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る
。
入
門
し
て
ま
だ
一
ヶ
月
余
り
、
食

事
、
坐
禅
、
読
経
、
托
鉢
等
日
々
の
行

持
が
古
来
の
作
法
ど
お
り
に
進
め
ら

れ
て
い
る
。
お
檀
家
さ
ん
も
あ
る
の
で

法
事
も
ま
か
せ
ら
れ
る
。
一
通
り
の
こ

と
を
覚
え
る
に
は
一
年
は
か
か
る
。 

現
在
瑞
應
寺
様
の
ご
住
職
は
楢
崎

通
元
老
師
と
い
う
方
で
、
永
平
寺
で
先

住
洞
光
和
尚
と
修
行
を
共
に
し
て
い

る
。
同
寺
の
先
代
楢
崎
一
光
老
師
は
大

本
山
永
平
寺
の
副
貫
首
を
務
め
ら
れ

た
方
で
あ
る
が
平
成
八
年
に
ご
遷
化

（
死
去
）
さ
れ
て
い
る
。
私
が
永
平
寺

修
行
中
、
一
光
老
師
は
後
堂
職
（
修
行

者
の
指
導
者
）
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
時

の
言
葉
が
今
も
心
に
残
っ
て
い
る
。
修

行
者
は
、
『
獅
子
児
だ
、
獅
子
は
、
子

が
生
ま
れ
て
三
日
経
つ
と
そ
の
子
を

千
尋
の
谷
へ
投
げ
落
と
し
、
生
き
残
っ

た
子
、
這
い
上
が
っ
て
き
た
子
だ
け
を

育
て
る
。
苦
し
い
試
練
を
経
て
こ
そ
本

物
の
人
と
な
る
。
』
道
場
は
い
い
加
減

で
あ
っ
て
は
い
け
な
い
。
気
持
ち
を
引

き
締
め
て
何
事
も
立
ち
向
か
っ
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
の
戒
め
と

受
け
取
っ
て
い
る
。 

四
国
は
弘
法
大
師
の
八
十
八
ヶ
所

が
あ
り
仏
国
土
、
良
き
師
の
も
と
恵
ま

れ
た
環
境
で
し
っ
か
り
修
行
を
積
ん

で
欲
し
い
。 

平
成
二
十
二
年
度
年
回
表 
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没
年]

 

一
周
忌 

 
 
 
 

平
成
二
十
一
年 

三
回
忌 

 
 
 
 

平
成
二
十
年 

七
回
忌 

 
 
 
 

平
成
十
六
年 

十
三
回
忌 

 
 

平
成
十
年 

十
七
回
忌 

 
 

平
成
六
年 

二
十
三
回
忌 

昭
和
六
十
三
年 

二
十
七
回
忌 

昭
和
五
十
九
年 

三
十
三
回
忌 

昭
和
五
十
三
年 

五
十
回
忌 

 
 

昭
和
三
十
六
年 

百
回
忌 

 
 
 
 

明
治
四
十
四
年 

 

＊
今
年
の
年
回
忌
の
ご
案
内
は
、 

昨
年
十
二
月
に
正
当
の
各
家
に 

通
知
い
た
し
て
お
り
ま
す
。 

＊
日
曜
・
祝
日
の
ご
法
事
の
申 

し
込
み
は
お
早
め
に
お
願
い 

い
た
し
ま
す
。 

▼
「
周
」
は
「
め
ぐ
る
」
こ
と
を
意
味

す
る
言
葉
で
、
亡
く
な
っ
て
か
ら
ち
ょ

う
ど
一
め
ぐ
り
し
た
翌
年
の
そ
の
日
を

一
周
忌
と
呼
ぶ
。
回
忌
と
は
亡
く
な
ら

れ
た
日
を
最
初
の
忌
日
と
考
え
て
、
三

回
目
の
忌
日
が
「
三
回
忌
」
と
な
る
。

以
降
は
丸
六
年
目
が
七
回
忌
と
な
る
。 

広厳寺の宗旨 曹洞宗（そうとうしゅう） / 開祖 道元禅師 / 本山 福井県永平寺 神奈川県總持寺 

安
居
修
行 

（あ
ん
ご
し
ゅ
ぎ
ょ
う
） 

 
 

道
元
禅
師
は
「
正
法
眼
蔵
随
聞
記
」

の
中
で
、
『
海
中
に
竜
門
と
云
う
処
あ

り
、
浪
頻
に
作
な
り
。
諸
の
魚
、
波
の

処
を
過
ぐ
れ
ば
必
ず
竜
と
成
る
な
り
。

〈
中
略
〉
叢
林
に
入
れ
ば
必
ず
仏
と
な

り
祖
と
な
る
な
り
。
食
も
人
と
同
じ
く

（
食
し
、
衣
も
人
と
同
じ
く
）
服
し
、

飢
を
除
き
寒
を
禦
ぐ
事
も
同
じ
け
れ
ど

も
、
た
だ
頭
を
円
に
し
衣
を
方
に
し
て

斎
粥
等
に
す
れ
ば
、
忽
ち
に
衲
子
と
な

る
な
り
。
成
仏
作
祖
も
遠
く
求
む
べ
か

ら
ず
。
た
だ
叢
林
に
入
る
と
入
ら
ざ
る

と
な
り
。
竜
門
を
過
ぐ
る
と
過
ぎ
ざ
る

と
な
り
。
』
と
示
さ
れ
て
い
る
。 

修
行
道
場
に
入
る
と
必
ず
仏
と
な
り

祖
と
な
る
。
た
だ
頭
を
ま
る
め
、
四
角

い
袈
裟
を
着
て
、
食
事
は
お
粥
と
精
進

膳
と
い
う
仏
家
の
き
ま
り
に
従
う
と
、

た
ち
ま
ち
達
磨
門
下
の
禅
僧
と
な
る
。

た
だ
出
家
し
て
修
行
の
道
場
に
入
る
と

入
ら
な
い
と
の
違
い
だ
け
で
あ
る
。 

 

魚
が
竜
門
を
過
ぎ
る
と
竜
に
な
る
よ

う
に
、
志
を
お
こ
し
て
仏
の
道
に
入
っ

た
者
も
、
志
を
同
じ
く
す
る
者
た
ち
と

と
も
に
修
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
道
を

成
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

弟
子
（
三
男
）
は
三
月
五
日
、
四
国

愛
媛
県
新
居
浜
市
に
あ
る
仏
国
山
瑞
應

寺
専
門
僧
堂
に
安
居
修
行
に
入
っ
た
。

道
元
禅
師
の
頃
よ
り
変
わ
る
こ
と
の
な 

い
修
行
者
の
姿
（
如
法
の
旅
支
度
）
を

し
て
上
山
し
た
。 

 

修
行
道
場
の
こ
と
を
「
叢
林
」
と
呼

ぶ
。
真
っ
直
ぐ
な
木
が
群
が
っ
て
立
っ

て
い
る
中
に
あ
れ
ば
、
お
の
ず
か
ら
真

っ
直
ぐ
に
な
る
、
と
言
う
意
味
を
持
ち

良
き
仲
間
、
良
き
環
境
に
身
を
お
く
こ

と
の
大
切
さ
を
述
べ
た
言
葉
と
さ
れ  


