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フリースタイルな僧侶たち Vol.49 こ
の
泥
が
　
あ
れ
ば
こ
そ
咲
け
　
蓮
の
花

仏
教
で
は
、
苦
（
泥
）
は
智
慧
（
蓮
の
花
）
を
身
に
つ
け
る
た
め
の

大
切
な
学
び
の
場
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、

様
々
な
形
で
繰
り
返
し
語
ら
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
苦
が
学
び
の
場
に
な
る
か
ど
う
か
は
、

本
人
の
心
構
え
が
大
き
く
影
響
す
る
。

こ
の
こ
と
を
認
知
神
経
科
学
の
観
点
か
ら
考
え
る
と
と
も
に
、

認
知
神
経
科
学
自
体
が
瞑
想
の
実
践
に
貢
献
で
き
る

可
能
性
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
研
究
者
の
藤
野
正
寛
さ
ん
に
、

特
集
記
事
を
寄
稿
し
て
い
た
だ
い
た
。
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苦
あ
る
い
は
生
き
づ
ら
さ

　
仏
教
の
開
祖
で
あ
る
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
は
、

最
初
の
法
話
で
、
四
つ
の
真
理
を
説
い
た
と
い

わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、（
一
）
生
き
る
こ
と
そ

の
も
の
が
苦
で
あ
る
、（
二
）
苦
に
は
原
因
が
あ

る
、（
三
）
苦
の
原
因
を
取
り
除
け
ば
苦
も
取
り

除
か
れ
る
、（
四
）
苦
の
原
因
を
取
り
除
く
智
慧

が
あ
る
、
と
い
う
四
つ
で
あ
る
。
最
初
の
法
話

で
説
か
れ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
四
つ

の
真
理
が
、
仏
教
に
お
い
て
と
て
も
重
要
で
あ

る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
い
き
な
り

生
き
る
こ
と
そ
の
も
の
が
苦
で
あ
る
と
言
わ
れ

る
と
、
多
く
の
人
は
面
食
ら
っ
て
し
ま
う
。
そ

れ
は
苦
と
い
う
言
葉
が
、
肉
体
的
・
精
神
的
な

苦
痛
を
連
想
さ
せ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

仏
教
で
は
、
苦
と
い
う
言
葉
は
、
肉
体
的
・
精

神
的
な
苦
痛
よ
り
も
広
く
、
不
満
足
を
意
味
す

る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
注
❶
）。
我
々
は
心
地

わ
る
い
体
験
を
し
て
い
る
と
き
は
言
う
に
及
ば

な
い
が
、
心
地
よ
い
体
験
、
例
え
ば
お
い
し
い

も
の
を
食
べ
て
い
る
と
き
で
す
ら
、
も
っ
と
食

べ
た
い
、
次
は
い
つ
食
べ
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
、

噛
み
続
け
て
い
た
ら
味
が
な
く
な
っ
て
き
た
な

と
い
う
よ
う
に
満
足
し
き
る
こ
と
が
な
く
、
裏

を
返
せ
ば
、
不
満
足
が
生
じ
続
け
て
い
る
。
そ

し
て
、
そ
の
よ
う
な
不
満
足
の
積
み
重
ね
が

日
々
の
違
和
感
や
生
き
づ
ら
さ
を
膨
ら
ま
せ
て

い
く
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
生
ま
れ
て
か
ら
死

ぬ
ま
で
の
間
、
不
満
足
が
絶
え
間
な
く
続
い
て

い
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
生
き
る
こ
と
そ

の
も
の
が
苦
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
少
し
は
理

解
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

苦
は
、
学
び
の
場

　
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
説
い
た
真
理
が
、
生

き
る
こ
と
そ
の
も
の
が
苦
で
あ
る
と
い
う
こ
と

の
み
で
あ
れ
ば
、
仏
教
に
は
救
い
が
な
い
と
捉

え
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
そ
も
そ

も
仏
教
そ
の
も
の
が
誕
生
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
は
、
そ
れ

に
続
い
て
、
苦
に
は
原
因
が
あ
り
、
そ
の
原
因

を
取
り
除
け
ば
苦
も
取
り
除
か
れ
、
し
か
も
そ

の
原
因
を
取
り
除
く
智
慧
も
あ
る
と
い
う
こ
と

を
説
い
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
苦
の
原
因
と
い

う
問
題
が
あ
り
、
そ
の
問
題
に
は
解
決
方
法
が

あ
り
、
そ
の
解
決
方
法
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
学
び
の
プ
ロ
セ
ス
が
潜
ん
で
い

る
。
し
か
し
、
こ
の
学
び
の
プ
ロ
セ
ス
に
入
る

た
め
に
は
、
そ
も
そ
も
、
苦
と
向
き
合
う
こ
と

を
通
じ
て
自
分
は
変
わ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
心
構
え
が
必
要
と
な
る
。

　
実
際
に
、
何
か
を
学
ぶ
際
に
、
本
人
の
心
構

え
が
、
学
び
の
プ
ロ
セ
ス
に
入
れ
る
か
入
れ
な

い
か
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
示
し
た

教
育
心
理
学
の
研
究
が
あ
る
（
注
❷
）。
一
つ
目

の
研
究
で
は
、
質
問
紙
を
用
い
て
、
3
7
3
名

の
中
学
生
を
、
自
分
の
能
力
は
変
化
し
な
い
と

い
う
固
定
的
自
己
感
を
身
に
つ
け
て
い
る
グ

ル
ー
プ
と
、
自
分
の
能
力
は
変
化
す
る
と
い
う

成
長
的
自
己
感
を
身
に
つ
け
て
い
る
グ
ル
ー
プ

に
分
け
て
、
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
二
年
間
の
数

学
の
成
績
の
推
移
が
比
較
検
討
さ
れ
た
。
そ
の

結
果
、
固
定
的
自
己
感
の
グ
ル
ー
プ
の
成
績
に

は
変
化
が
な
か
っ
た
一
方
で
、
成
長
的
自
己
感

の
グ
ル
ー
プ
の
成
績
が
徐
々
に
高
ま
っ
て
い
っ

た
。
続
い
て
行
わ
れ
た
二
つ
目
の
研
究
で
は
、

固
定
的
自
己
感
を
持
っ
て
い
る
91
名
の
中
学
生

を
、
介
入
を
行
わ
な
い
グ
ル
ー
プ
と
、
調
査
期

間
の
ち
ょ
う
ど
半
分
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
自
己
感

を
変
容
さ
せ
る
介
入
を
行
う
グ
ル
ー
プ
に
分
け

て
、
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
１
・
５
年
間
の
数
学

の
成
績
の
推
移
が
比
較
検
討
さ
れ
た
。
介
入
で

は
、
人
間
は
自
分
の
能
力
を
変
え
る
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
こ
と
を
神
経
可
塑
性
の
観
点
か
ら

科
学
的
に
説
明
す
る
授
業
が
複
数
回
行
わ
れ
た
。

そ
の
結
果
、
介
入
を
行
わ
な
い
前
半
半
分
の
期

間
で
は
、
ど
ち
ら
の
グ
ル
ー
プ
の
成
績
も
徐
々

に
低
下
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
後
半
半
分
の

期
間
で
は
、
介
入
を
行
わ
な
か
っ
た
グ
ル
ー
プ

の
成
績
は
継
続
し
て
低
下
し
て
い
っ
た
が
、
介

入
を
行
っ
た
グ
ル
ー
プ
の
成
績
は
上
昇
に
転
じ

て
高
ま
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
研
究
か
ら
、

自
分
の
能
力
は
変
化
す
る
と
い
う
心
構
え
が
数

学
の
能
力
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

京都大学こころの未来研究センターの防音室にて

ま
つ
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大
人
の
脳
も
変
化
す
る

　
20
世
紀
後
半
ま
で
、
大
人
の
脳
は
変
化
す
る

性
質
を
失
い
固
定
化
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い

た
。
大
人
の
脳
は
、
千
数
百
億
個
の
神
経
細
胞

か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神
経
細

胞
が
密
接
に
つ
な
が
り
あ
っ
て
、
複
雑
な
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
て
い
る
。
こ
の
神
経
細
胞

は
、
他
の
細
胞
と
異
な
り
、
細
胞
分
裂
を
し
な

い
と
い
う
性
質
を
持
っ
て
い
る
。
ま
た
、
脳
の

機
能
は
そ
れ
ぞ
れ
特
定
の
領
域
に
固
定
さ
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
複
雑

な
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
配
線
を
一
本
変
え
る
だ
け

で
も
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
機
能
し
な
く
な
る
の
と

同
様
の
発
想
で
、
脳
の
配
線
も
容
易
に
変
更
さ

れ
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
20
世
紀
後
半
に
、M

R
I

（
注
❹
）

やP
E

T

（
注
❺
）
な
ど
の
、
ヒ
ト
の
脳
の
構
造
や

機
能
を
可
視
化
で
き
る
技
術
や
装
置
が
開
発
さ

れ
、
新
た
な
研
究
が
進
む
に
つ
れ
て
、
大
人
に

な
っ
て
も
脳
は
変
化
す
る
性
質
を
維
持
す
る
と

い
う
考
え
方
が
広
が
っ
て
き
た
。
さ
ら
に
、
そ

う
い
っ
た
脳
の
変
化
の
た
め
に
は
、
継
続
的
な

訓
練
が
必
要
な
こ
と
や
そ
う
い
っ
た
経
験
に
注

意
を
向
け
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
も
わ

か
っ
て
き
た
。

　
ロ
ン
ド
ン
の
タ
ク
シ
ー
ド
ラ
イ
バ
ー
の
海
馬

の
大
き
さ
を
調
べ
て
、
神
経
可
塑
性
に
は
継
続

的
な
訓
練
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
研
究

が
あ
る
（
注
❻
）。
ロ
ン
ド
ン
の
タ
ク
シ
ー
ド
ラ

イ
バ
ー
に
な
る
た
め
に
は
、
ロ
ン
ド
ン
の
地
理

に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
知
識
を
問
わ
れ
る
超
難
関

試
験
に
合
格
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の

知
識
を
身
に
つ
け
る
た
め
に
は
三
年
程
度
の
時

間
が
必
要
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
実
験
で
は
、

タ
ク
シ
ー
ド
ラ
イ
バ
ー
を
目
指
し
て
試
験
に
合

格
し
た
グ
ル
ー
プ
と
試
験
に
合
格
し
な
か
っ
た

グ
ル
ー
プ
、
さ
ら
に
は
そ
も
そ
も
タ
ク
シ
ー
ド

ラ
イ
バ
ー
を
目
指
し
て
お
ら
ず
試
験
を
受
け
て

い
な
い
グ
ル
ー
プ
の
、
受
験
時
と
そ
の
三
年
後

の
、
全
脳
の
各
脳
領
域
の
大
き
さ
が
調
べ
ら
れ

た
。
そ
の
結
果
、
受
験
時
に
は
、
三
つ
の
グ

ル
ー
プ
の
間
で
ど
の
脳
領
域
に
も
大
き
さ
の
違

い
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
三
年
後
に
は
、
試

験
に
合
格
し
て
タ
ク
シ
ー
ド
ラ
イ
バ
ー
を
続
け

て
い
た
グ
ル
ー
プ
で
の
み
、
場
所
の
記
憶
に
関

わ
る
海
馬
が
大
き
く
な
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、

こ
の
結
果
は
、
三
年
か
け
て
身
に
つ
け
た
場
所

に
関
す
る
知
識
だ
け
で
は
、
脳
の
大
き
さ
を
変

化
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
三
年
か

け
て
身
に
つ
け
た
場
所
に
関
す
る
経
験
は
、
脳

の
大
き
さ
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
サ
ル
の
聴
覚
野
の
範
囲
を
調
べ
て
、

神
経
可
塑
性
に
は
、
経
験
だ
け
で
な
く
、
経
験

に
注
意
を
向
け
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
こ
と
を

示
し
た
研
究
が
あ
る
（
注
❼
）。
こ
の
研
究
で
は
、

七
匹
の
サ
ル
に
、
六
週
間
に
わ
た
っ
て
、
一
日

1
0
0
分
間
、
刺
激
提
示
装
置
で
指
に
触
覚
刺

激
を
与
え
る
と
と
も
に
、
ヘ
ッ
ド
フ
ォ
ン
で
音

刺
激
を
聞
か
せ
た
。
そ
の
う
ち
二
匹
の
サ
ル
に

は
触
覚
刺
激
の
変
化
に
反
応
し
た
場
合
に
報
酬

を
与
え
、
残
り
の
五
匹
の
サ
ル
に
は
音
刺
激
の

変
化
に
反
応
し
た
場
合
に
報
酬
を
与
え
た
。
ど

ち
ら
の
サ
ル
も
二
種
類
の
物
理
的
刺
激
は
全
く

同
じ
で
、
注
意
を
向
け
る
対
象
だ
け
が
異
な
っ

て
い
た
。
そ
の
結
果
、
六
週
間
の
前
後
で
、
触

覚
刺
激
の
変
化
に
注
意
を
向
け
て
い
た
サ
ル
で

は
聴
覚
野
の
領
域
に
変
化
は
な
か
っ
た
が
、
聴

覚
刺
激
の
変
化
に
注
意
を
向
け
て
い
た
サ
ル
で

は
聴
覚
野
の
領
域
が
拡
大
し
た
。
こ
の
結
果
は
、

同
じ
こ
と
を
経
験
し
て
い
て
も
、
そ
の
経
験
に

注
意
を
向
け
な
け
れ
ば
、
脳
が
変
化
し
に
く
い

こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
継
続
的
な
訓
練
や
、
そ
う

い
っ
た
経
験
に
注
意
を
向
け
る
こ
と
で
、
大
人

の
脳
も
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
様
々
な
研

究
に
よ
っ
て
科
学
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

こ
と
を
心
に
と
ど
め
、
自
分
は
変
化
す
る
と
い

う
心
構
え
を
身
に
つ
け
る
こ
と
で
、
数
学
の
問

題
の
み
な
ら
ず
、
苦
と
い
う
人
生
の
問
題
に
直

面
し
た
際
に
も
、
学
び
の
プ
ロ
セ
ス
に
入
っ
て

い
く
可
能
性
が
開
か
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

一
つ
ず
つ
、
積
み
重
ね
る

　
人
生
に
は
、
痒
み
に
よ
っ
て
生
じ
る
苦
か
ら
、

　
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
影
響
が
生
じ

た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

に
、
固
定
的
自
己
感
を
身
に
つ
け
て
い
る
大
学

生
の
グ
ル
ー
プ
と
成
長
的
自
己
感
を
身
に
つ
け

て
い
る
大
学
生
の
グ
ル
ー
プ
を
対
象
と
し
て
、

認
知
課
題
中
に
エ
ラ
ー
を
し
た
と
き
の
脳
活
動

を
比
較
検
討
す
る
研
究
が
行
わ
れ
た
（
注
❸
）。

そ
の
結
果
、
固
定
的
自
己
感
を
身
に
つ
け
て
い

る
大
学
生
の
グ
ル
ー
プ
で
は
、
エ
ラ
ー
を
し
た

と
き
に
、
脳
活
動
の
変
化
が
認
め
ら
れ
な
か
っ

た
。
一
方
で
、
成
長
的
自
己
感
を
身
に
つ
け
て

い
る
大
学
生
の
グ
ル
ー
プ
で
は
、
エ
ラ
ー
を
し

た
と
き
に
、
そ
れ
に
気
づ
い
て
注
意
を
向
け
る

こ
と
に
関
わ
る
脳
活
動
が
高
ま
る
と
と
も
に
、

エ
ラ
ー
直
後
の
課
題
成
績
も
高
ま
る
こ
と
が
示

さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
結
果
は
、
自
分
の
能
力
は

向
上
す
る
と
い
う
心
構
え
を
身
に
つ
け
て
い
る

人
々
は
、
失
敗
や
問
題
に
直
面
し
た
際
に
、
そ

れ
に
気
づ
い
て
注
意
を
向
け
る
こ
と
で
学
び
の

プ
ロ
セ
ス
に
入
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
っ

て
成
長
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
、
自
分
の
能
力
は
変
化
す

る
と
い
う
心
構
え
を
身
に
つ
け
て
い
る
人
々
は
、

失
敗
や
問
題
に
直
面
し
た
際
に
、
そ
れ
に
注
意

を
向
け
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
中
学
時
代

に
数
学
の
宿
題
を
し
て
い
た
と
き
の
こ
と
を
思

い
出
し
て
み
て
ほ
し
い
。
お
そ
ら
く
、
何
度
も
、

解
け
な
い
問
題
に
直
面
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
は

ず
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
皆
さ
ん
は
ど
う
し
た

だ
ろ
う
か
。
固
定
的
自
己
感
を
身
に
つ
け
て
い

る
人
々
は
、
解
け
な
い
問
題
に
直
面
し
た
と
き

に
、
そ
こ
に
注
意
を
向
け
ず
、
次
の
問
題
へ
と

進
ん
で
し
ま
う
。
そ
う
す
る
と
い
つ
ま
で
た
っ

て
も
問
題
の
解
き
方
が
わ
か
ら
な
い
ま
ま
と
な

る
。
し
か
し
、
成
長
的
自
己
感
を
身
に
つ
け
て

い
る
人
々
は
、
解
け
な
い
問
題
に
直
面
し
た
と

き
に
、
そ
こ
に
注
意
を
向
け
、
そ
の
問
題
に
取

り
組
み
始
め
る
。
な
ぜ
な
ら
、
解
け
な
い
問
題

は
自
分
が
成
長
す
る
た
め
の
ま
た
と
な
い
機
会

で
あ
り
、
一
度
そ
の
問
題
を
解
け
る
方
法
を
身

に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
次
か
ら
同
様
の

問
題
に
直
面
し
た
際
に
、
簡
単
に
解
け
る
よ
う

に
な
る
と
と
も
に
、
よ
り
難
し
い
問
題
と
向
き

合
え
る
力
も
身
に
つ
い
て
い
く
こ
と
を
知
っ
て

い
る
た
め
で
あ
る
。
生
き
て
い
く
上
で
直
面
す

る
苦
も
同
様
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
苦
は
自

分
が
成
長
す
る
た
め
の
ま
た
と
な
い
機
会
で
あ

る
。
苦
に
直
面
し
た
際
に
、
苦
の
原
因
に
気
づ

き
、
そ
こ
に
注
意
を
向
け
て
、
原
因
を
取
り
除

く
た
め
の
智
慧
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
れ

ば
、
次
か
ら
同
様
の
苦
は
生
じ
な
く
な
る
し
、

さ
ら
に
大
き
な
苦
と
も
向
き
合
え
る
よ
う
に
な

る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
数
学
の
問
題
と

同
様
に
、
苦
の
問
題
に
関
し
て
も
、
学
び
の
プ

ロ
セ
ス
に
入
る
た
め
に
は
、
自
分
は
変
化
す
る

と
い
う
心
構
え
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
重
要
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
本
当
に
我
々

は
変
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
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現
代
の
〝
法
話
〞
と
し
て
の
科
学

　
仏
教
に
は
、
聞
・
思
・
修
、
す
な
わ
ち
、
人

か
ら
聞
い
て
得
ら
れ
た
智
慧
、
自
分
の
頭
で
考

え
て
得
ら
れ
た
智
慧
、
自
分
で
修
行
す
る
こ
と

を
通
じ
て
得
ら
れ
た
智
慧
と
い
う
三
つ
の
智
慧

が
あ
る
。
こ
の
中
で
も
、
三
つ
目
の
智
慧
が
、

苦
を
取
り
除
く
た
め
に
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と

い
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ど
ん
な
に
わ
か
り

や
す
い
マ
ラ
ソ
ン
健
康
法
の
解
説
書
が
あ
っ
た

と
し
て
も
、
そ
れ
を
読
ん
だ
り
、
そ
れ
を
基
に

知
的
な
理
解
を
し
た
り
し
た
だ
け
で
は
、
本
人

が
健
康
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
解
説
書
に

従
っ
て
、
実
際
に
継
続
的
に
走
る
こ
と
で
本
人

は
健
康
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
か
つ
て
、
今
よ
り
も
宗
教
が
信
じ
ら
れ
て
い

た
時
代
に
は
、
経
典
や
法
話
を
用
い
て
得
ら
れ

た
一
つ
目
や
二
つ
目
の
智
慧
が
、
自
分
で
修
行

を
し
て
三
つ
目
の
智
慧
を
身
に
つ
け
よ
う
と
す

る
た
め
の
動
機
づ
け
と
し
て
有
効
に
機
能
し
て

い
た
。
そ
れ
で
は
、
科
学
が
信
じ
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
現
代
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
21
世
紀

に
入
っ
て
か
ら
は
、
神
経
可
塑
性
の
研
究
だ
け

で
な
く
、
瞑
想
の
脳
研
究
が
飛
躍
的
に
進
み
、

瞑
想
が
身
心
の
健
康
に
効
果
を
及
ぼ
す
メ
カ
ニ

ズ
ム
や
、
瞑
想
そ
れ
自
体
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
も
解

明
さ
れ
始
め
て
い
る
（
注
❽
）。
こ
れ
ら
の
知
見

は
、
現
代
に
お
け
る
一
つ
目
や
二
つ
目
の
智
慧

と
同
じ
よ
う
な
機
能
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
の
知
見
も
、
継
続
的
な
訓

練
を
す
る
た
め
の
動
機
づ
け
や
、
さ
ら
に
は
、

現
代
に
生
き
る
人
々
の
心
構
え
を
変
え
る
き
っ

か
け
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
し

か
し
、
科
学
が
信
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
現

代
に
お
い
て
も
、
継
続
的
な
訓
練
を
通
じ
て
三

つ
目
の
智
慧
を
身
に
つ
け
る
こ
と
の
重
要
性
は

変
わ
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
方
法
と
し
て
、
仏

教
で
は
、
禅
や
瞑
想
が
勧
め
ら
れ
て
き
た
。
し

か
し
、
一
口
に
禅
や
瞑
想
と
い
っ
て
も
、
様
々

な
方
法
が
あ
る
。
興
味
が
あ
る
人
は
、
い
く
つ

か
の
方
法
を
実
際
に
試
し
な
が
ら
、
自
分
に
合

い
そ
う
な
方
法
を
選
ん
で
み
て
ほ
し
い
。
そ
の

方
法
を
、
日
々
心
を
こ
め
て
楽
し
み
な
が
ら
続

け
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
日
常
生

活
の
中
で
苦
が
少
し
ず
つ
減
っ
て
い
く
こ
と
が

実
感
で
き
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
自
分
に

合
っ
た
方
法
だ
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
ど
ん
な

に
小
さ
な
苦
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
減
っ
て
い

く
こ
と
を
実
感
で
き
れ
ば
、
そ
れ
は
、
学
び
の

プ
ロ
セ
ス
に
入
っ
て
い
く
た
め
の
と
て
も
大
切

な
一
歩
と
な
る
。

　
一
人
で
も
多
く
の
人
々
が
、
特
に
今
ま
さ
に

違
和
感
や
生
き
づ
ら
さ
を
感
じ
て
い
る
人
々
や

困
難
な
状
況
か
ら
抜
け
出
せ
ず
に
苦
し
ん
で
い

る
人
々
が
、
こ
の
と
て
も
大
切
な
一
歩
を
踏
み

出
し
、
智
慧
を
身
に
つ
け
な
が
ら
、
一
つ
ず
つ

苦
を
取
り
除
き
、
穏
や
か
な
気
持
ち
に
な
れ
る

こ
と
を
心
か
ら
願
っ
て
い
る
。

藤野正寛（ふじの・まさひろ）
1978年大阪府生まれ奈良育ち。神戸大学経営
学部卒業後、医療機器メーカーで7年間勤務。
10日間の瞑想リトリートの参加をきっかけに、
「働いている場合ではない」と気づき退社。現
在は、京都大学大学院教育学研究科博士課程
に所属するとともに、日本学術振興会特別研究
員として、瞑想の脳研究を進めている。

抜
き
差
し
な
ら
な
い
人
間
関
係
や
死
に
よ
っ
て

生
じ
る
苦
ま
で
、
様
々
な
苦
が
あ
る
。
中
に
は

避
け
る
こ
と
の
で
き
る
苦
も
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
全
て
の
人
々
の
人
生
の
最
後
に

は
ど
う
し
て
も
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
最

難
関
の
死
が
待
ち
構
え
て
い
る
。
四
つ
の
真
理

に
従
え
ば
、
死
か
ら
生
じ
る
苦
の
原
因
も
い
つ

か
は
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
自
分
は
変
化
す
る
と
い
う
心
構

え
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
と
い
っ

て
、
そ
の
よ
う
な
苦
と
も
す
ぐ
に
向
き
合
え
る

よ
う
に
な
る
訳
で
は
な
い
。
方
程
式
や
微
分
積

分
の
解
き
方
を
身
に
つ
け
て
い
な
い
の
に
数
学

の
難
問
が
解
け
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
、
様
々

な
苦
の
原
因
を
取
り
除
く
智
慧
を
身
に
つ
け
て

い
な
い
の
に
人
生
の
難
問
で
あ
る
死
か
ら
生
じ

る
苦
の
原
因
を
取
り
除
く
こ
と
な
ど
で
き
な
い
。

　
そ
の
よ
う
な
、
自
分
が
身
に
つ
け
て
い
る
智

慧
で
は
太
刀
打
ち
で
き
な
い
よ
う
な
苦
が
生
じ

た
と
き
に
さ
え
も
、
歯
を
食
い
し
ば
っ
て
向
き

合
い
、
そ
の
原
因
を
取
り
除
く
新
た
な
智
慧
を

身
に
つ
け
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
学
び
で
は
な

く
た
だ
の
苦
行
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
よ
う

な
と
き
に
は
い
っ
た
ん
苦
か
ら
逃
げ
出
す
こ
と

も
大
切
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ま
ず
は
、
自
分
が

身
に
つ
け
て
い
る
智
慧
で
向
き
合
う
こ
と
が
で

き
る
よ
う
な
苦
、
例
え
ば
、
痒
み
に
よ
っ
て
生

じ
る
よ
う
な
小
さ
な
苦
と
向
き
合
っ
て
、
そ
の

原
因
を
取
り
除
く
智
慧
を
身
に
つ
け
て
い
く
こ

と
か
ら
始
め
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
智
慧

を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
で
、
い
つ
か
は
、
抜

き
差
し
な
ら
な
い
人
間
関
係
や
死
か
ら
生
じ
る

苦
の
原
因
を
取
り
除
く
智
慧
ま
で
を
も
身
に
つ

け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

感
謝
の
ち
か
ら

　
そ
れ
で
は
、
自
分
が
身
に
つ
け
て
い
る
智
慧

で
は
、
向
き
合
う
こ
と
が
難
し
そ
う
な
苦
に
出

会
っ
た
と
き
は
、
逃
げ
出
す
こ
と
し
か
で
き
な

い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
、
も
し
、

そ
の
苦
の
状
況
を
作
り
出
し
た
相
手
や
対
象
に

感
謝
の
気
持
ち
を
向
け
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

そ
の
苦
も
学
び
の
場
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

以
前
、
泊
ま
り
が
け
の
瞑
想
リ
ト
リ
ー
ト
で
の

参
加
者
と
先
生
の
興
味
深
い
や
り
取
り
に
つ
い

て
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
参
加
者
が

先
生
に
、「
ド
ミ
ト
リ
ー
の
隣
の
ベ
ッ
ド
で
寝

て
い
る
他
の
参
加
者
の
い
び
き
が
う
る
さ
く
て
、

い
ら
い
ら
し
て
眠
れ
な
い
」
と
い
う
ク
レ
ー
ム

を
伝
え
に
い
っ
た
と
き
の
や
り
と
り
で
あ
る
。

参
加
者
と
し
て
は
、
別
の
部
屋
に
移
動
し
た

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
先
生
は
、「
次
に
い

び
き
が
聞
こ
え
て
き
た
ら
、
ま
ず
は
い
び
き
を

か
い
て
い
る
人
に
感
謝
を
し
て
、
そ
れ
か
ら
し

ば
ら
く
瞑
想
を
し
て
み
て
く
だ
さ
い
」
と
答
え

た
そ
う
で
あ
る
。
い
び
き
を
か
い
て
い
る
人
の

周
り
に
は
、
何
人
か
の
参
加
者
が
い
た
そ
う
で

あ
る
。
中
に
は
、
い
び
き
に
い
ら
い
ら
し
て
い

る
人
も
い
れ
ば
、
い
ら
い
ら
し
て
い
な
い
人
も

い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
い
ら

い
ら
の
根
本
的
な
原
因
は
、
い
び
き
を
か
い
て

い
る
人
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
い
ら
い
ら
し
て

い
る
人
の
中
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
原
因
が

自
分
の
中
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
れ
ば
、
あ
と
は

自
分
の
問
題
と
な
る
。
そ
の
問
題
に
注
意
を
向

け
て
、
瞑
想
に
よ
っ
て
苦
の
原
因
を
取
り
除
く

た
め
の
智
慧
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

苦
を
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
す
れ
ば
、

次
か
ら
同
じ
よ
う
な
状
況
に
直
面
し
て
も
い
ら

い
ら
が
生
じ
な
く
な
る
。
だ
か
ら
、
ま
ず
は
そ

の
苦
の
原
因
に
気
づ
か
せ
て
く
れ
た
い
び
き
を

か
い
て
い
る
人
に
感
謝
を
し
て
、
そ
の
感
謝
の

気
持
ち
と
と
も
に
し
ば
ら
く
瞑
想
を
し
ま
し
ょ

う
と
い
う
答
え
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

苦
を
避
け
ず
に
、

苦
と
向
き
合
い
、

苦
は
「
学
び
の
場
」
と

捉
え
て
み
る
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17
年
11
月
、
大
阪
マ
ラ
ソ
ン
の

ラ
ン
ナ
ー
た
ち
が
走
る
す
ぐ
側
で
、

「
修
行
体
験
ブ
ッ
ダ
ニ
ア
」
と
い

う
仏
教
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
た
。

フ
リ
ー
ス
タ
イ
ル
な
僧
侶
た
ち
と

朝
日
新
聞
社
の
ダ
ブ
ル
主
催
で
行

わ
れ
た
こ
の
イ
ベ
ン
ト
は
、
人
間

の
感
覚
や
意
識
を
つ
か
さ
ど
る
六

根
（
眼
・
耳
・
鼻
・
舌
・
身
・

意
）
が
テ
ー
マ
で
、
参
加
者
に
は

そ
れ
ぞ
れ
の
感
覚
器
官
に
応
じ
た

修
行
を
体
験
し
て
い
た
だ
い
た
。

　
一
番
人
気
は
「
眼
」
の
ミ
ナ
ミ

仏
さ
が
し
ツ
ア
ー
。
普
段
な
か
な

か
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
仏
さ
ま

を
拝
観
で
き
た
り
、
会
場
近
辺
の

地
名
の
由
来
を
学
ん
だ
り
、
僧
侶

だ
け
が
知
っ
て
い
る
隠
れ
ス
ポ
ッ

ト
を
訪
れ
た
り
。
日
本
の
歴
史
と

と
も
に
歩
ん
で
き
た
仏
教
。
そ
れ

を
た
ど
る
こ
と
で
当
時
の
日
本
人

の
宗
教
観
が
見
え
、
仏
教
が
日
常

の
中
に
溶
け
込
ん
で
い
る
こ
と
を

体
感
し
て
い
た
だ
け
た
だ
ろ
う
。

　

イ
ベ
ン
ト
で
は
、
僧
侶
と
参
加

者
に
よ
る
法
会
（
お
勤
め
）
も
行

っ
た
。
宗
派
の
違
い
、
性
別
の
違

い
、
年
齢
の
違
い
、
生
活
す
る
場

所
の
違
い…

…

。
こ
の
世
の
す
べ

て
に
は
「
違
い
」が
存
在
す
る
。

1
0
0
％
同
じ
人
な
ど
い
な
い
か

ら
、
お
釈
迦
さ
ま
は
そ
の
人
に
あ

っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
で
説
法
を
変
え

て
、
私
た
ち
を
悟
り
の
世
界
に
導

こ
う
と
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
だ
ろ

う
。〝
み
ん
な
同
じ
〞
で
は
な
く

〝
み
ん
な
違
う
〞
が
ス
タ
ー
ト
。

で
も
目
指
す
と
こ
ろ
は
同
じ
。
安

ら
か
な
世
界
。
そ
ん
な
こ
と
を
感

じ
て
い
た
だ
け
る
お
勤
め
だ
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

遠
い
世
界
の
こ
と
の
よ
う
に
感

じ
る
け
ど
、
日
常
と
は
切
っ
て
も

切
り
離
せ
な
い
「
修
行
」。
次
回

ブ
ッ
ダ
ニ
ア
で
も
体
験
を
通
じ
て
、

修
行
と
は
何
か
を
問
い
か
け
ま
す
。

ご
参
加
い
た
だ
い
た
皆
様
、
本
当

に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

修行体験ブッダニア
開催日：2017.11.26
会場：七宝山大福院 三津寺
参加者数：約200人

主催：
フリースタイルな僧侶たち、朝日新聞社

加賀俊裕
1986年大阪市生まれ。真言宗僧侶。
三津寺副住職。日々の喧騒から離れ
る「絵写経の会」や月釡（お茶会）
は若い人にも好評。趣味はカメラ。

文／加賀俊裕

イベントレポート
「修行体験ブッダニア」

　

日
本
に
は
、「
聖
山
」「
霊
山
」

と
呼
ば
れ
る
山
が
、
そ
こ
か
し
こ

に
あ
る
。
山
岳
信
仰
を
除
く
仏
教

の
宗
派
で
有
名
な
と
こ
ろ
で
い
え

ば
、
そ
の
本
山
が
あ
る
比
叡
山
や

高
野
山
な
ど
の
山
だ
ろ
う
か
。

　

私
が
高
校
生
の
と
き
、
修
学
旅

行
で
京
都
と
奈
良
に
行
っ
た
。
超

有
名
人
の
墓
参
り
を
し
た
い
と
い

う
理
由
だ
け
で
、
自
由
行
動
の
際

に
唯
一
訪
れ
た
場
所
は
、
坂
本
龍

馬
の
お
墓
だ
っ
た
。
お
墓
の
近
く

に
は
、
鷲
峰
山
・
高
台
寺
（
豊
臣

秀
吉
の
正
室
ね
ね
の
お
寺
）
や
、

新
選
組
か
ら
分
か
れ
た
御
陵
衛
士

が
駐
屯
し
た
叢
林
山
・
月
真
院

（
高
台
寺
塔
頭
）、
通
称
〝
八
坂
の

塔
〞
と
呼
ば
れ
る
五
重
塔
（
霊
応

山
・
法
観
禅
寺
）
な
ど
が
あ
る
が
、

歴
史
に
も
仏
教
に
も
そ
れ
ほ
ど
興

味
が
な
か
っ
た
高
2
の
私
は
、
完

全
に
ス
ル
ー
し
た
。

　

四
条
の
円
山
公
園
か
ら
南
、
音

羽
山
・
清
水
寺
に
至
る
ま
で
の
こ

の
一
帯
は
、
京
都
有
数
の
観
光
地

で
「
霊
山
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
お
墓
が
あ
る
か
ら
霊
の

山
と
い
う
の
で
は
な
い
。

　

平
安
時
代
初
期
に
天
台
宗
を
開

か
れ
た
伝
教
大
師
最
澄
が
、
お
経

に
出
て
く
る
山
に
あ
や
か
っ
て
、

京
都
東
山
の
こ
の
地
に
建
立
し
た

お
寺
に
霊
山
寺
と
名
づ
け
た
。
お

寺
は
後
に
時
宗
に
改
宗
し
、
霊
鷲

山
・
正
法
寺
と
改
ま
っ
た
と
伝
わ

る
が
、
霊
山
と
い
う
こ
の
地
名
は
、

こ
の
寺
号
と
山
号
が
由
来
ら
し
い
。

　

釈
尊
が
好
ん
で
滞
在
さ
れ
た
場

所
の
ひ
と
つ
に
、
山
頂
付
近
に
鷲

の
く
ち
ば
し
の
よ
う
な
岩
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
ギ
ッ
ジ
ャ
ク
ー
タ

（
ハ
ゲ
ワ
シ
頭
の
山
＝
音
訳
：
耆

闍
崛
山
＝
意
訳
：
霊
鷲
山
）
と
呼

ば
れ
た
山
が
あ
る
。
そ
れ
が
「
霊

山
」
と
い
う
地
名
の
も
と
も
と
の

由
来
だ
。
耆
闍
崛
山
（
霊
鷲
山
）

と
い
う
山
の
名
前
は
、
日
本
で
も

超
有
名
な
『
妙
法
蓮
華
経
』
や

『
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
』、『
仏
説

無
量
寿
経
』
と
い
う
お
経
に
、
釈

尊
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
場
所
と
し

て
出
て
く
る
。
日
本
の
僧
侶
界
に

お
い
て
、
そ
こ
は
ま
さ
に
甲
子
園

や
東
京
ビ
ッ
グ
サ
イ
ト
以
上
の
あ

こ
が
れ
の
聖
地
な
の
だ
。

　

と
こ
ろ
で
、
山
号
と
寺
号
は

〝
お
か
み
さ
ん
拭
き
掃
除
〞
と
か
、

〝
お
肉
屋
さ
ん
ソ
ー
セ
ー
ジ
〞
と

か
、
単
に
「
さ
ん
」
と
「
じ
」
が

つ
け
ば
い
い
っ
て
も
ん
じ
ゃ
な
い
。

お
寺
の
山
号
に
は
、
多
く
の
僧
侶

が
修
行
す
る
山
と
い
う
条
件
が
あ

る
よ
う
だ
。
吉
祥
山
・
永
平
寺
、

身
延
山
・
久
遠
寺…

…

。
か
な
り

し
っ
く
り
く
る
。

　

そ
れ
じ
ゃ
あ
、
僧
侶
が
修
行
す

る
場
所
で
も
な
く
、
さ
ら
に
街
の

中
に
あ
る
お
寺
に
は
山
号
が
な
い

っ
て
こ
と
？　

と
い
う
疑
問
が
起

こ
っ
て
く
る
。
実
際
は
、
あ
る
お

寺
も
な
い
お
寺
も
あ
る
。
と
い
う

の
も
、
中
国
・
唐
の
時
代
に
禅
が

盛
ん
に
な
っ
た
頃
か
ら
山
号
が
用

い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
日
本
で

は
、
そ
の
禅
宗
が
伝
わ
っ
た
鎌
倉

時
代
以
降
に
、
山
号
の
な
か
っ
た

平
地
の
お
寺
に
も
用
い
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
ら
し
い
。

　

そ
こ
で
、
街
中
に
お
寺
が
あ
る

知
り
合
い
の
浄
土
真
宗
の
僧
侶
に

山
号
の
有
無
を
尋
ね
て
み
た
。
す

る
と
「
平
安
時
代
末
期
に
、
西
行

法
師
が
こ
の
地
に
あ
っ
た
草
庵
で

一
夜
を
過
ご
さ
れ
、
泊
ま
ら
れ
た

そ
の
庵
に
名
前
が
な
い
の
を
知
っ

て
、
旅
の
す
み
か
の
庵
（
旅
栖

庵
）
と
名
づ
け
た
か
ら
、
山
号
は

『
旅
栖
山
』
と
い
う
ん
で
す
」
な

ん
て
説
明
を
さ
れ
た
。
西
行
法
師

が
来
た
か
ど
う
か
は
、
た
ぶ
ん
も

う
わ
か
ら
な
い
。
け
れ
ど
、
由
緒

は
か
っ
こ
い
い
と
思
っ
た
。
き
っ

と
、
説
明
し
き
れ
な
い
と
こ
ろ
も

お
寺
や
仏
教
の
奥
深
さ
の
ひ
と
つ

な
の
だ
ろ
う
。

　

昨
今
、
朱
印
だ
け
集
め
て
本
堂

に
お
参
り
す
ら
し
な
い
人
が
多
い

と
聞
く
。
本
堂
・
ご
本
尊
に
お
参

り
し
て
、
宗
派
や
由
緒
と
あ
わ
せ

て
山
号
も
気
に
し
て
み
て
ほ
し
い
。

山
号
か
ら
見
え
て
く
る
世
界
も
あ

る
の
だ
か
ら
。

インドのビハール州にある霊鷲山。聖なる鷲が生息していることから、こ
の名がつけられたとも。2500年前、麓のラージギルに住むマガダ国王の
ビンビサーラが釈尊の説法を聞くため作った石畳の道が今も残る。

お寺と「山」の意味深な関係

竹林真悟
1972年北海道生まれ。浄土真宗本願
寺派僧侶。滿誓寺副住職。お檀家参
りをしつつ、西本願寺の境内ガイド
「お西さんを知ろう」に従事。これまで
100カ寺以上に参拝。趣味はガンダム。

文・イラスト／竹林真悟

Vol.3

お寺でよくみかけるけれど
なんだろ“アレ”

ほ
う 

え

い

し
ん

ぜ
つ

び

に

げ
ん

こ
ん

ろ
っ

あ
ん

り
ょ
せ
い

さ
い
ぎ
ょ
う

く 

お
ん  

じ

み 

の
ぶ
さ
ん

む
り
ょ
う
じ
ゅ
き
ょ
う

ぶ
っ
せ
つ

は　
ら　
み
っ 

た
き
ょ
う

だ
い
は
ん
に
ゃ

り
ょ
う
じ
ゅ
せ
ん

し
ゃ
っ
く
せ
ん

ぎ わ
し

さ
ん
ご
う

じ 

ご
う

し
ょ
う
ぼ
う
じ

せ
ん

り
ょ
う
じ
ゅ

り
ょ
う
ぜ
ん
じ

り
ょ
う
ぜ
ん

わ  
さ
ん

お
と

た
っ
ち
ゅ
う

げ
っ
し
ん
い
ん

そ
う 

り
ん 

ざ
ん

ご
り
ょ
う  

え   

じ

じ
ゅ 

ぶ 

ざ
ん

れ
い
ざ
ん

せ
い
ざ
ん
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お
浄
土
に

行
く
の
か
な
？

お
経
も

あ
げ
る
よ
ね
？

い
き
も
の
と
同
じ
よ
う
に

人
工
物
と
も
別
れ
が
た
い

未
来
が
や
っ
て
く
る
の
か
な

そ
し
た
ら
ロ
ボ
坊
主
の
前
に

A
I
や
ロ
ボ
ッ
ト
の

お
葬
式
を
す
る

こ
と
に
な
る
ね

だ
け
ど
さ

ア
ト
ム
と
か

友
達
み
た
い
な

ロ
ボ
だ
っ
た
ら
ど
う

さ
す
が
に
ま
だ

ロ
ボ
坊
主
に
は

抵
抗
あ
る
け
ど

A
I
を
神
と
仰
ぐ
宗
教
が

で
き
た
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
も

聞
い
た

確
か…

…

手
塚
治
虫
の
『
火
の
鳥
』
に

似
た
よ
う
な
話
が
あ
っ
た

も
は
や

S
F
の
世
界
だ
ね

ネ
ッ
ト
で
話
題
の

ペ
ッ
パ
ー
導
師
は

い
な
か
っ
た
ね

さ
ら
に

宇
宙
葬
な
る
も
の
ま
で

あ
っ
た

び
っ
く
り
す
る
く
ら
い

大
き
な
霊
柩
車
や

カ
ラ
フ
ル
な
棺
桶

宝
石
箱
み
た
い
な

納
骨
堂 

近
年
市
場
が

大
き
く
拡
大
し
て
い
る

葬
儀
・
埋
葬
・
供
養
等
に

関
す
る
産
業
の
見
本
市

エ
ン
デ
ィ
ン
グ
産
業
展

職
場（
お
寺
）
の

研
修
旅
行
で

エ
ン
デ
ィ
ン
グ
産
業
展
に

行
っ
た

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：15：00～17：30
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

3月11日（日）
大阪・七宝山大福院 三津寺

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？ 

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：龍岸寺＝京都府京都市下京区八条坊門町 564

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・三哲山 龍岸寺
　　　　　　 大阪・七宝山大福院 三津寺
3月4日（日） 
4月30日（月） 

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
フリスタ主催のイベント

しょうみょう
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お問い合わせ先

info@freemonk.net

フリースタイルな僧侶たちに
掲載する広告を募集しております

媒体情報 _ A4判変形16頁、フルカラー、季刊

発行部数 _ 14,000部（2018年2月現在）

設置箇所 _寺院、大学、書店、店舗など

京・下京区木屋町通松原上ル美濃屋町173-1
電話 （075）361-4535　　https://r.gnavi.co.jp/k024400/

京・東山区祇園町南側555
アパホテル京都祇園1F　　電話 （075）533-6088

築90年の京町家で本格タイ料理

・

・

・

弊誌を毎号お送りいたします。（年間4回予定）

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。

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　若林唯人

〔協賛年会費〕　個人5,000円　法人30,000円

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差し上げます。
http://www.freemonk.net/contact/support

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。
tel. 050-5583-4330　 info@freemonk.net

■ サポーター特典 ■ 会費振込先

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だし、有名な寺院以外のお寺はなんか入りにくい。

僧侶として、この現況を申し訳ないと思うし、もったいないこととも思います。

「人生は苦なり」と説く仏教。ネガティブなようだけど、深い悩みの最中にあるときには、その通りだと身に沁みます。

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。

仏教を身近に、日常に。そして、あなたの生きる力に。この願いをベースに僧侶と一般のスタッフがチームになって、

仏教の本質は変えずに現代に翻訳し、型にとらわれずに仏教を発信する活動。それがフリースタイルな僧侶たちです。

フリーマガジンの発行とイベントの実施の二つを軸に活動しており、敷居は低く、中身は深く、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。志を同じくする僧侶はもちろん、仏教に真摯に向き合って

くださるボランティアスタッフもお待ちしています。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。

＊弊誌設置にご協力いただける箇所も募集しております

フリースタイルな僧侶たちを
応援してくださるサポーターを募集しています。

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）

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……一般社団法人日本石材産
業協会（千代田区）／遠藤新兵衛商店（京都市
下京区）／学校法人鎮西学園（熊本市中央区）
／株式会社アールアンドダブリュー（京都市中
京区）／株式会社アンカレッジ（港区）／株式会
社カウントワン（京都市中京区）／株式会社京
美仏像（京都市北区）／株式会社薫寿堂（神戸
市）／株式会社作島（京都市下京区）／株式会
社Flucle（大阪市都島区）／京都坊主BAR（京
都市中京区）／京念珠ぜにや（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）／豊田愛山堂（京都市
東山区）／浜屋株式会社（姫路市）／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 本誌発行にあたり、ご支援いただいた皆さまに厚く御礼を申し上げます

　今号の特集記事を寄稿してくださった藤野正寛さん。
写真の撮影に伺った際に、改めて、その意外な経歴につ
いてお話をお聞きした。医療機器メーカーという「健
康」に関わる会社に勤められていた藤野さんは、そこで
働く自分自身が「健康だったら」と思いながら、そうは
なれていない現実があったという。「不健康」とは言わ
ないまでも、日々ストレスがたまっていることを実感し
ていた。そんなときに10日間コースの瞑想に参加し、
「それが良かった」、「ストレスを取り除けることを実感
したんですよ」-ところが、その感想を同僚や友人、
家族に伝えると、随分と「怪しまれた」とのこと。
　近年は、Google をはじめ世界の名だたる企業が、
「リーダーシップや集中力を高める効果もある」とのこ
とから、「マインドフルネス」という瞑想法を社内研修
にも取り入れるなど、瞑想・マインドフルネスは社会的
に注目を集めてきている。
　このマインドフルネスという言葉が日本で定着し始め
たのは2014～15年。藤野さんが瞑想のコースに参加し
たのは2010年のこと。当時は、瞑想に対する世の中の偏
見が、まだまだ強かったという。

「向き・不向きもあるので、すべての人が瞑想をする必
要はないと思うし、押しつけるつもりもないんですけ
ど、中には瞑想をして楽になる人はいるはずで、そうい
う人が偏見のために瞑想にアクセスできないのはもった
いない。今の人は科学を信頼しているし、科学的に説明
できたらと思ったんですよね。科学は日々仮説が覆され
る世界とはいえ、科学で提示すれば、そんなに悪いもの
ではないんだと思って、始めてもらえるかもしれない。
それで、働いてる場合じゃないなと思って、大学に入り
直しました」
　それにしても、仕事を辞め、大学に入り直したこと、
さらに研究を続けられているのは、すごいことだなと思
う。「自分自身が楽になるからという思いも、もちろん
ある」とのことだが、特集記事の最後の段落に書かれて
いた通り、藤野さんの利他の心が藤野さん自身を後押し
してきたのだろう。
　末筆ながら、改めて、藤野さんをはじめ、今号の発行
のためにご尽力くださったすべての方に、心より感謝申
し上げます。ありがとうございました。

フリースタイルな僧侶たち代表　若林唯人
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Twitter配信 4コママンガ
『ツイ4』（@twi_yon）にて毎日連載中!!

http://sai-zen-sen.jp/comics/twi4/buddhacafe/

何をやってもダメダメな女子大生ルリがたどり着いたのは、
イケメン坊主たちが働く“寺カフェ”だった !!
真面目すぎる店長の隆光（りゅうこう・臨済宗僧侶）
チャラ男の彩蓮（さいれん・浄土真宗僧侶）
ミステリアスな春海（しゅんかい・真言宗僧侶）
悟れそうで悟れない、煩悩系ほっこり仏教コメディ!!

星海社COMICS　定価640円＋税
ISBN978-4-06-510403-3

小林ロク

ぶっカフェ！（1）
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