
第９号 1

謹
賀
新
年

実
践
修
行
「
修
」
と
、
悟
り

「
証
」
は
無
二
の
関
係
で
修

行
と
悟
り
は
一
体
で
あ
る
。　

　　

お
釈
迦
様
、
曹
洞
宗
開
祖

道
元
禅
師
の
仏
法
（
教
え
）
は
、

全
て
の
人
に
開
か
れ
て
い
ま
す
。

特
に
、
在
家
（
檀
信
徒
）
の
方

へ
は
「
修
証
義
」
で
、
日
常
生

活
に
お
け
る
生
き
方
の
指
針
が

示
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の

「
修
証
義
」
全
五
章
の
大
意
を

簡
単
に
述
べ
ま
す
。　
　
　

　

　

　

第
一
章　

総
序　
　
　
　
　

　

総
序
と
は
、
総
論
と
い
う
意

味
で
仏
教
の
基
本
的
な
教
え
、

人
生
観
、
世
界
観
が
説
か
れ
て

い
ま
す
。
い
の
ち
は
無
常
で
生

死
を
受
け
入
れ
決
着
を
つ
け
る

こ
と
。
心
も
行
為
も
人
生
を
明

か
し
、
責
任
あ
る
生
き
方
と
自

己
の
尊
さ
を
説
か
れ
ま
す
。　

　

第
二
章　

懺
悔
滅
罪　
　

　

「
懺
悔
」
自
己
の
愚
か
さ
と

に
尽
く
す
）
・
同
事
（
共
に
歩

み
協
調
す
る
）
こ
の
四
つ
の
修

行

「

四

摂

法

」

を

柱

と

し

慈
悲
行
の
実
践
の
大
切
さ
を
説

か
れ
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　

　　

第
五
章　

行
持
報
恩　
　

　

例
え
、
無
益
に
百
年
生
き
た

と
し
て
も
、
一
日
を
真
に
生
き

た
な
ら
ば
、
そ
の
百
年
も
真
実

に
な
る
と
い
い
ま
す
。
こ
の
世

に
生
を
授
か
り
、
仏
様
の
教
え

に
出
会
え
た
こ
と
に
感
謝
し
、

こ
の
ご
恩
に
報
い
る
こ
と
が
私

た
ち
の
信
仰
で
、
そ
の
生
き
方

こ
そ
仏
の
姿
で
あ
る
と
説
か
れ

ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　

罪
深
さ
を
悔
い
改
め
反
省
し
て
、

「
滅
罪
」
罪
を
浄
め
ま
す
。
真

心
を
も
っ
て
懺
悔
す
れ
ば
、
必

ず
仏
様
の
ご
加
護
が
あ
る
と
説

か
れ
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　

　　

第
三
章　

受
戒
入
位　
　
　

　

戒
を
受
け
「
受
戒
」
し
ま
す
。

戒
は
禅
で
あ
り
仏
の
力
で
す
。

愚
か
な
こ
と
を
繰
り
返
さ
な
い

た
め
、
人
の
正
し
い
生
き
方
を

仏
様
と
誓
約
し
ま
す
。
「
三
宝
」

仏
（=

仏
様
）
法
（
仏
様
の
教

え
）
僧
（
仏
の
道
を
歩
む
人
）

を
拠
り
所
と
し
ま
す
。
こ
れ
が

悟
り
の
道
で
あ
り
、
仏
の
戒
を

受
け
て
仏
の
位
に
入
り
「
入
位
」

さ
と
り
の
世
界
に
包
み
こ
ま
れ

る
こ
と
を
説
か
れ
ま
す
。　
　

　　

第
四
章　

発
願
利
生　
　

　

「
発
願
」
願
い
を
起
こ
し

「
利
生
」
共
に
生
か
さ
れ
る
。

自
我
の
根
源
は
煩
悩
で
す
。
そ

の
自
我
を
越
え
る
に
は
他
者
を

大
事
に
す
る
こ
と
で
す
。
他
の

人
を
救
お
う
と
す
る
請
願
を
起

こ
し
、
布
施
（
自
ら
進
ん
で
施

し
与
え
る
こ
と
）
・
愛
語
（
相

手
を
思
う
優
し
い
言
葉
）
・

利
行
（
見
返
り
を
求
め
ず
他
者

　

旧
年
中
は
、
格
別
の
ご
厚
情

を
賜
り
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

本
年
も
皆
様
の
ご
多
幸
を
心

よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

　　

さ
て
、
「
う
ち
は
何
宗
だ
っ

た
か
な
？
」
時
折
そ
ん
な
言
葉

を
聞
き
ま
す
。
少
林

寺
の
檀
信
徒
の
方
は
、

「
う
ち
は
曹
洞
宗
」

と
お
答
え
頂
け
る
と

信
じ
て
お
り
ま
す
が
、

改
め
て
宗
教
の
柱
と

な
る
宗
旨
と
教
義
に

つ
い
て
述
べ
ま
す
。

　

曹
洞
宗
の
宗
旨
は

「
本
宗
は
、
仏
祖

単

伝

の

正

法

に

遵
い
、
只
管
打
坐
、

即

心

是

仏

を

承

当

す

る

こ

と

を

宗
旨
と
す
る
。
」

(

曹
洞
宗
宗
憲
第
三
条)

　

つ
ま
り
、
お
釈
迦
様
か
ら
歴

代
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
正
し

い
教
え
は
、
た
だ
ひ
た
す
ら
に

坐
る
「
只
管
打
坐
」
と
仏
の
道

を
生
き
る
こ
と
が
そ
の
ま
ま
仏

と
な
る
「
即
心
是
仏
」
の
心
を

標
傍
す
る
教
え
で
す
。　
　
　

　

曹
洞
宗
の
教
義
は
「
本
宗

は
、
修
証
義
の
四
大
綱
領

に

則

り

、

禅

戒

一

如

、

修

証

不

二

の

妙

諦

を

実

践

す

る
こ
と
を
教
義
の

大

綱

と

す

る

。

」
　

　

　
　

（
曹
洞
宗
宗
憲
第
五
条
）

　

つ
ま
り
、
修
証
義
全
五
章
①

総
序
②
懺
悔
滅
罪
③
受
戒
入
位

④
発
願
利
生
⑤
行
持
報
恩
の
構

成
で
す
。
そ
の
う
ち
②
～
⑤
を

四
大
綱
領
と
い
い
ま
す
。
正

し
い
仏
法
（
仏
教
）
が
「
禅
」

で
あ
り
、
「
戒
法
（
戒
律
）
」

を
ま
も
る
こ
と
も
禅
で
あ
る
。

平成28年
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北
原
白
秋
は
明
治
時
代
か
ら
昭
和
に
か
け

て
の
詩
人
で
す
が
、
子
ど
も
の
こ
ろ
（
明
治

時
代
の
半
ば
ご
ろ
）
仲
間
と
よ
く
「
お
月
様

い
く
つ
十
三
七
つ…
」
の
歌
を
歌
っ
て
は
月

を
迎
え
た
そ
う
で
す
。
子
ど
も
は
月
を
若
い

お
ば
さ
ま
と
思
っ
て
い
て
、
物
持
ち
の
月
に

い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
お
ね
だ
り
し
た
も
の
だ
、

と
回
想
し
た
文
章
が
残
っ
て
い
ま
す
。
同
じ

こ
ろ
、
琉
球
に
伊
波
普
猷
と
い
う
偉
い
学
者

が
い
て
、
子
ど
も
た
ち
は
月
に
お
餅
を
ね
だ

る
歌
を
よ
く
歌
っ
た
も
の
だ
、
と
い
う
回
想

が
残
っ
て
い
ま
す
（
こ
の
歌
は
今
も
琉
球
で

よ
く
歌
わ
れ
て
い
ま
す
）
。
ウ
サ
ギ
が
月
の

中
で
餅
を
つ
い
て
い
る
と
い
う
想
像
は
、
だ

か
ら
単
な
る
思
い
つ
き
で
は
な
く
、
月
が
食

料
を
恵
ん
で
く
れ
て
い
る
と
い
う
古
い
、
古

い
想
像
を
も
と
に
現
代
ま
で
引
き
継
が
れ
た

貴
重
な
遺
産
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
　

　
月
が
水
を
恵
ん
で
い
る
と
い
う
の
も
古
い

想
像
で
、
世
界
中
で
そ
う
信
じ
ら
れ
て
き
た

の
も
不
思
議
な
こ
と
で
す
。
月
の
水
を
人
間

に
も
た
ら
す
の
は
た
と
え
ば
ヒ
キ
ガ
エ
ル
で
、

水
と
陸
の
両
方
の
環
境
を
行
き
来
し
、
冬
眠

し
、
変
化
す
る
月
と
同
じ
よ
う
に
三
体
（
卵
、

オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
、
成
体
）
に
変
わ
り
、
し

か
も
薬
に
も
な
る
毒
を
持
っ
て
い
る
ヒ
キ
ガ

エ
ル
の
生
態
に
人
間
は
驚
異
の
眼
を
注
い
で

い
た
の
で
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
ヒ
キ
ガ
エ
ル
と
と
も
に
ヘ
ビ
が
月
の
生
き

物
で
、
月
に
あ
る
生
命
の
水
を
ヘ
ビ
が
口
に

し
、
月
と
同
じ
よ
う
に
永
遠
の
生
命
を
謳
歌

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
し
た
。
脱
皮
と
い

う
不
思
議
な
生
態
が
、
永
遠
の
生
命
の
証
拠

と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
　
　
　
　

　
龍
と
い
う
想
像
上
の
生
き
物
は
東
洋
で
も

西
洋
で
も
思
い
つ
か
れ
た
も
っ
と
も
強
力
な

生
き
物
で
す
が
、
こ
れ
は
人
間
が
想
像
を
ふ

く
ら
ま
せ
て
蛇
体
（
ル
ビ
じ
ゃ
た
い
）
か
ら

成
長
さ
せ
た
生
き
物
で
し
た
。
水
を
司
る
も

の
と
し
て
池
や
沼
の
主
と
し
て
よ
く
蛇
体
が

考
え
ら
れ
ま
し
た
が
、
同
じ
く
龍
も
沼
の
主
、

池
の
主
だ
っ
た
り
雨
を
支
配
し
た
り
す
る
、

つ
ま
り
水
を
司
る
絶
対
的
な
存
在
と
考
え
ら

れ
た
の
は
そ
の
た
め
で
す
。
　
　
　
　
　
　

　
長
野
県
佐
久
市
の
あ
る
神
社
に
、
人
間
が

住
め
る
土
地
を
さ
が
し
て
川
を
さ
か
の
ぼ
る

月
の
神
を
描
い
た
絵
が
あ
り
ま
す
。
月
神
は

龍
馬
（
ル
ビ
り
ゅ
う
め
）―

龍
の
よ
う
に
空

飛
ぶ
馬
で
、
う
ろ
こ
を
持
っ
て
い
ま
す―

に

ま
た
が
り
、
神
は
紫
の
衣
を
着
て
い
て
そ
の

衣
に
は
龍
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
月
と
龍
と

は
現
在
で
は
も
う
直
接
の
関
係
は
失
わ
れ
た

よ
う
に
み
え
ま
す
が
、
は
る
か
昔
に
さ
か
の

ぼ
れ
ば
じ
つ
は
人
間
の
月
へ
の
想
い
か
ら
成

長
し
て
き
た
も
の
な
の
で
す
。
　
　
　
　
　

　
本
当
に
月
は
不
思
議
な
存
在
で
、
さ
ま
ざ
ま

な
想
像
を
刺
激
し
て
や
み
ま
せ
ん
。
ほ
ら
、

今
夜
月
と
親
し
め
ば
、
月
は
き
っ
と
さ
ま
ざ

ま
な
想
像
を
恵
ん
で
く
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
◎
「
月
と
季
節
の
暦
」
　
　
　
　
　
　
　

　
　
カ
レ
ン
ダ
ー
発
売
中
で
す
！
　
　
　
　

　
　
月
か
ら
季
節
を
学
ん
で
み
ま
せ
ん
か
？

　
◎
是
非
、
左
の
サ
イ
ト
ご
覧
下
さ
い
。

　
月
の
面
白
さ
、
暦
の
大
切
さ
が
満
載
で
す

月
の
生
き
物
、
そ
し
て
龍

志
賀
　
勝

h t t p : / / t s u k i g o y o m i . j p



第９号 3

挙
母
藩
陣
屋
に
祀
ら
れ
て
い
た

の
が
豊
川
稲
荷
で
あ
っ
た
。
明

治
四
年
の
廃
藩
置
県
後
、
現
地

で
あ
る
亀
山
城
跡
に
移
さ
れ
た
。

　

か
つ
て
、
多
く
の
人
々
に
信

仰
さ
れ
た
坪
井
の
稲
荷
は
次
第

に
参
拝
者
が
減
少
し
て
い
る
。

　

今
、
最
も
信
仰
篤
き
方
が

妹
尾
三
八
子
（
津
山
市
坪
井
下
）

氏
で
あ
る
。
毎
日
欠
か
さ
ず

「
稲
荷
様
。
稲
荷
様
。
」
と
念

じ
続
け
る
。
「
ま
た
、
稲
荷
様

に
助
け
ら
れ
た
。
」
と
言
わ
れ

る
。
お
陰
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

　

現
在
、
坪
井
で
は
年
二
回
の

大
祭
が
稲
荷
信
者
の
有
志
達
で

執
り
行
わ
れ
て
い
る
。
ご
祈
祷

し
、
お
神
酒
や
ご
馳
走
が
振
る

舞
わ
れ
る
。
住
職
も
仲
間
に
入

れ
て
頂
い
て
い
る
。
お
稲
荷
様

や
地
域
の
将
来
を
語
り
あ
う
時

間
は
貴
重
で
楽
し
い
。　
　
　

　

こ
の
霊
験
新
た
か
な
お
稲
荷

様
を
こ
れ
か
ら
も
皆
で
祀
っ
て

い
き
た
い
。　
　
　
　
　
　
　

　　

「
坪
井
豊
川
稲
荷
・
城
山
稲

荷
」
を
ご
存
じ
だ
ろ
う
か
。　

　

豊
川
稲
荷
の
本
山
は
、
愛
知

県
豊
川
市
に
あ
る
曹
洞
宗
妙
厳

寺
に
あ
る
。
そ
の
寺
の
鎮
守

「
豊
川
ダ
枳
尼
眞
天
」
が
稲
穂

を
荷
い
、
白
狐
に
跨
っ
て
お
ら

れ
る
こ
と
か
ら
豊
川
稲
荷
と
呼

ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。　
　

　

今
川
義
元
、
織
田
信
長
、
豊

臣
秀
吉
、
徳
川
家
康
、
大
岡
越

前
守
な
ど
が
深
く
信
仰
し
、
今

で
も
多
く
の
参
拝
者
が
訪
れ
賑

わ
い
絶
え
な
い
霊
地
で
あ
る
。

　

全
国
に
別
院
・
分
霊
が
多
数

あ
り
、
そ
の
一
つ
が
坪
井
に
あ

る
。
場
所
は
、
津
山
市
坪
井
下
。

坪
井
公
民
館
か
ら
北
へ
進
み
国

道
を
越
え
、
高
速
道
路
を
潜
る

と
、
赤
い
鳥
居
が
見
え
て
く
る
。

　

坪
井
は
、
江
戸
中
期
か
ら
後

期
に
挙
母
藩
（
現
愛
知
県
豊
田

市
）
の
領
地
で
あ
っ
た
。
そ
の

仏
の
こ
と
ば　

②

▼
こ
と
ば
だ
け
美
し
く
て
、
実
行
の
伴
わ
な
い
の
は
、
色
あ
っ
て
香
り
の
な
い
花
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。

▼
花
の
香
り
は
、
風
に
逆
ら
っ
て
は
流
れ
な
い
。
し
か
し
、
善
い
人
の
香
り
は
、
風
に
逆
ら
っ

て
世
に
流
れ
る
。

▼
眠
ら
れ
な
い
人
に
夜
は
長
く
、
疲
れ
た
者
に
道
は
遠
い
。
正
し
い
教
え
を
知
ら
な
い
人
に
、

そ
の
迷
い
は
長
い
。

▼
道
を
行
く
に
は
、
お
の
れ
に
ひ
と
し
い
人
、
ま
た
は
ま
さ
っ
た
人
と
行
く
が
よ
い
。
愚
か
な

人
と
な
ら
ば
、
ひ
と
り
行
く
方
が
ま
さ
っ
て
い
る
。

▼
猛
獣
は
恐
れ
な
く
と
も
、
悪
友
は
恐
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
猛
獣
は
た
だ
身
を
破
る
に
す

ぎ
な
い
が
、
悪
友
は
心
を
破
る
か
ら
で
あ
る
。

▼
こ
れ
は
わ
が
子
、
こ
れ
は
わ
が
財
宝
と
考
え
て
、
愚
か
な
も
の
は
苦
し
む
。
お
の
れ
さ
え
、

お
の
れ
の
も
の
で
な
い
の
に
、
ど
う
し
て
子
と
財
宝
と
が
お
の
れ
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

▼
愚
か
に
し
て
愚
か
さ
を
知
る
の
は
、
愚
か
に
し
て
賢
い
と
思
う
よ
り
も
ま
さ
っ
て
い
る
。

▼
愚
か
な
人
は
賢
い
人
と
交
わ
っ
て
も
ち
ょ
う
ど
匙
が
味
を
知
ら
な
い
よ
う
に
、
賢
い
人
の
示

す
教
え
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

▼
新
し
い
乳
が
容
易
に
固
ま
ら
な
い
よ
う
に
、
悪
い
行
い
も
す
ぐ
に
は
そ
の
報
い
を
示
さ
な
い

が
、
灰
に
覆
わ
れ
た
火
の
よ
う
に
、
隠
れ
て
燃
え
つ
つ
、
そ
の
人
に
従
う
。

▼
愚
か
な
人
は
常
に
名
誉
と
利
益
と
に
苦
し
む
。
上
席
を
得
た
い
、
権
利
を
得
た
い
、
利
益
を

得
た
い
と
、
常
に
こ
の
欲
の
た
め
に
苦
し
む
。

▼
過
ち
を
示
し
、
悪
を
責
め
、
足
ら
な
い
と
こ
ろ
を
責
め
る
人
に
は
、
宝
の
あ
り
か
を
示
す
人

の
よ
う
に
、
仰
ぎ
仕
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

檀
信
徒
を
訪
ね
て

（
『
仏
教
聖
典
』
仏
教
伝
道
協
会　

は
げ
み
第
二
章
第
四
節
）

と
よ
か
わ 

だ 
 

き 

に 

し
ん
て
ん

せ

の

お

み

や

こ



●
開
山
忌
・
総
供
養

平
成
二
十
七
年
　

　
主
な
行
事
報
告

か
い
さ
ん
き　
　
　

 

そ
う
く
よ
う

○
故　

清
涼
峰
代

　
　
　
　
　
　

二
十
五
回
忌

　

導
師　

毎
来
寺
御
住
職

　
　
　
　
　

岩
垣
正
道　

老
師

○
檀
信
徒
総
供
養

　
　
　
　
　

導
師　

当
山
住
職

い
わ
が
き
し
ょ
う
ど
う

○
お
墓
参
り

た
い
も
う
ぐ
け
い
だ
い
お
し
ょ
う

第９号 　4

六
月
十
四
日
（
日
）
十
四
時

○
開
山　

大
網
愚
溪
大
和
尚

　
　
　
　
　
　

四
百
五
十
回
忌

○
十
八
世
實
参
義
道
大
和
尚

　
　
　
　
　
　

三
十
三
回
忌

　

導
師　

幻
住
寺
御
住
職

　
　
　
　
　

清
凉
太
順　

老
師

じ
っ
さ
ん
ぎ
ど
う
だ
い
お
し
ょ
う

げ
ん
じ
ゅ
う
じ

せ
い
り
ょ
う
た
い
じ
ゅ
ん

せ
い
り
ょ
う
み
ね
よ

ま
い
ら
い
じ



　

八
月
十
八
日
、
毎
年
恒
例
の

お
盆
の
大
法
要
に
、
本
堂
満
員

の
百
三
十
名
の
方
が
参
列
さ
れ

ま
し
た
。
今
年
は
、
今
大
人
気

の
僧
侶
で
あ
り
落
語
家
で
あ
る

「
露
の
団
姫
」
様
に
、
世
界
で

一
人
だ
け
出
来
る
自
作
の
仏
教

落
語
を
頂
戴
し
ま
し
た
。
仏
様

の
教
え
と
慈
悲
深
い
お
姿
を
通

し
て
、
改
心
し
て
行
く
生
き
方

を
楽
し
い
落
語
を
通
し
て
学
ぶ

事
が
出
来
ま
し
た
。
笑
い
の
絶

え
な
い
会
場
で
し
た
。

●
盂
蘭
盆
大
施
食
会

う

ら

ぼ

ん

だ

い

せ

じ

き

え

つ
ゆ　
　

ま
る
こ

第９号 5



第９号 　6

●
禅
道
場
体
験

ぜ
ん
ど
う
じ
ょ
う
た
い
け
ん

　

八
月
二
十
一
日
、
第
四
回
禅

道
場
体
験
を
参
加
者
八
十
七
名

（
子
供
六
十
名
、
大
人
三
十
二

名
）
に
て
開
催

読経

坐禅

フルート 谷本平安子氏落語　宇座川亭宇座治

作務（掃除）

素麺流し 写経

法話



第９号 7

●
お
月
見
坐
禅
会

　

九
月
二
十
九
日
、
正
覚
寺
様

（
津
山
市
宮
部
上
）
で
開
催
。

　

参
加
者
は
、
福
島
鎭
夫
氏
、

河
原
静
嘉
氏
、
片
山
勇
氏
の
三

名
。

　

十
一
月
十
一
日
、
き
ら
め
き

広
場
（
新
見
市
）
で
宝
林
寺
御

住
職
飯
田
正
人
老
師
（
兵
庫
県
）

が
講
演
『
足
元
か
ら
見
つ
め
直

そ
う
』
を
開
催
。

「
ゴ
ミ
を
み
れ
ば
そ
の
町
の
人

の
人
格
が
わ
か
る
。
ゴ
ミ
を
集

め
る
人
の
気
持
ち
を
考
え
ゴ
ミ

を
出
し
ま
し
ょ
う
。
相
手
を
思

う
気
持
ち
が
大
切
。
一
歩
踏
み

出
せ
ば
出
来
る
こ
と
が
沢
山
あ

る
。
大
事
な
の
は
、
恩
返
し
と

恩
送
り
。
直
接
ご
恩
を
返
す
こ

と
が
恩
返
し
。
も
う
一
つ
、
間

接
的
に
恩
を
返
し
て
い
く
こ
と

が
恩
送
り
。
次
世
代
に
相
手
を

思
う
心
、
温
か
い
心
を
繋
い
で

い
く
こ
と
が
今
、
大
事
な
こ
と

で
は
な
い
か
。
」
と
お
話
し
さ

れ
ま
し
た
。

　

参
加
者
は
、
福
島
鎭
夫
氏
、

河
原
静
嘉
氏
、
片
山
勇
氏
、　

高
柳
泰
雄
氏
、
小
福
田
茂
利
氏
、

住
職
の
六
名
。

少
林
寺
清
掃
活
動

坪
井
下
地
区
（
六
月
十
四
日
）

中
北
上
地
区
（
八
月
十
七
日
）

中
北
下
地
区
（
十
二
月
二
十
日
）

　

次
の
方
に
法
要
接
客
係
を
ご
奉

仕
頂
き
ま
し
た
。

『
総
供
養
』

　

永
田　

千
津
子
様
（
山
根
）

　

澤
田　

通
恵　

様
（
山
根
）

　

村
上　

保
子　

様
（
磯
尾
）

『
盂
蘭
盆
大
施
食
会
』

　

田
丸　

ふ
じ
江
様
（
坪
井
）

　

河
原　

優
代　

様
（
坪
井
）

　

福
島　

由
利
子
様
（
坪
井
）

　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

　

九
月
二
十
七
日
十
九
時
半

「
中
秋
の
名
月
お
月
見
坐
禅
会
」

坐
禅
、
民
話
、
お
月
見
（
田
村

洋
子
氏
）
参
加
者
五
二
名
（
子

供
二
十
八
名
、
大
人
二
十
四
名
）

　

十
月
二
十
五
日
十
九
時
半

「
後
の
名
月
お
月
見
坐
禅
会
」

坐
禅
、
岡
山
邦
楽
合
奏
団
六
名

に
よ
る
琴
と
尺
八
の
演
奏
、
お

月
見
に
参
加
者
三
十
一
名
（
子

供
十
三
名
。
大
人
十
八
名
）

●
特
派
布
教
講
習
会

　
　

人
権
学
習
、
教
区
総
会

●
檀
信
徒
研
修
会

　
　

人
権
学
習
会

●
婦
人
会
活
動

岡山邦楽合奏団



第９号 　8

平
成
二
十
八
年
一
月
一
日
発
行

覚
　
禅
　
会

か

く

ぜ

ん

か

い

●
毎
月
第
二
土
曜
日

　
　

九
時
～
坐
禅
、
行
茶

　
　

十
時
～
読
経
、
写
経

参
加
費
無
料
。

坐
禅
と
写
経
の
二
部
制
で
す
。

一
方
の
参
加
も
可
能
で
す
。

初
め
て
の
方
ご
指
導
致
し
ま
す
。

足
の
不
自
由
な
方
の
坐
禅
は
、
椅
子
に
座
り

足
を
組
ま
な
く
て
も
で
き
ま
す
。

写
経
は
、
椅
子
と
机
が
ご
ざ
い
ま
す
。
道
具

も
あ
り
ま
す
。

（
使
い
慣
れ
た
道
具
が
あ
れ
ば
持
参
下
さ
い
）

檀
家
、
年
齢
性
別
は
問
い
ま
せ
ん
。

ど
な
た
様
も
お
気
軽
に
お
越
し
下
さ
い
。

※
団
体
の
場
合
は
ご
連
絡
下
さ
い

　

（
個
別
の
日
程
は
要
相
談
）

※

個
人
、
団
体
、
企
業
な
ど
出
張
で
坐
禅
会
・

　

写
経
会
を
致
し
ま
す
。

勝
手
な
が
ら
、
急
な
日
程
変
更
も
あ
り
ま
す

の
で
事
前
に
ご
確
認
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
で
も

予
定
を
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。
（
一
頁
参
照
）

《
覚
禅
会
一
月
～
六
月
の
予
定
》

　

毎
月　

第
二
土
曜
日　

●　

一
月　
　

九
日
（
土
）
九
時

●　

二
月　

十
三
日
（
土
）
九
時

●　

三
月　

十
二
日
（
土
）
九
時

●　

四
月　
　

九
日
（
土
）
九
時

●　

五
月　

十
四
日
（
土
）
九
時

●　

六
月　

十
一
日
（
土
）
九
時

《
覚
禅
会　

夜
坐
》　

夜
の
坐
禅
会

●　

二
月　

七
日
（
日
）
十
九
時
半

　
　
　

旧
暦　

大
晦
日

●　

三
月
二
十
日
（
日
）
十
九
時
半

　
　
　

春
彼
岸
会
中
日

●　

四
月　

八
日
（
金
）
十
九
時
半

　
　
　

釈
尊
降
誕
会

●
ご
意
見
ご
感
想
、
次
回

の
少
林
寺
た
よ
り
「
澤
龍
」

　

投
稿
募
集
中
で
す
！

（
歴
史
・
俳
句
・
川
柳
・

短
歌
・
豆
知
識
・
活
動
等

ジ
ャ
ン
ル
は
問
い
ま
せ
ん
）

平
成
二
十
八
年　

年
回
表

　

一
周
忌　
　
　

平
成
二
十
七
年

　

三
回
忌　
　
　

平
成
二
十
六
年

　

七
回
忌　
　
　

平
成
二
十
二
年

　

十
三
回
忌　
　

平
成
十
六
年

　

十
七
回
忌　
　

平
成
十
二
年

　

二
十
三
回
忌　

平
成
六
年

　

二
十
五
回
忌　

平
成
四
年

　

二
十
七
回
忌　

平
成
二
年

　

三
十
三
回
忌　

昭
和
五
十
九
年

　

三
十
七
回
忌　

昭
和
五
十
五
年

　

四
十
三
回
忌　

昭
和
四
十
九
年

　

四
十
七
回
忌　

昭
和
四
十
五
年

　

五
十
回
忌　
　

昭
和
四
十
二
年

　

百
回
忌　
　
　

大
正
六
年

　

今
が
あ
る
の
は
、
ご
先
祖
様
の
お
陰
で
す
。
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