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仏
教
が
日
本
に
伝
わ
っ
て
か
ら

1
4
0
0
年
以
上
。
い
ま
や
、
そ

の
布
教
ス
タ
イ
ル
は
多
種
多
様
だ
。

お
寺
で
は
、
音
楽
バ
ン
ド
の
演
奏

が
鳴
り
響
き
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ

ン
マ
ッ
ピ
ン
グ
が
本
堂
を
鮮
や
か

に
彩
る
。
ヨ
ガ
教
室
や
マ
ル
シ
ェ
、

修
行
体
験
の
開
催
は
も
う
当
た
り

前
。
バ
ン
ド
や
D
J
、
手
品
か
ら

茶
道
に
武
道
ま
で
、
自
分
の
特
技

を
上
手
に
活
用
し
て
布
教
す
る
僧

侶
も
多
い
。
も
ち
ろ
ん
そ
こ
に
伝

統
的
な
布
教
も
加
わ
る
。

　
様
々
な
試
行
錯
誤
に
よ
り
、
こ

こ
数
年
で
仏
教
に
触
れ
る
た
め
の

入
り
口
は
増
え
、
そ
の
敷
居
は
低

く
な
っ
た
。
そ
し
て
、
数
多
く
の

人
が
仏
教
を
求
め
、
お
寺
や
僧
侶

を
訪
ね
て
い
た
こ
と
は
本
当
に
嬉

し
い
こ
と
だ
。

　
だ
が
、
最
近
ふ
と
思
う
。
仏
教

を
実
践
す
る
た
め
、
入
り
口
か
ら

先
に
進
ん
で
い
る
人
は
ど
れ
ほ
ど

い
る
の
だ
ろ
う
か
と
。
入
り
口
で

満
足
し
て
し
ま
っ
て
い
る
人
は
い

な
い
か
？
　
進
み
方
が
分
か
ら
ず

留
ま
っ
て
い
る
人
は
い
な
い
か
？

そ
こ
が
仏
教
の
入
り
口
だ
と
い
う

こ
と
に
す
ら
気
づ
い
て
い
な
い
人

は
い
な
い
か
？

　
仏
教
は
実
践
し
て
い
く
中
で
の

気
づ
き
に
こ
そ
旨
み
が
あ
る
と
思

う
。
入
り
口
か
ら
進
み
、
出
会
っ

た
様
々
な
仏
縁
か
ら
学
ん
だ
こ
と

を
日
常
に
持
ち
帰
っ
て
実
践
す
る
。

こ
の
繰
り
返
し
に
よ
り
「
自
分
な

り
の
仏
教
の
理
解
」
が
生
ま
れ
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
仏
教
と
気
軽
に
接
点
を
持
て
る

今
だ
か
ら
こ
そ
、
も
う
一
度
、
現

代
に
お
け
る
仏
教
の
旨
み
に
つ
い

て
考
え
、
伝
え
て
い
く
こ
と
が
で

き
れ
ば
と
思
う
。

　
フ
リ
ー
ス
タ
イ
ル
な
僧
侶
た
ち

日
常
は
仏
教
の
実
践
フ
ィ
ー
ル
ド
だ

大阪ミナミで毎年地蔵盆にお勤めされる護摩祈祷。仏さまと一体になることを想い行者と参拝者がともに拝む。



厳
し
さ
で
は
な
く
て

　

こ
れ
ま
で
に
「
何
回
聞
か
れ
た

や
ろ
う
」
と
い
う
質
問
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
は
「
や
っ
ぱ
り
滝
に
打

た
れ
た
り
す
る
ん
で
す
か
？
」
で

す
（
笑
）。
お
坊
さ
ん
と
い
う
と
、

滝
行
や
千
日
回
峰
行
な
ど
の
〝
厳

し
い
修
行
を
す
る
〞
イ
メ
ー
ジ
を

持
た
れ
て
い
る
方
が
少
な
く
な
い

で
す
よ
ね
。
実
際
、
僕
自
身
も
僧

侶
に
な
る
に
あ
た
っ
て
1
年
間
の

修
行
を
し
た
の
で
す
が
、
や
は
り

厳
し
い
も
の
で
し
た
。

　

修
行
と
い
う
言
葉
は
、
一
般
的

に
も
「
修
行
だ
と
思
っ
て
頑
張
ろ

う
」
と
い
う
使
い
方
が
さ
れ
た
り

し
ま
す
。
最
近
だ
と
「
渡
辺
直
美

さ
ん
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
へ
芸
の
修

行
に
」
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
も
見
か

け
ま
し
た
。
厳
し
い
環
境
に
身
を

置
い
て
、
そ
こ
に
耐
え
な
が
ら
努

力
を
重
ね
、
自
身
を
磨
く
と
い
う

意
味
で
「
修
行
」
と
い
う
言
葉
が

使
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
〝
厳
し
さ
〞
に
意

識
が
向
き
が
ち
で
す
が
、
仏
教
の

修
行
は
、
厳
し
さ
が
本
質
で
は
な

い
ん
で
す
よ
ね
。

　

例
え
ば
、
真
冬
に
冷
た
い
水
を

浴
び
る
「
水
行
」。
寒
さ
に
耐
え
る

こ
と
自
体
が
修
行
だ
と
思
わ
れ
る

か
も
し
れ
な
い
で
す
が
、
夏
で
も

水
行
は
す
る
の
で
、
そ
こ
が
水
行

の
目
的
で
は
な
い
ん
で
す
。
水
行

は
水
垢
離
と
も
言
っ
て
、
六
根
清

浄
の
た
め
に
、
自
身
の
煩
悩
の

垢
・
汚
れ
を
浄
め
る
た
め
に
、
水

を
浴
び
る
ん
で
す
よ
ね
。
自
身
が

煩
悩
で
汚
れ
て
い
る
と
い
う
自
覚

を
持
っ
て
、
煩
悩
の
汚
れ
を
浄
め

よ
う
と
い
う
意
志
も
持
っ
て
す
る

の
が
水
行
で
す
。

　

修
行
と
一
口
に
言
っ
て
も
、
本

当
に
た
く
さ
ん
の
修
行
が
あ
る
し
、

宗
派
に
よ
っ
て
考
え
方
が
違
う
と

こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
だ
け
ど
、
す

べ
て
の
宗
派
に
共
通
し
て
言
え
る

の
は
、「
苦
し
み
の
原
因
で
あ
る
煩

悩
を
滅
し
て
、
仏
に
成
る
た
め
に
、

仏
教
の
教
え
を
実
践
す
る
」
の
が

仏
教
の
修
行
の
本
質
だ
と
言
っ
て

い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
っ
て

い
ま
す
。
ゴ
ー
ル
へ
の
道
が
い
ろ

い
ろ
と
あ
っ
て
、
だ
か
ら
修
行
も

い
ろ
い
ろ
と
あ
る
ん
で
す
。

自
分
の
弱
さ
・
自
分
の
膿

　

僕
に
と
っ
て
修
行
中
は
、
ま
さ

に
自
分
の
煩
悩
と
い
う
か
、
自
分

の
〝
弱
さ
〞
が
あ
ぶ
り
出
さ
れ
る

期
間
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
誤
魔
化

す
、
他
人
の
せ
い
に
す
る
、
横
着

す
る…

…

。
そ
う
い
う
弱
さ
が
ぽ

ろ
ぽ
ろ
と
出
て
く
る
。

　

例
え
ば
、
修
行
生
活
の
一
日
の

始
ま
り
は
、
起
床
、
勤
行
、
掃
除
、

朝
食
、
講
義
と
い
う
流
れ
な
ん
で

す
。
掃
除
が
終
わ
ら
な
い
と
「
飯

抜
き
」
に
な
る
。
そ
れ
に
、
時
間

を
過
ぎ
て
し
ま
う
と
、
写
経
を

『
般
若
心
経
』
一
巻
書
か
な
い
と

い
け
な
く
て
。
写
経
を
書
く
の
は

就
寝
前
で
、
書
か
な
い
と
い
け
な

く
な
る
と
睡
眠
時
間
が
減
る
。
す

る
と
、
次
の
日
ま
た
し
ん
ど
い
、

と
い
う
悪
循
環
に
な
る
ん
で
す
ね
。

な
の
で
、
本
来
は
も
っ
と
キ
レ
イ

に
掃
除
で
き
る
は
ず
だ
け
ど
「
バ

レ
へ
ん
や
ろ
」
と
思
っ
て
サ
サ
ッ

と
や
っ
ち
ゃ
っ
た
り
。
自
分
が
そ

の
仕
事
の
担
当
だ
っ
た
ら
、
う
ま

い
こ
と
人
に
割
り
振
っ
て
少
し
楽

を
す
る
と
か
。
そ
う
い
う
自
分
が

出
る
ん
で
す
よ
ね
。
で
も
、
修
行

を
見
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
先
生
方

も
同
じ
修
行
時
代
を
経
験
し
て
る

の
で
、
結
局
バ
レ
る
ん
で
す
（
笑
）。

　

そ
れ
で
怒
ら
れ
て
、
写
経
を
し

て
、「
次
か
ら
は
し
っ
か
り
掃
除
し

よ
う
」
と
誓
う
。
誓
う
け
れ
ど
も
、

本
当
に
し
ん
ど
い
時
に
は
、
弱
さ

が
出
て
き
て
し
ま
う
。「
ま
た
出
て

き
た
な
。
誤
魔
化
し
て
も
バ
レ
る

ん
や
ろ
う
な
」
と
か
、「
ま
た
誤
魔

化
そ
う
と
し
て
る
。
で
も
し
ん
ど

い
な
」
と
か
。
そ
れ
で
、
し
ん
ど

い
が
勝
っ
て
し
ま
っ
た
時
は
、
ま

た
バ
レ
て
。
綺
麗
に
掃
除
し
て
も
、

時
間
内
に
終
わ
ら
な
け
れ
ば
、
ま

た
写
経
。
そ
ん
な
、
悶
々
と
し
た

日
々
が
続
く
ん
で
す
ね
。

　

最
初
の
頃
は
、
正
直
「
な
ん
で

こ
ん
な
こ
と
さ
せ
ら
れ
る
ね
ん
」

と
、〝
罰
〞
的
な
感
覚
で
受
け
取
っ

て
い
ま
し
た
。
で
も
そ
ん
な
こ
と

を
続
け
て
い
る
う
ち
に
、
写
経
を

し
て
い
る
自
分
を
客
観
的
に
見
つ

め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
き
た
ん
で
す
。
こ
の
写
経
が

あ
っ
た
か
ら
、
も
し
も
一
人
で
修

行
を
し
て
い
た
ら
誤
魔
化
し
た
ま

ま
に
な
り
そ
う
な
、
自
分
の
弱

さ
・
自
分
の
〝
膿
〞
に
気
づ
く
こ

と
が
で
き
た
。
写
経
を
し
て
良

か
っ
た
な
と
思
え
る
よ
う
に
な
っ

て
き
ま
し
た
ね
。

仏
さ
ま
を
拝
む

　

自
分
の
膿
が
出
た
な
と
一
番
感

じ
た
の
は
、
仏
さ
ま
を
拝
む
時
で

し
た
。
そ
こ
で
出
て
き
た
自
分
の

弱
さ
・
膿
が
、
本
当
の
弱
さ
だ
な

と
思
っ
て
。

　

修
行
の
中
盤
の
時
期
に
、
密
教

の
秘
法
で
あ
る
仏
さ
ま
の
拝
み
方

を
学
び
ま
し
た
。
例
え
ば
、
護
摩

を
焚
く
こ
と
も
、
そ
の
一
つ
な
ん

で
す
が
、
拝
む
前
に
は
準
備
を
す

る
こ
と
が
い
ろ
い
ろ
と
あ
る
ん
で

す
よ
。
下
座
行
（
＝
掃
除
）
だ
っ

た
り
、
水
行
で
身
心
を
浄
め
た
り
。

自
分
の
お
経
本
に
注
意
点
な
ど
を

書
き
加
え
た
り
。
そ
れ
に
、
護
摩

を
焚
く
た
め
の
炉
や
密
教
法
具
が

並
ん
だ
「
壇
」
の
準
備
で
す
ね
。

樒
の
葉
を
置
い
た
り
、
洗
米
を
置

い
た
り
し
て
、
お
荘
厳
す
る
。

　

こ
の
準
備
は
、
よ
っ
ぽ
ど
手
を

抜
い
た
ら
先
生
に
バ
レ
る
け
ど
、

ち
ょ
っ
と
ぐ
ら
い
な
ら
分
か
ら
な

い
。
バ
レ
な
い
ん
で
す
。
た
く
さ
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は
、
歴
史
で
す
ね
。
道
端
の
仏
さ

ま
や
お
寺
の
ご
本
尊
に
は
、
地
域

と
結
び
つ
い
た
歴
史
エ
ピ
ソ
ー
ド

が
あ
り
ま
す
。
今
年
は
、
ブ
ッ
ダ

ニ
ア
検
定
付
き
。
大
阪
ミ
ナ
ミ
随

一
の
観
光
ス
ポ
ッ
ト
、
水
掛
不
動

尊
・
法
善
寺
さ
ま
で
は
特
別
ご
開

帳
も
実
現
し
ま
す
。

「
耳
」
の
道
場
で
体
験
し
て
い
た

だ
く
の
は
「
読
経
」
で
す
。
真
言

宗
の
「
大
般
若
転
読
」、
浄
土
宗
の

「
切
割
笏
」
を
用
い
た
読
経
、
日

蓮
宗
の
「
団
扇
太
鼓
」
を
用
い
た

読
経
の
三
つ
で
す
。

　
お
寺
生
ま
れ
の
僕
は
、
幼
い
時

か
ら
訳
も
分
か
ら
な
い
ま
ま
お
経

を
唱
え
て
き
ま
し
た
。
意
味
を
理

解
し
て
か
ら
唱
え
る
と
い
う
よ
り

も
、
ま
ず
唱
え
る
こ
と
が
先
だ
っ

た
ん
で
す
よ
ね
。
お
経
に
ど
う
い

う
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
の
か
は
、

今
も
学
び
続
け
て
い
る
最
中
で
す

が
、
仏
教
の
教
え
に
触
れ
る
第
一

歩
は
や
っ
ぱ
り
お
勤
め
、
読
経

だ
っ
た
な
と
振
り
返
っ
て
い
ま
す
。

　
僧
侶
が
唱
え
る
お
経
は
仏
教
声

楽
で
も
あ
っ
て
、
今
回
の
三
つ
の

読
経
は
ど
れ
も
迫
力
溢
れ
る
読
経

で
す
。
違
い
も
楽
し
み
つ
つ
、
お

好
み
の
読
経
を
見
つ
け
て
も
ら
え

た
ら
な
と
思
い
ま
す
。

「
鼻
」
の
道
場
は
「
護
摩
焚
き
」

の
体
験
。「
護
摩
を
焚
く
」
と
聞
く

と
、
プ
ロ
野
球
選
手
が
汗
を
流
し

な
が
ら
炎
の
熱
さ
に
耐
え
て
お
ら

れ
る
場
面
を
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
た
り
、

熱
さ
に
耐
え
る
こ
と
が
修
行
と
い

う
印
象
を
持
た
れ
て
い
る
か
も
し

れ
な
い
で
す
ね
。

　
真
言
宗
で
は
「
護
摩
を
焚
い
て

い
る
行
者
と
仏
さ
ま
が
一
体
に
な

る
」
と
考
え
る
ん
で
す
。
周
り
で

拝
ん
で
い
る
方
々
は
、
行
者
と
一

体
に
な
る
、
行
者
を
通
し
て
仏
さ

ま
と
一
体
に
な
る
ん
で
す
ね
。
仏

さ
ま
と
一
体
に
な
ろ
う
と
す
る
と
、

自
分
の
中
に
あ
る
煩
悩
を
燃
や
し

尽
く
さ
な
い
と
清
浄
な
仏
さ
ま
と

一
体
に
は
な
れ
な
い
の
で
、
護
摩

は
、
自
分
の
内
に
火
を
つ
け
る
こ

と
で
も
あ
る
ん
で
す
。
こ
れ
ま
で

の
自
分
の
業
を
、
自
分
の
心
の
中

に
あ
る
煩
悩
を
焼
き
払
っ
て
い
く
。

　
ま
た
、
護
摩
を
焚
く
時
に
は
い

ろ
ん
な
も
の
を
お
供
え
す
る
の
で

す
が
、
お
香
も
そ
の
ひ
と
つ
で
す
。

香
木
を
そ
の
ま
ま
お
供
え
す
る
で

は
な
く
て
、
燃
や
す
こ
と
で
生
じ

る
〝
香
り
〞
を
お
供
え
す
る
。
お

香
に
は
も
と
も
と
文
化
と
し
て
、

そ
の
匂
い
で
部
屋
を
浄
化
す
る
と

い
っ
た
役
割
も
あ
り
ま
し
た
し
、

仏
さ
ま
に
清
浄
な
香
り
を
お
供
え

し
て
い
ま
す
。

「
舌
」
の
道
場
の
修
行
は
「
食
事

作
法
」。
曹
洞
宗
の
嶽
盛
俊
光
さ
ん

に
ご
担
当
い
た
だ
き
ま
す
。
曹
洞

宗
の
修
行
と
言
え
ば
、
第
一
に
は

「
坐
禅
」。
た
だ
、
坐
禅
だ
け
が
曹

全600巻、500万字近い『大般若経』を、法要の時間内に読み上げるために考えられた「転読」。参加者全員で声を張り上げ経題を唱えた。

ん
あ
る
し
、
細
か
い
し
。
そ
れ
で

ま
た
、
つ
い
、
思
っ
て
し
ま
う
ん

で
す
よ
。「
寒
い
か
ら
、
水
行
を
や

め
と
こ
う
か
な
」
と
か
。
香
炉
の

灰
も
整
え
る
ん
で
す
け
ど
、
多
少

雑
な
ま
ま
で
も
分
か
ら
な
い
し
、

「
こ
の
ま
ま
や
っ
て
ま
え
」
っ
て

思
っ
た
り
。

　
で
も
、
そ
う
し
て
準
備
を
怠
っ

て
し
ま
う
と
、
拝
ん
で
る
途
中
に

「
や
っ
ぱ
り
、
き
ち
ん
と
し
た
ら

よ
か
っ
た
」
と
後
悔
が
膨
ら
ん
で

く
る
。「
な
ん
て
仏
さ
ま
に
失
礼
な

こ
と
を
し
た
ん
や
ろ
」
と
か
、「
何

の
た
め
に
自
分
は
修
行
を
し
て
る

ん
や
」
と
か
。
せ
っ
か
く
修
行
に

来
て
、
自
分
と
徹
底
的
に
向
き
合

え
る
時
間
を
い
た
だ
い
て
い
る
の

に
、
送
り
出
し
て
く
れ
た
お
寺
や

檀
家
さ
ん
に
申
し
訳
な
い
と
い
う

思
い
も
あ
っ
た
し
。「
何
も
感
じ
ず

に
修
行
を
終
え
て
帰
る
ん
か
な
」

と
い
う
焦
り
も
あ
り
ま
し
た
ね
。

仏
さ
ま
を
拝
ま
せ
て
も
ら
っ
て
い

る
の
に
、
こ
ん
な
自
分
の
ま
ま
で

仏
さ
ま
を
拝
ん
で
仏
さ
ま
に
失
礼

だ
し
、「
自
分
に
嘘
を
つ
い
て
修
行

を
し
て
、
何
の
意
味
が
あ
る
ん

や
」
と
も
思
っ
て
い
ま
し
た
。

　
仏
さ
ま
を
拝
む
、
仏
さ
ま
と
対

峙
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
と

対
峙
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
ん
で

す
ね
。
仏
さ
ま
と
い
う
理
想
の
姿

と
向
か
い
合
っ
た
時
、
頭
が
下
が

る
。
そ
の
時
に
知
ら
さ
れ
る
自
分

の
姿
が
あ
り
ま
し
た
。

修
行
を
体
験
し
て
み
る

　
昨
年
か
ら
フ
リ
ー
ス
タ
イ
ル
な

僧
侶
た
ち
と
朝
日
新
聞
社
さ
ん
の

ダ
ブ
ル
主
催
で
、「
修
行
体
験
ブ
ッ

ダ
ニ
ア
」
と
い
う
イ
ベ
ン
ト
を
実

施
し
て
い
ま
す
。
人
間
の
認
識
の

根
幹
で
あ
る
「
六
根
（
眼
・
耳
・

鼻
・
舌
・
身
・
意
）
」
を
テ
ー
マ

と
し
た
六
つ
の
修
行
道
場
が
開
か

れ
、
そ
こ
で
様
々
な
修
行
を
体
験

し
て
い
た
だ
く
イ
ベ
ン
ト
で
す
。

　
仏
教
は
車
の
両
輪
の
よ
う
に
、

解
行
、
す
な
わ
ち
〝
教
え
を
学
ぶ

こ
と
〞
と
〝
教
え
を
実
践
す
る
こ

と
〞
を
ど
ち
ら
も
大
切
に
し
ま
す
。

理
解
と
体
感
と
言
っ
て
も
い
い
で

す
ね
。
こ
の
特
集
記
事
が
、
さ
さ

や
か
な
が
ら
「
理
解
」
の
方
だ
と

す
れ
ば
、
ブ
ッ
ダ
ニ
ア
で
は
楽
し

み
な
が
ら
修
行
を
「
体
感
」
し
て

も
ら
え
た
ら
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

六
つ
の
修
行
道
場

「
眼
」
の
道
場
で
は
、
昨
年
同
様

「
ミ
ナ
ミ
仏
さ
が
し
ツ
ア
ー
」
を

企
画
し
て
い
ま
す
。
僧
侶
が
案
内

人
と
な
っ
て
、
ミ
ナ
ミ
の
隠
れ
た

仏
さ
ま
や
魅
力
を
探
す
ツ
ア
ー
で

す
。「
仏
さ
が
し
」
と
い
っ
て
も
、

地
域
に
お
ら
れ
る
お
地
蔵
さ
ん
を

見
つ
け
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
て
、

普
段
何
気
な
く
見
て
い
る
も
の
の

背
景
を
感
じ
て
も
ら
え
た
ら
な
と

思
っ
て
い
ま
す
。
背
景
と
い
う
の

昨年のブッダニアでの「ミナミ仏さがしツアー」出発直前の一コマ。この後、三津寺を出て、いざ繁華街へ。1時間ほどかけてミナミの街をめぐった。

た
け
も
り

さ 

ほ
う

じ
き 

じ

き
り
が
い
し
ゃ
く

げ
ぎ
ょ
う

い

し
ん

ぜ
つ

び

に

げ
ん
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ら
、
自
分
の
命
が
終
わ
る
と
き
に

お
迎
え
に
来
ら
れ
て
、
修
行
す
る

の
が
極
め
て
楽
な
浄
土
に
往
生
さ

せ
て
い
た
だ
け
る
」
と
説
か
れ
て

い
る
そ
う
で
す
。

　
秋
田
さ
ん
に
よ
れ
ば
、「
荒
唐
無

稽
に
聞
こ
え
る
と
思
い
ま
す
が
、

そ
う
い
う
物
語
な
ん
で
す
。
世
の

中
に
は
、
物
語
が
あ
ふ
れ
て
い
ま

す
よ
ね
。『
社
会
人
た
る
も
の
、
こ

う
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
』
と
か

『
結
婚
し
た
ら
幸
せ
に
な
る
は
ず

だ
』
と
か
。
こ
う
し
た
物
語
が
あ

る
か
ら
良
い
こ
と
も
あ
る
け
ど
、

そ
の
物
語
に
ハ
マ
れ
な
い
自
分
を

悔
や
ん
だ
り
傷
つ
け
た
り
、
物
語

に
縛
ら
れ
る
こ
と
で
し
ん
ど
い
思

い
を
す
る
こ
と
も
あ
る
。
声
に
出

し
て
念
仏
を
称
え
る
こ
と
は
、
現

実
と
は
別
次
元
の
浄
土
の
物
語
と

関
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
私
た
ち
の

社
会
の
物
語
を
相
対
化
し
、
書
き

換
え
て
い
く
実
践
で
も
あ
る
と
思

う
ん
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
す
ぐ
に

は
ピ
ン
と
こ
な
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
で
も
と
り
あ
え
ず
や
っ
て
み

る
、
称
え
て
み
る
こ
と
が
大
切
か

な
と
。
自
分
で
自
分
を
見
捨
て
て

し
ま
い
そ
う
な
時
、
見
捨
て
な
い

仏
さ
ま
が
お
ら
れ
る
こ
と
を
、
日

常
の
中
で
も
念
仏
を
称
え
て
、
思

い
出
し
て
ほ
し
い
で
す
」
と
の
こ

と
で
し
た
。

「
意
」
の
道
場
は
、「
坐
禅
」
と

「
散
華
作
り
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」、

そ
し
て
「
仏
前
結
婚
式
」
で
す
。

「
坐
禅
」
は
、
黄
檗
宗
の
僧
侶
・

飯
野
顕
志
さ
ん
に
担
当
し
て
も
ら

い
ま
す
。「
い
ま
、
こ
こ
、
じ
ぶ

ん
」
を
見
つ
め
直
す
坐
禅
の
時
間
。

体
験
で
得
た
も
の
を
大
切
に
し
て

も
ら
う
と
い
う
部
分
は
残
し
つ
つ
、

腑
に
落
ち
る
も
の
を
日
常
に
持
ち

帰
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
、
坐
禅
が

終
わ
っ
た
後
に
、
体
験
し
た
こ
と
、

学
ん
だ
こ
と
を
共
有
す
る
時
間
を

設
け
て
い
ま
す
。

「
散
華
作
り
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」

で
は
、
お
坊
さ
ん
漫
画
家
の
光
澤

裕
顕
さ
ん
指
導
の
も
と
、
散
華
の

華
葩
（
蓮
の
花
び
ら
を
か
た
ど
っ

た
紙
）
に
、
ブ
ッ
ダ
ニ
ア
の
イ
ラ

ス
ト
を
用
い
た
「
ゆ
る
写
仏
」
を

し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
そ
し
て
「
仏
前
結
婚
式
」
は
、

す
べ
て
伝
統
に
則
っ
た
様
式
で
、

儀
式
の
流
れ
や
式
中
の
作
法
が
執

り
行
わ
れ
ま
す
。
仏
さ
ま
と
ご
先

祖
さ
ま
に
結
婚
の
報
告
を
行
い
、

二
人
が
出
会
い
結
婚
に
至
っ
た
ご

縁
を
、
仏
さ
ま
に
感
謝
す
る
仏
前

結
婚
式
。
チ
ャ
ペ
ル
や
神
社
で
の

結
婚
式
と
は
ま
た
違
う
良
さ
が
あ

り
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
参
列
く
だ
さ
い
。

　
他
に
も
、
第
51
号
で
ご
登
場
い

た
だ
い
た
「
フ
ェ
リ
シ
モ
お
て
ら

ぶ
」
さ
ん
の
仏
販
ブ
ー
ス
や
、
半

田
カ
メ
ラ
さ
ん
ご
協
力
に
よ
る
イ

ン
ス
タ
ス
ポ
ッ
ト
「
1
0
8
大
仏

曼
陀
羅
〜
仏
に
囲
ま
れ
て
写
真
を

撮
ろ
う
〜
」、
僧
侶
常
駐
の
休
憩
ス

ペ
ー
ス
な
ど
も
企
画
し
て
い
ま
す
。

日
常
で
の
反
復

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
書
い
て
き

た
こ
と
以
外
に
も
、
体
験
し
て
感

じ
る
こ
と
は
、
ず
っ
と
た
く
さ
ん

あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の

方
が
感
じ
た
こ
と
を
大
事
に
し
て

も
ら
え
た
ら
、
そ
し
て
、
納
得
し

な
が
ら
、
自
分
に
合
っ
た
仏
教
を

探
し
て
行
っ
て
も
ら
え
た
ら
な
と

思
っ
て
い
ま
す
。
ブ
ッ
ダ
ニ
ア
が

入
り
口
に
な
っ
て
、
定
期
開
催
さ

れ
て
い
る
修
行
体
験
の
イ
ベ
ン
ト

に
足
を
運
ん
で
い
た
だ
い
た
り
、

仏
教
に
関
心
を
持
っ
て
も
ら
え
た

ら
嬉
し
い
で
す
ね
。

　
体
験
す
る
こ
と
に
加
え
て
、
そ

の
修
行
を
〝
反
復
す
る
〞
こ
と
も
、

大
事
な
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

修
行
中
、
僕
は
自
分
の
弱
さ
を
と

こ
と
ん
知
ら
さ
れ
た
わ
け
で
す
が
、

修
行
か
ら
出
て
き
て
日
常
生
活
に

戻
っ
て
か
ら
も
、
事
あ
る
ご
と
に

弱
さ
と
直
面
し
て
い
ま
す
。
す
る

と
、
そ
の
日
常
の
す
べ
て
が
修
行

に
な
る
。
そ
の
場
だ
け
の
、
非
日

常
な
体
験
と
し
て
終
わ
っ
て
し
ま

う
と
も
っ
た
い
な
い
。
日
常
に
戻

ら
れ
て
も
ブ
ッ
ダ
ニ
ア
で
感
じ
た

こ
と
を
反
復
し
て
も
ら
え
た
ら
嬉

し
い
。
反
復
の
中
で
こ
そ
得
ら
れ

る
気
づ
き
が
あ
る
し
、
自
分
の
中

の
気
づ
き
し
か
、
生
活
に
落
と
し

込
め
な
い
と
思
う
か
ら
で
す
。

　
そ
れ
で
は
、
11
月
17
日
に
三
津

寺
で
お
会
い
し
ま
し
ょ
う
！

左／真言宗様式の仏前結婚式。僧侶の読
経がお堂に響く中、厳粛に儀式が進みます。
右／昨年は坐禅と念仏の比較を体験。今回
はそれぞれ独立したプログラムに。

洞
宗
の
修
行
で
は
な
く
、
日
常
の

す
べ
て
、
一
挙
手
一
投
足
が
修
行

で
あ
り
、
食
事
も
大
切
な
修
行
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
食
前
に
は
、『
五
観
の
偈
』
と
い

う
偈
文
を
お
唱
え
し
ま
す
。
こ
れ

は
「
僧
侶
が
食
事
に
臨
ん
で
起
こ

す
べ
き
五
つ
の
観
点
」
で
、
そ
の

内
容
を
訳
せ
ば
お
よ
そ
次
の
よ
う

な
も
の
。

●
こ
の
食
事
の
た
め
に
、
ど
れ
ほ

ど
多
く
の
方
の
汗
が
流
さ
れ
た
か
、

ど
れ
ほ
ど
た
く
さ
ん
の
命
を
い
た

だ
く
の
か
に
思
い
を
馳
せ
る

●
こ
の
食
事
を
い
た
だ
く
に
値
す

る
行
い
を
自
分
が
で
き
て
い
た
か

を
省
み
る

●
不
足
の
想
い
を
起
こ
さ
ず
、
多

く
を
貪
ら
な
い
よ
う
に
慎
む

●
こ
の
〝
良
薬
〞
を
い
た
だ
く
の

は
、
飢
え
と
渇
き
を
癒
し
、
命
を

保
つ
た
め

●
仏
道
を
歩
む
者
と
し
て
、
ま
さ

に
今
こ
の
食
事
を
い
た
だ
く

　
ブ
ッ
ダ
ニ
ア
で
は
、
お
粥
と
お

漬
物
と
い
う
シ
ン
プ
ル
な
食
事
を

ご
用
意
し
ま
す
。
一
つ
ひ
と
つ
の

所
作
を
丁
寧
に
、
静
か
に
ゆ
っ
く

り
と
い
た
だ
き
ま
す
。
作
法
は
僧

堂
で
僧
侶
の
方
が
さ
れ
る
ま
ま
で

は
な
く
、
ブ
ッ
ダ
ニ
ア
に
合
わ
せ

て
少
し
和
ら
げ
た
も
の
に
し
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
音
を
立
て
ず
、

食
べ
る
こ
と
、
命
を
い
た
だ
く
こ

と
に
集
中
す
る
。
そ
の
中
で
こ
そ

の
〝
気
づ
き
〞
が
、
き
っ
と
あ
る

と
思
い
ま
す
。
普
段
、
何
気
な
く

食
べ
て
い
る
食
事
の
際
に
は
感
じ

ら
れ
な
い
〝
味
〞
も
、
ぜ
ひ
体
感

し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

「
身
」
の
道
場
の
修
行
体
験
は
、

「
礼
拝
行
」
と
二
つ
の
「
念
仏
」

で
す
。

「
礼
拝
行
」
と
は
、
仏
さ
ま
に
対

す
る
尊
敬
の
心
を
身
体
で
表
す
こ

と
。
仏
さ
ま
に
捧
げ
る
声
明
を
学

び
、
口
に
声
明
を
唱
え
な
が
ら
、

本
堂
で
礼
拝
を
行
い
ま
す
。

　
僕
も
そ
う
で
し
た
が
、
仏
さ
ま

を
拝
む
と
、
自
分
の
姿
が
照
ら
し

返
さ
れ
ま
す
。
礼
懺
と
い
う
仏
教

の
言
葉
も
あ
る
よ
う
に
、
礼
拝
と

懺
悔
は
、
あ
る
意
味
ワ
ン
セ
ッ
ト
。

日
ご
ろ
の
行
い
の
懺
悔
を
し
な
が

ら
の
礼
拝
行
を
体
験
し
て
い
た
だ

き
ま
す
。

　
そ
し
て
「
念
仏
」
は
、
座
り
な

が
ら
木
魚
を
叩
い
て
称
え
る
浄
土

宗
の
念
仏
と
、
ス
テ
ッ
プ
を
踏
み

な
が
ら
節
を
つ
け
て
男
女
交
互
に

称
え
る
時
宗
の
「
踊
り
念
仏
」
で

す
。
浄
土
宗
の
僧
侶
・
秋
田
光
軌

さ
ん
と
、
時
宗
の
僧
侶
・
岩
田
尚

登
さ
ん
に
ご
担
当
い
た
だ
き
ま
す
。

念
仏
と
は
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と

称
え
る
こ
と
。
浄
土
教
の
お
経
に

は
「
阿
弥
陀
仏
は
『
ど
ん
な
者
で

あ
っ
て
も
必
ず
救
う
』と
誓
っ
た

仏
さ
ま
で
、
念
仏
を
称
え
て
い
た

箸袋に書かれた「五観の偈」。食事の前に唱えることで、命をいただくことにグッと意識を向けます。

け
　
は さ

ん  

げ

ら
い
さ
ん

む
さ
ぼ

げ 

も
ん
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仏
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を
よ
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知
る

　

各
地
に
は
、
宗
派
で
当
た
り
前

だ
と
さ
れ
る
「
ご
本
尊
」
と
は
異

な
る
仏
像
が
ご
本
尊
に
な
っ
て
い

る
お
寺
が
あ
る
。
例
え
ば
、
禅
宗

の
ご
本
尊
と
い
え
ば
釈
迦
如
来
像

を
思
い
浮
か
べ
る
け
れ
ど
、
観
音

菩
薩
像
を
ご
本
尊
と
す
る
禅
宗
の

お
寺
も
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

　
ご
本
尊
が
△
△
如
来
像
で
な
け

れ
ば
○
○
宗
に
あ
ら
ず
、
と
い
う

こ
と
は
あ
ま
り
言
わ
れ
な
い
。
実

は
、
ご
本
尊
が
は
っ
き
り
と
定
め

ら
れ
て
い
る
宗
派
は
少
数
な
の
だ
。

ご
本
尊
＝
お
寺
の
歴
史
そ
の
も
の
。

い
く
つ
か
の
お
寺
を
見
て
み
よ
う
。

　
京
都
市
右
京
区
の
嵯
峨
野
に
は

清
涼
寺
（
嵯
峨
釈
迦
堂
）
と
い
う

浄
土
宗
の
お
寺
が
あ
る
。
浄
土
宗

の
ご
本
尊
は
阿
弥
陀
如
来
像
が
多

い
の
だ
け
れ
ど
、
清
凉
寺
の
ご
本

尊
は
釈
迦
如
来
像
だ
。

　
じ
ゃ
あ
、
阿
弥
陀
如
来
像
は
な

い
の
か
と
い
う
と
、
清
凉
寺
内
の

霊
宝
館
（
宝
物
館
）
に
収
蔵
さ
れ

て
い
る
。
阿
弥
陀
如
来
像
が
ご
本

尊
だ
っ
た
時
代
に
は
、
ま
だ
浄
土

宗
は
誕
生
し
て
お
ら
ず
、
清
凉
寺

の
宗
派
自
体
も
定
か
で
は
な
か
っ

た
。
そ
こ
に
釈
迦
如
来
像
が
伝
え

ら
れ
て
華
厳
宗
に
な
っ
た
と
い
う
。

　
歴
史
あ
る
お
寺
に
は
、
廃
寺
に

な
っ
た
お
寺
の
ご
本
尊
や
、
檀
家

さ
ん
か
ら
預
け
ら
れ
た
ご
本
尊
が
、

お
寺
の
ご
本
尊
と
は
別
に
、
本
堂

の
後
ろ
や
左
右
の
壁
際
な
ど
に
安

置
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
こ

れ
ら
の
仏
像
を
「
客
仏
」
と
呼
ぶ
。

　
俗
っ
ぽ
く
言
う
と
、
そ
の
仏
像

の
歴
史
や
作
者
が
ご
本
尊
級
だ
っ

た
と
し
て
も
、
ご
本
尊
と
し
て
扱

わ
れ
な
い
仏
像
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
と
は
い
え
、
客
仏
か
ら
も
そ

の
お
寺
の
歴
史
を
知
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
。
な
か
に
は
、
客
仏
の

方
が
有
名
に
な
っ
ち
ゃ
っ
て
い
る

お
寺
も
あ
る
か
ら
面
白
い
。

　
清
凉
寺
の
阿
弥
陀
如
来
像
は
あ

る
意
味
〝
お
役
目
が
終
わ
っ
た
仏

像
〞
な
の
で
、
客
仏
と
は
言
え
な

い
。
も
っ
と
言
う
と
、
阿
弥
陀
如

来
像
の
時
代
に
、
釈
迦
如
来
像
が

ま
る
で
お
客
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ

て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
釈
迦
如

来
像
も
客
仏
で
は
な
い
。
お
寺
に

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
で
伝
え
ら

れ
た
仏
像
が
あ
る
の
だ
。

　
本
堂
内
に
安
置
さ
れ
て
い
な
い

の
で
、
客
仏
と
呼
ぶ
か
ど
う
か
難

し
い
と
こ
ろ
だ
け
れ
ど
、
フ
リ
ス

タ
の
代
表
・
加
賀
さ
ん
が
副
住
職

を
務
め
る
三
津
寺
に
も
、
客
仏
に

似
た
性
格
の
仏
像
が
あ
る
。

　
三
津
寺
の
ご
本
尊
は
、
本
堂
に

い
ら
っ
し
ゃ
る
観
音
菩
薩
像
。
本

堂
と
は
別
に
「
前
堂
」
と
呼
ば
れ

る
お
堂
も
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
愛

染
明
王
像
が
安
置
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
愛
染
明
王
像
は
、
か
つ
て

生
國
魂
神
社
の
境
内
に
あ
っ
た
生

玉
宮
寺
と
い
う
神
社
内
の
お
寺
の

ご
本
尊
だ
っ
た
。
し
か
し
、
明
治

時
代
の
神
仏
分
離
令
に
よ
っ
て
三

津
寺
に
移
さ
れ
る
こ
と
に
。
こ
の

時
代
は
日
本
仏
教
に
と
っ
て
受
難

の
時
代
。
け
れ
ど
、
後
に
生
國
魂

神
社
が
戦
災
に
遭
っ
た
こ
と
を
思

う
と
、
神
仏
分
離
令
が
発
令
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
な
ら
、
愛
染
明
王

像
は
こ
の
世
か
ら
消
え
て
い
た
の

か
も
し
れ
な
い
。

　
お
寺
の
荘
厳
な
御
宝
前
を
前
に

座
る
。
す
る
と
、
有
難
く
も
そ
の

心
の
中
を
見
せ
て
く
だ
さ
る
仏
像

が
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
そ
れ
は
往
々

に
し
て
、
独
り
や
気
心
の
知
れ
た

親
し
い
人
と
、
そ
し
て
、
ど
ち
ら

か
と
言
う
と
、
少
し
ば
か
り
悩
み

を
抱
え
て
参
拝
し
て
い
る
と
き
に

起
こ
る
〝
出
遇
い
〞
だ
。

　
そ
ん
な
出
遇
い
が
あ
っ
た
の
な

ら
、
何
度
で
も
そ
の
仏
さ
ま
に
会

い
に
行
こ
う
。
悲
し
さ
や
寂
し
さ

が
知
ら
ぬ
間
に
薄
ら
い
で
い
た
り
、

迷
っ
て
い
る
と
き
に
新
し
い
道
に

気
づ
か
せ
て
く
れ
た
り
、
た
く
さ

ん
の
言
葉
を
交
わ
し
た
り
す
る
こ

と
が
で
き
る
か
ら
だ
。

　
か
か
り
つ
け
医
、
か
か
り
つ
け

僧
侶
の
次
は
「
か
か
り
つ
け
仏
」。

ぜ
ひ
と
も
お
勧
め
し
た
い
。

三津寺の愛染堂に安置される愛染明王像。廃仏毀釈により取り壊された生國魂神社内の持
宝院から移って来られた。歴史あるお寺との調和の中に安住の地を見いだされたことであろう。

ご本尊っぽいけどご本尊じゃない仏像アレコレ

文／竹林真悟
北海道生まれ。浄土真宗本願寺派僧侶。滿
誓寺副住職。西本願寺の無料境内ガイド
「お西さんを知ろう」にも従事している。これ
まで100カ寺以上に参拝。趣味はガンダム。

見たことあるある、でも、よくよく考えてみれば「なに？」「なぜ？」で
あふれているお寺。そんな「？」を、お坊さんならではの視点でご紹介！

Vol.6

お寺でよく見かけるけれど
なんだろ“アレ”

で
　
あ

た
ま
ぐ
う 

じ

い
く

い
く
く
に
た
ま
じ
ん
じ
ゃ

ま
え
ど
う

き
ゃ
く
ぶ
つ

せ
い
り
ょ
う
じ
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つづく

こ
れ
が

残
行
と
い
う
も
の
か…

　

・ 一
人
残
っ
て

仏
法
の
勉
強…

頑
張
っ
て
ね
！

そ
っ
か

じ
ゃ
あ
今
日
は

せ
め
て
本
で
も
読
ん
で

帰
ろ
う
か
な
ー

生
活
も
ま
た

方
便
（※

）
よ

煩
わ
し
い
け
ど

生
活
を
縁
と
し
て

仏
法
に
出
会
っ
て
い
る
の
も

事
実
な
ん
だ
か
ら

あ
ら
！

生
活
が
な
け
れ
ば

そ
も
そ
も
仏
さ
ま
に

気
が
つ
か
な
い
と
思
う
け
ど

だ
っ
た
ら

生
活
な
ん
て
や
め
て

修
行
だ
け

し
て
れ
ば
い
い
の
に

辛
い
だ
け
で

そ
こ
に
仏
法
が
な
い
と

な
か
な
か
修
行
に
は

な
ら
な
い
わ
ね

そ
れ
が
日
常…

娑
婆
の
生
活
よ

で
も
さ
で
も
さ

一
生
懸
命
し
ん
ど
そ
う

だ
っ
た
よ

え
え
！

ど
れ
も
こ
れ
も

修
行
で
は
な
い
わ
ね

単
な
る

お
片
づ
け
ね…

身
の
回
り
の

欲
か
ら
解
放
さ
れ
る

断
捨
離

そ
れ
は

糖
質
制
限

ダ
イ
エ
ッ
ト
！

甘
い
も
の
や

炭
水
化
物
を
断
つ

苦
行

そ
れ

満
員
電
車
！

狭
い
箱
に

押
し
込
ま
れ
る

苦
行

へ
ー

ど
ん
な
修
行
よ
？

い
や
〜

辛
か
っ
た
け
ど

我
な
が
ら

よ
く
頑
張
っ
た
な
！

娑
婆
世
界
の
修
行
を

実
践
し
て
み
た
ん
だ
よ
！

今
日
は
ず
い
ぶ
ん

得
意
げ
ね

何
か
あ
っ
た
の
か
し
ら
？

修
行
の
旅
を

続
け
る

ナ
ナ
シ
と
パ
ド
マ

さ
て
今
回
は
？

※方便（ほうべん）＝悟りに導くための手立て

漫
画
　
光
澤
裕
顕
  ｜
  http://cartoonm

onk.com

私たちの身の回りにあふれる音楽のルーツは、宗教音楽にあると
いわれています。西洋音楽なら讃美歌、日本では能や狂言、念仏
踊りや聲明（唄うお経）がルーツだそう。本講座は、1200年前に日
本に伝来した聲明が、あなたのハナからメロディにのって出てく
るまでが理想の超ビギナー向け講座です。みんなでお勤めをする、
浄土真宗ならではのお経を唱えます。お寺で声を出すことに興味
がある方はお気軽にお立ち寄りください。

開催時間：15：00～17：00
参加費：1,000円（フリスタサポーター800円） 
定員：20名　
住所：大阪府大阪市中央区心斎橋筋2-7-12
講師：竹林真悟（浄土真宗本願寺派僧侶）

※筆記用具をご持参ください

（申）http://www.freemonk.net/events
（問）info@freemonk.net

「ハナ唄になるまでが理想の聲明講座」

仏教版讃美歌を
唄って学んでみよう!

アラサーのお坊さん数名とゆるーくお話をする会です。話のテー
マは、あなたの話したいこと。普段の生活の中でモヤモヤしてい
ることや、とにかく誰かに聞いてほしいことなど、何でも構いませ
ん。単純にお坊さんと話がしてみたいという方や、お坊さんの生
態や仏教の考え方に興味のある方、ただただまったりと時間を過
ごしたい方も歓迎です。お茶とお菓子をいただきながら、お坊さ
んと一緒に考えてみませんか？ お気軽にお立ち寄りください。

開催時間：14：30～17：00
参加費：1000円（フリスタサポーター800円） 
定員：各回10名
住所：明覺寺＝京都府京都市下京区平野町783

三津寺＝大阪府大阪市中央区心斎橋筋2-7-12

（申）http://www.freemonk.net/events
（問）info@freemonk.net

　　　　　　 京都・桃源山 明覺寺
　　　　　　 大阪・七宝山大福院 三津寺
12月9日（日） 
1月26日（土） 

　　　　　　 大阪・七宝山大福院 三津寺1月19日（土） 

「アラサー僧侶とゆるーく話す会」

分かち合いで生まれる
豊かな時間

これから開催される
フリスタ主催イベント

しょうみょう
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主催：フリースタイルな僧侶たち、朝日新聞社
問い合わせ先：buddhania@freemonk.net （ブッダニア担当：加賀俊裕）
◎詳細はフリスタのウェブサイトまで http://www.freemonk.net/

★各道場での体験1回 500円から。学生は半額。事前申し込み不要

会場：

七宝山 大福院 三津寺（心斎橋）

イラスト＝光澤裕顕

編集

若林唯人・光澤裕顕・飯村絵理子

デザイン

梅本龍青

企画協力

竹林真悟・飯野顕志・福山智昭・久松彰彦
稲田瑞規・河村英昌・水戸智舟・財津宏経

2018年11月1日発行
発行人　加賀俊裕

発行所　フリースタイルな僧侶たち
〒542-0085
大阪府大阪市中央区心斎橋筋2-7-12
☎ 050-5583-4330

フリースタイルな僧侶たち Vol.52

浄土宗……安心院（八幡市）／安楽寺（南丹市）
／延命寺（堺市堺区）／吉祥寺（萩市）／九品寺
（京都市南区）／教安寺（福津市）／慶蔵院（伊
勢市）／光照院（台東区）／金剛寺（京都市東山
区）／西明寺（尼崎市）／西楽寺（京都市伏見区）
／西林寺（大阪府泉南郡）／浄栄寺（東近江市）
／正覚寺（青森市）／正善寺（伊丹市）／勝楽寺
（町田市）／真光寺（今治市）／新善光寺（札幌市
中央区）／崇福寺（甲賀市）／善願寺（甲賀市）／
善道寺（札幌市豊平区）／臺鏡寺（枚方市）／檀
王法林寺（京都市左京区）／潮音寺（東京都大
島町）／長壽院（台東区）／梅窓院（港区）／法岸
寺（静岡市清水区）／寶松院（港区）／法善寺（大
阪市中央区）／妙慶院（広島市中区）／無量光
寺（鳥取市）／湯川寺（函館市）／龍岸寺（京都
市下京区）

浄土宗西山禅林寺派……光明院・田中医院（京
都市中京区）／宝泉寺（津島市）

浄土真宗本願寺派……光栄寺（井原市）／光照
寺（大阪市東淀川区）／光徳寺（みやま市）／光
明寺（奈良県吉野郡）／西教寺（生駒市）／西方
寺（大和郡山市）／西法寺（北九州市）／浄元寺
（尼崎市）／正源寺（大津市）／正宣寺（大阪市北
区）／浄満寺（大阪市西成区）／信覚寺（福岡県
朝倉郡）／崇興寺（福山市）／養法寺（金沢市）

真宗大谷派……覚法寺（福岡県八女郡）／称讃
寺（新潟県長岡市）／正蓮寺（伊豆の国市）／超
覚寺（広島市中区）／宝皇寺（函館市）

浄土真宗東本願寺派……緑泉寺（台東区）

天台宗……圓融寺（目黒区）／大圓寺（目黒区）
／本覺寺（横浜市鶴見区）

高野山真言宗……弘法寺（和泉市）／薬師院
（岸和田市）

真言宗豊山派……寳積寺（松山市）

真言宗御室派……三津寺（大阪市中央区）

真言宗須磨寺派……須磨寺（神戸市須磨区）

臨済宗妙心寺派……円光寺（台東区）／冝雲寺
（江東区）／勝林寺（豊島区）／陽岳寺（江東区）
／龍雲寺（世田谷区）

臨済宗建長寺派……帰一寺（静岡県賀茂郡）／
東光禅寺（横浜市金沢区）

曹洞宗……四天王寺（津市）／瑞生寺（浜松市
中区）／南詢寺（守口市）／鳳仙寺（宮城県亘理
郡）

日蓮宗……池上實相寺（大田区）／法華寺（亀岡
市）／妙海寺（勝浦市）／妙見寺（橋本市）

時宗……正法寺（京都市東山区）

単立……五百羅漢寺（目黒区）／瑞聖寺（港区）
／法然院（京都市左京区）

企業・団体・店舗……（株）アールアンドダブ
リュー（京都市中京区）／（株）アンカレッジ（港
区）／遠藤新兵衛商店（京都市下京区）／（株）カ
ウントワン（京都市中京区）／（株）京美仏像（京
都市北区）／京念珠ぜにや（京都市下京区）／
（株）薫寿堂（神戸市）／（株）作島（京都市下京
区）／茶坊えにし（台東区）／寺院コム（京都市
左京区）／翠光堂阪急淡路駅前店（大阪市東淀
川区）／大正大学（豊島区）／学校法人鎮西学
園（熊本市中央区）／豊田愛山堂（京都市東山
区）／一般社団法人日本石材産業協会（千代田
区）／（株）はせがわ（文京区）／浜屋（株）（姫路
市）／（株）Flucle（大阪市都島区）／坊主BAR

縁（岐阜市）　　　　　　 ＊敬称略・五十音順

協賛法人サポーターリスト

お振り込みの際、あらかじめ下記のいずれかにご連絡くださいませ。

Tel. 050-5583-4330    E-mail. info@freemonk.net

個人＝5,000 円　法人＝30,000 円

三井住友銀行／園田支店（422）／普通／5092943
フリースタイルな僧侶たち／代表 加賀俊裕

会費振込先

ご支援くださる方は、下記サイトのフォームにご記入・お申し込みください。
担当者より、振込先などについて折り返しご連絡を差し上げます。

http://www.freemonk.net/contact/support

弊誌を毎号お送りいたします（年間４回）
主催イベントにおいて、優待いたします。
法人サポーターの方は、誌面にお名前を掲載いたします。

・
・
・

サポーター特典

　
スクーターで通り過ぎる姿か、お葬式やご法事。僧侶を見かける機
会はそれぐらいで、有名なお寺以外はなんだか入りにくい。僧侶と
してこの現況を申し訳ないと思うし、もったいないとも思います。
　なぜ私たちの苦しみは起こるのか。自分も他人も仕合せになるた
めに、いかに生きればよいのか。2500年にわたり伝わってきた仏教
のポテンシャルは確かで、今を生きる支えになると私たちは信じて
います。
　固定観念にとらわれず、フリースタイルにーフリーマガジン・
ウェブ・イベントを通して、軽やかに仏教と出会えるように、安らぎ
や気づきが得られるように、持てる力を尽くしてまいります。
　私たちの取り組みに共感し、応援してくださるサポーターを募集
しています。仏教を身近に、日常に。そして、あなたの生きる力に。
仏教が生きる安らかな社会をご一緒につくっていきましょう。

フリースタイルな僧侶たちの活動を
応援してくださるサポーターを募集しています。

ご支援のお願い



問い合わせ先：legacy@hitohaku.jp
WEB：https://www.facebook.com/wherenature/

主催：自然史レガシー継承・発信実行委員会●構成館…北海
道博物館／栃木県立博物館／国立科学博物館／三重県総合
博物館／伊丹市昆虫館／大阪市立自然史博物館／北九州市
立自然史・歴史博物館／兵庫県立人と自然の博物館（事務局）

龍岸寺：京都市下京区塩小路通大宮東入八条坊門町564  〒600-8247 

歴史的建造物がもつ空間の趣と自然史標本のもつ美しさを融合させて、
日本の自然と文化の関わりを伝える展示会を京都市下京区の龍岸寺に
て開催します。これまでのシリーズでは、町家や酒蔵で展開してきまし
たが、今年は寺院を舞台に仏教と自然との関わりをテーマとしました。
仏教の教えは、生物や自然界の仕組みとも密接な関わりがあり、仏教の
自然観は自然科学の原理と合符するところも多く、人類が自然と共生し
て暮らしてゆく上でも大切な視点をもたらしてくれます。会場となる龍
岸寺は、日本の天文学の開祖である渋川春海ゆかりの地でもあり、自然
科学とも深く関わっています。展示会では、仏教とゆかりのある動植物
や祭礼で利用される自然由来のもの、建物やお墓で利用されてきた岩
石、動植物の進化の歴史、日本最古の天球儀のプロジェクションマッピ
ングを展示いたします。関連するセミナーも多数行いますので、関心の
ある方はぜひウェブサイトもご覧ください。

平成30年12月14日（金）～12月24日（月・祝）
「仏教と自然」展 会場：龍岸寺

展示特別企画  Where culture meets nature
～日本文化が育んだ自然～
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