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坐 

禅 

会 

 
 

七
月
二
十
六
日
（
水
）
十
時
に
坐
禅
会
を
開
催
し
ま
す
。 

 
 

み
な
さ
ん
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。 

随

處

ず
い
し
ょ

に
主

し
ゅ

と
作 な

る 

 

い
よ
い
よ
暑
い
夏
が
や
っ
て
き
ま
す
。境
内
の
草
も
ど
ん
ど 

ん
伸
び
て
き
て
気
に
な
っ
て
き
ま
す
。 

 

以
前
亡
く
な
っ
た
祖
母
は
毎
日
草
取
り
を
し
て
い
ま
し
た
。 

晴
れ
た
日
は
も
ち
ろ
ん
少
々
の
雨
で
も
草
取
り
を
し
て
い
ま 

し
た
。
若
い
私
は
「
ど
う
せ
、
寒
く
な
っ
た
ら
枯
れ
る
の
だ
か 

ら
、
大
変
だ
ろ
う
し
止
め
た
ら
」
と
言
う
と
、 

「
何
に
も
せ
ん
と
、
ブ
ラ
ブ
ラ
と
は
、
よ
う
お
ら
ん
」 

と
い
っ
て
せ
っ
せ
と
外
に
出
て
い
ま
し
た
。
あ
の
頃
は
今
の
よ 

う
に
デ
ー
サ
ー
ビ
ス
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
し
、
明
治
生
ま
れ 

の
祖
母
に
と
っ
て
悠
々
と
時
を
過
ご
す
こ
と
は
、
申
し
訳
な
い 

と
い
う
気
持
ち
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。 

永
平
寺
を
開
い
た
道
元
禅
師
は
二
十
四
歳
の
時
に
宋
（
そ 

う
：
現
在
の
中
国
）
の
国
に
渡
り
ま
し
た
。
目
的
は
、「
真
実

の
仏
法
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
し
た
。 

道
元
禅
師
が
天
童
山
景
徳
寺
に
い
た
時
の
こ
と
で
す
。 

道
元
禅
師
が
仏
殿
の
前
ま
で
行
く
と
、
背
中
の
曲
が
っ
た
眉 

の
白
い
老
僧
の
用
和
尚
に
出
会
い
ま
し
た
。 

典
座
（
て
ん
ぞ
う
：
禅
寺
の
食
事
担
当
）
で
あ
る
用
和
尚
は
、

敷
瓦
の
上
に
一
つ
一
つ
丹
念
に
椎
茸
を
干
し
て
お
り
、
炎
天

下
の
中
、
日
笠
も
か
ぶ
ら
ず
に
汗
を
ダ
ラ
ダ
ラ
と
か
き
な
が

ら
、
作
務
（
さ
む
：
禅
修
行
で
い
う
作
業
の
こ
と
）
を
続
け

て
い
ま
し
た
。 

留
学
僧
の
道
元
禅
師
は
気
の
毒
に
な
り
、
思
わ
ず 

「
お
い
く
つ
で
す
か
」
と
尋
ね
ま
し
た
。 

用
和
尚
は
手
を
休
め
て 

「
六
十
八
に
な
る
よ
」
と
答
え
ま
し
た
。 

「
ご
高
齢
の
老
僧
が
行
わ
ず
に
、
他
の
若
い
僧
に
や
ら
せ 

て
は
ど
う
で
す
か
」
と
道
元
禅
師
が
言
う
と
、 

「
侘 た

は
是 こ

れ

吾 わ
れ

に
あ
ら
ず
」 

（
他
人
が
し
た
こ
と
は
自
分
の
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
） 

と
間
髪
を
入
れ
ず
に
用
和
尚
は
返
答
し
ま
し
た
。 

《
自
分
が
や
ら
ず
に
誰
が
や
る
か
。
主
体
は
あ
く
ま
で
も
、 

自
分
で
あ
る
。》 

「
確
か
に
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
す
。
け
れ
ど
も
今
日
は
特 

別
暑
い
日
で
す
か
ら
、
少
し
休
ま
れ
て
は
い
か
が
で
し
ょ 

う
か
」 

と
道
元
禅
師
は
い
た
わ
り
の
言
葉
を
か
け
ま
し
た
。 

す
る
と
用
和
尚
は
、
背
筋
を
ピ
ン
と
伸
ば
し
て
し
っ
か
り 

と
し
た
口
調
で 

「
更 さ

ら

に
何 い

ず

れ
の
時 と

き

を
か
待 ま

た
ん
」 

（
い
ず
れ
の
時
を
待
つ
と
い
う
の
か
、
今
や
ら
ず
に
い
つ
や 

る
の
か
。） 

場
所
は
常
に
「
こ
こ
」
し
か
な
い
。 

「
即
今
、
当
所
、
自
己
」 

（
過
去
で
も
未
来
で
も
な
く
現
在
の
今
、
こ
こ
で
、
人
に 

任
せ
ず
、
自
分
に
で
き
る
こ
と
を
行
う
の
だ
） 

 

臨
済
宗
は
臨
済
禅
師
が
開
い
た
宗
派
で
す
。
こ
の
臨
済
禅 

師
の
言
葉
を
集
め
た
書
物
に
「
臨
済
録
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ 

に
「
随
處
に
主
と
作
れ
ば
、
立
処
皆
真
な
り
」
と
い
う
言
葉
が 

あ
り
ま
す 

 

い
つ
い
か
な
る
場
面
で
も
、
自
分
を
信
じ
全
力
を
尽
く
せ 

ば
必
ず
道
は
拓
け
る
、
と
い
う
意
味
で
す
。 

 

主
役
の
仕
事
は
も
ち
ろ
ん
、
脇
役
で
あ
ろ
う
と
も
、
与
え
ら 

れ
た
場
所
で
、
で
き
る
こ
と
を
し
っ
か
り
と
こ
な
し
て
い
く
。 

 

人
生
は
長
い
よ
う
で
短
い
。一
瞬
一
瞬
の
今
の
積
み
重
ね
で 

あ
り
ま
す
。
明
日
が
絶
対
に
あ
る
と
い
う
保
証
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

今
で
き
る
こ
と
を
精
い
っ
ぱ
い
や
る
。
人
は
ど
う
し
て
も
易
き 

方
に
流
さ
れ
て
、
後
回
し
に
時
間
を
過
ご
し
て
し
ま
う
も
の 

で
す
。
随
處
に
主
と
作
る
、
肝
に
銘
じ
た
い
も
の
で
す
。 

で
ん
で
ら
通
信 

第
二
百
十
一
号 

令
和
五
年
七
月 

月 月 

八
月
二
十
三
日
（
水
）
施
餓
鬼
供
養
会 

本
年
よ
り
通
常
ど
お
り
の
供
養
会
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。 な

お
、
準
備
の
都
合
上
、
前
日
ま
で
に
お
志
を
あ
げ
て
い
た

だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

十
時
よ
り
山
門
、
新
亡
施
餓
鬼
供
養
会 

 
 
 

今
年
初
盆
を
迎
え
ら
れ
た
お
家
の
方
は
、
準
備
の
都

合
上
、
お
ま
い
り
人
数
を
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

ま
た
当
日
ま
で
に
白
木
の
お
位
牌
を
お
持
ち
く
だ
さ

い
。 

 

十
一
時
よ
り
檀
信
徒
施
餓
鬼
供
養
会 

古
い
旗
、
塔
婆
は
本
堂
の
箱
に
お
入
れ
く
だ
さ
い
。 

当
日
供
養
し
、
新
し
い
旗
、
塔
婆
を
お
渡
し
し
ま
す
。 

http://www.cty-net.ne.jp/~zenrinji/

