
音邑

泉

院

参
禅
会
会
報

従
容
録
に
学
ぶ

（
面
）

第
二
九
則
　
趙

州

洗

鉢

楡

隷
ド

電

メ

響

難

し口裸

メ

Ⅷ
嶺

農

詫
拾
け
ｒ
緬
を
洗
なぅ拠
、
轟
吼
秘
さ拾響
くし
、
軽
を
控
メ
碑
、

脚

よ眼
毛
模
著
炒
。

郷
時
、
話
噸
薦
嵯
却
貧
だ
、
火
を
把

っ

て
夜
深
け
て
別
ち
寛
め
よ
。
如
何
ん
が
相
応
し
去
る
こ
と

を
得
ん
。

）「＋令ｍ測一うしゆう　　　　　　　がくにん　　さにゅうそうりん

挙
す
、
趙
州
に
問
う
、
学
人
、

作
袂
嵯
林
、
乞
う
、

新
の

雄

嚇
覚

孵

一
鍵

肝

瞬

計
響

ぷ

数

凝

ゼ

僧
云
く
、

製

うし
了
る
。

〔久
慣

さの
納
僧
、
上
座
に
如
か
ず
。
〕

州
云
く
、
鉢
孟
を
洗
い
去
れ
。
〔左
猜
す
る
こ
と
を
得
ざ
れ
。
〕

馳

イ

蛇

格

羅

鮮

鷺

い

今
日
の
み
に
あ
ら
ず
。
〕
而
今
、参
じ
飽
く
叢
林
の
客
。
〔
旧

■5
平成 4年 4月 8日

に
依

しヽっ
て
粥
を
喫
し
了
れ
ば
、
鉢
孟
詫
説
勢
法
る
。
〕
し
ば

‰
Ｘ
譴
え
、
そ
の
間
に
悟
あ
り
や
。
〓
人
虚
を
伝
う
れ
ば
、

万
人
実
と
伝
う
。
〕

従
来
と
違
っ
た
構
成
に
、
あ
る
い
は
オ
ヤ
と
思
わ
れ
た
方
も
あ

る
で
し
ょ
う
。
そ
う
で
す
。
今
回
は

〔頌
〕
が
加
わ
っ
て
い
ま
す
。

〔示
衆
〕
と

〔本
則
〕
の
分
量
が
少
い
の
で
入
れ
ま
し
た
が
、
実

は
こ
れ
が
正
式
で
あ
り
、
『従
容
録
』
中
、
宏
智
の

〔
頌
〕
は
重

要
な
地
位
に
あ
り
ま
す
。
従
来
は
ス
ペ
ー
ス
的
に
や
む
を
え
ず
省

略
し
て
い
た
わ
け
で
す
。

今
回
は
、
禅
門
の
数
あ
る
公
案
の
中
で
も
、
特
に
有
名
な

「
趙

州
洗
鉢
」
で
す
。
趙
州
に
つ
い
て
は
第

‐
六
掴
わ
ん
「
趙
州
狗
子
」
で

紹
介
し
た
と
お
り
、
唐
代
の
趙
州
観
音
院
従
詮
和
尚

（
七
七
八
～

八
九
七
）
の
こ
と
で
す
。
こ
の
人
に
有
名
な
公
案
が
多
く
知
ら
れ

て
い
る
の
は
、
そ
れ
だ
け
か
れ
が
並
は
ず
れ
た
禅
匠
で
あ

っ
た
こ

と
の
証
拠
で
す
ね
。

ま
ず
、
万
松
の

〔示
衆
〕
を
か
い
つ
ま
ん
で
意
訳
し
て
お
き
ま

す
。

摘
づ
出
勢

①



「
メ
シ
の
時
は
口
を
あ
け
、
眠
る
時
は

目
を
つ
緒
り
、
顔
を
洗
う
に
は
鼻
を
さ

ぐ
り
、
軽
を
ぬ
ぐ
に
は
手
さ
ぐ
り
じ
ゃ
。

そ
ん
な
時
、
禅
門
伝
統
の
公
案
に
そ
む

い
た
ら
、
深
夜
に
灯
り
で
よ
く
探
し
な

さ
れ
。
ど
う
し
た
ら
公
案
の
こ
こ
ろ
に

契
う
か
な
。
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。

こ
こ
で
い
う
禅
門
伝
統
の
公
案
と
は
、

つ
ぎ
の

〔本
則
〕
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
〔本
則
〕を
み
ま
し
ょ
う
。
趙

州
の
禅
道
場
に
入
門
し
た
ば
か
り
の
新

参
者
、
「
ど
う
か
仏
法
の
道
理
を
お
教

え
く
だ
さ
い
。
」
趙
州

「
お
前
さ
ん
、

も
う
朝
粥
は
食
べ
た
か
な
。
」
「
ハ
イ
、

い
た
だ
き
ま
し
た
。
」
「
そ
れ
な
ら
、

鉢
を
洗

っ
て
き
な
さ
い
。
」

た
だ
こ
れ
だ
け
の
問
答
で
す
が
、
そ

こ
に
は
く
め
ど
も

つ
き
ぬ
妙
味
が
含
ま

れ
て
い
ま
す
。
ま
ず
二
、
三
の
字
句
の

意
味
を
記
し
ま
し
ょ
う
。
「
乍
入
叢
林
」

は
禅
道
場
に
入
門
し
た
ば
か
り
、
「
鉢

孟
」
は
食
事
を
盛
る
器
の
こ
と
。
万
松

の
コ
メ
ン
ト
、
「
渾
金
瑛
玉
」
と
は
純

金
と
純
玉
の
こ
と
で
、
か
ざ
ら
ぬ
純
朴

さ
と
い
う
ほ
め
言
葉
。
「
久
慣
の
柄
僧
」

は
古
参
の
雲
水
、
「
左
猜
」
は
ウ
ロ
ツ

ク
こ
と
で
す
。
こ
う
み
る
と
、
万
松
は

両
者
の
問
答
の
さ
ま
を
、
大
い
に
ほ
め

た
た
え
て
い
る
の
で
す
ね
。

そ
こ
で

〔頌
〕
を
読
む
と
、
こ
れ
は

ま
た
宏
智
の
受
け
と
め
方
の
深
さ
に
お

ど
ろ
き
ま
す
。
意
訳
し
ま
す
。

「粥
を

食
べ
た
ら
洗
鉢
さ
せ
た
、
そ
の
と
き
カ

ラ
リ
と
道
理
に
契
う
。
い
ま
の
古
参
の

雲
水
た
ち
よ
、
悟
り
か
ど
う
か
を
云
っ

て
み
な
。
」
ど
う
で
す
か
。

宏
智
は
趙
州
と
僧
の
言
動
を
た
た
え

つ
つ
、
後
の
人
が
そ
れ
を
悟
り
だ
と
み

て
、
悟
り
に
と
ら
わ
れ
る
と
、
せ
っ
か

く
公
案
が
教
え
て
い
る
仏
法
の
日
常
性

か
ら
離
れ
て
し
ま
う
の
を
い
ま
し
め
て

い
る
の
で
す
。
だ
か
ら
万
松
も
ま
た

「
一
人
伝
虚
、
万
人
伝
実
」
と
、　
一
人

が
誤
る
と
み
な
が
付
和
雷
同
す
る
お
そ

れ
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
す
。

で
す
か
ら
私
た
ち
は
、
日
常
生
活
が

す
べ
て
修
行
の
場
で
あ
る
と
か
仏
法
の

真
理
だ
と
か
を
学
ぶ
時
は
、
こ
う
し
た

宏
智
の
警
告
を
常
に
念
頭
に
お
か
ね
ば

元
代
の
趙
州
国
師
塔

な
り
ま
せ
ん
。
禅
の
参
究
に
、
独
り
合

点
や
独
断
は
、
も

っ
と
も
禁
物
で
す
。

そ
こ
で
、
改
め
て
趙
州
の
言
動
を
み

ま
し
ょ
う
。
「
粥
を
食
べ
た
ら
鉢
を
洗

い
な
さ
い
」
と
は
、
ご
く
当
り
前
の
こ

と
で
す
。
仏
法
を
学
ぶ
場
は
、
坐
禅
堂

や
説
法
の
道
場
ば
か
り
で
は
な
い
。
こ

ん
な
卑
近
な
と
こ
ろ
に
も
あ
る
の
だ
と

趙
州
は
日
常
生
活
に
則
し
て
教
え
、
新

参
の
僧
は
そ
れ
を
す
ぐ
に
会
得
し
た
。

お
そ
ら
く
、
新
参
と
は
い
え
、
こ
の
僧

は
も
う
か
な
り
の
修
行
が
で
き
て
い
た

の
で
し
ょ
う
。

こ
ん
な
趙
州
の
教
育
の
す
ば
ら
し
さ
、

そ
れ
に
応
え
た
僧
、
唐
代
の
禅
は
た
し

か
に
活
き
て
い
ま
す
ね
。
さ
き
の

〔示

衆
〕
も
、
卑
近
な
起
床
動
作
の
中
に
ひ

そ
ん
で
い
る
深
い
仏
法
の
道
理
に
つ
い

て
、
万
松
の
共
鳴
で
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
「
趙
州
洗
鉢
」
は

「
趙

州
喫
茶
去
」
の
公
案
と
セ
ッ
ト
に
し
て

理
解
さ
れ
て
い
ま
す
。
後
者
は
、
趙
州

が
誰
に
で
も

「
ま
あ
お
茶
で
も
の
み
な

さ
れ
」
と
い
っ
た
対
機
説
法
が
、
洗
鉢

と
同
じ
く
禅
の
日
常
性
を
よ
く
表
わ
し

て
い
る
か
ら
で
す
。
た
だ
し
、　
一
ぱ
い

の
お
茶
が
無
心
に
の
め
な
け
れ
ば
ダ
メ

と
い
う
む

つ
か
し
さ
が
あ
り
ま
す
が
。

す
る
と
、
仏
法
の
日
常
性
と
い
っ
て

も
、
そ
れ
は
修
行
の
で
き
た
人
だ
け
の

も
の
な
の
で
し
ょ
う
が
。
そ
う
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
仏
法
は
万
人
は
等
し
く
開

か
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
電
車
の

乗
降
に
も
そ
れ
は
こ
ろ
が

っ
て
い
ま
す
。

わ
た
く
し
は
、
キ

ッ
プ
の
券
売
機
に

千
円
札
を
入
れ
、
五
三
〇
円
の
ボ
タ
ン

を
押
し
た
時
、
千
九
百
何
円
か
の
コ
イ

ン
が
出
て
き
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
と
っ

さ
に
駅
員
さ
ん
の
所

へ
行
き
、
四
七
〇

円
を
貰

っ
て
残
り
を
渡
し
、
電
車
に
乗
っ

て
胸
を
な
で
お
ろ
し
ま
し
た
。
心
に
何

の

一
念
も
浮
か
ば
な
か

っ
た
こ
と

へ
の

安
堵
感
か
ら
で
し
た
。

ま
た
、
東
京
か
ら
電
車
で
の
遅
い
帰

途
、
隣
り
の
席
で
居
眠
り
し
て
い
た
娘

さ
ん
が
、
亀
有
駅
で
気
づ
い
て
と
び
降

り
た
あ
と
、

ハ
ン
ド
バ
ッ
ク
が
残
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
や
む
を
え
ず
柏
駅
で
そ

れ
を
届
け
る
と
、
駅
員
さ
ん
が
サ
イ
フ

や
定
期
券
の
入

っ
て
い
る
の
を
確
認
し
、

私
は
住
所
と
電
話
ｍ
を
書
か
さ
れ
ま
し

た
。
そ
の
夜
、
娘
さ
ん
か
ら
電
話
で
、

無
事
に
忘
れ
物
が
戻

っ
た
お
礼
を
し
た

い
由
。
私
は
す
ぐ
さ
ま

「
恩
は
人
に
返

せ
」
と
い
う
か
ら
、
あ
な
た
も
人
に
遺

失
物
を
、
と
い
い
ま
し
た
。
娘
さ
ん
の

喜
び
と
お
礼
の
声
―
。
き

っ
と
何
人
も

の
他
人
に
恩
を
返
し
て
く
れ
た
に
ち
が

い
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
に
、
卑
近
な
生
活
の
中
に

煩
悩
に
対
す
る
正
念
の
あ
り
方
や
布
施

行
の
実
践
が
い
く
ら
で
も
あ
る
の
で
す

ね
。
私
た
ち
は
、
食
事
や
お
茶
も
坐
禅

と
同
じ
く
大
切
に
し
た
い
も
の
で
す
。

②



・平成 3年 10月 13日

・得度者21名

・戒師

龍泉院住職

椎名宏雄老師

・大洞院、興陽寺、

観音寺、正泉寺の

各老師のご随喜を

仰いで、荘厳のう

ちに円成す。

■在家得度式

公開講演 ■「禅を聞く会」

・平成 3年 11月 10日

・会場/柏市第一生命 ラ

イフデザインショップ

柏ホール

・ 演題と講師

「禅の源流をたずねて」

東京大学名誉教授

鎌田茂雄先生

「 こゝろ自由自在」

柏市龍光寺住職

佐藤俊明老師

「椅子坐禅」(指導 )

大洞院住職

木村誠治老師

・来聴者/300名

特別行事実施

③



母
上

へ
の
手
紙

母
上
に
は
八
〇
の
橋
を
渡
る
こ
の
年

の
瀬
、
誠
に
ご
健
勝
の
ご
様
子
大
変
喜

ば
し
い
事
で
ご
ざ
い
ま
す
。

私
が
天
徳
山
龍
泉
院
の
門
を
叩
き
、

椎
名
老
師
の
も
と
で
坐
禅
を
通
し
て
仏

道
を
行
ず
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
は

や

一
〇
年
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
こ

の
た
び
椎
名
老
師
の
は
か
ら
い
で
在
家

得
度
を
致
し
ま
し
た
。
法
名
は
無
心
彰

勲
居
士
で
ご
ざ
い
ま
す
。

信
仰
の
深
さ
は
深
遠
な
も
の
で
、
日
々

の
心
の
在
り
方
に
よ
る
も
の
、
わ
れ
わ

れ
凡
人
の
計
り
知
れ
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
修
行
の
た
め
の
限

り
な
い
石
段
の

一
段
目
を
踏
み
じ
め
た

気
持
で
、
身
が
ひ
き
し
ま
る
思
い
で
ご

ざ
い
ま
す
。

か
え
り
み
ま
す
と
、　
一
年
前
に
私
ど

も
参
禅
会
の
年
中
行
事
で
あ
る

一
泊
参

禅
会
が
栃
木
県
の
常
真
寺
で
行
わ
れ
ま

し
た
。
そ
の
時
、
椎
名
老
師
か
ら
白
隠

禅
師
の

『坐
禅
和
讃
』
に
つ
い
て
の
ご

講
話
を
お
聞
き
し
ま
し
た
。
内
容
は
信

仰
を
志
す
者

へ
の
心
構
え
で
あ
り
励
ま

し
の
言
葉
で
あ
り
ま
す
が
、
七
五
調
の

流
れ
る
よ
う
な
美
し
く
暖
い
言
葉
が
私

の
心
を
大
変
う
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
以

来
幾
度
も
幾
度
も
読
み
返
し
、
今
様
の

我
孫
子
市

町

動
小

『
お
の
れ
は
仏
』

生
ま
れ
て
人
は
仏
な
り

水
が
無
け
れ
ば
氷
無
し

己
が
仏
忘
れ
去
り

ま
さ
し
く
水
の
中
に
い
て

仏
の
衣
着
せ
ら
れ
て

煩
悩
劫
の
迷
い
に
は

く
ら
き
心
を
街
復
い
て

己
の
中
に
仏
み
よ

己
忘
れ
て
助
け
合
い

日
々
に
重
ね
じ
善
行
が

た

っ
た

一
つ
の
善
行
も

己
の
劫
は
消
え
失
せ
て

た
だ
有
難
き
こ
の
言
葉

真
の
喜
び
得
る
人
は

先
祖
の
前
に
平
伏
し
て

己
は
本
来
う

つ
ろ
に
て

日
々
悔
の
な
い
行
を

つ
み

今
の
己
を
己
と
し

自
我
の
念
を
捨
て
去
り
て

童
の
如
く
清
け
れ
ば

こ
の
世
で
何
を
求
め
る
か

そ
こ
に
浄
土
が
待

っ
て
い
る

水
と
氷
を
知
る
よ
う
に

己
無
け
れ
ば
仏
無
し

幻
お
う
は
愚
か
し
い

喉
の
渇
き
を
叫
ぶ
さ
ま

心
乏
し
く
生
き
る
の
か

己
の
愚
痴
の
繰
返
し

仏
の
門
は
開
か
な
い

こ
れ
ぞ
こ
の
世
の
喜
び
ぞ

念
仏
唱
え
行
を
つ
み

極
楽
浄
土
の
橋
渡
し

昨
日
重
ね
じ
罪
を
消
し

極
楽
浄
土
の
道
標

心
の
中
に
と
ど
め
お
き

此
に
優
れ
る
幸
な
し

お
の
が
心
を
う
ち
み
れ
ば

拘
り
の
な
い
清
き
わ
れ

一
筋
の
道
迷
い
無
く

こ
の
世
は
ど
こ
も
わ
が
宿

歌
い
踊
り
も
仏
の
道

悟
り
の
世
界
見
え
て
く
る

い
づ
れ
命
消
え
失
せ
て

生
ま
れ
て
人
は
仏
な
り

棟方志功「翻難馴顧酬 =自在の柵=ま 道 あ た の れ 六 宗  ば ま ま な  て し す り 言

す を ら
°
慧

｀
八 の 白 幸 し し い 得 も ま る ま 葉°

説 ゆ 八 端 松
V高

隠 で た た 私 度 結 う と し に

④



あ
る
日
の
坐
禅

「
大
哉
解
脱
服
、
無
相
福
田
衣
、
被

奉
如
来
教
、
広
度
諸
衆
生
」
、
塔
袈
裟

の
偶
を
三
唱
す
る
の
が
、
在
家
得
度
を

受
け
た
為
、
変

っ
た
こ
と
で
あ
る
。

格
子
を
受
け
て
以
来
半
年
近
く
た

つ

が
、
そ
の
日
に
よ

っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、

何
と
も
云
え
な
い
新
鮮
味
が
あ
る
。

丁
度
、
坐
禅
の
調
子
が
出
か
か

っ
た

の
か
、
袈
裟
功
徳
な
の
か
、
禅
定
が
継

く
よ
う
に
な

っ
た
の
は
間
違
い
な
い
。

一
回
だ
け
掛
け
る
の
を
忘
れ
て
、
左
右

揺
振
し
よ
う
と
し
て
、
気
が
付
い
た
の

で
、
取
り
に
行

っ
て
、
や
り
直
そ
う
と

思

っ
た
が
、
そ
の
ま
ま
坐

っ
た
。
や
は

り
そ
の
日
の
坐
禅
は
駄
目
で
あ

っ
た
。

身
相
す
で
に
整
え
て
、
欠
気

一
息
し

て
…
…
…
普
勧
坐
禅
儀
の
通
り
に
坐
り

始
め
る
が
、
欠
気

一
息
は
酸
欠
に
な

っ

て
苦
し
い
。
堪
え
ら
れ
る
限
り
、
息
を

吐
く
こ
と
に
し
て
い
る
が
、
苦
し
く
て

ま
だ
、
息
が
残

っ
て
い
る
の
に
休
め
て

し
ま
う
。
先
人
の
苦
行
を
思
う
と
弱
い

自
分
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
。
そ
れ
で
も
、

体
の
中
の
痰
等
が
出
て
、
後
の
呼
吸
が

楽
に
な
る
の
で
、
吐
け
る
だ
け
吐
く
よ

う
に
し
て
い
る
。

さ
て
、
坐
上
の
胸
中
だ
が
、
毎
回
毎

回
異
り
、
軽
安
の
心
所
が
現
わ
れ
、
持

柏
市
　

安
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小
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郎

続
す
る
時
間
が
ま
ち
ま
ち
で
、
消
え
た

り
、
現
わ
れ
た
り
の
く
り
返
し
で

一
定

し
な
い
。
そ
れ
で
も
だ
ん
だ
ん
と
確
か

で
崩
れ
に
く
く
な

っ
て
ゆ
く
こ
と
は
間

違
い
な
い
。
こ
こ
で
以
前
に
聞
い
た
、

坐
禅
の
コ
ツ
は
、
腰
を
落
す
こ
と
、
奥

歯
を
噛
む
こ
と
、
動
か
な
い
こ
と
、
と

い
う
の
が
思
い
出
さ
れ
る
。
十
年
程
前
、

前
歯
を
差
歯
に
し
て
、
奥
歯
を
持
続
的

に
噛
合
す
こ
と
が
出
来
ず
口
中
に
唾
液

が
溜

っ
た
り
し
て
、
呑
み
込
ん
だ
り
す

る
の
で
、
禅
定
が
途
切
れ
た
り
、
弱
ま
っ

た
り
す
る
。
釈
尊
は
前
正
覚
山
を
龍
王

の
懇
願
に
も
不
拘
、
成
道
の
地
と
せ
ら

れ
て
な
か

っ
た
の
は
、
地
盤
が
振
動
す

る
為
で
あ

っ
た
、
と
い
う
の
が
出
来
て

来
る
。

そ
れ
で
も
坐
り
続
け
て
い
る
と
、
身

体
が
上
方
に
伸
び
、
周
囲
に
拡

っ
て
、

尻
の
痛
み
も
薄
れ
、
物
音
遠
ざ
か
り
、

第
六
意
識
の
動
き
も
気
に
な
ら
な
い
。

こ
の
ま
ま
坐
り
続
け
れ
ば
、
非
思
量
、

只
管
打
坐
に
な
り
、
自
他
の
区
別
の
無

い
世
界
が
開
け
そ
う
で
あ
る
が
、
次
に

や
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
に
し
て
、
開
静

と
し
て
し
ま
う
。
終

っ
て
時
計
を
み
る

と

一
時
間
前
後
で
あ
る
。

小
さ
な
転
機

私
が
龍
泉
院
の
参
禅
会
で
坐
り
始
め

て
か
ら
、
早
く
も
八
年
が
過
ぎ
ま
し
た
。

参
禅
会
に
入
門
し
な
け
れ
ば

一
生
読
む

こ
と
は
な
い
正
法
眼
蔵
を

「
一
顆
明
珠
」

を
始
め

「坐
禅
蔵
」
や
現
在
講
義
中
の

「諸
悪
莫
作
」
を
含
め
て

一
〇
巻
も
ご

老
師
よ
り
懇
切

・
丁
寧
な
提
唱
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、　
一
泊

参
禅
を
通
じ
て
各
所
の
名
刹
を
訪
れ
る

こ
と
が
で
き
た
し
、
雲
水
修
行
の

一
端

を
味
わ
い
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
去
年
は
未
熟
者
に
も
拘
わ

ら
ず
得
度
さ
せ
て
頂
き
、
法
名
を
授
け

て
も
ら
い
ま
し
た
。
真
に
有
難
い
事
で

す
。参

禅
会
の
入
会
時
は
、
深
い
考
え
や

悩
み
、
気
負
い
が
あ
っ
た
わ
け
で
な
く

カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
に
参
加
す
る
よ

う
な
軽
い
気
持
で
し
た
。
し
か
し
、
毎

月
の
例
会
に
参
加
し
、
ご
老
師
の
法
話

や
茶
話
会
で
の
皆
様
の
お
話
し
、
幹
事

さ
ん
の
献
身
的
行
為
に
接
し
て
行
く
間

に
、
仏
に
つ
い
て
、
禅
に
つ
い
て
、
自

分
と
は
何
か
な
ど
、
人
生
の
基
底
に
つ

柏
市
　

五
十
嵐
　
嗣
　
郎

い
て
考
え
る
機
会
が
段
々
と
多
く
な
り
、

人
生
の
目
的
を
宗
教
的
に
把
握
す
る
よ

う
に
も
な
り
ま
し
た
。
参
禅
会
へ
入
門

す
る
ま
で
は
宗
教
は
宗
教
、
自
分
の
人

生
は
人
生
と
二
元
的
に
思
っ
て
い
ま
し

た
。
ひ
ら
た
く
言
え
ば
宗
教
は
御
祈
祷

の
様
な
願
い
ご
と
す
る
所
、
あ
る
い
は

死
者
の
霊
を
弔
う
所
と
い
う
程
度
の
理

解
で
し
た
。

以
来
八
年
、
最
近
に
な
っ
て
宗
教
観

が
以
前
の
も
の
と
変
わ
っ
て
来
た
こ
と

に
ふ
と
気
が
付
き
ま
し
た
。
ご
老
師
が

常
に
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
宗
教
と

は

「人
間
い
か
に
生
き
て
い
く
か
の
根

本
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
」
か

が
少
し
づ
つ
実
感
す
る
よ
う
に
な

っ
て

き
た
か
ら
で
す
。
即
ち
、
坐
禅
を
含
め

た
修
行
が
単
な
る
修
行
の
た
め
の
修
行

で
は
な
く
、
日
常
生
活
の
行
動
基
準
に

禅
的
な
考
え
方
が
少
し
づ
つ
反
映
す
る

よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
す
。

こ
れ
ま
で

一
泊
参
禅
で
行
わ
れ
る
作

務
で
は
、
ふ
だ
ん
家
で
は
全
く
し
な
い

便
所
や
庭
の
掃
除
も
大
事
な
修
行
の
一

⑤
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さ
な
お

い

て

環
で
、
坐
禅
と
等
し
く
考
え
る
か
ら

一

生
懸
命
に
行
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ

で
は
修
行
は
修
行
、
日
常
生
活
は
日
常

生
活
と
別
物
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
最
近
次
の
よ
う
な
経
験

を
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
名
古
屋
の
単
身

マ
ン
シ
ョ
ン
で
、
坐
禅
を
行
お
う
と
思

い
、
ふ
と
囲
り
を
見
る
と
室
内
が
埃

っ

ぽ
く
し
か
も
雑
然
と
し
て
お
り
、
と
て

も
坐
る
気
持
に
な
れ
ず
、
と
り
あ
え
ず

掃
除
を
始
め
た
時
の
こ
と
で
す
。
今
迄
、

カ
ミ
サ
ン
に
注
意
さ
れ
渋
々
や
っ
て
い

た
掃
除
が
、
気
持
ち
よ
く
坐
る
た
め
に

は
面
倒
臭
い
苦
役
も
活
々
と
楽
し
い
作

務
、
即
ち
修
行
に
変
化
し
て
い
る
の
に

気
付
い
た
の
で
す
。
あ
の

一
泊
参
禅
の

時
の
作
務
と
同
じ
気
持
で
我
家
の
掃
除

を
し
て
い
た
の
で
す
。

こ
の
気
持
を
更
に
拡
げ
て
行
け
ば
、

自
炊
や
洗
濯
な
ど
身
回
り
の
仕
事
も
雑

用
で
は
な
く
、
気
持
ち
よ
く
坐
る
た
め

の
修
行
と
思
え
る
よ
う
に
な
る
は
ず
で

す
。

『典
坐
教
訓
』
も
、
食
事
面
か
ら
修

行
僧
が
気
持
ち
よ
く
坐
禅
三
味
に
な
れ

る
よ
う
、
い
か
に
心
配
り
す
べ
き
か
を

述
べ
た
も
の
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
は
、
日
常
生
活
の
全
て
が

気
持
ち
よ
く
坐
る
こ
と
へ
の
修
行
で
あ

る
と
自
覚
し
、
毎
日
の
行
動

一
つ
一
つ

を
意
味
あ
る
も
の
と
し
て
い
き
た
い
も

の
で
す
。

袈

を

い
た

ゞ

在
家

・
出
家

・
奴
婢

・
畜
生
を
論
ぜ
ず

佛
戒
を
受
持
し
、
袈
裟
を
正
伝
す
べ
し
。

ま
さ
に
佛
位
に
正
入
す
る
直
道
な
り
。」

袈
裟
を
か
け
る

（正
伝
す
る
）
と
い

う
こ
と
は
、
佛
戒
を
受
持
す
る
こ
と
な

の
だ
。
と
、
こ
れ
は
大
変
な
こ
と
で
あ
っ

た
の
で
す
。

そ
こ
で
、
ま
た

『
眼
蔵
』
受
戒
の
巻

を
、
読
ん
で
参
り
ま
す
と
、

「
西
天
東
地
、
佛
祖
相
伝
し
き
た
れ

る
と
こ
ろ
、
か
な
ら
ず
入
法
の
最
初
に

受
戒
あ
り
。
戒
を
う
け
ざ
れ
ば
、
い
ま

だ
諸
佛
の
弟
子
に
あ
ら
打
ド
如
獅
０
見

孫
に
あ
ら
ぎ
る
な
り
。
離
過
防
非
を
、

参
禅
問
法
と
せ
よ
が
ゆ
ゑ
な
り
。
戒
律

為
先
の
言
、
す
で
に
ま
さ
し
く
正
法
眼

蔵
な
り
。
」

と
、
言

っ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。

「袈
裟
を
か
け
る
と
坐
禅
が
変
る
」

と
言
わ
れ
た
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
佛
法

の
大
海
に
入
る
、
佛
祖
の
教
え
を
本
当

に
信
ず
る
、
と
い
う
大
原
則
は
こ
こ
だ
。

と
永
平
高
祖
が
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
ぞ
、

と
の
有
難
い
老
婆
心
の
お
示
し
で
あ
っ

た
の
で
す
。

省
み
て
今
、
私
に
と
っ
て
坐
禅
は
何

ん
で
あ
っ
た
の
か
、
坐
禅
を
道
具
に
使
っ

て
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
懺
悔
の

思
い
が
あ
り
ま
す
。

坐
禅
と
い
う
も
の
が
あ

っ
て
、
わ
れ

と
い
う
も
の
が
居
て
、
坐
禅
廷
何
じ
て
、

云
々
。
と
い
う
、
坐
禅
を
人
生
の
装
飾

『正
法
眼
蔵
』
坐
禅
儀
の
巻
に
、

「坐
禅
の
と
き
、
袈
裟
を
か
く
べ
し

蒲
団
を
し
く
べ
し
。
」

と
い
う

一
節
が
あ
り
、

又
、
袈
裟
功
徳
の
巻
に
道
元
禅
師
が

中
国
に
修
行
中
の
こ
と
と
し
て
、

「開
静
の
と
き
ご
と
に
、
袈
裟
を
さ
ゝ

げ
て
頂
上
に
安
じ
、
合
掌
恭
敬
し

一
侶

を
撚
誦
け
い
た
の
唱
熊
わ
鷺
えく
、

ひ
ぶ

蹟
級
稗
税
報
ｔ
撫
鋼
福
田
衣
　
被
奉

如
来
動
糧
籍
端
衆
生
。

と
き
に
予
未
曽
見
の
お
も
ひ
を
生
じ
、

歓
喜
身
に
あ
ま
り
、
感
涙
ひ
そ
か
に
お

ち
て
衣
襟
を
ひ
た
す
。
」

僧
堂
の
内
に
あ
っ
て
、
毎
朝
、
開
静

に
な
っ
て
袈
裟
を
著
す
る
と
き
、
袈
鞍

‐ナを

さ頭
上
に
乗
せ
て
合
掌
し
て
右
の

「塔

袈
裟
の
偶
」
を
誦
え
て
、
お
袈
裟
を
つ

け
た
と
き
の
感
激
を
識
し
て
お
ら
れ
る
。

も
う
ご
承
知
の
と
お
り

「衣
鉢
を
継

ぐ
」
の
衣
は
佛
祖
正
伝
の
お
袈
裟
を
示

し
て
い
る
。

先
年
、
千
葉
県
曹
青
主
催
の

「摂
心

会
」
に
参
加
さ
せ
て
い
た
ゞ
い
た
時
、

僧
俗
共
に
行
じ
る
摂
心
で
あ
る
か
ら
、

朝
の
大
開
静
の
と
き
は
、
僧
侶
の
方
々

は

「塔
袈
裟
の
掲
」
を
誦
し
て
、
お
袈

裟
を

つ
け
ら
れ
る
。
俗
の
方
は
そ
の
間
、

警

市

小

畑

節

朗

偶
は
お
誦
え
し
て
も
、
頭
上
に
袈
裟
な

く
、
ま

っ
た
く
様
に
な
ら
な
い
。

た
ま
た
ま
そ
の
時
の
講
師
が
酒
井
得

元
老
師
で
い
坐
禅
の
時
の
着
衣
は
、
な

る
た
け
、
寛
た
り
し
た
も
の
を
着
す
べ

し
、
ま
た
、
坐
禅
は
塔
袈
裟
で
行
う
べ

し
の
お
示
し
で
、
小
生
の
言
わ
ず
も
が

な
の
質
問
に
お
答
え
を
い
た
ゞ
き
、

「
袈
裟
を

つ
け
る
と
坐
禅
が
変
り
ま

す
。
」
と
、
お

っ
し
ゃ
っ
た
。

こ
れ
は
、
何
を
意
味
す
る
の
か
と
、

以
来
、
心
に
掛
か

っ
て
い
た
の
で
し
た

が
、
答
は
問
処
に
あ
り
。
道
元
禅
師
は
、

明
確
な
答
を
す
で
に
お
示
し
で
あ

っ
た

の
で
す
。

『
眼
蔵
』
伝
衣
の
巻
に
、

「
在
家
の
男
女
な
ほ
佛
戒
を
受
持
せ

ん
は
、
五
条

・
七
条

・
九
条
の
袈
裟
を

著
す
べ
し
、
い
わ
ん
や
出
家
人
い
か
で

か
著
せ
ざ
ら
ん
。
は
じ
め
梵
王
六
天
よ

り
、
姪
男

・
姪
女

・
奴
婢
に
い
た
る
ま

で
も
、
佛
戒
を
う
く
べ
し
、
袈
裟
を
著

す
べ
し
と
い
ふ
。
―
中
略
‐
畜
生
な
ほ

佛
戒
を
う
く
べ
し
、
袈
裟
を
か
く
べ
し

と
い
ふ
。
佛
子
な
に
と
し
て
か
佛
衣
を

著
せ
ざ
ら
ん
。

し
か
あ
れ
ば
佛
子
と
な
ら
ん
は
、
天

上

・
人
間

・
国
王

・
百
官
を
と
は
ず
、

⑥



品
ぐ
ら
い
に
考
え
て
い
た
。
い
わ
ゆ
る

為
坐
禅
よ
り
も

っ
と
悪
い
為
坐
禅
を
し

て
い
る
私
が
こ
こ
に
い
る
こ
と
を
発
見

し
て
愕
然
と
し
た
の
で
す
。

昨
年
在
家
得
度
を
受
け
、
小
さ
な
お

袈
裟

（絡
子
）
を
い
た
ゞ
い
て
、
そ
の

感
は
い
よ
い
よ
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

良
寛
さ
ん
の
詩
に
、

大
い
な
る
哉
　
解
脱
服

無
相
福
田
の
衣

佛
々
方
に
正
伝
し

祖
々
親
し
く
受
持
す

広
き
に
非
ず
　
復
た
狭
き
に
非
ず

肺
も―こ
非
げ
；
也
た
糸
に
非
ず

想
座
に
え奉
看
し
去
っ
て

始
め
て
衣
下
の
児
と
称
す

と
あ
り
ま
す
。
本
来
な
ら
佛
法
を
正
し

く
受
け
継
い
だ
証
拠
と
し
て
お
袈
裟
は

授
受
さ
れ
て
い
た
。
で
す
か
ら
袈
裟
は

モ
ノ
で
は
な
く
、
古
佛
以
来
の
正
伝
そ

の
も
の
ゝ
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
と
。
だ
か

ら
広
狭
で
も
な
く
、
布
と
か
糸
と
か
を

云
々
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
こ
こ
を
わ

か
っ
て
修
行
す
る
人
こ
そ
、」県
の
修
行
者

な
の
だ
と
言

っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
が
…

現
代
に
お
け
る
衣
下
の
児
と
は
何
か
、

在
家
は
衣
下
の
児
に
な
り
得
る
の
か
、

種
々
の
思
い
が
涌
い
て
き
ま
す
。
し
か

し
、
そ
れ
を

一
時
お
休
み
に
し
て
、
坐

禅
を
対
象
と
し
な
い
で
、
　
〃坐

っ
て
る

ぞ
／
〃
な
ん
て
、
殊
更
に
い
わ
な
い
で

小
さ
な
お
袈
裟
を
頂
い
て
、
日
々
、
サ

一藤原氏海外便りご紹介―

椎名老師様、参禅会の皆様

拝啓、仲秋の候、ご老師様、会員の皆様にはます

ます御健勝のこととお喜び申し上げます。

私こと、インド養蚕開発計画 (」ICA)プ ロジェ

クトの病理関係の専門家として10月 17日 、インド国

立養蚕研究所に着任致しました。任地のマイツール

は、南インド、デカン高原南端の旧城下町で、街も

大きく商業的にも中心になり、色々な店が立て込ん

でいますが、気に入ったものがありません。 ｀
郷に

いれば郷に従う
″

で生きるには不足もありません。

この季節に南インドでも例年になく雲が厚く、日本
の秋雨の様な雨が終日降り続き、洪水で浸水した家

屋もあり、肌寒く感じる気候です。この地で思わぬ

ことに出会いますが、現地を知るには勉強になりま

す。こうしてタイプを打ちながらも、断続的に停電

が起こることも一つのインドの事情です。でも、イ

ンドの人々はそれを苦にする様子もなく、かえって

豊かな日本が恐ろしくさえ感じます。任地では、N
HKの短波放送がよく受信でき、日本語と隔離され

た環境ではそのニュースが楽しみです。しかし、イ

ンドの環境下で聴く日本のニュースには違和感を覚

えます。視点を自分において他人を理解することの

難しさを知らされます。インドの人たちを少しでも

多く理解したいと思っています。

インドは世界第二位の養蚕国で、研究所の組織は

むしろ日本より大きく、研究者も英国留学の経験者

が多く、英語も立派です。言葉では押され気味です

がなんとかなりそうです。私の専門は蚕の病気で原

生動物を専攻しています。パスツール (仏 1875)が

発見し、母親から子に伝染して欧州の養蚕を壊滅さ

せた病気です。その病気の研究が私のライフワーク

です。インド養蚕ではその病気が今日的問題で、社

会的な問題になり、先日の新聞では、もし政府が具

体的対策を行わなければ、かつての欧州のようにイ

ンドの全養蚕業は崩壊するだろう、と強い論調です。

専門家として、これが対応にかなりの困難がありま

すが、研究者として興味があります。勝手な人間か

ら見れば病原と蔑視される3ミ クロンの単細胞の原

生動物にも、それなりの生命があります。原生動物
の地球上の歴史から見れば、人間の歴史は一瞬です。

彼らの生活を見るとき、彼らの仏性を感じます。彼

らは人間の先師であり、侵すべきでないと思います

が、人間の豊かさのために、彼らに挑戦しなければ

ならないこともあります。生物学を専攻するものと

しては、その生物を通じて自分の仏道に精進したい

と思っています。

向寒の折から益々のご自愛を祈念いたします。略

筆ながら着任のごあいさつ申し上げます。敬具

1991年 11月 1日

藤 原   公

勤務場所 」ICA C/O Central Sericultural

ResearCh &Training lnstitute

Srirampura,L4ysore-500008,INE)IA

ラ
サ
ラ
と
坐
り
続
け
た
い
と
念
じ
て
い
　
　
る
此
頃
で
あ
り
ま
す
。

◇
平
成
二
年
度
龍
泉
院
参
禅
会
会
計
報
告
◇

（平
成
二
年

一
月
～
十
二
月
）

〔収
入
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
慶

弔

費
　
一
一〇
、
○
○
○
円

繰

越

金
　
一
七
、
六
〇
五
円
　
　
　
　
　
特
別
行
事
関
係
支
出

（新
年
会
、　
一
泊

浄
　
　
財
　
五
〇
六
、
〇
七
七
円
　
　
　
　
参
禅
会
、
講
演
会
、
成
道
会
）

特
別
行
事
関
係
会
費
等

（新
年
会
、　
一　
　
　
　
　
　
　
一
、　
〓

一四
、
八
八
七
円

泊
参
禅
会
、
講
演
会
、
成
道
会
）
　

　

　

次
年
繰
越
　
一
一四
三
、
〇
九
二
円

一
、
〇
三
四
、
七
八
六
円
　
　
△
口　
　
計
　
一
、
五
五
九
、
五
三
四
円

預
金
利
息
　
一
、
六
〇
六
円
　
　
　
　
　
　
皆
様
の
真
心
の
こ
も
っ
た
御
浄
財
に
よ

人
口　
　
計
　
一
、
五
五
九
、
五
三
四
円
　
　
り
、
平
成
二
年
の
諸
行
事
が
無
事
円
成

〔支
出
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
き
ま
し
た
こ
と
を
、
厚
く
お
礼
申
し

明
珠
印
刷
費
　
一
〓
一八
、
三
二
九
円
　
　
　
上
げ
ま
す
。
（
平
成
三
年
度
年
番
幹
事

通

信

費
　
一
七
、
四
七
三
円
　
　
　
　
　
今
泉
章
利
、
杉
浦
上
太
郎
）
　

合
掌

写

真

代
　
一
五
、
七
五
二
円

⑦
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龍
泉
院
参
禅
会
簡
介

日
　
時
　
毎
月
第
四
日
曜
午
前
九
時
よ
り

（初
参
加
の
方
は
八
時
半

ま
で
に
来
山
の
こ
と
）

坐
　
禅
　
止
　
静
　
鐘
　
一曇
戸
　
坐
禅

経
　
″何
　
鐘
　
一
〓
戸
　
経
行

放
　
禅
　
鐘
　
一
声
　
放
禅

講
　
義
　
木
版
三
通
　
開
経
侶
を
唱
え
て

「
正
法
眼
蔵
」
の
提
唱
を

聞
く

講
　
師
　
龍
泉
院
住
職
　
椎
名
宏
雄
老
師

平
成
四
年
正
月
よ
り

「
諸
悪
莫
作
」
の
巻
を
提
唱

座
　
談
　
自
己
紹
介
の
後
、
茶
を
喫
し
座
談

正
午
解
散

参
加
資
格
　
年
齢
、
性
別
を
問
わ
ず
ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。

〈
〓　
費
　
無
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
六
日
）

釈
尊
成
道
を
讚
え
坐
禅
、
成
道
会
法
要
の
後
、
法
話
を
聴

間
、
点
心

（昼
食
）
を
共
に
す
る
。

L.。 _…………・―…………・―…………・―…………・―…………・……………・――・0……D――●0……・……………D―…………・―…………・―…………3-―●」

沼

己一言

ロ

〔参
禅
会
記
録
〕

（　
）
内
は
座
談
の

司
会
者

平
成
二
年

一
〇
月

一
三
日

在
家
得
度
式
　
得
度
者
二

一
名

一
〇
月
二
七
日
　
一
〓
一名

（武
田
博
志
）

一
一
月

一
〇
日

「禅
を
聞
く
会
」

発
足
二
〇
周
年

記
念
公
開
講
演
を
開
催
。

来
聴
者
　
約
二
百
名

一
一
月
二
四
日
　
一
一七
名

（添
田
昌
弘
）

一
二
月
八
日
　
成
道
会
　
一二
九
名

今
回
よ
り
、
法
会
配
役
を
会
員
が
行

う
。
差
定
に
従
い
成
道
会
を
厳
修
す
。

成
道
会
幹
事
　
杉
浦
上
太
郎

〃　
　
　
今
泉
　
二早
利

写
　
　
　
真
　
中
島
南
洲
男

一
二
月
二
二
日
　
一
〓
ハ
名

（五
十
嵐
嗣
郎
）

平
成
四
年

一
月
一
一六
日
　
　
一壬

一名

（政
安
裕
良
）

二
月
二
三
日
　
　
一
一九
名

（八
木
下
員
司
）

二
月

一
五
日
　
懇
親
会
　
一
八
名

於
　
柏
市
　
芳
野
屋

平
成
四
年
々
番
幹
事
　
徳
山
　
浩

〃　
　
　
　
武
田
博
志

二
月
二
二
日
　
一二
ハ
名

（佐
藤
恒
彦
）

▼
こ
の
た
び
高
野
さ
ん
か
ら
引
継
い
で

小
畑
幹
事
と
共
に
、
明
珠
の
編
集
を
さ

せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
杉

浦
で
す
。
長
年
努
力
さ
れ
て
こ
ら
れ
た

高
野
さ
ん
に
ひ
た
す
ら
感
謝
し
ま
す
。

▼
昨
年
は
、
当
参
禅
会
が
誕
生
し
て
二

〇
年
を
迎
え
る
記
念
す
べ
き
年
で
し
た
。

二
〇
年
…
…
待
て
ば
長
く
、
過
ぎ
れ
ば

短
い
歳
月
感
で
は
あ
り
ま
す
。

が
、
当
参
禅
会
に
お
け
る
二
〇
周
年
と

い
う
歳
月
は
決
し
て
短
く
は
な
く
、
ズ

シ
ッ
と
し
た
心
に
滲
み
る
重
み
を
感
じ

ま
す
。
そ
れ
は
椎
名
老
師
が
、
私
た
ち

在
家
の
導
き
の
た
め
に
、
ひ
た
す
ら
努

力
を
積
み
重
ね
て
こ
ら
れ
た
足
跡
。
ま

た
高
間
代
表
、
小
畑
幹
事
、
そ
の
他
諸

先
輩
方
の
、
そ
の
支
え
の
努
力
が
相
乗

し
て
、
そ
う
感
じ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

二
〇
周
年
を
記
念
し
て
実
施
さ
れ
た
諸

行
事
で
、
多
く
の
会
員
が
熱
く
燃
え
た

の
も
そ
の
証
し
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

▼

「
坐
禅
を
聞
く
会
」
講
師
佐
藤
俊
明

老
師
、

「成
道
会
」
時
に
は
椎
名
老
師
、

ま
た
折
々
に
高
間
代
表
よ
り
貴
重
な
御

本
を
賜
り
ま
し
た
こ
と
に
感
謝
し
ま
す
。

▼
平
成
四
年
度
の
年
番
幹
事
は
、
前
年

度
幹
事
の
今
泉
章
利
氏
と
杉
浦
よ
り
、

徳
山
浩
氏
と
武
田
博
志
氏
に
お
願
い
い

た
し
ま
し
た
。
何
卒
今
年

一
年
間
宜
じ

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

（杉
浦
記
）

●
発

一何
／
天

徳

山

龍

泉

院

千

葉

県

沼

南

町

泉

８‐
　
８
０
４
７
１
（
９‐
）
‐
６
０
９

●
印
　
刷
／
岡
田
印
刷
株
式
会
社
　
柏
市
高
田
１
１
１
６
１
４５
　
８
０
４
７
１
（
４３
）
３
１
３
１

③


