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坐 

禅 
会 

 
 

五
月
二
十
七
日
（
月
）
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
。 

舞
鶴
引
揚
記
念
館
と
河
野
宗
寛
老
師 

 

先
日
、
京
都
府
舞
鶴
市
に
あ
り
ま
す
舞
鶴
引
揚
記
念
館
へ

行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
皆
さ
ん
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
の

引
き
揚
げ
に
つ
い
て
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。 

 

こ
こ
に
は
、
大
戦
後
の
引
揚
者
、
復
員
者
を
い
か
に
日
本

本
土
に
迎
え
入
れ
た
か
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 《
舞
鶴
引
揚
記
念
館
の
概
要
》 

（記
念
館
説
明
よ
り
） 

 

昭
和
二
〇
年(

一
九
四
五
年) 

第
二
次
世
界
大
戦
が
終
結
し
、

旧
満
洲(

現
・中
国
東
北
部)

や
朝
鮮
半
島
を
は
じ
め
南
太
平
洋

な
ど
多
く
の
国
や
地
域
に
約
六
六
〇
万
人
も
の
日
本
人
が
残

さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
方
々
を
速
や
か
に
日
本
へ
帰
国
さ

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
“引
き
揚
げ
”が
開
始
さ
れ

ま
し
た
。
呉
を
は
じ
め
順
次
１
８
の
引
揚
港
が
全
国
に
つ
ぎ
つ

ぎ
と
設
置
さ
れ
、
舞
鶴
も
そ
の
役
割
を
担
う
こ
と
と
な
り
、

主
に
旧
満
洲
や
朝
鮮
半
島
、
シ
ベ
リ
ア
か
ら
の
引
揚
者
・復
員

兵
を
迎
え
入
れ
る
港
と
な
り
ま
し
た
。 

 

舞
鶴
で
は
昭
和
二
十
年(

一
九
四
五
年)

十
月
七
日
に
最
初

の
引
揚
船
“雲
仙
丸
”が
入
港
し
て
か
ら
昭
和
三
十
三
年
九
月

七
日
の
最
終
引
揚
船
“白
山
丸
”の
入
港
ま
で
国
内
で
唯
一
十

三
年
間
に
わ
た
り
約
六
十
六
万
人
も
の
引
揚
者
・復
員
兵
を

迎
え
入
れ
ま
し
た
。 

 

舞
鶴
引
揚
記
念
館
は
、
昭
和
六
十
三
年(

一
九
八
八
年)

四
月

に
舞
鶴
市
民
や
引
き
揚
げ
て
来
ら
れ
た
方
々
を
は
じ
め
、
全

国
の
皆
様
の
ご
支
援
・ご
協
力
に
よ
っ
て
開
館
し
、
再
び
繰
り

返
し
て
は
な
ら
な
い
“
引
き
揚
げ
”の
史
実
を
未
来
に
伝
え

「
平
和
の
尊
さ
、
平
和
へ
の
祈
り
」の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
信
し
て

お
り
ま
す
。 

当
館
に
は
、
シ
ベ
リ
ア
の
地
で
使
用
し
た
コ
ー
ト
な
ど
の
防

寒
着
を
は
じ
め「
引
揚
證
明
書
」な
ど
の
文
書
類
な
ど
全
国
か

ら
約
一
万
六
千
点
の
貴
重
な
資
料
の
寄
贈
を
受
け
、
常
設
展

示
に
て
千
点
を
超
え
る
展
示
を
お
こ
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

平
成
二
十
七
年
［二
〇
一
五)

十
月
十
日
に
収
蔵
資
料
の
う
ち

五
七
〇
点
が
ユ
ネ
ス
コ
世
界
記
憶
遺
産
に
登
録
さ
れ
ま
し
た
。 

 

満
蒙
開
拓
と
し
て
日
本
か
ら
渡
っ
た
人
、
日
本
兵
と
し
て

渡
っ
て
い
た
人
、
あ
る
い
は
シ
ベ
リ
ア
抑
留
者
と
し
て
引
き

揚
げ
て
き
た
人
な
ど
に
つ
い
て
、
敗
戦
の
中
で
の
引
揚
と
い

う
悲
惨
な
惨
状
の
様
子
、
展
示
品
が
、
心
を
打
ち
ま
す
。
為

政
者
に
よ
り
始
ま
る
戦
争
と
い
う
愚
か
な
行
為
は
、
戦
争
終

結
後
も
長
年
に
わ
た
り
国
民
を
苦
し
め
ま
す
、
本
当
に
愚
か

な
こ
と
で
す
。 

 

こ
の
よ
う
な
引
揚
者
の
中
に
、
の
ち
に
管
長
と
な
ら
れ
た

河
野
宗
寛
（
こ
う
の
そ
う
か
ん
）
老
師
が
み
え
ま
す
。
戦
前
、

本
山
妙
心
寺
は
、
満
州
に
渡
っ
た
日
本
人
へ
の
布
教
活
動
拠

点
と
し
て
、
満
州
国
新
京
（
現
・
長
春
）
妙
心
寺
別
院
に
布

教
総
監
と
し
て
赴
任
し
ま
し
た
。 

 

や
が
て
終
戦
を
満
州
の
地
で
迎
え
ら
れ
、
大
変
な
混
乱
に

巻
き
込
ま
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
当
時
一
人
だ
け
で
も
帰
国

す
る
の
は
至
難
で
あ
っ
た
の
で
す
が
、
老
師
は
慈
悲
深
い
方

で
あ
り
ま
し
た
。
終
戦
の
混
乱
の
中
、
老
師
の
眼
に
映
っ
て

き
た
の
は
、
町
に
あ
ふ
れ
る
孤
児
た
ち
の
姿
で
あ
り
ま
し
た
。

厳
寒
の
満
州
で
は
、「
三
日
ぐ
ら
い
食
べ
な
く
て
も
よ
い
が
、

冬
に
暖
房
が
な
け
れ
ば
一
晩
で
凍
え
死
ぬ
」
と
言
わ
れ
た
そ

う
で
す
。 

 

老
師
は
、
い
ち
早
く
坐
禅
堂
を
孤
児
院
に
開
放
し
、
自
ら

私
財
を
な
げ
う
っ
て
石
炭
を
買
い
集
め
、
町
に
あ
ふ
れ
る
孤

児
た
ち
を
か
く
ま
う
「
慈
眼
堂
」
を
開
き
ま
し
た
。 

 

「
戦
に
敗
れ
し
日
よ
り
憂
き
こ
と
は
親
の
な
き
子
ら
の
さ
ま

よ
ひ
あ
る
く
」
と
当
時
の
思
い
を
詠
わ
れ
ま
し
た
。 

 

そ
れ
ま
で
は
禅
に
よ
っ
て
ひ
た
す
ら
精
神
の
鍛
練
を
説
か

れ
た
老
師
が
、
一
転
し
て
多
く
の
孤
児
た
ち
の
親
と
な
ら
れ

ま
し
た
。
や
が
て
、
ソ
連
兵
や
中
国
共
産
党
軍
が
入
っ
て
く

る
と
い
う
戦
乱
の
中
、老
師
は
、我
が
身
を
捨
て
る
決
意
で
、

日
本
へ
引
き
揚
げ
る
決
断
を
し
、
約
三
百
名
の
孤
児
を
連
れ

て
昭
和
二
十
一
年
七
月
に
引
揚
を
開
始
し
約
一
か
月
か
け
て
、

佐
世
保
港
に
引
揚
げ
ら
れ
ま
し
た
。 

そ
の
時
の
様
子
を
詩
に
し
て
詠
わ
れ
て
い
ま
す
。 

「
幼
子
に
今
日
は
み
国
に
帰
る
よ
と
涙
も
ろ
と
も
説
き
聞
か 

 

せ
け
り
」 

そ
の
後
、
愛
媛
県
大
乗
寺
へ
帰
ら
れ
、
後
に
そ
の
体
験
か

ら
社
会
福
祉
に
尽
力
さ
れ
ま
し
た
。 

 

昭
和
二
十
五
年
愛
知
県
一
宮
市
妙
興
寺
に
住
職
と
し
て

就
任
さ
れ
、
同
寺
僧
堂
師
家
と
な
ら
れ
ま
し
た
。 

昭
和
二
十
六
年
、
静
岡
県
、
方
廣
寺
派
管
長
に
就
任
さ
れ

ま
し
た
。
６
９
才
遷
化
（
せ
ん
げ
、
僧
侶
が
亡
く
な
る
こ
と
） 

心
中
、
余
り
あ
る
ご
苦
労
が
あ
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
ま
す
。 

河
野
宗
寛
（
１
９
０
１
～
１
９
７
０
） 

 
 

諱
は
宗
寛
、
室
号
は
大
渕
窟
。
大
分
県
大
分
市
に
生
ま
れ

る
。 

で
ん
で
ら
通
信 

第
二
百
二
十
一
号 

令
和
六
年
五
月 

月 月 

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

