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◆
坐
禅
堂
を
「
黙も
く
ど
う
じ
ょ
う

道
場
」
と
言
い

ま
す
。
会
話
は
も
ち
ろ
ん
、
挨
拶

も
ひ
と
り
言
も
許
さ
れ
ま
せ
ん
。

堂
長
の
説
法
だ
け
が
許
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
し
て
会
話
だ
け
で
は
な

く
、
呼
吸
の
音
も
、
足
音
も
た
て

て
は
な
り
ま
せ
ん
。
10
人
い
て
も

100
人
い
て
も
、
ま
る
で
人
の
気
配

が
な
い
の
で
す
。
他
人
と
の
関
係

を
放ほ
う

下げ

し
、
自
分
と
向
き
合
う
為

の
第
一
歩
◆
宛
陵
寺
の
坐
禅
堂
を

「
素そ

石せ
き
ど
う堂
」
と
名
付
け
て
い
ま
す
。

あ
た
か
も
山
石
の
よ
う
に
大
自
然

と
ひ
と
つ
に
な
っ
て
、
し
か
も
、

大
地
に
ど
っ
か
り
と
腰
を
据
え
た

坐
禅
が
で
き
れ
ば
と
願
っ
て
名
づ

け
ま
し
た
◆
坐
禅
の
姿
は
「
ほ
と

け
」
の
姿
そ
の
も
の
で
す
。
上
の

澤
木
老
師
の
写
真
を
拝
見
す
る
と

そ
れ
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
何
か

の
為
に
で
な
く
、
た
だ
4

4

坐
っ
て
お

ら
れ
る
か
ら
拝
め
る
の
で
す
。（
世
）

龍
　
水

◎
ご
家
族
皆
様
で
お
読
み
下
さ
い
。

【坐禅の特集号】

昭和の禅僧・澤
さわ

木
き

興
こう

道
どう

老師のおもかげ　　( 左 ) 糞
ふんぞうえ

掃衣を手に　　( 中央 ) 経
きんひん

行 - 歩く禅 -　　( 右 ) 坐禅
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　毎月１日を接
せっしん

心坐禅会の日と定め、午後２時から翌朝７時まで（夜中は休みます）坐禅

三昧の修行日にすることにし、早いもので１年半となりました。日程は別表の通りです。

皆様ご都合がつきましたら毎月第１土曜日の接
せっしん

心坐禅会に、ご参加くださいますようご案

内致します。いっさい無料で、大人も子どもも参加できます。初めての方にはご指導致し

ます。

　なお、長時間の修行になりますので、途中の出入り可と致します（たとえば、昼だけ、

夜だけ、一回だけなど）。日程表を確認して、他人の心を乱さぬよう、なるべく坐禅中以外

の時間に出入りしてください。隣邦の若手僧侶も随時参加しています。

　【他の土曜日はこれまで通り、夜７時から１時間の坐禅会です】こちらは 24 年目を迎え

ました。今後も、気軽にご

参加ください。

　

接
せっしん

心…禅語。不断にひたす

ら坐禅して、心を散乱させ

ないこと。

　　《今後の予定日》

　　　７月　４日　

　　　８月　１日

　　　９月　５日

　　１０月　３日　

　　１１月（中  止）　　

　　１２月　５日

　　　１月　２日

　　　２月　６日

　　　３月　６日

　　　４月　３日

　　　　　・

　　　　　・

　　　　　・

　　　　～入堂

14：00　　止静

　　40　　経行

　　45　　抽解

　　50　　止静

15：20　　経行

　　25　　抽解

　　30　　止静

16：00　　放禅

　　　　（行茶）

16：20　　止静

　　50　　経行

　　55　　抽解

17：00　　止静

　　30　　経行

　　35　　抽解

　　40　　止静

18：10　　放禅

　　　　（薬石）

19：00　　略布薩

20：00　　止静

　　30　　経行

　　35　　抽解

　　40　　止静

21：10　　放禅

　　　　　開枕～

05：00　　振鈴

　　20　　止静

06：00　　経行

　　05　　抽解

　　10　　止静

　　40　　放禅

　　　　　雲散～

毎月第一土曜日　午後 2時止静

素石堂月例接心坐禅日程

海晏山宛陵寺☁H21,7,1

・止静 ( しじょう )…坐禅の始まり、鐘三声。

・経行 ( きんひん )…歩く禅、鐘二声。

・抽解 ( ちゅうかい )…中休み、小鐘一声。

・放禅 ( ほうぜん )…終了、鐘一声。

・行茶 ( ぎょうちゃ )…喫茶。

・薬石 ( やくせき )…質素な夕食。

・略布薩 ( りゃくふさつ )…懺悔式。

・開枕 ( かいちん )…就寝。

・振鈴 ( しんれい )…起床。

※出入り自由、都合良く参加

※坐禅堂は黙道場、私語厳禁。

接心 (せっしん ) のご案内
　『
坐
禅
』　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
住
職
　
浦
辺
世
紀

　
み
な
さ
ん
は
、
ど
う
い
っ
た
時
に
「
心
が
澄
み
わ
た
る
」
と
い
う
経
験
を
、
さ

れ
る
で
し
ょ
う
か
？
　
現
代
の
よ
う
な
日
暮
ら
し
の
中
に
お
い
て
、
ゆ
っ
く
り

と
心
を
調
え
て
、
一
定
の
時
間
を
過
ご
す
と
い
う
こ
と
は
、
な
か
な
か
容
易
な

こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

　
勤
務
中
は
も
ち
ろ
ん
、
あ
れ
こ
れ
忙
し
い
も
の
で
す
し
、
家
庭
に
あ
っ
て
も
、

だ
れ
か
そ
ば
に
い
れ
ば
、
な
ん
な
り
会
話
を
し
て
い
る
で
し
ょ
う
。
一
人
で
い

て
も
、
自
分
の
都
合
で
ば
か
り
物
を
考
え
ま
す
し
、
ま
た
、
テ
レ
ビ
を
見
て
過

ご
す
時
間
も
、
多
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
趣
味
に
没
頭
す
る
こ
と
と
も
、
お
も
む

き
が
異
な
り
ま
す
。

　「
心
が
澄
み
わ
た
る
」
と
は
、
ど
う
い
う
も
の
で
し
ょ
う
？
　
ち
な
み
に
「
澄
」

む
と
い
う
、さ
ん
ず
い
に
登
る
、と
い
う
字
は
、仏
教
の
意
味
で
は
、信
仰
の
「
信
」

と
い
う
字
と
、
同
じ
で
あ
る
と
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
信
仰
の
結
果

と
し
て
、
真
理
に
対
す
る
確
信
が
起
き
、
う
た
が
う
心
が
な
く
な
り
、
心
が
澄
み
、

清
ら
か
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。「
信
」
と
は
頭
か
ら
信
じ
て
疑
う
こ
と
の
無

い
こ
と
で
す
。

　
そ
し
て
、
こ
れ
が
私
た
ち
の
、「
坐
禅
」
そ
の
も
の
な
の
で
す
。

　
示
し
て
あ
る
通
り
に
信
じ
て
、
実
践
し
ま
す
。
生
活
の
中
に
時
間
を
作
り
、
静

か
な
空
間
を
作
り
、
教
え
の
通
り
体
の
形
を
作
り
、
う
た
が
う
こ
と
な
く
、
先

人
の
真
似
を
す
る
の
で
す
。
心
が
あ
れ
こ
れ
動
い
て
も
、
気
持
ち
が
そ
わ
そ
わ

変
化
し
て
も
、
と
に
か
く
、
体
だ
け
は
動
か
さ
ず
、
じ
っ
と
坐
っ
て
み
る
の
で
す
。

　
動
き
を
止
め
て
、
じ
っ
と
す
る
こ
と
を
「
窮
屈
だ
、
大
変
だ
。」
と
思
う
人
も

多
い
よ
う
で
す
。「
足
が
痛
い
、腰
が
痛
い
。」
と
敬
遠
す
る
人
も
多
い
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、「
坐
禅
」
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
信
仰
の
姿
で
す
。
良
い
も

悪
い
も
、
好
き
も
嫌
い
も
、
じ
ょ
う
ず
も
へ
た
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　
と
に
か
く
、
た
だ
た
だ
、
体
を
ま
っ
す
ぐ
に
坐
り
ま
す
。
頭
を
垂
れ
た
り
、

前
に
く
ぐ
ま
っ
た
り
、後
ろ
に
反
り
返
っ
た
り
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
胸
を
張
り
、

あ
ご
を
引
い
て
、
腰
か
ら
頭
の
て
っ
ぺ
ん
ま
で
、
ど
こ
か
ら
見
て
も
ま
っ
す
ぐ

で
す
。

　
そ
の
よ
う
に
体
を
ま
っ
す
ぐ
に
す
る
と
、
気
持
ち
も
ま
っ
す
ぐ
に
な
り
ま

す
。
曲
が
っ
た
姿
勢
に
は
、
ま
っ
す
ぐ
の
心
は
起
こ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
を

「
身し
ん
じ
ん
い
ち
に
ょ

心
一
如
」
と
い
い
ま
す
。

　
私
達
は
つ
い
、「
楽
」
を
外
に
求
め
ま
す
。「
楽
な
場
所
は
ど
こ
だ
ろ
う
？
」「
楽

な
相
手
は
誰
だ
ろ
う
？
」「
楽
な
方
法
は
ど
れ
だ
ろ
う
？
」最
初
は「
楽
」だ
と
思
っ

て
も
、ど
れ
も
長
く
は
続
き
ま
せ
ん
。
本
当
の
「
楽
」
は
外
に
は
無
い
か
ら
で
す
。

ど
ん
な
環
境
、
ど
ん
な
境
遇
で
も
、
こ
こ
ろ
を
定
め
れ
ば
「
楽
」
と
な
り
、
こ

こ
ろ
が
散
乱
す
れ
ば「
苦
」と
な
り
ま
す
。「
苦
楽
を
共
に
す
る
」と
い
い
ま
す
が
、

言
葉
の
通
り
で
、苦
と
楽
は
別
々
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
苦
（
自
分
）
の
中
に
こ
そ
、

求
め
る
べ
き
楽
（
ほ
と
け
）
が
あ
り
そ
う
で
す
。

　
そ
し
て
そ
の
「
こ
こ
ろ
」
は
、つ
か
み
所
が
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
で
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
す
る
の
は
大
変
な
こ
と
で
す
。
そ
こ
で
坐
禅
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
や
す
い
「
か

ら
だ
」
か
ら
手
を
つ
け
る
の
で
す
。「
か
ら
だ
」
を
ま
っ
す
ぐ
に
安
定
さ
せ
れ
ば
、

必
ず
「
こ
こ
ろ
」
も
安
定
す
る
の
で
す
。

　
逆
に
「
こ
こ
ろ
」
が
乱
れ
る
と
「
か
ら
だ
」
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
失
う
の
は

ご
承
知
の
通
り
で
し
ょ
う
。

　
坐
禅
は
、
新
た
な
る
人
生
で
あ
る
。
と
澤
木
老
師
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
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編
集

後
記

仏事の深意・・「坐禅のしかた」

宛
陵
寺
は
、
ま
が
り
な
り
に
も
「
禅
宗
」
の
寺
で
あ
る
・
・
。
と
、
そ
れ
を
誇
れ
る
ほ
ど
坐

禅
を
行
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
??
　
深
く
反
省
し
、
で
き
る
限
り
実
践
し
な
け
れ
ば
。。（
世
）

　
ま
ず
、
丸
い
座ざ

蒲ふ

に
腰
を
お
ろ
し
、
ア
グ
ラ
を
か
き
ま
す
（
座
蒲
が
な
い
と
き
は

座
布
団
を
四
つ
に
折
る
）。
右
の
足
先
を
、
左
の
太
も
も
の
上
に
持
ち
上
げ
ま
す
。

そ
れ
か
ら
左
の
足
先
を
右
の
太
も
も
の
上
に
持
ち
上
げ
ま
す(

絵
①)

。
腰
と
両
膝

の
三
点
で
体
を
さ
さ
え
ま
す(

絵
②)

。

　
右
の
手
の
ひ
ら
を
上
に
向
け
、
左
手
を
指
の
部

分
だ
け
重
ね
て
親
指
ど
お
し
つ
け
ま
す(

絵
③)

。

　
両
足
が
上
が
ら
な
い
場
合
は
、
ど
ち
ら
か
一
方

で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。
た
だ
普
通
の
ア
グ
ラ
だ
と
、

膝
が
浮
い
て
、
体
が
安
定
し
ま
せ
ん
。
い
ず
れ
に

し
て
も
、
下
半
身
が
安
定
す
る
よ
う
に
し
て
く
だ

さ
い
。

　
腰
か
ら
あ
た
ま
の
て
っ
ぺ
ん
ま
で
が
、
ま
っ
す
ぐ
、
垂
直
に
な
る
よ
う
心
が
け
ま

す
。
前
に
く
ぐ
ま
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
お
腹
を
つ
き
だ
し
、
胸
を
張
っ
て
、
あ
ご

を
引
き
ま
す
。
顔
も
下
を
向
か
な
い
よ
う
に
し
ま
す
。

目
は
つ
む
ら
ず
、
視
線
を
下
方
に
落
と
し
ま
す
。

口
を
し
っ
か
り
閉
じ
、
鼻
で
呼
吸
を
し
ま
す
。
こ

う
し
て
、
姿
勢
と
呼
吸
を
徐
々
に
整
え
ま
す
。

　
決
め
た
時
間
の
あ
い
だ
は
、
何
が
あ
っ
て
も
動

き
ま
せ
ん
。

　
と
こ
ろ
が
実
践
し
て
み
る
と
、
物
音
が
し
た
り
、
電
話
が
鳴
っ
た
り
、
見
え
て
い

る
物
に
も
つ
い
つ
い
気
を
取
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
過
ぎ
去
っ
た
こ
と
を
、
あ
れ
こ
れ

思
い
起
こ
し
ま
す
。
さ
ら
に
、
明
日
の
心
配
を
し
た
り
、
妄
想
や
空

想
で
頭
の
中
は
い
っ
ぱ
い
に
な
り
ま
す
。

　
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
決
め
た
時
間
の
あ
い
だ
は
、
動
き
ま
せ
ん
。

　
と
に
か
く
、
気
を
か
け
る
の
は
、
姿
勢
と
呼
吸
の
み
。
あ
と
の
全

て
に
は
、
一
切
気
を
か
け
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
「
只し

管か
ん

打た

坐ざ

」
と
い
い

ま
す
。
大
自
然
と
一
体
に
な
っ
た
姿
で
あ
り
、「
ほ
と
け
」
の
姿
な

の
で
す
。

絵①

絵②絵③

澤さ
わ
き木
興こ
う
ど
う道

・
・
・
明
治
十
三
年
三
重
県
生
ま
れ
。
幼
い
頃
に
両
親
を
亡
く
し
、
底
辺
の
生
活
を
味

わ
う
が
、
仏
教
に
出
逢
い
、
求
道
の
志
強
く
、
十
七
才
で
出
家
し
て
永
平
寺
へ
。
坐
禅
と
勉
学
に

打
ち
込
み
、
そ
れ
ま
で
衰
退
し
て
い
た
道
元
禅
師
の
説
く
坐
禅
を
復
興
す
る
。
妻
も
寺
も
持
た
ず
、

宿
無
し
興
道
と
呼
ば
れ
、
一
時
、
熊
本
の
万
日
山
に
も
独
居
し
た
。
後
に
駒
澤
大
学
教
授
、
永
平

寺
後
堂
な
ど
を
務
め
る
。乞
わ
れ
る
ま
ま
全
国
の
坐
禅
会
を
巡
り
、仏
法
の
真
髄
を
説
き
明
か
し
た
。

昭
和
四
十
年
に
京
都
安
泰
寺
で
死
去
。
そ
の
平
易
な
言
葉
と
温
か
な
人
柄
は
、今
な
お
多
く
の
人
々

に
多
大
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
多
数
の
書
籍
が
あ
り
、
宛
陵
寺
に
も
蔵
書
あ
り
、
貸
し
出
し
可
。

坐
禅
す
る
の
は
悟
る
為
で
し
ょ
う
ー
ー
ー

バ
カ
い
え
！
　
坐
禅
ま
で
、
日
当
に
つ
け
る
の
か
！

他
の
こ
と
は
と
に
か
く
、
坐
禅
す
る
と
き
は
　
タ
ダ
で
せ
い
。

タ
ダ
坐
禅
。
タ
ダ
念
仏
。

　
　
こ
の
「
タ
ダ
」
と
い
う
こ
と
が

凡ぼ
ん
ぷ夫
に
は
ツ
マ
ラ
ナ
ク
思
え
る
。

凡ぼ
ん
ぷ夫

は
い
つ
で
も

な
ん
ぞ
、
モ
ウ
ケ
が
ほ
し
い
ん
じ
ゃ
。。
　


