
昭 61年 4月 8日

従
容
録
に
学
ぶ

国

第
八
則
　
百
丈
野
狐

〔
示
衆

〕

衆

に
示
し
て
云
く
、
箇
の
元
字
脚
を
記

し

て
心

に
在
け
ば
、

地
獄

に
入
る
こ
と
箭

の
射
る
が

如
し
。
　
一
点

の
野
孤
涎
、
蕪
下
す
れ
ば
二
十
年

吐
不

出
。
是
れ
西
天
の
令
厳
な
る
に
あ
ら
ず
。
只
だ
訳
郎

の
業
重

き
が
為
な
り
、
曽

て
惧
犯

の
者
あ
り
や
。

〔
本
則

〕

挙
す
、
百
丈

上
堂
す
る
に
、
常
に

一
老

人
あ

っ
て
法
を
聴

き
、
衆

に
随

っ
て
散
ず
。

（
開
中

に
静
を
取
る
。
）

一
日
、
去
ら
ず
。

（
従
来
、
這
の

漢
を
疑
著
す
。
）

丈
乃
ち
問
う
、
立

つ
者
は
何
人
ぞ
。

（
事
、
交
わ
り
を
解

せ
ず
、
客
来
ら
ば
須
ら
く
待
す

べ
し
。
）

老
人
云
く
、
某
甲
、
過
去
迦
葉
仏

の
時

に

曽
て
此
の
山
に
住
す
。

（
元
と
是
れ
当
家

の
人
。
）

学
人
あ

っ
て
間
う
、
大
修
行
底

の
人
、
還
た
因
果
に

落

つ
る
や
。

（
但
だ
好
事
を
行
じ
て
前
程
を
問
う
こ

と
莫
か
れ
。
）

他
に
対
え

て
道
く
、
不
落
因
果
と
。

（
一
句
合
頭

の
語
、
万
劫

の
繋
瞳
檄
。
）

野
狐
身
に

堕
す
る
こ
と
五
百
生
。

（体
、
因
果

に
落
ち
ず
と
道

う
。
）

今
、
請
う
和
尚
、　
一
点
語
も
て
代
ら
ん
こ
と

を
。

（
甚

の
来
由
を
著
け
ん
や
。
）

丈
云
く
。
不
昧

因
果
と
。
　
２

坑
に
埋
却
せ
ん
ご
　
老
人
、
言
下

に

大
悟
す
。

（
狐
涎
、
猶
お
在
り
。
）
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今
回
は
、
あ
ま
り
に
も
有
名
な
第
八

則

「
百
丈
野
狐
」
の
公
案
で
す
。
道
元

禅
師
は
こ
の
公
案
を
も
と
に
し
て
、
『
正

法
眼
蔵

』
中

の
大
修
行

・
深
信
因
果
と

い
う
二
巻
を
著
さ
れ
た
ほ
ど

で
す
。

百
丈
山
は
、
江
西
省

の
省
都
南
昌
市

の
西
、
約
二
百
キ

ロ
の
と
こ
ろ
で
す
。

ピ
ー
ク
を
大
雄
峰
と

い
い
、
裾
野
に
は

唐
代
の
懐
海
が
寺
を
創
め
ま
し
た
。
寺

の
前

に
数

ヘ
ク
タ
ー

ル
も
の
田
園
を
開

き
、
自
給
自
足
の
禅
道
場
と
し
ま

し
た
。

四
年
前

の
初
秋
、
私
が
訪
れ
た
時
は
、

稲
穂
の
黄
波
が
続
く
か
な
た
に
立

つ
無

人

の
粗
屋
が
、
往
年

の
大
道
場
を
わ
ず

か
に
偲
ば
せ
る
の
み
で
し
た
。

と

こ
ろ
で
、
イ
ン
ド
的
な
戒
律
か
ら

脱
皮
し
、
禅
門
独
自
の
生
活

ル
ー

ル
で

あ
る
清
規
を
創
唱
し
た
り
、
か
の

「
一

日
不
作
、　
一
日
不

食
」
と
い

つ
名
言
を

遺
し
た
の
も
、
み
な
懐
海
禅
師
の
偉
業

で
し
た
。
以
後
、
懐
海
は
百
丈

の
名

で

親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

さ
て
、
百
丈
が
住
持
Ｌ
し
て
大
勢

の

修
行
者

に
対
し
て
盛
ん
に
説
法

し
て
い

た
こ
ろ
、
常
に

一
人
の
老
人
が
こ
れ
を

聞
い
て
い
ま
し
た
。
説
法
が
終
る
と
姿

を
か
く
す
の
に
、
あ
る

日
、
帰
ら
ず
に

残

っ
て

い
ま
し
た
。

い
ぶ
か
し
ん
だ
百

丈
が
、
あ
な
た
は
誰
か
と
聞
く
と
、
そ

の
老
人
は
、

「
私
は
過
去
世
の
昔
、

こ

の
山

の
主

で
し
た
。
と

こ
ろ

が
あ
る
時
、

学
道
者
が
、
久
し
く
修
行
を
積

ん
だ
有

徳

の
人

で
も
因
果

に
落
ち
る

の
で
し

ょ

う
か
、
と
質
問
し
た
の
に
答
え

て
、
不

落
因
果
と
答
え
た
と
こ
ろ
、
野
狐
の
身

と
な

っ
て
し
ま

い
、
そ
の
の
ち
五
百
生

も
の
間
生
れ
代

っ
て
も
、
ま
だ
人
間
に

戻
れ
ま
せ
ん
。
ど
う
か
禅
師
さ
ま
、
私

が
野
狐
の
身
か
ら
脱
け
ら
れ
る
よ
う
な

一
語
を
下
さ
れ
ま
せ
」
と
語
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
百
丈
は
、

「
不
昧
因
果
」

（
因

果

の
道
理
に
随
順
せ
よ
）
と
喝
破
す
る

や
、
老
人
は
言
下
に
悟

っ
て
野
狐
身
を

脱
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
と
い
う
面
白

い
物
語
り

で
す
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
公
案
は
、

因
果
の
道
理
が
絶
対
の
真

理
で
あ
る
こ

と
を
教
え
る
も
の
で
す
。
原
因

の
な
い

結
果
は
な
い
と
い
う

の
は
、
古
今
不
変

の
真

理
で
す
。
道
元
禅
師

が

「
因
果
の

道
理
、
歴
然
と

し
て
わ
た
く
し
な
し
」

と

い
わ
れ
る
通
り

で
す
。
た
だ
、
禅
で

は
道
理
を
説
く
だ
け

で
な
く
、
だ
か
ら

こ
そ
よ
い
原
因
を

つ
く
り
、
良
い
結
果

が
え
ら
れ
る

べ
く
、
正
し
い
日
常
生
活

や
修
行
の
努
力
を
す
す
め
て
い
ま
す
。

因
果
の
道
理
の
前
に
は
、

い
か
な
る

大
修
行
者
で
も
、
例
外

で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
た
と

い
百
丈
山
主

で
も
、
こ
の
真

理
に
背

い
た
罪
の
報

い
に
よ
り
、
五
百

生
も
野
狐
の
身
に
落
ち
、
そ
し
て
懐
海

の

一
転
語
に
よ

っ
て
直
ち
に
大
悟
徹
底

じ
救
わ
れ
た
と
い
う
物
語
り
は
、
大

へ

ん
ド
ラ
マ
チ

ッ
ク
に
富
ん
で
い
ま
す
。

真

理
を
冒
漬

し
た
者
の
、
深
み
に
は
ま

る
罪
業
の
恐
し
さ
、
そ
し
て
、
そ
れ
を

消
滅
転
換
さ
せ
る
禅
の
大
機
大
用
の
す

ば
ら
し
さ
を
、
ま
の
あ
た
り
に
表
現
し

て
い
る
か
ら
で
す
。

こ
の
と
こ
ろ
を
、

よ
く
よ
く
参
究
す

べ
き
で
す
。

万
松
は
最
初

の

「
示
衆
」
で
、
仏
法

を
誤

っ
て
理
解
す
る
こ
と
を
厳
し
く
い

ま
し
め
て
い
ま
す
。
元
字
脚
と

は

一
字

の
こ
と
。
財
産
や
地
位
な
ど
、
心
中

つ

ね
に

一
物
を
持

っ
て
い
る
と
、
慢
心
が

出

て
精
神
を
迷
わ
せ
て
し
ま
う
、　
一
度

間
違

っ
て
飲
み
こ
ん
だ
涎
は
三
〇
年
も

吐
き
だ
せ
な
い
よ
う
に
、
誤

っ
て
学
ん

だ
先
入
観
は
容
易

に
直
せ
な
い
、
そ
れ

は
仏
法

で
は
な
く
、
分
別
な
き
者
の
悪

業
の
報
い
に
す
ぎ
な
い
、
と
い

っ
て
い

ま
す
。

仏
法
の
道
理
は
、
す
な
お
に
学
び
、

受
け
と
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

「
万

劫
の
繋
臆
概
」
と
は
、
杭
に
つ
な
が
れ

っ
ば
な
し
の

ロ
バ
、

つ
ま
り
不
自
由

の

こ
と
で
す
。
真
理
を
す
な
お
に
信
じ
な

い
人
に
は
、
永
劫
に
心
の
自
由
は
え
ら

れ
な
い
の
で
す
ね
。

因
果
の
道
理
は
、　
一
見
や
さ
し
く
、

実
は
深
い
意
味
を
秘
め
て
い
ま
す
。
善

因
善
果
、
悪
因
悪
果
は
承
知
の
上

で
、

私
た
ち
は

「
悪
い
こ
と
を
し
て
い
な
い

の
に
、
な
ぜ
こ
ん
な
目
に
」

「
正
し
い

者
が
報
い
ら
れ
ず
に
」
な
ど
と

こ
ぼ
す

も
の
で
す
。

こ
の
時
、
因
果
の
道
理
な

ど
空
し
い
哲
理
に
し
か
思
い
は
し
な

い

で
し

ょ
う
か
。

仏
教
は
、
決
し
て
果
報
を
待

つ
教
え

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
八
正
道
の
ご
と
く
、

正
し
い
生
活
こ
そ
人
間
の
基
本
的
な
道

だ
と
教
え
て
い
ま
す
。
結
果
を
性
急
に

求
め
る
の
は
邪
道
で
す
。
ぐ
ち
の

一
つ

も
こ
ぼ
し
た
い
時
が
実
は
大
切

で
す
。

こ
ん
な
時
、
静

か
に
自
分
を
反
省
で
き

れ
ば
、
心
の
す
ば
ら
し
い
進
歩
が
あ
る

か
ら
で
す
。

「
正
し
い
の
に
」
と
は
ぐ

ち
で
す
。
正
し
い
実
践
を
す
る
の
が
あ

た
り
前
、

正
し
く
さ
え
あ
れ
ば
、
必
ず

よ
い
報

い
が
あ
る
こ
と
を
信
じ
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

で
は
、
そ
の
信
は
ど
こ
か
ら
く
る

の

か
。
そ
れ
は
実
践

で
す
。
正
し
い
行

い

に
よ

っ
て
信
は

つ
ち
か
わ
れ
る
の
で
す
。

だ
か
ら
、
信
と
行
は
相
即
相
関
の
関
係

に
あ
り
ま
す
。

「
信
現
成
の
と
こ
ろ
は
、

仏
祖
現
成
の
と
こ
ろ
な
り
」

（
菩
提
分

法

の
巻
）
と
あ
る
よ
う
に
、
坐
禅
も
信

で
す
ね
。
只
管
打
坐
に
な
り
き

っ
た
坐

禅
が
、
信
現
成
の
世
界
に
ほ
か
な
り
ま

せ
ん
。

因
果
の
道
理
を
、
私
た
ち
は
決

し
て

哲
理
と
み
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
に

は
、
参
究
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
私
た
ち

の
生
き
ざ
ま
を
教
え
て
く
れ
る
深
い
仏

法
の
風
光
が
あ
る
か
ら
で
す
。

②



第二回成道会参加者一同 (60.12.8)

第
二
回
成
道
会
、盛
大
に
行
わ
れ
る

明
け
の
明
星
を
見
て
、
お
釈
迦
さ
ま

が
お
さ
と
り
を
開
か
れ
、
人
間
か
ら
釈

尊

と
な
ら
れ
た
の
が

一
二
月
八
日
で
す
Ъ

こ
れ
を
記
念
し
て
、
当
会
で
は
昭
和
五

八
年
か
ら
参
禅
会
員
が
主
催
す
る

成
道

会
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
旧
猟
の

一

二
月
八
日

（
日
）
に
、
第
二
回
目
の
成

道
会
か
厳
粛
に
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

参
加
者
は
、
会
員
三
四
名

（
男
二
七

買

わ

六
十

千

す
二
月

〈
ロ

茂
達
ハ
生
梓
（
二
え

一、
■

二
茂
達

女
七
）
、
僧
侶
三
名
、
そ
れ
に
ご
住
職

の
合
計

三
八
名
で
し
た
。
朝
九
時
か
ら

一
時
間
の
報
恩
坐
禅
、
法
要

（
般
若
心

経
の
読
経
）
、
法
語
、
点
心

（
昼
食
）

記
念
撮
影
、
茶
話
会
と
い
う

ス
ケ
ジ

ュ

ー
ル
で
、
午
後

一
時
半
ま
で
熱
心
に
行

な
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
中

で
、
参
禅

一

五
年
継
続
の
高
間
利
介
さ
ん
が
ご
住
職

よ
り
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

二

去
ロ
エ

ニ

人

な
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将
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小
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毅
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ｎ
ふ
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二
札
＾
褐
ミ
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‘
な
―
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梓
ヰ
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）

薔

鴎
＝
今

ス
　
ェ

こ
の
よ
う
な
仏
教
的
な
行
事

は
、
大
勢
で
行
う
と
こ
ろ
に
、

衆
力
和
合
と
照
顧
脚
下
の
尊
い

結
縁
が
な
さ
れ
る
も
の
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
年
ご
と
に
盛
ん

に
な

っ
て
い
き
ま
す
成
道
会
は
、

ま
さ
に
会
員
皆

々
様
の
、
参
禅

に
た
い
す
る
熱
意
の
あ
ら
わ
れ

で
大
変
嬉
し
い
こ
と

で
ご
ざ
い

ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
、
毎
月
行

な
わ
れ
ま
す
参
禅
会
の
ご
縁
を

大
切
に
し
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

螢 牡 薇

十
'ル

③



久
参

修
治

の
功

昭
和
四
六
年
七
月
、
当
参
禅
会

の
発

足
以
来

一
五
年
間
弁
道
さ
れ
た
高
間
利

介
氏
に
対
し
て
、

「
第
二
回
成
道
会
」

を
期
し
て
龍
泉
院
老
師

よ
り

「
全
機
現
」

と
鮮
や
か
に
大
書
さ
れ
た
慶
讃

の
額
入

り
墨
蹟

が
贈
ら
れ
、
参

加
者

一
同
の
盛

ん
な
拍
手
を
受
け
ま
し
た
。

「
全
機
現

」
と
は
宋
代
の
有
名
な
禅

匠
の
円
悟
禅
師
の
言
葉

で
、

「
そ
の
機
き

が
今

こ
こ
に
余
す
と
こ
ろ
な
く
現
成
し

て
い
る
こ
と

で
あ
る
」
、
と
老
師
よ
り

お
示

し
が
あ
り
、
道
元
禅
師
も

『
正
法

表
彰
さ
れ
た
高
間
さ
ん

―
高
間
利
介
氏
表
彰
―

眼
蔵

』
全
機

の
巻
で
描
提
を
さ
れ
て
い

る
と
も
お
話
が
ぁ
り
ま
し
た
。

茶
話
会

の
席
上

で
挨
拶
に
立
た
れ
た

高
間
氏
は
、　
天
「
年

一
年
を
振
り
返

っ

て
、
進
歩
が
あ

っ
た
か
停
滞
し
て
い
た

か
は
判
断
す
る
こ
と
は
仲

々
難

し

い
。

雨
垂
れ

で
も
石

に
穴
を
あ
け
る
、
久
じ

け
れ
ば
証
ぁ
り
と
申
し
ま
し

ょ
う
か
、

こ
う
言
う

こ
と
を
期
待
す
る

こ
と
は
良

い
と
思
い
ま
せ
ん
が
、
私
に
と

っ
て
は

一
五

年
間
参
ら
し
て
い
た
だ
い
た
こ
と

に
対
し
、
逆
に
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。

と
結
ば
れ
ま

し
た
。

高
間
さ
ん
は
、
地
元
で
木
Ｉ
家
具

の

工
場
を
経
営
さ
れ
、

大
勢

の
従
業
員
を

擁
す
る
株
式
会
社

「
イ
ヅ
ミ
」
の
社
長

さ
ん
で
す
。
礼
に
厚
く
慈
心
の
深
い
お

人
柄
に
加
え
、

各
家
庭
や
社
会

の
道
徳

高
揚
に
も
熱
心
に
努
力
さ
れ
る
奇
特
な

方
と
し
て
、

地
元
の
人
び
と
や
従
業
員

か
ら
広
く
尊
敬
さ
れ
て
い
ま
す
。

ど
う
か
今
後
と
も
、
ま
す
ま
す
ご
健

康
に
留
意
さ
れ
て
、
ご
精
進
ご
活
躍
な

さ
れ
ま
す
よ
う
、
お
祈
り

い
た
し
ま
す
。

坐
禅
と
の
出
合
い

松
戸
市
　
四
宮
清

二

「
龍
泉
院
の
看
板
が
出
て
い
る
所
の

信
号
を
右
折
す
る
と
近
道
だ
よ
ピ

入
社
以
来
の
拾
数
年
間
、
製
品
開
発

の
仕
事
に
従
事
し
て
い
ま
し
た
が
、
は

じ
め
て
営
業
の
仕
事
を
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
右
の
看
板
の
所
を
数
回
ほ

ど
通

っ
て
い
る
う
ち
に
、

「
参
禅
道
場
」

と
書
か
れ
て
い
る
の
が
目
に
と
ま
り
ま

し
た
。

後
日
、
仕
事
の
帰
り
が
け
に
龍
泉
院

へ
赴
き
、
ど
う
す
れ
ば
坐
禅
会

に
参
加

で
き
る
だ
ろ
う
か
、
と
妥
え

な
か
ら
庭

を
歩
い
た
の
キ
）思
い
出
し
ま
す
。
そ
れ

以
来
、
坐
禅
会
に
参
加
し
、
も
う
三
年

に
な
わ
イま
す
。

思
え
ば
、
看
板
で
坐
禅
の
文
字
に
目

を
引
か
れ
た
の
は
、
そ
れ
相
応
の
事
由

が
あ

っ
て
の
こ
と
で
し
た
。

会
社

が
ひ
け

る
と
寮
の

ベ

ッ
ド
に
横

た
わ
り
、
西
田
幾
太
郎
の

『
善

の
研
究

』

や
全
集
を
毎

月
取
り
寄
せ
て
読

ん
で
い

ま

し
た
。

し
か

し
、

非
常
に
難
解

で
、

ほ
と
ん
ど

理
解

で
き
ま

せ
ん
で
Ｌ
）た
。

ま 社 自 独 符
Lノ の 山 身 を 昭
た 仕 な 寮 打 和
°

事 学 に ち 三
は 生 住 ｀

ナし
つ 生 む 松 年
ま ′舌 こ ′コ  

｀

ら と と t7in学

たI比 に 会 生i

い 較 な 社 の
目 す り に 生
々 ろ ま 入 活
|こ  と しノ ネ土 (こ

思
｀

た し 終
え 会

° ｀
止

よ
く
友
人
が
、　
７
」
ん
な
も
の
が
何
の

役
に
立

つ
の
」
と
い

っ
て
、
ひ
や
か
さ

れ
た
も
の
で
す
。
で
も
、
何
か
魅
か
れ

る
も
の
が
あ

っ
て
、
分
ら
な
い
な
り
に

毎
月
配
本
さ
れ
る
本
を
楽
し
み
に
し
て

い
ま
し
た
。
重
ね
重
ね
読
ん
で
い
る
う

ち
に
、
そ
の
思
想
の
根
本
に
は
、
東
洋

哲
学
や
仏
教
の
世
界
が
、
深
奥
に
潜
ん

で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
し
た
。

私
の
高
校
時
代

（
四
国
の
高
校
で
す
）

の
数
学
の
教
師
に
、
よ
く
仏
教
の
話
を

す
る
方
か
い
ま
し
た
。
ず

っ
と
後
に
な

っ
て
わ
か

っ
た
こ
と
で
す
が
、
数
学
者

の
岡
潔
さ
ん
が
広
島
で
教
鞭
を
と

っ
て

い
た
頃
、
そ
の
教
師
は
学
生
と
し
て
教

え
を
受
け
、
岡
先
生

の
影
響
を
受
け
た

も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

坐
禅
会
に
参
加
す
る

よ
う
に
な

っ
て

か
ら
の
私
は
、
物
事
の
観
方
や
人
生
感

が
、
大
き
く
変

っ
た
よ
う
と

思
い
ま
す
。

そ
う
し
た
発
見
の
例
を

一
つ
申

し
あ
げ

ま
す
。

私
は
六
年
前
か
ら
ジ

ョ
ギ
ン
グ
を
行

っ
て
い
ま
す
が
、
あ
る
寒
い
日
曜
の
早

朝
、
八
柱
霊
園
に
ジ

ョ
ギ

ン
グ
し
、

い

つ
も
の
場
所
に
来
ま
し
た
。
す
る
と
、

松
の
木
の
間
か
ら
太
陽
の
光
線

が
芝
生

を
照
ら
し
て
い
ま
し
た
。
寒
い
朝
な
の

で
霜
柱
が
立

っ
て
い
ま
し
た
が
、
太
陽

の
光
で
溶
け
、
そ
れ
が
芝
生

一
面
に
色

と
り
ど
〔
ノ
の
宝
石
を
散
り
ば
め
て
い
る

の
で
す
。　
一
瞬
、
私
は
あ
ま
り

の
美
し

④



初
接
心

畠
心
う
ま
ま

ら
し
ん
柏
市
　
武
田
博
志

は
じ
め
て
接
心
を
知

っ
た
の
は
、
鎌

倉

の
寺
を
舞
台
に
し
た
小
説
の
な
か
だ

っ
た
。
静
寂
な
な
か
に
凛
と
し
て
張
り

つ
め
、
充
足
し
た
時
の
流
れ
が
強
く
印

象
に
残

っ
た
。
御
住
職

の
紹
介
で
八
千

代
市
長
福
寺
の
接
心
に
参
加
す
る

こ
と

に
な
り
、

そ
れ
が
現
実
と
な

っ
た
。

手
渡
さ
れ
た
日
程
表
を
見

て
び

っ
く

り
し
た
。

三
日
に
亘

っ
て
分
刻
み
で
ぎ

っ
し
り
・書
き
込
ま
れ
て
い
た
か
ら
だ
。

二
月
七
日
午
后
よ
り
接
心
が
始
ま
り
、

薬
石
と

い
う
夕
食
を
は
さ
ん
で
の
坐
禅

が
九
時
に
終
ろ
。
翌
朝
は
三
時
半
の
振

鈴

で
起

こ
さ
れ
た
。
洗
面
後
す
ぐ
に
暗

闇
の
な
か
を
坐
禅
堂
に
入
り
足
を
組
む
。

ロ
ー
ソ
ク
の
灯
る
だ
け
の
薄
暗

い
な
か
、

両
隣
か
ら
吐
か
れ
た
白

い
息
が
壁
に
ぶ

つ
か
り
消

え
て
ゆ
く
。
起
き
が
け
の
坐

禅
は
不
思
議
と
よ
く
坐
れ
た
。
頭
の
な

か
は
冷
気

で
凍
て

つ
き
空

っ
ぼ
に
な

っ

た
よ
う
。
寝
呆
け
て
い
る
の
で
も
力
ん

で
い
る
の
で

，つ
な
い
。

こ
の
日
は

一
〇

住

も

あ

っ
た
。
一
住

を
終
え
る
と
行
茶
が
始
ま
る
。
礼

の
あ

と

一
斉

に
熱
い
湯
を
す
す
る
。
何
だ
ろ

う
か
と
味
の
記
憶
を
た
ぐ
る
と
、
そ
れ

は
伏
見
の
八
幡
宮

で
飲
ん
だ
甘
酒
の
味

だ

っ
た
。
尋
ね
る
と
生
姜
の
砂
糖
湯
、

寒

い
な
か
、
ふ
ふ

っ
―
と
吹
き
冷

し
な

が
ら
飲
む
生
姜
湯
は
喉
を
通

っ
て
体
中

を
温
め
て
く
れ
る
。
白

々
と
明
る
く
な

っ
て
き
た
境
内
を
通

っ
て
。
再
び
坐
禅

堂
に
戻
り

二
住

に
入
る
。

朝
課
を
唱
和
し
、
小
食
と

い
う
朝
食

を
い
た
だ
く
、
粥
に
ご
ま
塩
、
梅
千
と

た
く
あ
ん
、
食
事
前

に
は
単
の
上
で
朝

課
と
日
中
、
晩
課
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ

祇
園
正
義

。
発
菩
提
心

。
自
受
用
三
昧

を
唱
え
、
就
寝
前

の
坐
禅
に
は
普
勧
坐

禅
儀
を
斉
唱
す
る
。
か

つ
て
読
ん
だ
小

説
に
あ

っ
た
雰
囲
気
が
、
接

心
の
進
行

と
と
も
に
色
濃
く
実
感
さ
れ
て
い
く
。

お
坊
さ
ん
と

い
う
と
、
常
に
人
波

の

は
る
か
前
方

で
経
文
を
唱
え
て
い
る
後

姿
し
か
思
い
出
せ
な
い
。
自
分
と
は
言

葉

も
人
格
も
接
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
存

在
と
思

っ
て
い
た
。
し
か
し
接

心
に
参

加
し
て
い
る
と
、
今
ま
で
と
全
く
違
う

僧
の
姿
に
触
れ
ら

れ
た
、
坐
禅
堂
で
は

私
は
こ
の
単
に
、
あ
の
痩
身
の
僧
は
向

か
い
側
で
、
隣
の
単
に
は
太
鼓
を
た
た

ぃ
た
僧

が
私
と
並
ん
で
い
る
、
老
師
も

同
じ
高
さ
の
向
こ
う
で
同
じ
姿
勢
を
し

て
い
る
、
食
事
も
同

じ
物
を
同
じ
だ
け

一
斉
に
食

べ
始
め
、
同
時
に
箸
を
置
く
。

個
が
尊
重
さ
れ

つ
つ
常
に
同
と

い
う

文
字
が
対
抗
す
る
こ
と
な
く
意
識
さ
れ

る
。
振
鈴

に
始
ま
り
開
枕
ま

で
坐
禅
に

終
始
す
る
生
活
を
、
修
行
す
る

僧
の
方

々
と
共

に
で
き
る
、
そ
れ
は
ど
ん
な
に

恵
ま
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
青
年
僧
の
間

さ
の
た
め
に
茫
然

と
な
り
、

し
ば
ら

く

し
て
、
無
意
識

の
う
ち

に
そ
れ
を
取
ろ

う
と
手
を
出

し
、
無

駄
で
あ

る
こ
と

が

分
り
、
手
を
引

っ
こ
め
ま
し
た
。

松

の
緑

の
本
当

の
緑
、
そ

し
て
七
色

の
宝
石

の
場
所
を
去

る
の
が
も

っ
た
い

な
い
気
持

に
な

っ
た
ル
ー
＼

感
激

は
薄

れ
色
は
褪
せ
て
い
ま
し
た
。

緑
が
本
当
の
緑

で
あ
り
、
宝
石
の
色

が
褪
せ
る
こ
と

の
な
い
よ
う
に
、
す
な

ゎ
ち
、
色
褪
せ
る
こ
と

の
な
い
活
発

々

と
し
た
自
分
の
人
生
を
現
出
さ
せ
る
た

め
に
、
坐
禅
を

つ
づ
け
た
い
も
の
で
す
。

近
な
存
在
は
大
き
い
。
隣
の
僧
の
姿
は

い

つ
も
自
分

へ
の
励
ま
し
で
あ
り
戒
め

と
な

っ
た
。

食
前
に
五
観
の
偶
を
唱
え
て
い
て
、

ふ
と
懐
し
い
気
持
に
な
る
、
小
学
生

の

頃
、
狭
い
菜
園
で
親
の
後
か
ら
大
根
や

じ

ゃ
が
い
も
を
堀
り
起

こ
す
手
伝
い
に

土
ま
み
れ
と
な

っ
た
。
夕
暮
に
ス
コ
ッ

第
二
回
成
道
会
の

一
コ
マ

プ
や
く
わ
の
汚
れ
を
冷

た
い
水

で
洗
い
、

夕
食
に
は
手
を
合
ゎ
せ
て
か
ら
箸
を

つ

け
た
。
あ
の
感
触
と
記
憶
が
蘇

っ
て
き

た
。
親

の
庇
護
の
下
、
日
々
の
糧
を
得

る
苦
労
を
知
ら
な
い
、
仏
壇

の
な
か

っ

た
私

の
家
に
は
仏
に
合
掌
す
る
習
慣
は

な
く
、
意
識
も
希
薄
だ

っ
た
。
し
か
し

そ
れ
は
あ
る

一
日
を
疑

い
も
な
く
黙

々

と
収
穫
作
業

に
あ
た
り
、
そ
し
て
与
え

ら
れ
た
も
の
に
は
手
を
合
ゎ
せ
る
と

い

う
感
謝
の
基
本
形

だ

っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。

昨
今
の
我
身
は
、
忙

し
い
忙
し
い
と

時
計
と
財
布

の
中
身
を
幾
度
も
確
認

し

な
が
ら
の
毎
日
。

目
は
キ

ョ
ロ
／
く
ヽ

手
足
は
バ
タ
バ
タ
動
い
て
い
て
も
、
ま

る
で
か
ら
く
り
人
形
の
よ
う
。
で
き
る

だ
け
煩
雑
な
も
の
を
遠
ざ
け
る
よ
う
に

洗
面
用
具
だ
け
の
身
仕
度
だ

っ
た
。
そ

れ
が
、

こ
の
数
日
間
に
手
足
が
空
を
切

っ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
か
ら
解
き
放
た
れ

た
。
僧
堂
を
去
る
と
き
、
歩
く
私

の
背

中
に
た
く
さ
ん
の
人

の
温
か
い
支
え
の

手
を
感
じ
た
。

⑤



只
管

打
坐

へ
の
道

原
稿

を
依
頼
さ
れ

て
か
ら
、

早
や

一

ヶ
月
を

迎
え
ま
し
た
。
言

く

こ
と
を
苦

手

と

し
て

い
る
者

に
と

っ
て
、
大
変
な

仕

事
と

な
り
ま

し
た
。
あ
れ
も
、

こ
れ

も
、
と
思

い
な

が
ら
、
整

理
し
て
み
る

と

バ
ラ

バ
ラ
な

の
で
十
。
■
、
た
ま
り

が

な
く

し
ま
―サ

”̈
な

い
こ
Ｉ́
一、
甚

だ

し

い

の
で
す
。

考
え
て
み

て
も
深
み
に
は
ま

ろ
だ
け

で
、

そ
の

Ｉ
ン
‐、
∵
さ
に
唖
然
と

な

り
ま

し
た
。

数
年
前

、
朝

日
新

聞
の

「
こ
こ
ろ

の

書

か
ら

ｔ・・、
し
４́
い
う

コ
ラ

ム
欄

に
、　
立
原

正
秋
著

『
冬

の
か
た
み
と

』
と

い
う
本

の
紹

介

か
あ
ｌｌ
■

し
た
．

早
速
、

買

い

習
志
野
市

　

沢
　
村
　
国
　
勝

求
め
読
ん
で
み
た
半
自
叙
伝
風
の
こ
の

本
は
、
禅

に
詳

し
く
、
詩
、
陶
器
、
能

等

に
明
る
い
こ
の
作
家
の
凝
縮
さ
れ
た

半
生

が
語
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
小
説
は
虚
構
で
あ
り
、
本

文

の
記
述

に
つ
い
て
は
、
事
実
と
虚
構

を
区
別
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
う

か
、
そ
の
生
き
方
に
は
、
他
人
が
真
似

の
出
来
な
い
ス
ゴ
サ
が
あ
ι，
ま
し
た
。

前
半
生

の
中
に
は
、
孤
独
、
克
己
、
自

力

が
、

い
か
に
厳
し
い
も
の
で
あ
る
か

を
実
感
と
し
て
知
わ
え
て
い
る
か
ら
で

す

。
随
筆
も
、
な
か
な
か
良
い
も
の
が

ぁ
り
、
作
家
自
身

「
こ
れ
以
上
、
随
筆

ば
か
―，
書

い
て
い
る
と
、
肉
体
を
切
り

刻
む
感
じ
で
疲
れ
て
し
ま
う

」
と
い
う

内

容
の
文
章
で
あ

っ
た
よ
う
に
記
憶
し

て
い
ま
す
。
晩
年
、
五
０
数
歳
で
他
界

す
る
病
室

に
、
終
生
を
共
に
し
た

『
正

法
眼
蔵

』
を
持
参
し
た
と
聞
い
て
お
り

ま
す
。
恋
愛
小
説
作
家
と
い
う
定
評
の

中

に
あ
り
な
が
ら
、
生
き
方
は
、
別
の

世
界
に
あ

っ
た
と
は
驚
き

で
し
た
。
己

の
人
生
を
精

一
杯
生
き
続
け
た
姿

に
深

く
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。

そ
の
頃
、
私
は
、
失
業
中
で
、
時
間

的
に
余
裕
も
あ
り
、　
Ｔ
連
の
著
作
を
徹

底
し
て
読
ん
で
み
た
の
で
す
。
恋
愛
小

説

で
す
。
い
い
年
を
し
て
と
笑
わ
れ
そ

う

で
す
が
、
そ
の
時
は

『
冬
の
か
た
み

に

』
の
内
容
が
あ
ま
り

に
も
強
烈
で
あ

っ
た
為
に
、
以
後
、
生
き
方
の
物
語
集

と
し
て
読
ん
で
み
た
の
で
す
。
博
識
な

頭
の
良
い
作
家
の
著
述

は
、
読
後
に
心

地
よ
さ
さ
え
感
じ
る
程

で
し
た
。

そ
の
こ
ろ
、
私
は

『
正
法
眼
蔵

』
を

ひ
も
と

い
て
い
た
の
で
す
が
、　
一
向
に

分
ら
な
い
の
で
す
。
本
当
に
分
ら
な
い

の
で
す
か
ら
万
歳
で
す
。
と
こ
ろ
が
、

他
方
で
、
見
事
に
坐
禅
感
を
述

べ
て
い

る
く
だ
り
に
接
し
、
天
と
地
ほ
ど
の
隔

た
り
を
感
じ
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
発
心

し
て
、
腹
を
す
え
て
取
り
組
む
必
要
を

感
じ
た
の
で
す
。

作

刀
と
坐
禅

―
―

不
　
ニユ

文

字

―

題
日
の
通
り
上

回
書
い
て
参
り
ま
し

た
が
、
作
刀
は
兎
に
角
、
坐
禅
に
つ
い

て
な
ど
書
け
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

私
の
如
き
成

っ
て
い
な
い
坐
禅
で
は
、

「
禅
」
の
こ
と
な
ど
書
け
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
で
本
稿

の
最
後
に
、
椎
名
老
師

の
愚
弟
子
と
し
て
、
成

っ
て
い
な
く
と

も
修

っ
た
禅
が
ど
う
仕
事
を
変
え
て
い

っ
た
か
を
、
現
物

（
拙
工
作

日
本
刀
）

に
よ
り
見

て
戴
く

つ
も
り
そ

す
。

「
作
刀
に

つ
い
て
」
と
大
学
あ
た
り

本
題
に
つ
ぃ
て
は
、
実
は
あ
ま
り
述

べ
た
く
な
い
の
で
す
。
何
故
な
ら
ば
、

世
の
中
に
は
、
そ
の
道
の
専
問
家
が
お

ら
れ
、
私
な
ど
が
意
見
を
云
う
立
場
に

は
な
い
の
で
す

が
、
雑
感
で
す
の
で
た

ど
り

つ
い
た
プ

ロ
セ
ス
だ
け
を
簡
潔
に

申
し
上
げ
ま
す
。

今
ま
で
に
も
、
何
冊
も
の
道
元
に
関

す
る
本
を
読
ん
で
み
て
も
、
分
ら
な
い

こ
と
は
、
さ
き
に
申
し
た
と
お
り

で
す
。

と
こ
ろ
が
、
当
会
の
参
禅
と
、

『
正

法
眼
蔵

』
提
唱
で
分

っ
て
き
た
の
が
、

正
に

「
只
管
打
坐
」
な
の
で
す
。
あ
ま

り
に
も
無
味
乾
燥
な
結
論
で
す
が
、
只

管
に
打
坐
す
る
、
そ
れ
し
か
説
明
の
し

よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。

船
橋
市
　
　
森
　
岡
　
俊
　
雄

で
立
派
な
論
文
を
書

い
て
見
た
と
こ
ろ

で
、
日
本
刀
製
作
に
関
す
る
限
り
三
文

の
価
値
も
あ
り
ま
せ
ん
。
現
に
東
大
工

学
部
長
で
お
ら
れ
た
故
工
学
博
士
俵
国

一
先
生
が
、
吾
が
師
笠
間
繁
継
を
助
手

に
使
い
、
論
文
と
し
て
か
な
り
長
く
立

派
に
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
此

の
論
文
の
値
打
は
、
他
の
工
作
冶
金
等

に
は
充
分
立
派

に
役
立

っ
て
い
る
事
と

存
じ
ま
す
が
、
直
接
刀
を
打

つ
為
に
は

何
の
役
に
も
立

っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

こ

れ
は
何
故
か
又
誰
の
責
任
か
、
勿
論
私

⑤

み 筆 司 そ ラ 切  点 的 が 法 ぜ な
た は 徒 の ス リ 今 ′え 思 視 眼 参 ん だ
い 大 然 元 ラ 前

｀
ひ 考 点 蔵 禅 と け

と 好 車 を 筆 の こ
｀

を か Lて な ォt

思 き Lこ を こ_う 構 た 定 で あ く tヒ

い で 1立 オl tt θ)|´ メitt i' ま あ り ,)も
ま す に か ぶ 文 て ,ァ

:入 つ ろ
｀ つ ｀

す の ⌒ ら rl章 ;|卜 成 れ て か i重 て そ
°

で す 思 身 か し 1)≠ iき ｀
プと き う

三 み い を
｀

な メllち た 少 で た 思
三 ま つ 考 不 だ` つ ｀こ)し あ の つVせ

く え 思 |ち た す で で り で た

言 ん ま な 議
｀

の ぐ す は
｀

す と
ぃ

｀
ま か に 締 で 11° あ 司 °

た
て 随 に ら ス め す 視 禅 ろ illオゞん

国



共
刀
工
の
責
任

で
あ
り
ま
す
。

刀
工
に
も
大
学
出
の
人
は
居
り
ま
す
。

私
も
曲
り
な
り
に
も
東
京
府
立
化
学
工

業
学
校
を
出
て
居
り
ま
す
。
然
し
発
明

王
と
言
わ
れ
た

エ
デ
ソ
ン
は
小
学
校
四

年
し
か
出
て
居
り
ま
せ
ん
。
私

に
は
実

験
工
作
に
関
す
る
限
り
、
彼
の
億
分

の

一
の
頭
も
実
績
も
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
れ

は
何
故
か
。
無
論
頭
の
構
造
が

「
月
と

ス

ッ
ポ

ン
」
で
あ
る
こ
と
勿
論
で
あ
り

ま
す
が
、　
一
番
人
事
な
の
は
私

に
工
作

の
型

が
出
来

て
い
な
い
の
が
原
因
で
す
。

し
か
も
、
こ
の
型
は
無
形
の
型

で
し
て
、

文
章
で
表
現
す
る
こ
と
は
実

に
難
し
い

と
思
い
ま
す
。

現
在
最
大
の
刀
剣
誌

『
美
術

刀
剣

』

に
作

刀
に

つ
い
て
書

い
た
人
は
、
居
る

こ
と
は
お
り
ま
す
。
然
し
実
際

に
作
刀

の
出
来
な
い
人
で
、
作
刀
の
論
文
を
書

く
の
は
お
か
し
な
事

で
す
。
又
、
た
か

が
職
人
の
私
で
す
。
文
章
で
作
刀
を
見

火
床

で
の
鍛
え

た
こ
と
も
な
い
人
に
作
刀
を
判

っ
て
戴

く
事
は
出
来
ま
せ
ん
。

い
や
ど
ん
な
文

才

の
あ
る
大
学
者
だ

っ
て
不
可
能
で
す
。

ま
し
て
自
分
で
作
刀
が
出
来
ず
に
、
作

刀
の
事
を
書
く
の
は
間
違

っ
て
い
ま
す
。

私
の
友
人
で

『
美
術
刀
剣

』
に
作
刀

の
基
本
と
し
て
鉄
鋼

の
状
態
図
を
書
い

て
る
人
が
お
り
ま
す
が
、
炭
が
火
に
な

っ
て
鉄
鋼
に
熱
が
伝
導
し
て
い
く
状
態

は
判

っ
て
は
居
り
ま
せ
ん
。
仮
に
こ
れ

が
判
り
立
派
な
論
文
が
出
来
て
も
、
今

の
日
本
に
は
審
査
出
来
る
先
生
は
居
な

い
で
し

ょ
う
。
物
理
の
大
家
が
宮
本
武

蔵
の

『
五
輪
書

』
を
読
ん
で
も
、
な
ん

の
こ
と
か
全
然
判
ら
な
い
こ
と
と
同
じ

で
、
間
合
だ
の
、
後
の
先
を
取
る
、
な

ど
は
時
間
が
根
本
的
に
判

っ
て
見
た
と

こ
ろ
で
判
ら
ん
で
し

ょ
う
。

こ
う
書

い
て
見
ま
す
と
、
道
と
い
う

も
の
は
行

（
修
行
）
が
無
く
て
は
全
然

駄
目
で
し

ょ
ぅ
。
仏
教
学
者
と
僧
侶
が

一
致
し
て
い
る
方
も
ぁ
り
ま
し

ょ
う
が
、

少
な
い
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
作

刀
を
見
た
事
の
な
い
方
に
、
判
る
よ
う

に
書
け
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど

ん
な
大
学
者
で
も
文
章
家
で
も
。

子
つ

一言

っ
て
し
ま
い
ま
す
と
話
に
な
り
ま
せ

ん
。

で
は
ど
う
話
を
持

っ
て
行
く
か
。

第

一
に
、
作
刀
を
見
て
戴
く
以
外
に

方
法
が
あ
り
ま
せ
ん
。

第

二
に
、
鎌
倉
期
以
降

の
刀
と
拙
二

の
刀
を
比
較
し
て
戴
く
よ
り
方
法
は
あ

り
ま
せ
ん
。
特

に
他
工
の
現
代
刀
と
拙

工
の
近
作
を
、
直
接
両
手
に
持

っ
て
見

て
戴
け
ば
判
り
ま
す
。
こ
の
原
理
は
何
か
。

私
な
ど
着
物
や
洋
服
の
心
得
な
ど
は

全
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
二
万
円
の
洋
服

と
二
〇
万
円
の
洋
服
と
を
並

べ
て
見
れ

ば
、
ど
ち
ら
が
良
い
の
か

一
目
で
判
り

ま
す
。
本
来

「
刀
」
は
実
戦

で
使
う
も

の
で
、

「
観
る
」
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
然
し
な
が
ら
、
比
較
す
る
に
し
て

も
、
古
い
刀
に
関
す
る
限
り
材
料
試
験

を
す
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。
な
ぜ
か
。

刀
は
古
備
前
を
除

い
て
複
合
作
品
で
す
。

従

っ
て
古
い
刀
程
、
研
ぎ
減

っ
て
い
る

と
見
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
研
ぎ
減

っ
た
刀
は
殆
ん
ど
心
金
と
い
う
事
に
な

り
、
切
れ
味
は
変
り
ま
せ
ん
が
曲
り
易

く
な
り
ま
す
。

甲
伏
作
り
刀
の
断
面

此

の
所
は
素
人
に
は
判
り
難
い
と
存

じ
ま
す
が
、
図
に
書
け
ば
判
り
ま
す
。

な
お

「
心
金
」
と
は
、
折
れ
を
防
ぐ
為
、

数
回
鍛
練
さ
れ
た
低
炭
素
鋼
で
す

（○

・
三
％
Ｃ
）
程
度
）
。
別
図
、
断
面
図
を

ご
覧
下
さ
い
。
従

っ
て
、
現
代
刀
が
曲

り
に
は

一
番
強
い
と
言
う
事
に
な
り
ま

す
。
こ
れ
は
先
年
試
じ
切
り
の
会
が
あ

っ
て
実
験
し
た
事
で
す
か
ら
確
か
で
す
。

ま
た
鎌
倉
期
の
研
ぎ
減

っ
て
な
い
刀
は
、

殆
ん
ど
国
宝

・
重
文
で
す
か
ら
、
試
じ

切
り
な
ど
す
る
こ
と
不
可
能
で
す
。
従

っ
て

「
見
場
」
の
み
に
よ
り
良
否
を
鑑

別
い
た
し
ま
す
。

現
在
は

「
見
場
」
さ
え
良
け
れ
ば
実

用
性

の
良
否
は
ど
う

で
も
良
い
、
と
言

う
刀
工
も
居
ま
す
。

こ
れ
は
良
く
ぁ
り

ま
せ
ん
。

「
折
れ
ず
、
曲
ら
ず
、
良
く

切
れ
て
、
使
い
良

い
」
こ
れ
は
先
祖
伝

来
の
伝
統
で
す
。
し
か
も

「
見
場
」
の

良
否
と

「
実
用
性
」
は
、
必
ず
し
も

一

致
し
ま
せ
ん
。

い
ろ
い
ろ
愚
に
も

つ
か
ぬ
事
を
書
き

ま
し
た
が
、
先
づ
作
刀
の
実
際
を
見
て

も
ら
う

べ
く
、
参
禅
会
の

一
部
の
人
に

見
て
戴
き
ま
し
た
。
ま
た

一
振

で
も
刀

を
見
る
事
か
ら
始
め
ね
ば
判
ら
ぬ
と
思

い
、　
一
月

二
六
日
の
参
禅
会
に
、

「
窓

明
け
」
で
は
ぁ
り
ま
す
が
拙
工
作
刀
を

持
参
し
見
て
戴
き
ま
し
た
。

「
窓
明
け
」

と
は
刀
の
出
来
の
良
否
を
見
る
た
め
、

一
部
分
を
研
ぐ
事
で
す
。
（
以
下
次
号
）

っ
た
刀
の
断
面

⑦



龍

泉

院

参

禅

会

簡

介

日
時

坐
禅

（
初
参
加

の

と
。

）

坐
禅

経
行

〓
戸
　
　
放
禅

講
義

木
版
三
通
　
開
経
侶

を
唱
え

て

『
正
法
眼
蔵

』

の
提
唱
を
聴

く

講
師
　
龍
泉
院
住
職
椎
名
宏
雄
老
師

昭
和
六
〇
年

一
二
月
よ
り

「
坐
禅
歳
」

の
巻

を

提
唱
中

自
己
紹
介

の
後
、
茶
を
喫
し
座
談

正
午
解
散

座

談

一
、
．
参
加
資
格
　
　
年
令
、
性
別
を
問
わ
ず
、
ど
な
た

で
も
参

加

で
き
ま
す
。

会

費

料

成
道
会
坐
禅月

例
参
禅
会

の
他

に
毎
年

一
二
月

の
第

一
あ
る

い
は
第

二
日
曜

（
本
年
は

一
二
月
七
日
）
。

釈
尊
成
道
を
讃
え
坐
禅
、
成
道
会
法
要

の
後
、

法
話
を
聴
聞
、

（
昼
食
）
を
共

に
す

る
。

雑

記

〔
参
禅
会
記
録

〕
（

会
者六

〇
年

一
〇
月

二
〇

日

一
一
月
二
四
日

第

二
回
成
道
会

成
道
会
幹
事

同
一
二
月
二
一
百

六

一
年

一
月
二
六
日

二
月

二
三
日

二
月

二
三
日

）
内
は
座
談
の
司

二
四
名

（青
葉
　
雅
次
）

三
〇
名

（杉
浦
上
太
郎
）

一
二
月
八
日

三
八
名

寺
田
健
二

徳
山
　
浩

二
四
名

（
四
宮
　
清

二
）

三
〇
名

（
五
十
嵐
嗣
郎
）

三
二
名

（中
井
　
康
裕

）

二
三
名

（
金
崎
　
　
史
）

▼
千
葉
県
曹
洞
宗
青

年
会
主
催

本
年
度

の

「
接

心
」

が
八
千
代
市

の
長
福
寺

に

於

て
去
る

二
月

七

・
八

・
九

の
三
日
間

行
わ

れ
、
武

田
博
志
氏
が
参
加
さ
れ
ま

し

た
。

こ
こ
に
そ

の
感
想
を
お
書
き
頂

い
た
次
第

で
す
。

▼

「
一
泊
参
禅
会

」
来
る
六
月
七
、

八

日

（
土

・
日
曜
）
霊
鳥

「
仏
法
僧
」
の

鳴

く
緑
深
い

「
迦
葉
山
龍
華
院
」

で

一

●
発
　
行
　
天

徳

山
龍

泉

院

●
印
　
刷
　
岡
田
印
刷
株
式
会
社

泊
参
禅
を
企
画
し
て
お
り
ま
す
。
奮

っ

て
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

▼

「
明
珠
」
第

二
号
を
陽
春
の
好
時
節

に
お
届
け
い
た
し
ま
す
。

本
号
が
出
来
す
る

こ
ろ
は
、
毎
年
恒

例
の
〃
筍
堀
り

〃
と
言
う

こ
と
に
な
り

ま
す
。
毎
回
老
師
が
お
示
し
に
な

っ
て

い
る

『
従
客
録

』
の
中
に
〃
筍

〃
の
出

て
い
る
の
を
知
り
ま
し
た
。
第
七
〇
則

「
進
山
問
性
」
が
そ
れ
で
す
。
我

々
の

自
然

へ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
と
禅
匠
の
そ
れ

と
の
相
違
を
参
究
さ
れ
る
の
も
興
味
深

い
こ
と
と
思
い
ま
す
。

▼
道
元
禅
師
に
関
す
る
本
は
、
正
に
雨

後
の
〃
筍

〃
の
如
く
出
版
さ
れ
て
お
り

ま
す
。
し
か
し

「
本
」
だ
け

で
な
く
坐

禅
で
道
元
禅
師
に
ア
プ

ロ
ー
チ
す
る
人

は
少
な
い
こ
と
で
す
。
禅
師
も

「
正
師

に
つ
い
て
坐
禅
を
せ
よ
」
と
繰
り
返
し

お
示
し
に
な

っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

「
本
」
か
ら
妙
修

の
坐
禅

へ
伺
お
う

と
す
る
人

々
は
多

い
と
思
う
。
〃
筍

〃

が
自
分
で
自
ら
の
皮
を
剥
ぐ
よ
う
に
、

観
念
の
〃
皮

〃
を
剥

い
で
真

の

「
坐
」

に
直
参
い
た
し
た
い
。
　

（
節
光
記
）
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