
去
る
七
月
二
日
、前
日
か
ら
の
現
職
研
修
に

引
き
続
い
て
歓
喜
寺
様
を
会
場
に
お
借
り
し
、

第
二
十
三
回
「
弁
道
会
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

講
師
に
は
第
六
教
区
黄
龍
寺
住
職
・菊
地
亮
道

師
を
お
迎
え
し
「
お
袈
裟
の
護
持
」
と
い
う
演
題

で
ご
講
義
を
頂
き
ま
し
た
。

老
師
は
先
ず
、お
袈
裟
が
如
何
に
大
切
な
も

の
か
、大
切
に
守
る
為
に
ど
う
す
れ
ば
良
い
か
と

い
う
事
を
面
山
瑞
方
禅
師
が
お
示
し
に
な
ら
れ

た
「
釋
氏
法
衣
訓
」
か
ら
例
を
取
り
上
げ
、お
袈

裟
へ
の
信
仰
が
無
く
な
っ
て
き
て
い
る
事
を
指
摘

さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
本
来
な
ら
〝
法
衣
〞
は
お
袈
裟
を
指
す

は
ず
が
、現
在
で
は
〝
衣
、大
衣
〞

と
誤
解
し
て

い
る
事
な
ど
私
達
の
認
識
を
改
め
ら
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
、お
袈
裟
を
し
ま
う
に
し
て
も
タ
ン
ス
の
一

番
上
に
、坐
具
は
下
に
し
ま
う
等
、当
た
り
前
の

事
で
も
疎
か
に
な
っ
て
る
点
に
ハ
ッ
と
さ
せ
ら
れ
る

場
面
が
多
々
あ
り
ま
し
た
。

さ
ら
に
お
袈
裟
の
護
持
に
は
「
點
浄
」（
黒
い
シ

ミ
を
付
け
る
）儀
式
が
必
要
で
あ
る
事
を
勧
め
ら

れ
ま
し
た
。人
が
欲
し
が
る
物
を
坊
さ
ん
が
身
に

着
け
る
の
は
好
ま
し
く
な
く
、汚
れ
た
物
を
身
に

着
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、は
じ
め
て
「
お
袈
裟
」
と
し

て
成
立
し
清
浄
な
も
の
に
な
る
と
ご
教
示
下
さ

い
ま
し
た
。

「
世
界
の
宗
教
の
中
で
直
接
、着
る
物
を
指
示

し
た
の
は
お
釋
迦
様
だ
け
で
あ
り
、〝
お
袈
裟
〞

の
事
に
触
れ
た
の
は
道
元
禅
師
だ
け
で
あ
る
」
と

い
う
事
を
心
に
留
め
な
が
ら
、「
お
袈
裟
」
に
対
す

る
信
仰
を
改
め
て
大
切
に
し
た
い
と
思
う
貴
重

な
時
間
で
し
た
。

合
掌
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か
わ
ら
ず
で
す
。

御
袈
裟
が
い
か
に
大
事
で
、大
切
に
護
持
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。老
師
の
御
袈
裟
に
対
す
る

想
い
や
信
心
の
深
さ
を
知
り
、わ
が
身
の
あ
り
よ

う
を
省
み
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

お
釈
迦
様
を
は
じ
め
歴
代
祖
師
の
皆
様
が
事

細
か
に
御
袈
裟
に
つ
い
て
数
多
く
ご
教
示
く
だ
さ
っ

て
お
り
ま
す
。何
よ
り
大
事
に
法
と
一
緒
に
受
け

継
い
で
き
た
御
袈
裟
。そ
う
し
た
歴
代
祖
師
方
の

想
い
や
姿
勢
に
触
れ
る
こ
と
の
で
き
た
、短
い
な
が

ら
も
貴
重
な
時
間
で
し
た
。

最
後
に
、老
師
が
講
義
は
じ
め
よ
り
私
た
ち
に

何
度
も
お
願
い
し
た
言
葉
で
、こ
の
弁
道
会
参
加

所
感
を
終
わ
り
に
し
ま
す
。

「皆
様
ど
う
か
御
袈
裟
を
大
事
に
し
て
く
だ
さ
い
」

新
聞
・テ
レ
ビ
等
で
既
に
ご
承
知
の
事
と
は
存

じ
ま
す
が
、去
る
七
月
十
九
日
か
ら
二
十
六
日

に
か
け
て
、中
国
地
方
お
よ
び
九
州
地
方
北
部

を
中
心
に
襲
っ
た
集
中
豪
雨
に
伴
い
、各
地
で
水

害
及
び
土
砂
災
害
が
発
生
し
ま
し
た
。こ
の
「
中

国
・九
州
北
部
豪
雨
災
害
」
に
対
し
て
、秋
曹
青

か
ら
災
害
地
域
に
義
援
金
を
お
送
り
い
た
し
ま

し
た
。

山
口
県
曹
洞
宗
青
年
会

福
岡
県
共
同
募
金
会

各
三
万
円
ず
つ
で
す
。七
月
末
の
豪
雨
、被
災
が
、

お
盆
行
事
な
ど
多
忙
な
時
期
で
あ
っ
た
た
め
、代

議
員
会
等
の
話
し
合
い
の
場
を
設
け
ら
れ
ず
、事

後
報
告
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
ご
容
赦
下
さ

い
。訂

正
と
お
詫
び

先
の
「
曹
青
秋
田
」
第
六
十
四
号
で

第
十
六
期
秋
田
県
曹
洞
宗
青
年
会
・・・・・×

第
十
五
期
秋
田
県
曹
洞
宗
青
年
会
・・・・・○

の
誤
り
で
し
た
。訂
正
し
て
お
詫
び
申
し
上
げ
ま

す
。
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会場にお借りした歓喜寺様

搭袈裟で聞き入る会員諸師

持参されたお袈裟を手に説明される菊地老師

懇切丁寧に講義される菊地老師

第
二
十
三
回
弁
道
会
に
つ
い
て

秋
曹
青
会
長

明
石
浩
延

去
る
七
月
二
日
、前
日
か
ら
の
現
職
研
修
に

引
き
続
き
、歓
喜
寺
様
に
於
い
て
第
二
十
三
回

弁
道
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。横
手
市
黄
龍
寺

御
住
職
菊
地
亮
道
老
師
よ
り
「お
袈
裟
の
護
持
」

と
題
し
て
講
義
頂
き
ま
し
た
。「
釋
氏
法
衣
訓
」

（
面
山
瑞
方
著
）を
講
本
と
し
て
、昔
も
お
袈
裟

を
粗
末
に
扱
っ
て
い
る
お
坊
さ
ん
が
い
た
こ
と
。例

え
ば
、お
袈
裟
で
汗
を
拭
い
た
り
、お
風
呂
に
入
っ

た
後
体
を
拭
か
ず
に
お
袈
裟
を
着
け
た
り
と
、今

で
は
考
え
ら
れ
な
い
事
で
す
。ま
た
お
袈
裟
の
由

来
に
関
し
て
は
、本
来
は
九
条
以
上
の
お
袈
裟

を
「
大
衣
」
と
言
っ
て
い
た
の
に
、今
で
は
「
直
綴
」

を
示
す
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
。法
衣

店
で
買
っ
た
お
袈
裟
で
も
一
度
染
み
を
付
け
汚

す
こ
と（
點
浄
）に
よ
り
、執
着
の
な
い
布
と
な
り
、

お
袈
裟
と
な
る
の
だ
と
い
う
こ
と
な
ど
。質
疑
応

答
を
含
め
て
九
十
分
と
い
う
短
い
時
間
で
は
あ

り
ま
し
た
が
、私
達
に
は
有
意
義
な
時
間
と
な
り

ま
し
た
。

講
義
の
終
わ
り
に
参
加
者
に
手
縫
い
の
お
袈

裟
袋
を
配
ら
れ
、お
袈
裟
を
大
切
に
し
て
ほ
し
い

と
い
う
思
い
が
参
加
者
に
更
に
伝
わ
っ
た
の
で
は

と
感
じ
ま
し
た
。

弁
道
会
の
時
に
も
話
し
ま
し
た
が
、黄
龍
寺

様
は
私
が
修
行
か
ら
帰
っ
て
来
た
頃
、秋
曹
青
の

会
長
を
務
め
て
い
ま
し
た
。そ
の
時
の
弁
道
会
で

も
「
方
服
歌
讃
儀
」
と
い
う
お
袈
裟
に
つ
い
て
の
研

修
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。ま
た
随
聞
会
は
歓
喜
寺

様
に
泊
ま
っ
て
暁
天
坐
禅
、朝
課
、小
食
は
粥
を

頂
い
て
の
講
義
と
い
う
、私
自
身
に
は
印
象
深
い

会
長
さ
ん
で
し
た
。そ
う
い
う
御
老
師
を
、今
期

一
回
目
の
行
事
と
な
る
弁
道
会
の
講
師
に
お
迎

え
で
き
た
事
、心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
会
員
の
皆
様
に
も
、黄
龍
寺
様
の
お
話
に

あ
っ
た
通
り
、世
界
の
宗
教
で
着
る
物
を
定
め
た

の
は
仏
教
だ
け
で
す
の
で
、も
っ
と
関
心
を
持
ち
、

お
袈
裟
を
大
切
に
し
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。

平
成
二
十
一
年
度
弁
道
会
参
加
所
感

第
十
五
教
区

久
昌
寺

赤
石
基
彦

七
月
二
日
歓
喜
寺
様
に
て
、現
職
研
修
終
了

後
に
黄
龍
寺
ご
住
職
菊
地
亮
道
老
師
を
お
迎

え
し
て
「
御
袈
裟
の
護
持
」
に
つ
い
て
講
義
し
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

老
師
も
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、御
袈
裟
は
お

坊
さ
ん
で
あ
る
こ
と
を
示
す
一
番
の
証
し
で
す
。

（
坊
主
頭
と
作
務
衣
は
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
定
着

し
て
い
ま
す
の
で
、こ
の
姿
だ
け
で
は
お
坊
さ
ん
と

は
分
か
り
ま
せ
ん
。逆
に
お
坊
さ
ん
で
も
洋
服
を

着
て
街
を
歩
け
ば
一
般
の
人
は
分
か
り
ま
せ
ん
。）

ま
た
御
袈
裟
も
宗
派
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
で
す
の

で
、そ
の
違
い
も
含
め
て
勉
強
で
き
る
好
機
で
あ

り
ま
し
た
。

ま
ず
は
面
山
瑞
方
禅
師
「
釋
氏
法
衣
訓
」
に

あ
る
御
袈
裟
の
護
持
に
あ
る
ま
じ
き
振
る
舞
い

を
取
り
上
げ
、普
段
の
私
た
ち
は
ど
う
な
の
か
振

り
返
り
ま
し
た
。そ
し
て
御
袈
裟
の
誕
生
と
伝
来
、

そ
の
種
類
と
被
着
の
変
遷
を
お
話
く
だ
さ
い
ま

し
た
。

御
袈
裟
は
得
度
し
た
と
き
か
ら
身
に
着
け
て

き
ま
し
た
。し
か
し
、そ
れ
が
当
た
り
前
す
ぎ
た
せ

い
か
、恥
ず
か
し
な
が
ら
、詳
し
く
教
え
て
い
た
だ

こ
う
、も
っ
と
勉
強
し
よ
う
と
思
う
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
私
の
第
十
五
教
区
と
黄
龍
寺
様

と
は
同
じ
県
南
で
す
。寺
院
法
要
や
禅
の
つ
ど
い

等
で
よ
く
お
会
い
す
る
機
会
も
あ
り
、折
に
触
れ

て
御
袈
裟
に
つ
い
て
お
話
く
だ
さ
っ
て
い
た
に
も
か
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