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坐 
禅 

会 

 
 

十
一
月
二
十
九
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
。 

竹 

に 

上 

下 
の 

節 

有 

り 

秋
の
季
語
に
「
竹
の
春
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
そ
う
で
す
。

お
の
が
葉
に 

月
お
ぼ
ろ
な
り 
竹
の
春 

 

蕪
村 

竹
は
秋
に
も
っ
と
も
翠
々
（
み
ど
り
み
ど
り
）
と
し
て
勢

い
を
増
し
、
自
ら
の
葉
で
月
の
姿
が
お
ぼ
ろ
げ
に
し
か
見
え

な
く
な
っ
て
い
る
情
景
を
詠
ん
だ
与
謝
蕪
村
の
句
で
す
。 

竹
に
ま
つ
わ
る
禅
語
と
し
て
お
そ
ら
く
も
っ
と
も
知
ら
れ

て
い
る
の
は
、「
竹
有
上
下
節
」（
竹
に
上
下
の
節
あ
り
）
で

し
ょ
う
。 

こ
の
句
に
は
対
句
が
あ
り
ま
す
。 

「
松
無
古
今
色 

竹
有
上
下
節
」（
松
に
古
今
の
色
な
し 

竹
に
上
下
の
節
有
り
） 

こ
の
句
は
「
松
」
の
平
等
、「
竹
」
の
区
別
を
表
し
て
い
る

と
解
釈
さ
れ
て
い
ま
す
。 

松
が
ず
っ
と
緑
と
い
う
不
変
は
「
平
等
」
を
表
し
て
い
る

と
い
い
ま
す
が
、
実
際
は
、
松
の
葉
は
ず
っ
と
同
じ
葉
で
は

な
く
、
古
葉
は
抜
け
落
ち
、
若
葉
が
新
し
く
芽
吹
い
て
来
て

い
ま
す
。
不
変
に
見
え
る
け
ど
実
は
変
化
、
新
陳
代
謝
が
あ

り
ま
す
。
季
節
の
移
り
変
わ
り
の
中
で
も
そ
の
緑
を
保
ち
、

古
松
が
年
月
を
経
て
も
緑
は
変
る
こ
と
の
無
い
一
色
平
等
な

の
で
す
。 

ま
た
竹
は
、
上
下
の
節
が
あ
る
よ
う
に
、
人
間
に
も
区
別

が
あ
っ
て
、
ど
ん
な
に
仲
が
良
く
て
も
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
や

考
え
方
が
あ
り
、
礼
儀
や
節
度
を
守
ら
な
け
れ
ば
社
会
の
調

和
は
保
た
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。 

人
間
は
み
な
平
等
だ
、
と
主
張
し
て
も
男
と
女
、
老
人
と

若
者
、
貧
し
い
者
と
富
め
る
者
、
上
司
と
部
下
の
待
遇
、
と

そ
れ
ぞ
れ
区
別
が
さ
れ
ま
す
。 

福
沢
諭
吉
は
「
学
問
の
す
す
め
」
の
冒
頭
に
「
天
は
人
の

上
に
人
を
造
ら
ず
。」
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
言
葉
だ
け

を
と
ら
え
る
と
福
沢
諭
吉
は
平
等
主
義
者
の
よ
う
で
す
が
、

実
は
学
問
の
す
す
め
を
読
み
解
く
と
、「
勉
強
す
る
者
は
金
持

ち
と
な
り
、
勉
強
し
な
い
者
は
貧
乏
人
と
な
る
」 

こ
れ
が
資
本
主
義
の
大
前
提
と
な
る
原
則
で
あ
り
、
資
本

主
義
の
下
に
さ
ら
さ
れ
る
以
上
、「
勉
強
も
し
な
い
の
に
食
っ

て
い
け
る
な
ん
て
思
う
な
よ
」
と
説
い
て
い
る
そ
う
で
す
。 

当
時
は
江
戸
時
代
で
す
か
ら
身
分
制
度
が
あ
り
ま
し
た
。

生
ま
れ
た
時
か
ら
あ
る
程
度
将
来
が
決
ま
っ
て
い
る
よ
う
な

部
分
が
あ
り
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
自
分
の
身
分
に
関
係
な
い

こ
と
な
ん
て
全
く
勉
強
し
な
い
、
そ
う
い
う
人
が
多
か
っ
た

よ
う
で
す
。 

し
か
し
時
代
は
幕
末
、
明
治
維
新
と
進
み
、
日
本
は
資
本

主
義
国
家
と
な
り
ま
し
た
。
こ
こ
か
ら
時
代
に
取
り
残
さ
れ

た
人
々
の
中
に
は
、
階
級
制
度
か
ら
抜
け
出
せ
ず
に
、
自
分

で
努
力
、
勉
強
も
せ
ず
、
困
窮
に
陥
れ
ば
、
自
分
の
非
を
認

め
る
の
で
は
な
く
、
富
め
る
人
を
怨
む
者
も
い
た
よ
う
で
す
。 

地
球
上
の
命
は
み
な
平
等
で
あ
り
な
が
ら
、
先
進
国
に
生

ま
れ
た
者
は
裕
福
で
あ
り
、
後
進
国
に
生
ま
れ
た
者
は
食
べ

る
物
に
困
り
、
争
い
に
巻
き
込
ま
れ
る
。
場
所
に
よ
り
差
別

は
歴
然
と
あ
り
、
差
別
は
歴
然
と
あ
り
な
が
ら
平
等
と
い
う
、

真
理
が
あ
る
の
で
す
。 

今
も
ウ
ク
ラ
イ
ナ
や
パ
レ
ス
チ
ナ
で
は
争
い
に
困
窮
し
た

人
々
が
、
ま
た
ア
フ
リ
カ
等
の
諸
外
国
に
は
飢
餓
に
苦
し
む

人
々
が
み
え
ま
す
。『
松
に
古
今
の
色
無
し
』
で
平
等
一
色
の

面
を
、『
竹
に
上
下
の
節
有
り
』
で
差
別
歴
然
の
面
を
感
じ
取

り
、
今
、
私
た
ち
日
本
に
い
る
も
の
は
、
そ
の
豊
か
さ
、
有

難
さ
に
感
謝
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

早
く
国
際
紛
争
が
解
決
す
る
こ
と
を
祈
ら
ず
に
は
い
ら
れ

ま
せ
ん
。 

お 

知 

ら 

せ 

 

お
寺
に
来
ら
れ
た
方
は
ご
存
じ
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
現
在

本
堂
西
側
の
駐
車
場
の
拡
幅
工
事
を
行
っ
て
い
ま
す
。
以
前

は
山
に
な
っ
て
い
る
空
地
で
し
た
。
そ
の
現
状
の
ま
ま
で
も

よ
か
っ
た
の
で
す
が
、
山
の
法
面
に
キ
ツ
ネ
か
タ
ヌ
キ
か
わ

か
り
ま
せ
ん
が
、
横
穴
の
巣
を
幾
つ
も
作
っ
て
土
が
掘
り
起

こ
さ
れ
て
困
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
今
回
の
工
事
へ
と
至

り
ま
し
た
。
今
後
駐
車
場
と
し
て
整
備
し
、
参
詣
者
の
方
々

に
利
用
し
て
い
た
だ
き
や
す
い
よ
う
に
し
ま
す
。 

 

ま
た
、
本
堂
内
陣
の
戸
帳

と
ち
ょ
う

と
打
敷

う
ち
し
き

を
現
住
職
、
副
住
職
の

母
の
菩
提
の
弔
い
と
し
て
新
調
し
ま
し
た
。
お
参
り
の
際
に

ご
覧
く
だ
さ
い
。 

◎
戸
帳
と
は
仏
様
（
仏
像
）
の
前
に
あ
る
布
の
こ
と
で
す
。 

仏
様
の
世
界
（
浄
土
）
と
私
た
ち
（
俗
世
）
と
の
間
に
布

を
垂
ら
す
こ
と
で
、
自
ず
と
仏
様
に
敬
意
を
表
し
て
い
ま

す
。 

◎
打
敷
は
仏
壇
を
飾
る
荘
厳
具
で
、
今
回
正
面
の
須 し

ゅ

弥
壇

み
だ
ん

の

前
に
飾
り
ま
し
た 

で
ん
で
ら
通
信 

第
二
百
十
五
号 

令
和
五
年
十
一
月 

月 月 
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