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スリランカから晋山式を祝い100本近くの仏旗が贈られて、全山が荘厳された

師
匠「
散
木
と
な
っ
て
眞ま

こ
と

を
承
り
、 

命
を
生
か
し
輝
か
す
者
と
な
れ
」

藤
木
　
前
回
の
お
話
で
は
、
在
家
出
身
の
野
原
さ
ん

が
永
平
寺
の
紹
介
で
福
井
県
大
野
市
の
宝
慶
寺
に
行

か
れ
、
田
中
（
真
海
）
老
師
の
下
で
出
家
得
度
を
な
さ

っ
た
と
い
う
事
で
す
が
、
出
家
な
さ
る
ま
で
は
ど
れ

ぐ
ら
い
の
期
間
が
あ
り
ま
し
た
か
。

野
原
　
四
カ
月
で
す
。
得
度
し
て
、
散
木
眞
承
（
さ

ん
ぼ
く 

し
ん
じ
ょ
う
）
と
い
う
名
前
を
頂
き
ま
し
た
。

中
国
の
思
想
書
「
荘そ
う

子じ

」
内な
い

篇へ
ん

・
人じ
ん

間か
ん

世せ
い

篇へ
ん

に
「
無
用

の
用
」
を
説
く
説
話
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
か
ら
命
名

さ
れ
、
師
匠
が
そ
れ
を
説
い
て
下
さ
い
ま
し
た
。『
あ

る
時
、
優
れ
た
大
工
の
棟
梁
が
、
弟
子
達
を
つ
れ
て

木
材
を
求
め
て
山
へ
入
り
ま
す
。
す
る
と
素
晴
ら
し

い
大
木
が
目
の
前
に
聳そ

び

え
立
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の

大
木
は
枝
で
さ
え
、
大
き
な
船
の
材
料
に
な
り
そ
う

な
も
の
が
何
十
本
も
あ
り
、
そ
の
木
に
登
れ
ば
山
の

景
色
が
見
渡
せ
る
と
思
わ
れ
る
程
の
立
派
な
大
木
で

す
。
弟
子
達
は
み
な
喜
び
胸
躍
ら
せ
、
大
木
の
周
り

に
集
ま
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
棟
梁
は
、
そ
の
大
木

に
は
目
も
く
れ
ず
、
ス
タ
ス
タ
と
山
奥
へ
行
っ
て
し

ま
い
ま
す
。
慌
て
て
弟
子
達
が
「
お
師
匠
様
、
こ
ん

な
素
晴
ら
し
い
大
木
は
見
た
事
も
あ
り
ま
せ
ん
、
な

ぜ
先
生
は
見
向
き
も
な
さ
ら
な
い
の
で
す
か
？
」
と

聞
く
と
、「
あ
り
ゃ
散
木
、
無
用
の
大
木
だ
。
船
を

作
れ
ば
沈
み
、
棺か
ん

桶お
け

に
す
れ
ば
す
ぐ
腐
る
、
道
具
に

も
出
来
な
い
し
、
門
や
戸
に
す
れ
ば
脂
が
出
て
、
柱

に
す
れ
ば
す
ぐ
虫
が
つ
く
。
全
く
何
の
使
い
道
も
な

い
無
用
の
大
木
だ
か
ら
、
こ
ん
な
に
長
生
き
出
来
た

の
だ
。
人
の
役
に
立
つ
木
な
ら
も
う
と
っ
く
の
昔
に

切
ら
れ
て
い
た
よ
。」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、

だ
か
ら
こ
そ
山
の
動
植
物
の
生
態
系
、
大
自
然
を
護

る
樹
齢
千
年
を
遥
か
に
超
え
る
程
の
神
木
と
な
れ
た

の
だ
…
。』
と
い
う
話
し
で
す
。
そ
こ
で
師
匠
が
私

に
「
よ
い
か
、
出
家
し
て
最
初
か
ら
気
の
利
い
た
様

な
事
を
し
よ
う
と
し
て
、
人
様
の

目
先
の
欲
を
満
た
し
て
喜
ぶ
様
な

小
賢
し
い
事
は
す
る
な
。
ま
ず
最

低
五
年
や
十
年
は
、
只
、
黙
っ
て

只ひ
た
す
ら管
に
坐
禅
す
る
こ
と
だ
。
真
理

の
法
を
体
得
せ
ず
し
て
、
人
（
自

他
）
の
命
を
生
か
し
輝
か
せ
る
事

は
出
来
な
い
ぞ
」
と
仰
い
ま
し
た
。

　
こ
の
時
、
最
初
に
真
正
面
か
ら

ガ
ツ
ン
と
「
だ
か
ら
散
木
に
な
っ

て
眞
を
承
る
ま
で
黙
っ
て
坐
れ
」

と
御
示
し
頂
き
、
本
当
に
そ
の
通

り
だ
と
心
服
で
き
た
の
で
、
も
う

こ
こ
で
一
生
修
行
さ
せ
て
頂
こ
う
。

そ
し
て
「
何
処
か
へ
行
か
せ
て
欲

し
い
」
だ
の
、「
実
家
へ
帰
ら
せ
て
欲
し
い
」
等
と
は

一
切
お
願
い
し
な
い
で
、
佛ぶ

つ

縁え
ん

に
全
て
御
任
せ
し
て

坐
禅
修
行
に
専
念
さ
せ
て
頂
こ
う
と
誓
い
ま
し
た
。

外
出
願
い
は
結
局
一
度
も
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か

し
、
宝
慶
寺
以
外
で
も
静
岡
の
旭
ぎ
ょ
く

傳で
ん

院い
ん

、
島
根
の
観

音
寺
、
東
京
の
青
松
寺
、
ア
メ
リ
カ
のShao Shan 

Tem
ple

、
そ
し
て
大
本
山
永
平
寺
等
に
御
法
縁
を

頂
き
、
老
師
、
法
友
方
に
御
指
導
頂
き
ま
し
た
。
ま

た
八
年
目
の
あ
る
時
、
呼
ば
れ
て
師
匠
の
お
部
屋
に

伺
う
と
「
山
寺
の
修
行
だ
け
で
は
学
べ
な
い
事
も
あ

る
、
そ
れ
に
、
人
様
に
法
を
お
伝
え
す
る
時
に
は
、

知
識
が
必
ず
役
に
立
つ
、
来
年
か
ら
大
学
へ
行
っ
て

仏
教
学
を
勉
強
し
て
来

い
」
と
、
突
然
、
駒
澤

大
学
を
師
匠
の
一
言
で

受
験
し
、
平
成
十
九
年

か
ら
四
年
間
、
大
学
で

仏
教
を
学
ば
せ
て
頂
き

ま
し
た
。
ま
た
こ
の
間
、

本も
と

山や
ま

博ひ
ろ
し

先
生
に
親
し

く
チ
ャ
ク
ラ
の
意
義
や

呼
吸
法
、
瞑
想
を
直
接

御
指
導
頂
く
勝
し
ょ
う

縁え
ん

も
賜

り
ま
し
た
。
只
只
、
佛

縁
に
随
し
た
が

っ
た
事
で
、
計

ら
ず
と
も
躍
動
あ
る
因

縁
の
働
き
の
中
に
生
か

のはら しんじょう
昭和44年、岐阜県生まれ。昭和63年ト
ヨタ自動車入社。平成7年カンボジア地
雷撤去活動に従事。イスラエル等中東諸
国巡礼を経て、平成11年4月8日福井
県宝慶寺五十五世 田中真海老師に得度。
駒澤大学仏教学部禅学科卒業。

龍
雲
寺・

野
原
眞
承
師
に
聞
く

聞
き
手 

藤
木
隆
宣

お
参
り
さ
れ
た
人
達
が
、

自
然
に
安
心
で
き
る
お
寺
へ

人様の目先の欲を満たして喜ぶ様な
小賢しい事はするな
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法堂天井にある狩野法眼惟信の筆による
「八方睨みの一疋大龍」

左からスリランカ、台湾、日本、ポーランドの僧侶、国や宗教宗派を超
えて世界平和を共に祈る

矛
盾
、
執
着
を
解
決
せ
ず
し
て
「
真
の
安
心
」
は
な
い
。

こ
れ
が
今
の
実
感
で
す
。
故
に
、
ど
う
し
て
も
坐
禅

せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
。

仮
に
い
く
ら
不
平
等
だ
と
か
理
不
尽
だ
と
「
私
が
」

感
じ
る
御
縁
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
「
瞬
間
」
を
、
宇

宙
の
中
心
で
あ
り
宇
宙
そ
の
も
の
だ
と
捉
え
る
深
い

視
点
で
、
賢
者
が
観
察
さ
れ
た
な
ら
、
き
っ
と
「
道ど
う

本も
と

圓え
ん

通づ
う（

万
事
は
本も
と

々も
と

圓え
ん

満ま
ん

な
る
道
の
働
き
の
現
れ
）
に
て
、

特
に
異
常
な
し
」
と
答
え
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん

（
笑
）。
今
こ
う
し
て
無
事
に
会
話
す
る
「
瞬
間
」
が

成
り
立
つ
様
に
、
何
か
の
大
事
件
が
生
じ
た
そ
の

「
瞬
間
」
も
、
も
っ
と
深
い
意
識
で
観
察
す
る
事
が

出
来
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
皆
等
価
で
し
か
な
く
、
極
論

で
す
が
そ
れ
が
私
の
死
の
「
瞬
間
」
で
あ
っ
て
も

「
異
常
な
し
」
と
、
私
達
は
誰
も
が
皆
等
し
く
目
覚

め
る
事
が
出
来
得
る
と
、
坐
る
事
で
感
じ
る
様
に
な

っ
て
き
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
左
右
す
る
の

が
執
着
だ
と
気
付
い
た
わ
け
で
す
。

　
こ
れ
は
戦
争
、
災
害
や
差
別
が
そ
の
ま
ま
で
良
い

等
と
言
っ
て
い
る
訳
で
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

れ
ら
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
働
き
、
法
則
や
力
に
ま

ず
心
を
向
け
、
理
解
せ
ず
し
て
一
体
ど
う
や
っ
て
そ

の
影
響
下
に
あ
る
人
（
自
他
）
の
心
に
働
き
か
け
、
こ

の
世
界
の
現
実
に
か
か
わ
り
、
真
に
苦
楽
生
死
を
明

ら
め
る
の
か
を
最
初
に
問
う
必
要
が
あ
る
と
思
う
の

で
す
。
そ
れ
を
自
覚
す
る
と
、
自
然
に
祈
ら
ず
に
は

お
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
こ
の
身
心
も
ま
た
、
そ
れ
ら

の
ほ
ん
の
一
部
の
働
き
で
し
か
な
い
か
ら
で
す
。
そ

し
て
、
御
縁
の
中
で
最
善
を
尽
く
し
て
い
く
。
そ
ん

な
人
達
は
如
何
な
る
状
況
下
に
あ
っ
て
も
全
体
を
支

え
る
働
き
に
自
分
の
心
身
を
調
和
さ
せ
よ
う
と
自
然

に
努
力
し
ま
す
。
こ
の
大
い
な
る
宇
宙
を
運
行
す
る

働
き
と
一
体
と
な
っ
て
働
け
る
事
こ
そ
智ち

慧え

の
発
現

で
あ
り
、
而し
か

も
執
着
を
離
れ
た
言
動
と
な
る
と
感
じ

る
為
で
す
。
執
着
を
離
れ
る
と
は
決
し
て
白
け
た
消

極
性
の
中
で
生
き
て
い
く
の
で
は
な
く
、
積
極
的
実

践
の
中
で
こ
そ
実
現
さ
れ
、
そ
の
実
践
行
の
根
本
が

祈
り
や
坐
禅
だ
と
感
じ
る
の
で
す
。

　
釈
尊
は
「
ま
ず
己
の
執
着
を
去
れ
」
と
説
か
れ
ま

し
た
。
他
者
の
幸
せ
や
世
界
平
和
を
祈
る
事
は
、
執

着
を
離
れ
る
力
、
光
明
と
な
っ
て
自
他
を
照
ら
し
支

え
ま
す
。
宗
教
宗
派
、
国
や
人
種
、
老
若
男
女
を
問

わ
ず
、
機
会
有
る
毎
に
お
祈
り
を
お
薦
め
し
、
一
緒

に
祈
ら
せ
て
頂
く
事
は
、
自
分
の
天
命
で
あ
る
と
感

じ
て
い
ま
す
。

さ
れ
る
不
思
議
を
実
感
し
ま
し
た
。

　
師
匠
は
本
当
に
情
熱
を
以
て
い

つ
も
真
剣
に
御
指
導
下
さ
い
ま
し

た
。
特
に
私
に
対
し
て
は
格
別
親

切
で
…
（
笑
）　
坐
る
場
所
も
師

匠
の
す
ぐ
目
の
前
に
坐
る
よ
う
い

つ
も
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
も
し
坐

禅
中
寝
て
い
る
様
な
こ
と
が
あ
っ

た
ら
、
山
の
猪
や
熊
達
も
逃
げ
て

い
き
そ
う
な
気
迫
で
「
お
い
貴
様

っ
！
　
日
頃
偉
そ
う
な
こ
と
を
言

っ
て
何
だ
そ
の
ザ
マ
は
〜
っ
、
佛ぶ
っ

祖そ

方
に
失
礼
だ
、
恥
を
知
れ
、
し

っ
か
り
坐
れ
〜
っ
！
」
と
本
気
で

叱
り
一
緒
に
坐
っ
て
下
さ
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
真

剣
な
慈
悲
心
で
育
て
頂
い
た
事
に
心
か
ら
感
謝
し
て

い
ま
す
。

自
己
へ
の
執し

ゅ
う

着ち
ゃ
く

を
離
れ
る
た
め
に

藤
木
　
そ
う
し
ま
す
と
、
支
援
活
動
で
カ
ン
ボ
ジ
ア

に
お
出
掛
け
に
な
り
、
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
に
触
れ
て

一
年
半
イ
ス
ラ
エ
ル
で
お
過
ご
し
に
な
っ
た
後
に
、

今
、
禅
宗
の
僧
侶
に
な
ら
れ
た
と
い
う
事
に
つ
い
て

は
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
納
得
な
さ
っ
て
お
ら
れ
ま
す

か
。

野
原
　
神
仏
の
御
加
護
、
恩
師
、
法
友
全
て
の
御
縁

に
御
導
き
頂
い
た
今
に
、

只
只
、
感
謝
で
す
。
そ

の
時
そ
の
時
一
生
懸
命

に
道
を
求
め
た
結
果
で
、

他
に
は
何
も
ご
ざ
い
ま

せ
ん
。
今
ま
で
、
自
分

自
身
が
義ぎ

憤ふ
ん

の
つ
も
り

で
「
こ
れ
は
不
平
等
だ
、

理
不
尽
だ
」
と
そ
の
時

の
状
況
を
一
生
懸
命
改

善
し
よ
う
と
し
て
き
ま

し
た
が
、
自
分
の
内
面

に
あ
る
不
平
等
さ
や
偏

見
が
未
解
決
な
ま
ま
だ

と
、
結
局
、
自
分
や
他
人
に
対
し
て
ど
う
し
て
も
排

他
的
感
情
を
向
け
て
解
決
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ

れ
で
も
、
本
当
に
他
者
の
為
、
平
和
の
為
に
未
熟
な

り
に
一
生
懸
命
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
多
く
の
御
縁
を
頂

き
支
え
て
頂
け
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
執
着
の
深
さ

に
気
付
か
ぬ
ま
ま
感
情
的
善
悪
観
念
で
、
い
く
ら
外

の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
し
て
も
、
執
着
の
残
る
分

だ
け
歪い
び
つ
な
平
等
や
綺
麗
事
、
気
休
め
の
安
心
に
言
動

が
終
始
す
る
と
い
う
矛
盾
、
こ
れ
は
現
在
進
行
形
で

す
が
、
こ
の
矛
盾
の
壁
に
ぶ
ち
当
た
る
の
も
貴
重
な

学
び
で
す
。
本
気
で
な
い
と
「
い
や
〜
、
こ
れ
が
あ

り
の
ま
ま
で
…
（
笑
）」
と
、
巧
妙
に
誤
魔
化
し
て
己

に
内
在
す
る
矛
盾
を
観
る
事
か
ら
逃
げ
ま
す
。
こ
の

　矛盾、執着を解決せずして
「真の安心」はない
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スリランカ仏教寺院で長年修行されたスニータ長老比丘との修行問答

青松寺より晋山を祝し掛け軸が贈られる「転
法輪」北野 元峰禅師書

の
身
体
や
言
葉
や
思
考
で
は
な
い
」
と
直
観
し
、
謙

虚
な
無
力
感
か
ら
縁
（
形
）
を
介
し
乍な
が

ら
、
よ
り
深

い
内
奥
の
形
無
き
本
質
（
真
理
）
を
求
め
続
け
ま
す
。

次
第
に
黙も
く

し
、
言
葉
の
奥
の
思
考
「
何
か
思
う
」
等

の
思
考
以
前
に
、
そ
も
そ
も
そ
の
思
考
の
発
生
源
と

な
り
只
、
一
切
を
調
和
し
運
行
し
続
け
る
陰
陽
の
働

き
を
観
る
。
そ
し
て
そ
の
働
き
を
只
、
観
続
け
る
働

き
無
き
場
所
「
源
」
に
帰
す
る
そ
れ
が
「
只し

管か
ん

打た

坐ざ

」

と
今
は
観
じ
て
精
進
し
て
お
り
ま
す
。
行
や
安
心
の

深し
ん

浅せ
ん

は
自
ず
と
人
格
に
露
呈
し
ま
す
。「
生
き
る
程
、

楽
に
な
る
道
」
な
れ
ば
こ
そ
佛
道
。
安
楽
の
法
門
と

言
え
ま
す
。
宝
慶
寺
開
山
堂
の
玉
座
に
は
右
に
太
陽
、

左
に
月
が
示
さ
れ
、
そ
の
中
央
に
寂
じ
ゃ
く

圓え
ん

禅
師
が
鎮
座

さ
れ
て
い
ま
す
。

世
界
平
和
を
祈
り 

「
至し

聖せ
い

な
る
静
寂
」の
実
践
に
徹
す
る

藤
木
　
有
難
う
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
お
寺
が

社
会
に
貢
献
で
き
る
事
と
し
て
、
ど
う
い
う
事
が
あ

る
と
思
わ
れ
ま
す
か
。

野
原
　
あ
ま
り
形
に
拘
ら
ず
御
縁
に
随
い
た
い
と
思

い
ま
す
。
こ
こ
龍
雲
寺
に
は
「
平
和
の
鐘
」
が
あ
り

ま
す
。
も
と
は
浜
田
市
港
町
に
あ
っ
た
の
で
す
が
、

昭
和
二
十
七
年
に
戦
没
者
の
慰
霊
と
世
界
平
和
を
祈

念
し
、
当
時
の
浄
土
真
宗
の
御ご

門も
ん

主し
ゅ

様
と
宗
し
ゅ
う

門も
ん

管か
ん

長ち
ょ
う

猊げ
い

下か

の
御
二
方
が
「
南な

無む

阿あ

弥み

陀だ

佛ぶ
つ

」「
南な

無む

釋し
ゃ

迦か

牟む

尼に

佛ぶ
つ

」「
南な

無む

観か
ん

世ぜ

音お
ん

菩ぼ

薩さ
つ

」
と
御ご

染せ
ん

筆ぴ
つ

頂
き
、

大
法
要
を
修
し
て
宗
派
を
超
え
て
建
立
さ
れ
た
貴
重

な
鐘
で
す
。
し
か
し
近
年
、
関
係
者
の
高
齢
化
に
加

え
、
何
も
な
い
山
の
上
と
い
う
事
情
も
あ
り
管
理
が

行
き
届
か
ず
、
気
楽
に
お
参
り
す
る
事
が
難
し
く
な

り
ま
し
た
。

　
そ
こ
で
、
誰
も
が
い
つ
で
も
お
参
り
出
来
る
場
所

へ
移
せ
な
い
も
の
か
と
、
私
を
龍
雲
寺
へ
御
導
き
頂

き
常
に
御
支
え
下
さ
る
恩
師
、
観
音
寺
花は
な
よ
し吉 

道ど
う
き
ゅ
う

久

老
師
を
通
し
て
遺
族
代
表
の
方
の
願
い
を
伺
い
、
移

坐
禅「
安
楽
の
法
門
」─
─ 

「
生
き
る
程
、
楽
に
な
る
道
」 

そ
れ
こ
そ
が
正し

ょ
う

傳で
ん

の
佛
道

藤
木
　
な
る
ほ
ど
。
野
原
さ
ん
は
先
頃
こ
こ
龍
雲
寺

で
晋し
ん

山ざ
ん

結け
っ

制せ
い

さ
れ
た
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
か
ら
世
の

中
に
ど
う
い
う
こ
と
を
伝
え
て
い
き
た
い
と
お
考
え

で
し
ょ
う
か
。

野
原
　
佛ほ
と
け

が
「
一
切
は
苦
で
あ
る
」
と
説
か
れ
た
れ

ば
こ
そ
「
生
き
る
程
楽
に
な
る
佛
の
道
」
を
説
く
意

義
が
あ
る
。
そ
れ
を
祈
り
と
坐
禅
の
実
践
を
通
し
て

お
伝
え
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

道
元
禅
師
様
は
『
学が
く

道ど
う

用よ
う

心じ
ん

集し
ゅ
う』
の
中
で
、『
私
達
の

操そ
う

行ぎ
ょ
うの
心
、
つ
ま
り
思
考
や
言
動
す
る
心
の
働
き
と
、

大
宇
宙
を
運
行
す
る
根
源
の
働
き
「
道
」
と
が
符
合

し
な
い
と
、
ど
ん
な
人
で
も
苦
し
み
、
不
安
が
生
じ

て
安
心
で
き
な
い
も
の
だ
』
と
仰
い
ま
す
。
そ
れ
が

合
致
し
な
い
限
り
、
い
く
ら
経
済
的
に
裕
福
で
立
派

そ
う
に
見
え
て
世
間
で
評
価
さ
れ
た
人
で
も
、
た
と

え
有
名
な
宗
教
家
で
も
、
迷
い
や
苦
し
み
が
続
く
の

だ
と
。
そ
し
て
、
操
行
の
心
と
「
道
」
と
が
合
致
し

な
い
の
は
「
我が

見け
ん

や
名
み
ょ
う

利り

等
の
執
着
が
故ゆ
え

也な
り

」
と
仰

る
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
素
直
に
「
そ
う
か
」
と
気
付

け
た
時
、
誰
も
が
平
等
に
救
い
の
「
道
」
の
中
で

「
元
々
生
か
さ
れ
て
い
た
」
と
自
覚
で
き
る
と
思
う

の
で
す
。

　
そ
し
て
、
謙
虚
に
そ
れ
を
直
観
で
き
る
人
は
、
あ

る
時
、
実
は
全
く
同
じ
根
源
な
る
「
道
」
の
働
き
に

依
っ
て
、
地
獄
の
苦
し
み
や
天
界
の
喜
び
を
自
ら
の

心
が
作
り
感
じ
て
い
た
、
と
「
ハ
ッ
」
と
気
づ
か
さ

れ
ま
す
。
そ
の
瞬
間
、
生
ま
れ
変
わ
れ
る
。
生
き
方

が
必
然
的
に
変
わ
る
の
で
す
。
言
葉
や
思
考
、
身
体

に
使
わ
れ
る
在
り
方
を
離
れ
る
可
能
性
に
気
付
き
ま

す
。
た
だ
気
付
け
て
も
、
既
に
悪
習
と
化
し
た
癖
が

変
わ
る
訳
で
は
な
い
為
、
実
践
が
不
可
欠
で
す
。
こ

れ
は
観
念
で
は
な
く
、
祈
り
や
坐
禅
等
で
自
己
の
感

情
想
念
の
働
き
を
離
れ
て
観
る
実
践
の
中
で
、
当
人

が
体
得
す
る
他
に
術す
べ

は
な
い
か
ら
で
す
。

し
か
し
、
お
互
い
の
境
遇
が
違
っ
て
も
、
縁
に
依
っ

て
伝
わ
り
共
感
で
き
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、

同
じ
働
き
に
生
か
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
い
ず
れ

に
せ
よ
、
こ
の
世
の
形
の
世
界
で
全
体
の
為
に
「
少

し
で
も
お
役
に
立
て
ま
す
よ
う
に
」
と
謙
虚
に
自
己

の
思
考
や
言
動
を
働
か
せ
た
い
と
祈
り
、
一
生
懸
命

に
努
力
す
る
人
は
、
自
然
と
自
己
の
枠
の
限
界
を
自

覚
し
て
、
何
と
な
く
「
真
実
の
自
己
の
本
体
は
、
こ

その瞬間、生まれ変われる
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が
様
迦
釈
お

霊
鷲
山ん
せ

説
で

な
名
有
う
い
と
た
れ
か『

法
華け

経

六
十
第
の
中
の』

「
寿
量
品ん
ほ

句
四
の
尾
末
の」

の
偈げ

毎い
ま

自じ

作さ

是ぜ

念ん
ね

　

以い

何が

令
衆
生

得く
と

入
無む

上
道う

ど

　

速く
そ

成
就
仏
身ん

し

り
よ」
六
十
第
品
量
寿
来
如
経
華
蓮
法
妙
「

毎
日
書
道

ご家族のみなさまの応募をお待ちしております

榮
秀
橋
高

作品
募集
お手本を参考にして、作品を半紙（横向、お名前は左側）に書いてご応募ください。（無料）
ご応募の中から優秀な作品を選び、年に 1度誌上で発表し、記念品を贈呈します。
住所、氏名、電話番号を明記して作品をどしどしお寄せください。
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島根県浜田市にある海藏山 龍雲寺の御本尊 釈迦牟尼佛

写真：キリタスタジオ

立
建
設

て
せ
さ

頂

た
し
ま
き

た
ま

の

」
鐘

と
共
に

国
の

語
言

で

和
平
界
世

を
祈
る

和
平
「

の

」
塔

も

立
建

し

は
で

外
内
国

の
多

の
く

々
方

が

を
祈

鐘
を
鳴
り
響
か

て
せ

下

す
ま
い
さ

に

難
有

す
で
と
こ
い

　

だ
た

ら
く
い

滔う
と

々う
と

と

派
立

な

葉
言

を
並

み
て
べ

も
て

が
い

伴

ば
れ
け
な
わ

念
観

に
過

ん
せ
ま
ぎ

は
れ
こ

戒
自

を
込

て
め

「

の
た
ん
あ

動
言

が

致
一

し

て

生
人

を
以
て

証
実

が
の
る
す

の

献
貢
会
社

す
で

」
と
鏡
を
見
て
言

と
い
な
わ

）
笑
（

で
り

も

道
佛

を
真
に

践
実

し
深

ば
ら
な
る
め

な

献
貢
会
社

の
て
し
と

働

を
き

必
ず

現
実

る
け
い
て
し

と
信

す
ま
い
て
じ

の
こ

先
も

と

和
平
界
世

を
祈
り

の

践
実

を
通

て
し

を
深

さ
め

て
せ

頂

す
ま
き

た
し
ま
い
ざ
ご
う
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