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で
ん
で
ら
通
信
第
百
四
十
二
号
　
平
成
二
十
九
年
十
月

坐
　
禅
　
A

今
月
は
、
十
月
三
十
一
日
（
火
）
午
前
十
時
よ
り
坐
禅

会
を
行
い
ま
す
。

み
な
さ
ん
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

秋
　
の
　
永
　
代
　
供
　
養
　
会

十
一
月
三
十
日
　
（
木
）
午
後
二
時
よ
り

法
話
一
宮
市
、
耕
雲
院
住
職
　
服
部
雅
昭
師

み
な
さ
ん
の
ご
参
詣
、
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

物
　
の
　
豊
　
か
　
さ
　
と

幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
日
本
を
訪
れ
た
外
国
人
は

「
日
本
人
は
幸
せ
だ
」
と
書
い
て
い
る
。

寒
い
冬
、
女
性
が
朝
早
く
か
ら
重
い
荷
物
を
引
い
て
や

っ
て
き
た
。
寒
風
で
頬
は
真
っ
赤
に
な
っ
て
い
る
の
に
、

み
ん
な
幸
せ
そ
う
に
笑
顔
を
浮
か
べ
て
お
喋
り
を
し
て

い
る
。
幸
い
こ
と
は
軽
く
脇
に
そ
ら
し
て
や
り
す
ご
す
術

に
長
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
日
本
に
も
貧
し
い
人
は
い
た
が
、
ど
ん
な
貧

乏
人
で
も
人
間
ら
し
い
楽
し
み
を
持
っ
て
生
活
で
き
た
。

ま
た
、
み
ん
な
自
分
の
仕
事
に
誇
り
を
持
っ
て
い
た
。

も
ち
ろ
ん
そ
こ
に
は
多
く
の
辛
抱
や
努
力
、
工
夫
が
あ
っ

て
の
こ
と
だ
が
、
根
底
に
は
、
人
間
は
こ
の
世
に
一
時
滞

在
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
旅
人
だ
と
い
う
人
生
観
が
あ

り
、
そ
の
意
味
で
人
間
み
な
平
等
だ
と
考
え
て
い
た
。

（中略）

天
明
寛
政
の
頃
、
あ
る
僧
が
江
戸
か
ら
の
帰
り
木
曽
山

中
で
馬
に
乗
っ
た
。
道
の
険
し
い
と
こ
ろ
に
来
る
と
、
馬

子
は
馬
の
背
の
荷
に
肩
を
入
れ
て
、

「
親
方
、
危
な
い
」

と
言
っ
て
助
け
る
。
あ
ま
り
に
度
々
な
の
で
僧
が
な
ぜ
か

と
問
う
と
、
馬
子
は

「
お
の
れ
ら
親
子
四
人
、
こ
の
馬
に
助
け
ら
れ
て
露
の
命

を
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
馬
と
は
思
わ
ず
、
親
方
と
思
い

い
た
わ
っ
て
い
ま
す
」

と
答
え
た
。
こ
の
馬
子
は
清
水
の
湧
く
と
こ
ろ
ま
で
来
る

と
僧
に
十
念
を
授
け
て
く
だ
さ
い
と
言
い
、
僧
が
快
諾
す

る
と
、
自
分
の
手
水
を
使
い
、
馬
に
口
を
す
す
が
せ
、
馬

の
あ
ご
の
下
に
座
っ
て
共
に
十
念
を
受
け
た
。
十
念
と
は
、

南
無
阿
弥
陀
仏
を
十
遍
唱
え
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る

が
、
こ
の
男
は
僧
を
乗
せ
る
と
き
は
、
い
つ
も
賃
金
は
志

と
し
て
お
り
、
そ
の
代
わ
り
に
僧
か
ら
十
念
を
受
け
て
、

自
分
ら
家
族
と
馬
と
が
、
仏
と
結
縁
す
る
機
会
と
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

江
戸
時
代
の
日
本
人
は
こ
の
男
に
限
ら
ず
、
馬
を
家
族

の
一
員
と
み
な
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
う
い
う
情
愛
は
牛
、
鶏
か
ら
犬
、
猫
に
い
た
る
ま
で

に
及
ん
だ
よ
う
だ
。

現
代
は
気
持
ち
に
ゆ
と
り
が
な
く
な
り
、
ど
こ
か
キ
ス

ギ
ス
し
て
い
る
。
暮
ら
し
向
き
で
は
江
戸
期
よ
り
ど
れ
だ

け
快
適
で
豊
か
に
な
っ
た
か
知
れ
な
い
の
に
、
人
々
の
情

愛
の
深
さ
は
ガ
リ
ガ
リ
亡
者
の
利
己
主
義
で
凝
り
固
ま

っ
た
者
が
な
ん
と
多
い
こ
と
か
。

逆
説
的
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
豊
か
で
便
利

で
寿
命
も
延
び
て
、
よ
り
幸
せ
に
な
っ
た
か
ら
、
人
間
が

駄
目
に
な
っ
た
の
だ
。
人
間
の
命
の
は
か
な
さ
を
身
近
に

感
じ
て
い
た
か
ら
、
見
ず
知
ら
ず
の
者
に
も
情
け
を
か
け

ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
家
族
内
で
も
い
え
る
こ
と
で
、
日
本
が
も
っ
と

貧
し
か
っ
た
と
き
は
、
お
互
い
懸
命
に
助
け
合
っ
て
生
き

て
き
た
か
ら
、
家
庭
崩
壊
な
ど
と
は
無
縁
だ
っ
た
の
で
あ

る。
（
清
田
保
南
老
師
「
瑞
龍
だ
よ
り
、
人
生
の
価
値
よ
り
」
）

0
　
　
0
　
　
0
　
　
0

「
こ
れ
、
分
か
る
？
」

と
何
百
万
も
す
る
と
い
う
高
級
腕
時
計
を
み
せ
ら
れ

た
こ
と
が
あ
る
。
へ
－
、
大
し
た
も
ん
だ
、
と
は
お
じ
さ

ん
は
思
わ
な
か
っ
た
。
「
こ
い
つ
は
バ
カ
だ
」
と
思
っ
た
。

高
価
な
物
を
身
に
着
け
る
こ
と
で
、
己
の
ス
テ
ー
タ
ス

（
社
会
的
な
地
位
）
も
上
が
る
と
思
い
込
ん
で
い
る
人
は

男
女
と
も
に
多
い
。
そ
れ
を
誇
る
こ
と
で
、
軽
蔑
さ
れ
薄

っ
ぺ
ら
な
人
間
だ
と
侮
ら
れ
る
結
果
に
な
る
と
は
、
夢
に

も
思
っ
て
い
な
い
。

《
中
日
新
聞
サ
ン
デ
ー
版
、
お
じ
さ
ん
図
鑑
よ
り
》

0
　
　
0
　
　
0
　
　
0

江
戸
時
代
か
ら
時
は
流
れ
、
戦
後
経
済
成
長
と
と
も
に

人
々
の
暮
ら
し
は
大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
。
後
編
紹
介
し

ま
し
た
の
は
、
現
代
日
本
人
の
様
態
で
す
。
江
戸
時
代
の

人
々
が
現
代
の
日
本
人
を
見
た
ら
な
ん
と
い
う
で
し
ょ

う
。
こ
れ
が
わ
が
子
孫
か
・
・
・
・
・

文
明
の
発
達
し
た
現
代
の
人
々
は
、
足
る
を
知
る
こ
と

日
々
へ
の
感
謝
が
ど
う
も
忘
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思

い
ま
す
。
物
の
豊
か
さ
に
伴
い
心
を
耕
す
必
要
性
が
あ
る

よ
う
で
す
。


