の
作
品
は
太
平
洋
戦
争
と
い
う「
有
事
」

を
舞
台
に
、
盲
目
の
按
摩
師
、
為
さ
ん
の
身
の
上
話
を
中
心

に
展
開
し
て
い
ま
す
。
為
さ
ん
は
「
無
事
あ
ん
の
ん
、
無
事

息
災
、
事
が
ね
え
の
が
何
よ
り
で
ご
ざ
ん
す
」
と
、
一
般
的

な
「
無
事
」
を
目
指
し
て
お
り
、
必
ず
し
も
禅
の
そ
れ
と
は

一
致
し
ま
せ
ん
。
し
か
し
こ
の
作
品
は
、「
多
事
」
を
逡
巡

す
る
為
さ
ん
や
主
人
公
の
、
あ
り
の
ま
ま
の
心
境
と
日
常
を

中
心
に
描
く
こ
と
で
、
禅
の
「
無
事
」
を
巡
る
一
連
の
説
示

を
表
現
し
て
い
る
と
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の

よ
う
に
見
れ
ば
こ
の
作
品
は
、
一
般
的
な
無
事
と
禅
の
無
事

を
巧
み
に
織
り
込
ん
で
い
る
と
言
え
る
の
で
し
ょ
う
。

　

縷
々
、
無
事
に
つ
い
て
申
し
述
べ
て
参
り
ま
し
た
が
、
中

国
清
代
の
禅
僧
は
昔
の
人
の
言
葉
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
注

意
を
促
し
て
い
ま
す
。

　

�

少
し
で
も
「
無
事
」
と
言
え
ば
、
た
ち
ま
ち
「
多
事
」
と

な
る
。（
纔

わ
ず
か

に
無
事
を
説
か
ば
、早す

で是
に
多
事
と
な
れ
り
。）

（『
宗そ

う

宝ほ
う

道ど
う

独ど
く

禅ぜ
ん

師じ

語ご

録ろ
く

』
巻
三
）

※
た
だ
し
実
際
の
禅
は
、
坐
禅
修
行
を
行
い
現
在
に
至
り
ま

す
。
当
時
の
禅
僧
た
ち
も
経
典
を
学
び
、
修
行
を
し
て
い
ま

し
た
。
ま
た
後
代
に
は
、
厳
し
い
坐
禅
修
行
の
規
定
も
生
ま

れ
ま
す
。
こ
れ
ら
と
臨
済
た
ち
の
説
法
と
の
間
に
は
、
複
雑

な
思
想
史
的
変
遷
と
議
論
が
あ
り
ま
す
。

　

あ
る
年
末
の
茶
会
に
出
席
し
た
時
、「
無
事
」
と
墨
書
さ

れ
た
床
の
間
の
掛
軸
が
目
に
入
り
ま
し
た
。
年
の
瀬
に
は
こ

の
字
が
好
ま
れ
る
そ
う
で
、茶
会
の
亭
主
（
＝
主
催
者
）
は
、

「
毎
年
こ
の
軸
の
よ
う
に
平
穏
無
事
に
と
思
い
ま
す
が
、
な

か
な
か
そ
う
は
行
き
ま
せ
ん
」
と
解
説
し
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
「
無
事
」
と
は
、
何
事
も
な
い
平
穏
な
状
態

を
指
す
語
と
し
て
一
般
に
用
い
ら
れ
ま
す
。
で
は
、
無
事
の

対
義
語
と
は
な
ん
で
し
ょ
う
か
。「
事
が
無
い
こ
と
」
の
反

対
は
「
事
が
有
る
こ
と
」
で
す
の
で
、「
有
事
」
と
な
り
ま
す
。

有
事
と
は
「
通
常
で
は
な
い
、
非
常
の
状
態
」
を
指
し
、
こ

の
語
か
ら
多
く
戦
争
を
想
起
し
ま
す

―
現
在
の
コ
ロ
ナ
禍

も
有
事
と
表
現
さ
れ
て
い
ま
す

―
。
そ
の
意
味
で
は
山
本

有
三
の
「
無
事
の
人
」
は
、
戦
時
中
と
い
う
「
有
事
」
を
舞

台
と
し
て
お
り
、
題
の
「
無
事
」
と
対
に
な
っ
て
い
る
と
言

え
る
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
こ
の
作
品
は
、
一
般
の
用
法
と

は
異
な
る
禅
の
「
無
事
」
が
主
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

有
三
は
後
に
削
除
し
た
第
九
章
に
、「
無ぶ

事じ

是こ
れ

貴き

人に
ん

―

無
事
で
あ
る
こ
と
こ
そ
が
悟
り
し
人

―
」
と
い
う
禅
語
を

引
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
臨
済
宗
の
宗
祖
で
あ
る
唐
代
の
禅

僧
、
臨り

ん

済ざ
い

義ぎ

玄げ
ん

（
？
―
八
六
六
／
八
六
七
）
の
言
葉
で
す
。

　

そ
こ
で
拙
文
で
は
、
臨
済
の
語
を
集
め
た
『
臨り

ん

済ざ
い

録ろ
く

』
を

中
心
に
、
禅
に
お
け
る
「
無
事
」
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。
こ

れ
が
作
品
「
無
事
の
人
」
の
理
解
の
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で

す
。
な
お
「
無
事
の
人
」
と
は
、
無
事
の
体
現
者
を
指
す
語

で
す
。

　

ま
ず
臨
済
は
無
事
に
つ
い
て
、
求
め
る
こ
と
と
対
比
し
て

次
の
よ
う
に
言
い
ま
す
。「
求
め
る
な
ら
ば
苦
し
む
こ
と
に

な
る
。
無
事
で
あ
る
の
が
一
番
だ
（
你な

ん
じ
若
し
求
む
る
こ
と
有

ら
ば
皆み

な
苦
し
。
無
事
な
る
に
如し

か
ず
）」。
こ
れ
は
裏
を
返

せ
ば
、無
事
と
は
「
求
め
な
い
こ
と
」
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

で
は
「
求
め
な
い
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
？

　

物
欲
や
名
誉
欲
、
様
々
な
欲
望
を
求
め
な
い
。
い
わ
ゆ
る

煩
悩
を
離
れ
る
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
、
ま
た
そ
の
実
践
と
し

て
、
禅
僧
の
質
素
な
修
行
生
活
を
想
像
す
る
か
も
知
れ
ま
せ

ん
。
外
へ
求
め
ず
内
面
を
見
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

　

残
念
な
が
ら
そ
れ
だ
け
で
は
足
り
ま
せ
ん
。
臨
済
は
外
に

求
め
る
こ
と
を
否
定
し
た
う
え
で
、
以
下
の
よ
う
に
言
い
ま

す
。

　

�

禅
師
た
ち
よ
、
ワ
シ
が
「
外
に
真
理
を
求
め
て
は
な
ら
な

い
」
と
言
う
と
、
そ
れ
が
理
解
で
き
ず
、
そ
れ
な
ら
ば
内

だ
と
、
じ
っ
と
動
か
ず
坐
禅
を
し
て
、
そ
れ
が
こ
れ
ま
で

の
祖
師
た
ち
が
行
っ
て
き
た
仏
法
だ
と
心
得
る
。
大
間
違

い
だ
。（
大
徳
、
山
僧
「
外
に
法
無
し
」
と
説
か
ば
、
学

人
会え

せ
ず
し
て
、
便す

な
わ即
ち
裏う

ち

に
解げ

を
作な

し
、
便す

な
わ即
ち
壁
に

倚よ

り
て
坐
し
、
舌
上う

わ

齶あ
ご

を
さ
さ

え
、
湛た

ん

然ね
ん

と
し
て
不
動
、
此

を
取
り
て
祖
門
の
仏
法
と
為な
是
す
。
大
い
に
錯

あ
や
ま
れ
り
。）

　

な
ん
と
坐
禅
修
行
も
内
に
求
め
る
こ
と
と
し
て
否
定
し
ま

す
。
ま
た
他
に
も
次
の
よ
う
な
表
現
が
見
え
ま
す
。

　

�

た
と
え
一
人
で
山
に
籠
も
り
、
一
日
一
食
、
坐
禅
三
昧
で

横
に
な
ら
ず
、
日
に
六
度
の
礼
拝
を
欠
か
さ
ず
と
も
、
こ

れ
は
す
べ
て
地
獄
行
き
の
業ご

う

作
り
だ
。（
乃た

至と

い
孤
峰
に

独
宿
し
、
一い

ち

食じ
き

卯ぼ
う

斎さ
い

し
、
長
坐
し
て
臥ふ

さ
ず
、
六
時
行
道

す
る
も
、
皆み

な
是
れ
業
を
造
る
底
の
人
な
り
。）

　
「
禅
宗
は
坐
禅
を
し
、
修
行
が
厳
し
い
」
と
い
う
話
を
耳
に

し
た
こ
と
が
あ
る
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
臨
済
は
、

坐
禅
も
含
む
仏
道
修
行
を
こ
と
ご
と
く
退
け
る
の
で
す
※
。

こ
れ
は
悟
り
を
求、
め、
る、
修
行
が
、
無
事
の
求、
、
、
、

め
な
い
と
い
う

立
場
の
対
極
に
当
た
る
た
め
で
す
。
つ
ま
り
臨
済
は
、
外
に

も
内
に
も
「
ど
こ
に
も
な
に
も
求
め
な
い
」
こ
と
が
無
事
で

あ
る
と
言
う
の
で
す
。

　

さ
ら
に
理
解
を
深
め
る
た
め
に
、
禅
に
お
け
る
「
無
事
」

の
対
義
語
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。
一
般
に
用
い
る
「
無
事
」

の
対
義
語
は「
有
事
」で
し
た
。
一
方
、禅
に
お
け
る「
無
事
」

の
対
義
語
と
し
て
は
、「
多
事
」を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

「
多
事
」
と
は
「
事
が
多
い
こ
と
」、
す
な
わ
ち
「
く
だ
く
だ

し
い
余
計
ご
と
」
を
指
し
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
の
反
対

の
無
事
と
は
「
く
だ
く
だ
し
い
余
計
ご
と
が
な
い
」
と
い
う

こ
と
に
な
り
、言
葉
を
換
え
れ
ば
「
あ
り
の
ま
ま
に
端
的
（
＝

簡
明
）」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。

　

こ
の
無
事
と
多
事
を
用
い
た
例
が
、
臨
済
よ
り
数
世
代
前

の
司し

く
う
ほ
ん
じ
ょ
う

空
本
浄
（
六
六
七
―
七
六
一
）
と
い
う
禅
僧
の
以
下
の

語
に
見
え
ま
す
。
こ
れ
は
、
修
行
者
が
悟
り
を
求
め
る
様
を

批
判
的
に
述
べ
た
一
節
で
す
。

参
考
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。
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。
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０
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９
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摂
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０
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。
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　「
無
事
の
人
」
は
、
昭
和
24
（
１
９
４
９
）
年
４
月
に
雑

誌
「
新
潮
」
で
発
表
さ
れ
た
作
品
で
す
。
当
時
の
山
本
有

三
は
、
参
議
院
議
員
の
任
期
中
に
あ
た
り
、
文
化
委
員
長

と
し
て
祝
日
法
の
制
定
や
、
国
立
国
語
研
究
所
の
設
置
に

尽
力
す
る
等
、華
々
し
く
活
躍
し
て
い
ま
し
た
。
一
方
で
、

作
家
と
し
て
の
活
動
か
ら
は
昭
和
18
年
発
表
の「
米
百
俵
」

以
来
、
遠
ざ
か
る
日
々
が
続
い
て
い
ま
し
た
。
有
三
と
親

交
の
深
か
っ
た
独
文
学
者
の
高
橋
健
二
に
よ
れ
ば
、
昭
和

21
年
の
初
夏
、
有
三
は
急
に
「
創
作
だ
、
仕
事
を
す
る
ん

だ
、
と
興
奮
し
て
、
ほ
か
の
こ
と
を
投
げ
出
し
て
、
書
斎

に
と
じ
こ
も
っ
て
」（
＊
１
）
高
橋
を
驚
か
せ
た
と
言
い
ま

す
。
し
か
し
執
筆
は
思
う
よ
う
に
捗
ら
ず
、
足
か
け
４
年

の
歳
月
を
経
て
よ
う
や
く
書
き
上
げ
た
の
が
、
中
編
小
説

「
無
事
の
人
」
で
し
た
。

　

戦
後
、
永
井
荷
風
や
志
賀
直
哉
、
谷
崎
潤
一
郎
ら
文
壇

の
大
家
た
ち
が
、
戦
中
の
沈
黙
を
破
り
ふ
た
た
び
作
品
を

発
表
し
始
め
る
中
、
有
三
の
「
無
事
の
人
」
も
「
老
大
家

の
カ
ム
・
バ
ッ
ク
現
象
」（
＊
２
）
を
彩
る
も
の
と
し
て
、

大
き
な
期
待
の
も
と
迎
え
ら
れ
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
と
も
す
れ
ば
教
訓
め
い
た
人
情
話
と
も
映
る

「
無
事
の
人
」
は
、
戦
後
の
新
し
い
文
学
創
出
を
目
指
す

文
壇
の
動
向
か
ら
は
外
れ
た
作
品
と
見
な
さ
れ
、
芳
し
い

評
価
を
得
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
で
も
有

三
は
、「
無
事
の
人
」
を
改
訂
し
た
う
え
で
、
そ
の
後
も

た
び
た
び
作
品
集
に
収
録
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
昭
和
47

年
に
出
版
さ
れ
た
自
選
集
に
『
無
事
』
と
い
う
題
名
を
冠

し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
作
品
へ
の
愛
着
の
強
さ
を
う
か

が
う
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

◆　

◆　

◆

　
「
無
事
の
人
」
は
、
太
平
洋
戦
争
末
期
（
昭
和
20
年
頃
）

を
舞
台
に
、
文
化
人
と
思
し
き
〈
宇
多
〉
が
、
療
養
先
の

旅
館
で
出
会
っ
た
あ
ん
ま
〈
為
さ
ん
〉
の
、
人
情
の
縺も

つ

れ

か
ら
盲
目
と
な
る
に
至
っ
た
身
の
上
語
り
を
聞
き
、
そ
の

連
想
か
ら
戦
後
の
日
本
に
思
い
を
馳
せ
る
と
い
う
筋
立
て

で
す
。
も
と
は
大
工
で
あ
っ
た
〈
為
さ
ん
〉
は
、
あ
ん
ま

と
な
っ
た
後
、
禅
寺
の
住
職
か
ら
「
無
事
の
人
」
に
な

れ
、
と
い
う
言
葉
を
か
け
ら
れ
た
こ
と
か
ら
「
無
事
あ
ん

の
ん
、
無
事
息
災
」
を
心
掛
け
、〈
為
さ
ん
〉
な
り
の
「
無

事
」
を
追
求
し
よ
う
と
し
ま
す
が
、
懸
命
に
働
こ
う
と
す

れ
ば
す
る
ほ
ど
、「
さ
わ
り
」
が
起
こ
り
、「
無
事
」
の
境

地
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

「
毎
日
、
働
い
て
た
ら
、
無
事
っ
て
こ
と
に
い
か
ね
え
も

ん
で
し
ょ
う
か
ね
え
。」

〈
為
さ
ん
〉
の
素
朴
な
言
葉
は
、〈
宇
多
〉
に
強
い
印
象
を

残
し
、
敗
戦
後
の
日
本
が
安
定
を
得
る
た
め
に
何
を
な
す

べ
き
か
と
い
う
問
題
へ
と
思
考
を
誘
っ
て
い
き
ま
す
。

　
「
無
事
」
と
は
禅
語
で
あ
り
、
作
中
に
は
『
臨
済
録
』

か
ら
「
無
事
こ
れ
貴
人
。
た
ゞ
造
作
す
る
こ
と
な
か
れ
。」

と
い
う
一
節
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
禅
の
思
想

の
反
映
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
同
時
に
、
壮
年

期
の
有
三
が
随
筆
「
す
わ
り
」（
大
正
14
年
）
な
ど
で
表

し
た
、
絶
え
ず
活
動
す
る
こ
と
で
安
定
を
得
よ
う
と
す
る

思
想
と
の
つ
な
が
り
を
確
認
で
き
る
箇
所
も
あ
り
、
老
境

に
至
っ
た
有
三
が
禅
の
思
想
に
接
近
し
つ
つ
も
、
人
生
の

上
で
一
貫
し
て
追
い
求
め
続
け
て
き
た
境
地
を
表
し
た
作

品
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　

本
展
で
は
、有
三
が「
無
事
の
人
」に
お
い
て
表
し
た「
無

事
」
と
い
う
境
地
を
、
い
く
つ
か
の
随
筆
作
品
と
と
も
に

探
る
こ
と
で
、
改
め
て
作
品
の
魅
力
に
注
目
し
ま
す
。

（
文
芸
企
画
員
・
学
芸
員　

三
浦
穂
高
）

「
無
事
」と
い
う
境
地

―
山
本
有
三「
無
事
の
人
」を
め
ぐ
っ
て
―

会
期
：
令
和
３
年
３
月
13
日（
土
）～
令
和
３
年
９
月
５
日（
日
）
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　生成りの白地に泰然と墨書された『無事の人』の題字は、仏教学者か
つ僧侶である鈴木大拙（本名：貞太郎 1870-1966）の手跡です。鈴木
は、青年期に鎌倉・円覚寺にて数年にわたり参禅し、臨済宗の禅僧・今
北洪川（1816-1892）、釈宗演（1859-1919）に師事しています。「大
拙」の居士号を受けた後は、明治 30（1897）年に渡米し、出版社で東
洋学関係の書籍出版に携わるかたわら、英語で禅についての著作をあら
わしました。明治 42年に帰国した後は、学習院や真宗大谷大学の教授
職等を歴任しながら、日本と欧米を講演で行き来しつつ、生涯にわたり
仏教の研究と普及に尽力しました。
　山本有三は、自作の挿絵や装幀にも細かく気を配り、画壇の大家に依
頼するなどのこだわりを見せた作家として知られています。大拙と有三
の交流を示す資料は残されていませんが、禅語「無事」という言葉が大
きな意味を持つ「無事の人」の題字を、禅の大家・大拙に依頼したことは、
実に有三らしいこだわりと言うことができるでしょう。

コラム 鈴木大拙と「無事の人」
8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
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『無事の人』
（新潮社　昭和 24年）

編集・発行

三鷹市山本有三記念館
〒 181-0013　東京都三鷹市下連雀 2-12-27
TEL 0422-42-6233
http://mitaka-sportsandculture.or.jp/yuzo/

開館時間：午前 9 時 30 分〜午後 5 時

入 館 料：300 円（20 名以上の団体 200 円）
・中学生以下、障害者手帳持参の方とその介助者、校外学習の高校生以下と引率教論、

「東京・ミュージアムぐるっとパス 2021」利用者は無料

アクセス：JR 中央線「三鷹駅」南口より徒歩 12 分、
JR 中央線・京王井の頭線「吉祥寺駅」南口（公園口）より徒歩 20 分

土・日・祝日の午後1時から4時まで解説を行っています。
事前申込は不要ですので、お気軽に声をおかけください。
＊新型コロナウイルス感染症対策のため、「ガイドボランティアによる案内サービス」を当面の間休止中です。
再開時期につきましては決定次第ホームページ等でお知らせいたします。

ガイド
ボランティア

年間パスポートのご紹介
　三鷹市山本有三記念館では、発行日から１年間、
何度でも入館できる「年間パスポート」を受付にて
販売しています。年２回の企画展に加え、子ども向
けの「おはなし会」や「アフタヌーン・ミニコンサー
ト」など、様々な定期イベントにご活用いただけま
す。ぜひお買い求めください。

【価　　格】1,000 円（税込）
【有効期限】発行日から１年間
【購入場所】山本有三記念館１階受付
※ご購入者のみ有効です。他人に譲渡または貸与することはできません。
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