
今
年
度
の
「
弁
道
会
」
は
去
る
七
月
二
〜
三

日
の
二
日
間
に
わ
た
り
、講
師
に
川
口
高
風
師

（
愛
知
学
院
大
教
授
）
を
お
招
き
し
ご
講
義
を

頂
戴
致
し
ま
し
た
。

講
義
を
始
め
る
に
あ
た
っ
て
、資
料
・文
献
を

読
む
前
に
、老
師
の
お
持
ち
い
た
だ
い
た
、各
宗
の

今
昔
の
様
々
な
五
条
衣
、守
持
衣
、絡
子
等
を

見
せ
て
頂
き
ま
し
た
。お
陰
で
実
物
を
目
に
し
て

か
ら
で
し
た
の
で
大
変
分
か
り
や
す
い
講
義
と
な

り
ま
し
た
。

「
五
条
衣
」
と
い
う
も
の
が
時
代
と
と
も
に
縮

小
さ
れ
様
々
な
形
に
変
わ
り
、更
に
は
各
宗
派

に
よ
り
掛
け
方
も
違
う
と
い
う
事
な
ど
、こ
れ
ほ

ど
変
遷
し
た
も
の
は
な
い
と
の
事
で
し
た
。こ
の
よ

う
な
事
か
ら
老
師
は
現
在
の
曹
洞
宗
の
絡
子
は
、

過
去
の
歴
史
か
ら
見
て
、環
が
あ
り
両
山
紋
が
つ

い
て
い
て
、両
本
山
折
衷
し
た
和
合
の
シ
ン
ボ
ル
で

あ
る
と
お
っ
し
ゃ
て
お
り
ま
し
た
。

ま
た
道
元
禅
師
の
搭
袈
裟
法
に
も
触
れ
ら
れ

ま
し
た
。
禅
師
の
著
作
か
ら
考
察
す
る
と
四
分

律
よ
り
義
浄
の
有
分
律
説
を
重
視
し
た
袈
裟
に

な
る
は
ず
だ
が
、禅
師
の
説
く
掛
け
方
の
木
像
や

禅
師
像
が
見
当
た
ら
ず
、現
在
に
至
っ
て
も
物
的

証
拠
が
な
い
と
の
こ
と
で
し
た
。何
れ
に
し
て
も
、

現
在
の
永
平
寺
に
お
け
る
掛
け
方
と
は
違
っ
た

も
の
で
あ
る
と
い
う
か
ら
、あ
る
意
味
驚
き
で
も

あ
り
ま
し
た
。

講
義
の
冒
頭
、来
秋
さ
れ
る
二
週
間
前
に
老

師
の
お
母
様
が
急
逝
さ
れ
た
と
の
お
話
を
聞
き
、

押
し
て
駆
け
付
け
て
下
さ
っ
た
老
師
に
感
謝
の

念
と
お
母
様
の
ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま

す
。

合
掌

第６９号 曹 青 秋 田 平成２２年８月２５日

1

２０１０．８ 第６９号 秋田県曹洞宗青年会

＊平成２２年度 第２４回 『弁道会』報告

《五条衣の変遷した絡子と守持衣》

講師 川口高風 老師（愛知学院大教授）

「弁道会」 講師 愛知学院大教授 川口高風老師

の
お
話
も
ま
じ
え
な
が
ら
そ
の
歴
史
が
よ
く
わ
か

り
ま
し
た
。時
代
に
よ
っ
て
袈
裟
掛
法
も
幾
通
り

か
あ
り
、明
治
期
に
は
六
通
り
も
の
方
法
が
あ
っ

た
よ
う
で
す
。ま
た
そ
の
当
時
掛
け
方
が
統
一
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
証
拠
と
し
て
同
人
物
が
違
っ
た

掛
け
方
を
し
て
い
る
写
真
が
残
っ
て
い
た
り
と
、時

間
が
経
つ
の
を
忘
れ
る
く
ら
い
楽
し
く
貴
重
な

講
義
で
し
た
。

書
籍
だ
け
で
は
知
り
得
な
い
活
き
た
言
葉
を

学
ば
せ
て
い
た
だ
き
、僧
侶
と
し
て
お
袈
裟
に
対

し
て
意
識
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

合
掌

こ
の
度
の
講
義
内
容
に
関
連
し
て
、五
条
衣
、

ま
た
は
そ
れ
か
ら
変
遷
し
た
絡
子
や
守
自
衣
等

を
探
し
て
お
り
ま
す
。皆
様
の
ご
自
坊
に
珍
し
い

物
や
ご
老
師
に
是
非
見
て
も
ら
い
た
い
物
等
あ

り
ま
し
た
ら
、直
接
連
絡
し
て
頂
け
ま
す
よ
う
御

協
力
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。連
絡
先
は

〒
４
５
６
〜
０
０
３
５

名
古
屋
市
熱
田
区
白
鳥
１
〜
２
〜
１
７

法

持

寺
様
ま
で

県
内
ご
寺
院
様
へ

全
国
曹
洞
宗
青
年
会
で
こ
の
た
び
「Sa

n
G
a

」

曹
洞
宗
寺
院
情
報
サ
イ
ト

h
ttp
://w
w
w
.so
u
se
i.g
r.jp
/sa
n
g
a
/

が
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。

ご
寺
院
様
が
ご
自
分
で
、簡
単
な
寺
院
紹
介
ペ
ー

ジ
を
作
成
す
る
事
が
出
来
ま
す
。

ネ
ッ
ト
上
で
の
情
報
公
開
は
、必
要
不
可
欠
な
も

の
と
な
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。操
作
は
簡
単
で
す
の

で
、是
非
是
非
ご
登
録
く
だ
さ
い
。

ち
な
み
に
、秋
曹
青W

E
B

委
員
か
ら
出
向
し
た

山
田
俊
哉
師
が
作
成
に
関
わ
っ
て
お
り
ま
す
。

何
卒
宜
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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開講式で挨拶をする明石会長

百聞は一見にしかず・・・分かりやすく説明される

各宗派様々に変遷した数々の五条衣を拝見させてもらいました

会員をモデルに説明される老師

五
条
衣
の
変
遷
に
ふ
れ
て

              十
六
教
区
  

松
雲
寺
 

中
村
智
信

   
講
義
前
、明
石
会
長
よ
り
「
モ
デ
ル
お
願
い
、

色
々
あ
る
ら
し
い
か
ら
」
と
声
を
か
け
ら
れ
、川

口
老
師
が
持
参
さ
れ
た
諸
宗
派
の
様
々
な
五

条
衣
を
着
け
さ
せ
て
頂
く
貴
重
な
機
会
を
得
た
。

中
に
は
、一
見
し
た
だ
け
で
は
着
け
方
に
迷
う
も

の
、全
く
わ
か
ら
な
い
も
の
も
あ
り
、講
題
の
〝
五

条
衣
の
変
遷
〞
と
い
う
こ
と
を
身
で
経
験
さ
せ
て

頂
い
た
。
檀
務
の
折
、「
元
を
辿
っ
て
い
け
ば
一
つ

(

お
釈
迦
様)

に
な
る
は
ず
な
の
に
、何
故
こ
れ
だ

け
の
宗
派
が
で
き
た
の
か
。」
と
い
う
よ
う
な
質
問

を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
が
、多
種
多
様
な
五
条

衣
に
「
何
故
こ
ん
な
に
」
と
同
じ
様
な
印
象
を
も
っ

た
。「
袈
裟
功
徳
」
に
は
「
今
案
の
新
作
袈
裟
を
受

持
す
べ
か
ら
ず
」
と
あ
る
。宗
派
に
関
わ
ら
ず
と
も
、

新
た
な
形
を
作
り
、被
着
す
る
と
い
う
こ
と
は
尋

常
な
ら
ざ
る
研
鑽
、あ
る
い
は
時
に
覚
悟
を
要
す

こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。師
は
「
〝
格
好
良
さ

〞
を
先
人
が
追
求
さ
れ
た
結
果
、様
々
な
五
条

衣
が
作
ら
れ
る
に
至
っ
た
。」
と
言
わ
れ
た
。道
元

禅
師
が
今
現
在
の
絡
子
を
ど
の
よ
う
に
御
覧
に

な
ら
れ
る
か
は
窺
い
知
れ
る
こ
と
で
は
な
い
け
れ

ど
も
、現
行
の
絡
子
も
ま
た
長
い
年
月
の
変
遷
の

結
着
で
あ
り
、そ
れ
を
着
け
る
一
人
と
し
て
、こ
の

度
の
講
義
よ
り
そ
の
重
み
を
感
じ
さ
せ
て
頂
い
た
。

弁
道
会
に
参
加
し
て

十
二
教
区

千
手
院

斎
藤
寶
圓

今
回
の
弁
道
会
は
、二
日
間
に
わ
た
り
愛
知

学
院
大
教
授
の
川
口
高
風
老
師
よ
り
お
袈
裟

に
つ
い
て
ご
講
義
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

僧
侶
に
と
っ
て
身
近
な
お
袈
裟
＝
絡
子
で
す

が
、そ
の
歴
史
に
は
絡
子
の
他
に
守
持
衣
と
い
う

五
条
衣
の
お
袈
裟
が
身
近
に
存
在
し
て
い
た
こ

と
を
知
り
ま
し
た
。イ
ン
ド
の
五
条
安
陀
衣
が
中

国
で
縮
小
化
さ
れ
て
掛
絡
や
守
持
衣
と
な
り
、

さ
ら
に
日
本
で
一
層
の
小
型
化
が
進
ん
だ
と
考

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
、ご
老
師
は
資
料
と
し

て
文
献
や
掛
け
軸
な
ど
を
読
み
解
き
講
義
を
進

め
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
ま
た
実
際
に
守
持
衣
の

複
製
や
宝
蔵
さ
れ
て
い
る
絡
子
の
複
製
、他
宗

門
の
絡
子
な
ど
様
々
見
せ
て
く
だ
さ
り
、そ
の
お

袈
裟
一
枚
一
枚
が
興
味
深
い
も
の
で
、今
に
至
る

絡
子
、守
持
衣
の
変
遷
が
わ
か
り
や
す
く
感
じ

ら
れ
ま
し
た
。

道
元
禅
師
頃
の
搭
袈
裟
法
に
つ
い
て
も
ご
講

義
い
た
だ
き
ま
し
た
。今
現
在
考
え
ら
れ
る
と
い

う
前
置
き
で
の
お
話
で
し
た
が
、映
画
『禅
』の
時
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川口高風老師を囲んで記念撮影


