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読
者
か
ら
こ
ん
な
ハ
ガ
キ
が
届
き
ま
し
た
。

「
身
の
回
り
の
雑
物
の
し
ま
つ
が
で
き
な
く

て
た
い
へ
ん
で
す
。
こ
れ
だ
け
の
荷
物
を
い

つ
の
ま
に
つ
く
っ
た
の
か
不
明
。
人
に
は
不

要
の
も
の
も
、
私
に
は
大
事
な
雑
物
」

最
後
の
一
行
に
、
い
ち
ば
ん
訴
え
た
い
こ

と
が
あ
る
よ
う
な
気
が
し
ま
せ
ん
か
？

「
捨
て
る
」に
は
、「
片
づ
け
る
」と
い
う
単
純

作
業
だ
け
で
す
ま
な
い
場
合
が
あ
る
か
ら
悩

ま
し
い
。
モ
ノ
に
は
気
持
ち
も
く
っ
つ
い
て

い
ま
す
か
ら
。

同
時
に「
捨
て
る
こ
と
は
楽
し
い
」と
、
お

っ
し
ゃ
る
読
者
Ｋ
さ
ん
を
発
見
。「
捨
て
る
」

コ
ツ
を
話
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

「
捨
て
る
」に
ハ
マ
っ
た
Ｋ
さ
ん
の
話

「
断
捨
離
（
だ
ん
し
ゃ
り
）」
と
い
う
テ
ー
マ

の
生
活
本
が
出
版
さ
れ
、
流
行
っ
て
い
る
そ

う
で
す
ね
。

は
古
本
屋
へ
、
ぬ
い
ぐ
る
み
は
バ
ザ
ー
へ
、

服
は
着
て
頂
け
そ
う
な
人
へ
。
食
器
は
気
に

入
っ
て
い
て
も
欠
け
た
ら
捨
て
る
、
で
す
。

一
度
に
た
く
さ
ん
処
分
は
し
ま
せ
ん
。
そ

の
後
も
時
々
思
い
出
し
、
切
な
く
感
じ
る
こ

と
も
。
切
な
く
感
じ
た
の
は
、
昔
頑
張
っ
て

い
た
頃
の
賞
状
や
成
績
表
。
さ
す
が
に
思
い

出
が
詰
ま
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
…
。
で
も
、

そ
れ
で
い
い
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

■
捨
て
て
発
見
し
た
こ
と

私
な
り
に
「
断
捨
離
」
を
解
釈
す
る
と
、

「
気
持
ち
よ
く
生
活
す
る
た
め
に
、
余
計
な
も

の
を
処
分
す
る
こ
と
」
で
す
。
実
際
、
と
て

も
す
っ
き
り
し
た
気
分
に
な
り
ま
す
。

発
見
も
あ
り
ま
し
た
。「
捨
て
る
も
の
を
考

え
て
い
た
ら
、
大
切
な
も
の
に
気
づ
く
」
と
。

自
分
に
と
っ
て
大
切
な
も
の
か
、
そ
れ
ほ
ど

で
も
な
い
の
か
、
心
の
整
理
が
つ
く
の
で
す
。

大
し
て
重
要
で
な
い
こ
と
に
悩
ん
で
い
た
ん

だ
と
気
づ
い
て
楽
に
な
っ
た
り
、
も
っ
と
大

切
に
考
え
て
対
処
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ

と
に
気
づ
け
た
り
。

意
識
も
変
わ
り
、
執
着
が
減
り
ま
し
た
。

モ
ノ
へ
の
欲
求
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
我
が

子
が
自
立
し
て
ゆ
く
寂
し
さ
や
、
親
と
の
別

離
な
ど
を
受
け
入
れ
る
準
備
に
も
な
っ
て
い

る
な
あ
と
思
い
ま
す
。

私
が
捨
て
る
こ
と
を
は
じ
め
た
の
は
、「
写

真
を
処
分
し
た
」
と
か
、「
今
日
は
何
を
整
理

し
よ
う
か
考
え
る
の
が
楽
し
い
」
な
ど
と
話

す
人
に
続
け
ざ
ま
に
遭
遇
し
た
の
が
き
っ
か

け
で
す
。
皆
六
〇
歳
前
後
、
と
く
に
「
断
捨

離
」
本
も
ご
存
じ
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

■
私
の
「
断
捨
離
」

そ
ん
な
わ
け
で
、
私
の
意
識
も
「
断
捨
離
」

に
向
き
は
じ
め
ま
し
た
。

ま
ず
は
、
私
の
実
家
か
ら
は
じ
め
ま
し
た
。

家
に
は
八
三
歳
に
な
る
両
親
が
い
ま
す
が
、

モ
ノ
で
あ
ふ
れ
て
い
た
の
で
す
。
親
の
も
の

を
捨
て
た
の
か
？
　
い
い
え
、
実
家
に
は
私

が
子
ど
も
だ
っ
た
こ
ろ
の
ウ
ン
十
年
も
前
の

成
績
表
や
賞
状
な
ど
が
置
い
て
あ
り
ま
し
た
。

ち
ょ
っ
ぴ
り
寂
し
い
気
も
し
ま
し
た
が
、

こ
う
い
う
も
の
は
私
が
処
分
し
な
い
と
他
の

人
が
困
る
ぞ
、
と
思
い
切
り
ま
し
た
。

■
「
仕
分
け
」
の
コ
ツ

で
は
、
捨
て
る
も
の
を
ど
う
決
め
る
か
。

ふ
だ
ん
使
っ
て
い
る
も
の
は
、
当
然
そ
の

対
象
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
三
年
使
っ
て
い
な

い
も
の
を
「
な
く
て
い
い
」
と
判
断
し
ま
す
。

そ
し
て
、
も
ら
っ
て
く
れ
る
人
が
あ
れ
ば

さ
し
あ
げ
ま
す
。
地
域
や
学
校
、
病
院
の
共

同
組
織
な
ど
で
お
こ
な
う
バ
ザ
ー
に
出
す
の

も
い
い
で
す
ね
。
も
ら
い
手
が
い
な
け
れ
ば
、

「
整
理
し
よ
う
」
と
思
っ
た
と
き
に
一
個
捨
て

ま
す
。

こ
れ
ま
で
の
私
の
「
断
捨
離
」
は
、
専
門
書

みんなで考える「老いじたく」（9） ■モノを捨てる
～今回のお題は読者のお悩みから。
お答えするのも読者です。

とは 

ヨガの哲学である「断行・捨行・離行」

をヒントにした言葉。

断：入ってくる要らないモノを断つ

捨：家にはびこるガラクタを捨てる

離：モノへの執着から離れ、ゆとりあ

る自在の空間にいる私

つまり、「家のガラクタを片づけること

で、心のガラクタをも整理し、人生を

『ご機嫌』に入れ替える方法」


