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こ
の
節
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
「
懺
悔

さ

ん

げ

」
と

い
う
の
は
、
日
々
の
行
為
に
対
し
て
の
反
省

的
な
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
に
授
か
っ

て
い
る
命
の
本
性
は
如
何
に
、
本
心
・
真
心

と
は
如
何
に
な
ど
と
、
自
己
の
心
の
深
奥

し
ん
お
う

を

御
仏
に
照
ら
し
て
見
る
と
い
う
、
人
や
自
己

の
感
情
等
に
と
ら
わ
れ
な
い
、
清
浄

し
ょ
う
じ
ょ
う

無
垢

む

く

の

と
こ
ろ
で
自
己

じ

こ

を
返
照

へ
ん
し
ょ
う

し
て
み
る
と
言
う
こ

と
で
す
。

直
訳
を
し
ま
す
と

「
そ
う
で
あ
れ
ば
真
心
を
持
っ
て
御
仏
の

御
前
に
懺
悔
し
な
さ
い
、
そ
う
す
れ
ば
そ
の

功
徳
の
力
が
働
い
て
我
を
す
く
い
清
浄
な
ら

し
む
、
こ
の
功
徳
は
諸
々
の
さ
ま
た
げ
を
無

く
し
て
、
私
の
中
に
具そ

な

わ
っ
て
い
る
清
浄
信

し
ょ
う
じ
ょ
う
し
ん

が
盛
ん
に
な
っ
て
自
分
も
他
人
も
森
羅
万
象

し
ん
ら

ば
ん
し
ょ
う

が
一
体
と
な
り
、
そ
の
利
益

り

や

く

を
蒙

こ
う
む

る
」
と
言

わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

私
が
　
こ
の
節
か
ら
学
ぶ
こ
と
は
「
良
き

に
付
け
悪
し
き
に
付
け
、
人
々
と
の
出
会
い

に
生
か
さ
れ
た
人
生
で
あ
っ
た
こ
と
を
つ
く

づ
く
感
謝
し
な
が
ら
も
、
事
事
物
物
と
の
出

会
い
、
仕
事
の
時
も
遊
び
の
時
も
、
楽
し
い

時
も
辛
い
と
き
も
、
そ
の
時
々
を
疎

お
ろ
そ

か
に
は

し
て
い
な
い
か
、
量
り
知
る
こ
と
の
で
き
な

い
、
授
か
っ
て
い
る
命
を
遺
漏

い

ろ

う

無な

く
生
き
尽

く
し
て
い
る
か
」
と
問
わ
れ
て
い
る
よ
う
に

思
う
の
で
す
。

東
井
義
雄
先
生
の
「
根
っ
こ
の
ね
が
い
」

こ
れ
こ
そ
こ
の
節
に
説
か
れ
て
い
る
「
懺
悔

さ

ん

げ

」

そ
の
も
の
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

※

道
心
二
十
七
号
に
お
き
ま
し
て
「
懺
悔
ざ
ん
げ

し

て
こ
そ
救
わ
れ
る
」
と
し
て
お
り
ま
し
た
。

一
般
的
に
は
「
懺
悔
ざ
ん
げ

」
と
申
し
ま
す
が
仏
教

用
語
と
し
て
は
「
懺
悔
さ
ん
げ

」
と
読
む
の
が
正
し

い
の
で
す
、
パ
ソ
コ
ン
を
使
っ
て
文
字
変
換

を
し
ま
す
と
、「
さ
ん
げ
」
で
は
変
換
し
ま
せ

ん
の
で
「
ざ
ん
げ
」
と
打
ち
ま
す
と
文
字
変

換
で
き
る
も
の
で
す
か
ら
見
過
ご
し
て
お
り

ま
し
た
。
お
詫
び
し
て
訂
正
い
た
し
ま
す
。

然し
か

あ
れ
ば
誠
心

じ
ょ
う
し
ん

を
専

も
っ
ぱ

ら
に
し
て
前
仏

ぜ
ん
ぶ
つ

に
懺
悔
す
べ
し
、
恁
麼

い

ん

も

す
る
と
き

前
仏

ぜ
ん
ぶ
つ

懺
悔
の
功
徳

く

ど

く

力り
き

我わ
れ

を
拯す

く

ひ
て

清
浄

し
ょ
う
じ
ょ
う

な
ら
し
む
、
此こ

の
功
徳

く

ど

く

能よ

く

無
礙

む

げ

の
浄
信

じ
ょ
う
し
ん

精
進

し
ょ
う
じ
ん

を
生
長

し
ょ
う
ち
ょ
う

せ
し
む
る

な
り
、
浄
信
一
現

い
ち
げ
ん

す
る
と
き
、
自
佗

じ

た

同お
な
じ

く
転て

ん

ぜ
ら
る
る
な
り
、
其そ

の

利
益

り

や

く

普あ
ま

ね
く
情
非
情

じ
ょ
う
ひ
じ
ょ
う

に
蒙こ

う

ぶ
ら
し
む

修
証
義
　
第
八
節

懺
悔

さ

ん

げ

す
れ
ば

新
た
な
自
分
に
出
会
え
る
。

※
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『
紅
白
歌
合
戦
』
が
終

っ
て
、
除
夜
の
鐘
が
鳴
る

と
、さ
あ
待
ち
に
待
っ
た
、

お
正
月
―
―
。

ま
ず
ご
家
族
に
「
お
め

で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と

ご
あ
い
さ
つ
を
し
て
、
そ

れ
か
ら
友
人
知
人
に
も
皆

さ
ん
ご
あ
い
さ
つ
を
な
さ

い
ま
す
ね
。

と
こ
ろ
で
、
年
の
初
め
を
何
で
”正
月
“
と
呼

ぶ
の
で
し
ょ
う
か
。せ
っ
か
く
の
お
正
月
で
す
か
ら
、

語
源
を
調
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。

「
正
」
と
い
う
文
字
は
「
一
」
と
「
止
」
の
合
字
、

「
一
以も

っ
て
止と

ど

ま
る
」
と
い
う
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

さ
ら
に
「
一
」
を
『
大
漢
和
辞
典
』
で
ひ
い
て
み
ま

す
と
す
ば
ら
し
い
言
葉
が
な
ら
ん
で
い
ま
す
。

第
一
巻
第
一
頁
に
「
数
の
一
」
と
あ
り
、
次
に

「
一
は
天
を
指
し
、
二
は
地
を
指
す
」（
易
）
と
あ
り
、

「
数
の
は
じ
め
」「
物
の
は
じ
め
」「
道
・
真
・
善
」

（
老
子
）
と
展
開
し
ま
す
。

さ
ら
に
は
「
純
一
無
雑

む

ざ

つ

」
と
か
「
一
筋
」
な
ど
と

熟
語
と
し
て
「
ま
じ
り
気
な
し
」
の
姿
を
あ
ら
わ
し
、

「
一
家
」「
一
国
」
な
ど
と
い
っ
て
全
体
を
意
味
し
た

り
も
す
る
、
と
つ
づ
き
ま
す
。

お
正
月
の
「
正
」
の
字
は
、
天
の
道
、
人
の
道
、

ま
こ
と
の
道
に
腰
を
す
え
、
い
か
な
る
こ
と
が
あ
っ

て
も
ガ
タ
ガ
タ
せ
ず
、
こ
こ
に
止
ま
り
、
こ
れ
を
守

り
ぬ
い
て
、
生
き
て
ゆ
く
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の

で
す
。禍

福
か

ふ

く

は
、

あ
ざ
な
え
る
縄
の
如ご

と

し

「
今
年
一
年
、
腹
を
立
て
ず
」
と
元
日
の
朝
に
誓
い

を
立
て
、
そ
の
日
の
午
後
に
も
う
腹
を
立
て
て
し
ま

っ
た
と
い
う
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

た
と
え
す
ぐ
く
ず
れ
去
っ
て
も
よ
い
、
あ
き
ら
め

ず
、
な
げ
や
り
に
せ
ず
、
姿
勢
を
立
て
な
お
し
立
て

な
お
し
、
立
ち
向
か
っ
て
い
く
。

そ
れ
が
「
初
心
忘
る
べ
か
ら
ず
」
の
言
葉
で
も
あ
り

「
発
心
を
百
千
万
発
し
て
ゆ
け
」
と
い
う
道
元

ど
う
げ
ん

禅
師

ぜ

ん

じ

の
お
心
で
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。

「
初
心
忘
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
い
、
ひ
と
た
び
か

か
げ
た
灯
は
消
さ
ず
に
精
進
す
る
と
い
う
こ
と
は
す

ば
ら
し
い
こ
と
で
す
が
、
ど
ち
ら
の
方
角
に
向
か
っ

て
ど
う
歩
ん
で
ゆ
く
か
も
、
き
ち
ん
と
お
さ
え
て
お

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

わ
が
ま
ま
な
私
の
思
い
を
満
足
さ
せ
る
た
め
の
、

道
や
真
実
に
そ
む
い
た
方
角
に
向
か
っ
て
の
歩
み
で

は
、「
一
」
の
心
で
も
「
正
」
の
心
で
も
な
い
と
い

う
こ
と
で
す
。

お
釈
迦

し

ゃ

か

さ
ま
は
あ
る
日
、
祇
園

ぎ

お

ん

精
舎

し
ょ
う
じ
ゃ

を
訪
れ
た
コ

ー
サ
ラ
国
王
に
、
こ
う
語
ら
れ
ま
し
た
。

大
王
よ
、
こ
の
世
の
中
に
は
、

四
つ
の
種
類
の
人
々
が
あ
る
。

闇
よ
り
闇
に
赴

お
も
む

く
ひ
と
た
ち

闇
よ
り
光
に
赴
く
ひ
と
た
ち

光
よ
り
闇
に
赴
く
ひ
と
た
ち

お
よ
び
光
よ
り
光
に
赴
く
も
の
が
そ
れ
で
あ
る

人
の
一
生
に
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。
よ
い
こ
と

ば
か
り
と
い
う
こ
と
も
、
悪
い
こ
と
ば
か
り
と
い
う

こ
と
も
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。

昔
か
ら
「
禍
福
は
　
あ
ざ
な
え
る
縄
の
如
し
」

（
史
記
）
と
か
「
禍
福
門
な
し
、
唯
人
の
招
く
所
」

（
左
伝
）
な
ど
と
語
り
つ
が
れ
て
い
る
よ
う
に
、
大

切
な
の
は
そ
れ
を
ど
う
受
け
止
め
て
ゆ
く
か
で
あ
り

ま
し
ょ
う
。

闇
と
い
う
言
葉
で
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
悲
し
い
生

ま
れ
や
、
育
ち
や
環
境
や
、
人
生
の
出
来
事
を
は
て

し
な
く
、
さ
ら
に
悪
い
方
へ
と
育
て
て
し
ま
い
、
そ

の
重
み
に
押
し
ひ
か
れ
、
出
口
の
な
い
よ
う
な
人
生

を
生
き
て
い
る
人
も
い
ま
す
。

誰
が
見
て
も
「
こ
れ
ほ
ど
の
ひ
ど
い
闇
は
な
い
」

と
、
思
う
ほ
ど
に
き
び
し
い
谷
間
に
あ
っ
て
も
、
む

し
ろ
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
光
を
求
め
、闇
の
お
か
げ
と
、

闇
を
光
へ
と
転
じ
て
生
き
て
い
る
人
も
い
ま
す
。

愛
知
専
門
尼
僧
堂
堂
頭

青
山

俊
董
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反
対
に
恵
ま
れ
た
環
境
に
生
ま
れ
育
っ
て
い
て

も
、
た
と
え
ば
空
気
の
中
に
い
て
空
気
の
あ
り
が
た

さ
に
気
づ
か
な
い
よ
う
に
、
そ
の
あ
り
が
た
さ
が
わ

か
ら
ず
、
悪
い
方
へ
、
闇
の
方
へ
と
転
落
し
て
し
ま

う
人
も
い
ま
す
。

精
神
的
に
も
物
理
的
に
も
恵
ま
れ
た
方
が
、
そ
れ

を
更
に
育
て
る
方
向
へ
、
つ
ま
り
光
よ
り
光
へ
と
歩

ん
で
い
る
人
も
い
ま
す
。

ち
な
み
に
、
あ
な
た
や
私
は
、
い
っ
た
い
ど
ん
な

種
類
の
人
に
入
る
の
で
し
ょ
う
か
。

世
の
中
に
は

四
つ
の
種
類
の
人
間
が
い
る

こ
の
四
つ
の
種
類
の
人
の
教
え
に
は
、
お
釈
迦
さ

ま
の
人
間
観
が
あ
ら
わ
れ
て
い
て
、
と
て
も
興
味
深

い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
見
落
と
し
て

は
な
ら
な
い
二
つ
の
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
こ
と
に
も
気

づ
き
ま
す
。

一
つ
は
生
ま
れ
と
か
育
っ
た
環
境
と
か
能
力
と
か

い
う
「
授さ

ず

か
り
」
と
し
か
い
え
な
い
よ
う
な
こ
と
に

対
し
て
も
、
動
か
し
が
た
い
も
の
、
固
定
的
な
も
の

と
し
て
受
け
止
め
ず
、
そ
こ
に
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を

認
め
て
ゆ
こ
う
と
す
る
柔
軟
さ
が
あ
り
ま
す
。

も
う
一
つ
は
可
能
性
を
実
現
す
る
決
定
的
要
素
を

私
た
ち
が
「
毎
日
を
ど
う
生
き
る
か
」
の
、
私
た
ち

一
人
一
人
の
行
為
に
帰
し
て
い
る
と
い
う
点
で
す
。

つ
ま
り
私
た
ち
の
価
値
は
、
生
ま
れ
や
育
ち
や
持

ち
物
で
は
な
く
、
生
き
方
に
あ
る
と
し
、
さ
ら
に
過

去
を
生
か
す
も
殺
す
も
、未
来
を
拓ひ

ら

く
も
閉
じ
る
も
、

今
日
、
こ
の
時
間
の
生
き
方
に
か
か
わ
っ
て
い
る
と

い
う
お
釈
迦
さ
ま
の
人
生
観
、
人
間
観
が
、
こ
の
教

え
の
根
底
に
流
れ
て
い
る
の
で
す
。

同
時
に
受
け
止
め
る
側
と
し
て
の
私
た
ち
が
心
せ

ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
の
四
種
類
の
人
を
他
人

ご
と
と
思
わ
ず
、
私
の
中
に
こ
の
四
人
が
い
る
こ
と

を
自
覚
す
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

最
近
『
闇
か
ら
光
へ
の
歩
み
』（
法
蔵
館
）
と
い

う
本
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
明
治
四
十
四
年
に
熊
本

に
生
ま
れ
た
松
尾
寿
城

ひ

さ

き

と
い
う
方
の
、
点
字
で
書
い

た
求
道
録

ぐ
ど
う
ろ
く

を
墨
書

ぼ
く
し
ょ

訳
し
た
も
の
で
す
。

寿
城
さ
ん
は
七
人
兄
弟
の
六
人
目
と
し
て
生
ま

れ
、
目
の
き
れ
い
な
こ
と
は
兄
弟
一
で
あ
っ
た
と
い

い
ま
す
。
こ
の
寿
城
さ
ん
が
三
歳
の
時
に
高
熱
を
出

し
て
、
お
母
さ
ん
が
解
熱
剤
の
調
合
を
誤
っ
て
飲
ま

せ
た
ば
か
り
に
失
明
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
お
母
さ

ん
は
自
分
の
過
失
を
責
め
て
半
狂
乱
と
な
り
、
夜
も

眠
れ
ず
、
痩や

せ
衰
え
、
死
の
淵
を
さ
ま
よ
い
つ
づ
け

ま
す
。
そ
の
果
て
に
寺
に
た
ど
り
つ
き
、
命
が
け
の

聞
法

も
ん
ぽ
う

（
教
え
を
聞
く
こ
と
）
の
日
々
が
始
ま
り
ま
す
。

失
明
し
た
わ
が
子
を
背
負
い
、
何
キ
ロ
も
の
道
を
通

い
つ
め
、
聞
法
を
重
ね
、
教
え
の
力
に
導
か
れ
て
少

し
ず
つ
立
ち
直
り
、
寿
城
さ
ん
が
六
歳
の
頃
に
、

「
こ
う
ま
で
な
っ
て
私
を
助
け
て
く
れ
た
あ
ん
た
。

マ
ン
マ
ン
チ
ャ
ン
（
阿
弥
陀

あ

み

だ

さ
ま
）
の
、
生
ま
れ
変

わ
り
だ
っ
た
ば
い
ね
。
ご
苦
労
か
け
ま
し
た
」

と
涙
な
が
ら
に
わ
が
子
の
頭
を
な
で
、
わ
が
子
を
阿

弥
陀
さ
ま
と
拝お

が

む
と
こ
ろ
ま
で
信
心
は
深
ま
っ
て
ゆ

く
の
で
す
。

闇
の
極
限

き
ょ
く
げ
ん

に
あ
っ
て
、

光
に
会
え
た
人

こ
の
お
母
さ
ん
の
信
心
に
導
か
れ
、
寿
城
さ
ん
も

長
じ
て
浄
土
真
宗
の
教
え
を
深
く
学
び
、
真
宗
の
僧

と
し
て
得
度

と

く

ど

を
受
け
ま
し
た
。

そ
の
後
結
婚
し
て
四
人
の
子
宝
に
恵
ま
れ
ま
し
た

が
、
そ
の
四
人
を
皆み

ん
な
失
い
、
さ
ら
に
突
発
性
難

聴
に
か
か
っ
て
、
盲
目
の
寿
城
さ
ん
に
と
っ
て
唯
一

の
外
界
へ
の
窓
も
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。

そ
の
上
、
二
十
二
歳
か
ら
七
十
二
歳
ま
で
の
約
五

十
年
間
、
寿
城
さ
ん
の
目
と
な
り
足
と
な
っ
て
支
え

て
く
れ
た
奥
さ
ん
が
過
労
か
ら
病
床
に
臥ふ

し
、
盲
目

と
難
聴
の
身
で
そ
の
奥
さ
ん
を
看
病
な
さ
る
か
た
わ

ら
、
点
字
で
つ
づ
っ
た
求
道
録
が
こ
の
『
闇
か
ら
光

へ
の
歩
み
』
で
す
。

そ
の
中
で
寿
城
さ
ん
は
、

「
我
が
苦
悩
の
あ
り
っ
た
け
を
引
き
受
け
て
、

そ
れ
を
光
の
世
界
へ
と
転
ぜ
し
め
た
も
う
の

が
、
み
仏
で
す
」

「
苦
し
み
に
逢
う
た
び
に
、
導
き
を
う
け
ま
し

た
」

と
語
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

寿
城
さ
ん
の
生
涯
ほ
ど
に
、折
り
重
な
る
不
幸
が
、

闇
が
、
ど
こ
に
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
だ
か
ら

こ
そ
こ
れ
ほ
ど
に
ま
ぶ
し
い
光
も
な
い
の
で
す
。
同

様
に
寿
城
さ
ん
の
お
母
さ
ん
も
、
闇
の
極
限
に
あ
っ

て
光
に
会
え
た
人
、
闇
を
転
じ
て
光
と
な
し
得
た
人

で
し
た
・
・
・
。

お
正
月
か
ら
は
じ
ま
る
一
年
三
六
五
日
と
い
う
歳

月
の
あ
い
だ
に
は
、
雨
の
日
も
風
の
日
も
あ
り
ま
し

ょ
う
。
そ
ん
な
な
か
で
、
闇
か
ら
闇
へ
、
光
か
ら
闇

へ
の
歩
み
だ
け
は
避
け
た
い
も
の
。

願
わ
く
ば
仏
の
縁
に
導
か
れ
、
闇
か
ら
光
へ
の
道

を
歩
ま
せ
給た

ま

え
と
切せ

つ

に
願
う
こ
と
で
す
。
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◆
道
心・趣
味
の
会
◆

●

山
門
を
大
き
く
あ
け
て
年
迎
ふ

●

改
年
の
念
誦
を
堂
に
あ
ふ
れ
し
む

当
山
二
十
一
世
　
故
甲
田
苔
水

●

着
ぶ
く
れ
て
写
経
法
座
に
安
ら
ぎ
ぬ

●

透
き
と
ほ
る
ほ
ど
に
煮
込
み
し
蕪
か
な

東
区
　
青
笹
　
俊
枝

◆
行
事
報
告
◆（
十
月
〜
十
二
月
）

「方丈専用E-mail：zenshoji@hicat.ne.jp 」

原
稿
募
集

皆
様
の
随
筆
、
旅
行
記
、
体
験
談
、
趣

味
の
短
歌
俳
句
な
ど
何
で
も
結
構
で
す
。

お
寄
せ
下
さ
い
。

俳
句

午
前
十
時
半
よ
り
法
要
、
法
話
十
二
時
迄

護
持
会
員
は
引
続
き
総
会
･
懇
親
会

●

檀
信
徒
交
流
会
＆
演
奏
会

・
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
演
奏
会
の
後
懇
親
会

昨
年
は
、
若
い
方
の
テ
ー
ブ
ル
を
設
け
ま

し
た
。
一
組
の
カ
ッ
プ
ル
が
出
来
ま
し
た
。

青
年
の
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

五
月
連
休
中
の
予
定
で
す
が
参
加
ご
希
望

の
お
方
は
事
前
に
ご
予
約
を
下
さ
い
。
詳

し
い
日
程
は
後
日
ご
案
内
い
た
し
ま
す
。

●

お
盆
前
大
掃
除

・
七
月
二
十
七
日
（
日
曜
日
）
午
前
九

時
半
〜
十
一
時
半
迄

●

盂
蘭
盆
会
法
要

・
八
月
六
日
（
水
曜
日
）

十
時
半
開
始
〜
十
二
時
終
了

送
迎
バ
ス
を
用
意
い
た
し
ま
す
。

●

青
山
俊
董
老
師
講
演
会

・
九
月
三
十
日
（
火
曜
日
）

午
前
十
時
半
〜
昼
迄
・
午
後
一
時
半

〜
三
時
迄

参
加
費
　
午
前
午
後
　
各
千
円

●

お
月
見
コ
ン
サ
ー
ト

・
十
月
四
日
（
土
曜
日
）

フ
ル
ー
ト
・
ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
＆
ピ
ア
ノ

の
三
重
奏
で
す
。
詳
細
は
後
日
ご
案
内

い
た
し
ま
す
。

●

檀
信
徒
交
流
旅
行

・
皆
さ
ん
の
ご
意
見
を
拝
聴
し
な
が
ら
十

一
月
紅
葉
の
時
期
に
予
定
し
て
い
ま
す
。

●

年
末
大
掃
除

・
十
二
月
十
四
日
（
日
曜
日
）

午
後
一

時
半
〜
三
時
ま
で
の
予
定

◆
年
間
行
事
案
内
◆

加
者
に
は
お
寺
か
ら
お
盆
前
は
腕
輪
数

珠
、
年
末
は
今
年
よ
り
お
正
月
用
「
福

御
箸
」
が
配
布
さ
れ
ま
し
た
。

●

青
山
俊
董
老
師
講
演
会

・
三
月
一
日
（
土
曜
日
）

午
前
十
時
半
〜
昼
迄
・
午
後
一
時
半

〜
三
時
迄

参
加
費
　
午
前
午
後
　
各
千
円

●

春
彼
岸
法
要
・
護
持
会
総
会

・
三
月
十
五
日
（
土
曜
日
）

■
毎
月
定
例
行
事

●

上
田
宗
箇
流
茶
道
稽
古
日

毎
月
一
回
　
第
二
又
は
第
四
金
曜
日

の
予
定
　
午
後
二
時
か
ら

※
お
抹
茶
と
和
菓
子
を
気
軽
に
楽
し
む
つ
も

り
で
ご
参
加
下
さ
い
。

●

御
詠
歌
の
会

第
二
金
曜
日

午
前
十
時
よ
り
自
主
練

習第
四
金
曜
日

午
前
九
時
よ
り
講
師
を

招
い
て
練
習
〜
昼
迄

※
茶
道
の
稽
古
及
び
御
詠
歌
の
稽
古
は
講
師

の
都
合
に
よ
り
変
更
す
る
場
合
も
あ
り
ま

す
。
初
め
て
参
加
さ
れ
る
方
は
、
お
寺
に

電
話
に
て
ご
確
認
下
さ
い
。

■
毎
週
定
例
行
事

●

暁
天
坐
禅
会

月
曜
日
〜
金
曜
日

毎
朝
午
前
六
時
〜
六
時
四
十
分
迄

●

水
曜
坐
禅
会

午
後
七
時
よ
り
坐
禅
・
茶
話
会

終
了
八
時
半

●

婦
人
坐
禅
会

毎
週
金
曜
日

午
後
一
時
よ
り
坐
禅
・
茶
話
会

終
了
三
時
（
第
一
金
曜
日
の
み
坐
禅
の

後
、
写
経
･
茶
話
会
）
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●

大
本
山
永
平
寺
・
奥
飛
騨
・
世
界
遺
産

白
川
郷
の
旅
　
十
月
十
七
日
〜
十
九
日

三
十
名
の
方
が
参
加
さ
れ
奥
飛
騨
温
泉

郷
平
湯
温
泉
で
の
懇
親
会
（
十
八
日
）

は
参
加
者
の
隠
し
芸
な
ど
で
楽
し
い
集

い
と
な
り
ま
し
た
。

●

臘
八
摂
心
坐
禅
会

十
二
月
一
日
朝
〜
八
日
朝
ま
で

毎
朝
二
・
三
人
　
毎
夜
三
人
〜
八
人
が

参
加
さ
れ
ま
し
た
。

●

年
末
大
掃
除

十
二
月
九
日
（
日
曜
日
）

午
後
一
時
半
よ
り
三
時
解
散

四
十
数
名
の
参
加
を
得
て
早
め
に
済
み

ま
し
た
、
今
年
で
九
年
目
と
な
り
年
二

回
の
諸
堂
掃
除
は
十
八
回
目
と
な
り
毎

回
出
席
の
お
方
も
あ
り
、
来
年
は
十
年

目
の
記
念
行
事
と
な
り
そ
う
で
す
。
参


