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編
集
後
記

　

昨
年
の
天
変
地
異
は
、
ス
ー
パ
ー
猛
暑
の

み
な
ら
ず
、
西
日
本
豪
雨
に
つ
づ
く
島
根
県

西
部
・
大
阪
府
北
部
・
北
海
道
胆
振
東
部
を

襲
っ
た
地
震
・
台
風　

号　

号
の
襲
来
等
、

自
然
の
猛
威
を
ま
ざ
ま
ざ
と
見
せ
付
け
ら
れ

各
地
に
大
き
な
爪
痕
を
残
し
ま
し
た
。

　

檀
信
徒
の
有
縁
の
皆
様
の
中
に
は
、
被
災

さ
れ
た
方
今
な
お
仮
設
住
宅
等
で
不
自
由
な

生
活
を
余
儀
無
く
さ
れ
て
お
ら
れ
る
方
も
お

ら
れ
る
と
聞
き
及
ん
で
お
り
ま
す
。
謹
ん
で

お
悔
や
み
お
見
舞
い
申
し
あ
げ
る
と
共
に
一

日
も
早
い
一
日
も
早
い
復
旧
復
興
を
祈
る
の

み
で
あ
り
ま
す
。

冬
の
さ
な
か

雪
ど
け
を
待
つ
山
の
木
々
は

凍
て
つ
い
た
大
地
の
下
で

た
し
か
に
根
を
の
ば
し
呼
吸
を
し
て
い
ま
す

三
寒
四
温
を
く
り
か
え
し
な
が
ら
も

日
々
暖
か
く
な
り
日
差
し
を
受
け
て

木
々
は
い
っ
せ
い
に
活
動
を
は
じ
め
ま
す

若
き
日
の
お
大
師
さ
ま
は

山
中
に
身
を
投
じ

厳
し
い
修
行
に
は
げ
み
ま
し
た

木
々
か
ら
発
す
る
力
強
い
生
命
力
を
全
身
で
感
じ

ご
自
身
の
力
と
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う

自
然
か
ら
い
た
だ
く
い
の
ち
の
力

私
た
ち
の
生
き
よ
う
と
す
る
い
の
ち
の
力

そ
れ
を
信
じ
そ
し
て
お
大
師
さ
ま
を
た
よ
り
に

歩
い
て
い
き
ま
し
ょ
う

日
を
月
に
月
を
年
に

い
の
ち
の
力

元
旦

己
亥

21

24

追 

悼

高
野
山
ハ
ワ
イ
開
教
区
元
総
監

霊 

感 
山 

弘 

法 

寺 

第 

三 

世

沖
村
全
栄
僧
正
を
偲
ぶ

　

当
山
法
類
寺
院
弘
法
寺
住
職
、
山
主
の
刎
頸

の
法
友
と
し
て
長
年
交
誼
を
賜
っ
た
沖
村
全
栄

師
が
、
昨
年
十
二
月
一
日
四
大
不
調
の
た
め
、

遷
化
さ
れ
ま
し
た
。
世
寿
六
十
三
歳
。

　

山
主
と
は
昭
和
四
十
九
年
高
野
山
無
量
光
院

で
の
修
行
生
活
の
第
一
歩
か
ら
の
仏
縁
で
、
特

に
平
成
二
十
年
十
一
月
に
は
共
に
学
修
潅
頂
に

入
壇
し
傳
燈
大
阿
闍
梨
位
に
供
昇
し
ま
し
た
。

　

当
山
諸
行
事
に
も
常
に
参
加
下
さ
り
、
明
星

院
に
よ
せ
ら
れ
ま
し
た
愛
山
護
法
の
念
に
対
し

ま
し
て
、
心
よ
り
感
謝
申
し
あ
げ
る
と
共
に
、

謹
ん
で
哀
悼
の
誠
を

捧
げ
ま
す
。

一
月
一
日
～
三
日

　
　

修
正
会
・
新
年
初
祈
祷

二
月
二
日

　
　

開
運
厄
除
祈
願
節
分
星
祭

三
月
二
十
一
日

　
　

春
季
彼
岸
会

三
月
二
十
五
日
～
二
十
八
日

　
　

四
国
八
十
八
ヶ
所
巡
拝

五
月
十
七
日
～
十
九
日

仁
和
寺
観
音
堂
落
慶
法
要
参
拝

八
月
上
旬

　
　

お
盆
勤
め

八
月
十
三
日

　
　

う
ら
盆
施
餓
鬼
会

九
月
二
十
三
日

　
　

秋
季
彼
岸
会

十
二
月
八
日

　
　

赤
穂
義
士
討
入
り
大
祭

平
成
三
十
一
年

　
明
星
院
行
事
予
定
表

　

明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

毎
年
、
人
間
の
煩
悩
を
消
し
て
く
れ
る
と
い
う
除
夜
の
鐘
を
聞
く
、
と
慌

た
だ
し
く
い
た
ず
ら
に
日
々
を
過
ご
し
、
そ
の
時
の
中
で
自
分
自
身
を
見
失

い
、
周
囲
の
人
た
ち
に
度
々
迷
惑
を
か
け
た
こ
と
に
気
づ
き
反
省
さ
せ
ら
れ

ま
す
。

　

正
月
は
、
修
正
月
。
心
を
修
正
し
、
自
分
を
支
え
て
く
れ
る
周
囲
の
人
々

に
、
常
に
感
謝
す
る
気
持
ち
を
忘
れ
ず
、
一
日
一
日
を
大
切
に
過
ご
す
こ
と

を
仏
や
神
に
誓
う
月
で
す
。

☆
昨
年
末
に
発
表
さ
れ
た
世
相
を
表
す
漢
字
一
字
は
、

予
想
通
り
『
災
』
で
し
た
。
今
年
は
「
転
じ
て
『
福
』

と
な
す
」
よ
う
願
っ
て
い
ま
す
。

☆
昭
和
か
ら
平
成
へ
。「
昭ラ

カ
ニ

　

和
平
成
ル」
さ
て
次
の
元

号
は
ど
の
様
に
続
く
の
で
し
ょ
う
か
。

☆
本
年
は
、
浅
野
氏
入
城
四
百
年
に
当
た
り
、
記
念
の

諸
行
事
が
催
さ
れ
ま
す
。
ご
期
待
く
だ
さ
い
。

☆
六
日
よ
り
寒
に
入
り
ま
す
。
皆
様
の
ご
自
愛
を
お
祈

り
申
し
あ
げ
ま
す
。

南
無
大
師
遍
照
金
剛
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お
大
師
さ
ま
の
篤
信
者
で
、
当
山
の
団
参
に
長
ら
く
参
加
下
さ
っ
た
村
中
淑
子
女
史
よ
り
、
和

歌
を
二
首
奉
納
い
た
だ
き
ま
し
た
。

仁
王
門
に
当
山
讃
歌
の
額
を
設
置

（意） （意）

　

平
成
二
十
六
年
以
来
、
五
年
間
の

風
雪
に
耐
え
て
き
た
提
灯
も
特
に
傷

み
が
激
し
く
な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た

の
で
、
今
度
新
し
く
志
納
を
発
願
い

た
し
ま
し
た
。
つ
き
ま
し
て
は
、
左

記
に
よ
り
皆
様
方
の
ご
協
力
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。記

一
、
御
奉
納
は
一
本
に
つ
き
二
万
円

　
　

で
お
願
い
致
し
ま
す
。

二
、
提
灯
の
裏
側
に
御
芳
名
を
し
る

　
　

し
、
五
年
間
護
摩
堂
縁
側
の
軒

　
　

に
つ
る
す
と
共
に
、
奉
納
帳
に

　
　

願
意
・
氏
名
を
記
帳
し
て
毎
月

　
　

縁
日
（
二
十
八
日
）
に
ご
祈
願

　
　

致
し
ま
す
。

三
、
左
右
十
五
本
ず
つ
で
三
十
本
を

　
　

も
ち
ま
し
て
締
切
り
ま
す
。

四
、
お
申
し
込
み
は
、
申
込
用
紙
を

　
　

寺
務
所
に
郵
送
く
だ
さ
い
。

　
　

電
話
で
の
仮
受
付
も
さ
せ
て
い

　
　

た
だ
き
ま
す
。

護
摩
堂
提
灯

　
　

奉
納
の
お
願
い

　

二
葉
は
、
町
名
二
葉
の
里
と
幼
・
老
を
二
つ
の
葉
に
譬
え
た
掛
詞
で
す
。
毎
日
運
動
場
や

教
室
内
で
は
園
児
達
の
明
る
い
歌
声
が
聞
こ
え
、
月
に
一
度
催
さ
れ
る
御
室
金
剛
講
明
星
院

支
部
の
研
修
室
で
は
講
員
達
が
御
詠
歌
や
和
讃
を
唱
え
、お
大
師
さ
ま
に
奉
納
し
て
い
ま
す
。

　

『
二
葉
な
る　

明
星
院
こ
そ　

め
で
た
け
れ

　
　
　
　

幼
の
歓
声　

老
の
御
詠
歌
』

　

『
死
者
の
み
か　

生
者
導
く
寺
に
し
て

　
　
　
　

童
謡
ひ
び
き　

い
ろ
は
流
る
る
』

　

御
葬
儀
の
時
に
導
師
は
亡
者
に
対
し
て
戒
名
を
授
け
、
引
導
を
作
法
し
て
極
楽
浄
土
に
送

り
届
け
ま
す
。
し
か
し
、
残
さ
れ
た
遺
族
に
対
し
て
も
即
身
成
仏
の
教
え
に
よ
り
、
こ
の
世

で
仏
と
成
る
こ
と
を
説
く
寺
な
の
で
す
。
境
内
か
ら
は
先
生
の
ピ
ア
ノ
に
合
わ
せ
る
子
供
達

の
童
謡
が
ひ
び
き
、
鈴
鉦
を
打
ち
鳴
ら
し
て
〝
い
ろ
は
歌
〟
が
な
が
れ
て
い
る
。

　

こ
の
欅
の
一
枚
板
（
九
十
㎝
×
百
五
十
㎝
）
は
、
西
区
三
篠
町
の
故
村
上
弘
子
様
よ
り
寄
進
さ

れ
た
も
の
で
す
。

―
尊
い
喜
捨
に
対
し
衷
心
よ
り
深
謝
申
し
あ
げ
ま
す
―

《
只
今
募
集
中
》

《
只
今
募
集
中
》

四
国
遍
路
（
土
佐
之
国
）

◇
日
程　

三
月
二
十
五　

～
三
月
二
十
八
日　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
三
泊
四
日
）

◇
定
員　

二
十
五
名

◇
会
費　

八
〇
，
〇
〇
〇
円

◇
申
込　

三
月
十
五
日
ま
で
に
当
山
へ 

 

　
　
　

（
但
し
、
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
ま
す
）

※巡拝の順序や旅程は、道路事情、天候等により多少変更されます。

第
九
期
第
二
回
巡
拝

巡　拝　日　程　表

広島駅＝＝≪山陽道・瀬戸大橋≫＝＝ 28）大日寺＝＝

25）津照寺＝＝ 24）最御崎寺＝＝御厨人窟＝＝ 26）金剛頂寺（泊）

ホテル＝＝ 40）観自在寺＝＝ 41）龍光寺＝＝ 42）仏木寺

＝＝番外）十夜ヶ橋＝＝今治＝＝≪瀬戸西・山陽道≫＝＝広島駅

ホテル＝＝ 31）竹林寺＝＝ 37）岩本寺＝＝ 38）金剛福寺

39）延光寺＝＝ホテル（泊）

宿坊＝＝ 27）神峰寺＝＝ 29）国分寺＝＝ 30）善楽寺＝＝

35）清瀧寺＝＝ 36）青竜寺＝＝ 34）種間寺＝＝ 33）雪蹊寺

＝＝ 32）禅師峰寺＝＝ホテル（泊）

3/26

（火）

3/25

（月）

（月）

（木）

3/27

（水）

3/28

（木）

仁
和
寺
観
音
堂
修
復
落
慶
法
要

　
　
　

参
拝
特
別
団
参

―
高
円
宮
妃
久
子
殿
下
ご
参
列
―

◇
日
程　

五
月
十
七
日
～
十
九
日　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
二
泊
三
日
）

◇
定
員　

二
十
名

◇
会
費　

六
三
，
〇
〇
〇
円

◇
申
込　

三
月
末
日
ま
で
に
当
山
へ 

 

　
　
　
（
但
し
、
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
ま
す
）

巡　拝　日　程　表
5/17

（金）

広島駅＝＝≪山陽道≫＝＝京都ーー昼食

京都御所迎賓館＝＝花園会館（泊）

5/18

（土）
宿坊＝＝大覚寺（写経）・広隆寺＝＝昼食

仁和寺観音堂落慶法要参拝＝＝白河院（泊）

5/19

（日）

宿舎＝＝泉涌寺・東福寺＝＝

≪山陽道≫＝＝広島駅

旧御室御所・旧嵯峨御所・皇室菩提寺
  （仁和寺）　　  （大覚寺）　　  （泉涌寺）

京都御所と併せて、皇室ゆかりの

を参拝します
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副
住
職
宏
雅
房
の

　

お
正
月
何
で
も
Ｑ
＆
Ａ 

Ｑ
新
年
を
祝
う
お
正
月
の
行
事
は
、
古
く
は
ご
先
祖
を
祭
る
行
事
だ
っ
た
と
聞
き
ま

し
た
が
、
本
当
で
し
ょ
う
か
？

Ａ
そ
れ
は
本
当
の
よ
う
で
す
ね
。
か
つ
て
は
、
大
晦
日
か
ら
元
旦
に
か
け
て
歳
徳
神

（
正
月
さ
ま
）
や
田
の
神
を
家
に
迎
え
入
れ
、
丁
重
に
も
て
な
す
風
習
が
日
本
全
国

で
見
ら
れ
ま
し
た
が
、
も
っ
と
古
く
に
は
、
一
月
と
七
月
の
満
月
の
夜
（
旧
暦
十
五

日
）
に
、
先
祖
の
魂
を
神
と
し
て
迎
え
る
魂
た
ま
ま
つ
り祭
の
行
事
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

七
月
の
魂
祭
は
仏
教
の
盂
蘭
盆
会
と
習
合
し
て
今
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
よ
く

知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
一
月
の
魂
祭
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
正
月
さ
ま
や
田
の
神
迎

え
と
し
て
大
晦
日
か
ら
元
旦
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
に
、
わ
ず
か
に
小
正

月
（
一
月
十
五
日
）
の
風
習
と
し
て
名
残
が
あ
る
の
み
で
、
先
祖
祭
と
し
て
の
性
格

が
徐
々
に
薄
れ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

い
ず
れ
に
し
ろ
、
新
し
い
年
を
迎
え
る
喜
び
と
幸
せ
を
感
謝
し
、
ご
先
祖
様
と
共

に
寿
ぐ
こ
と
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
た
い
も
の
で
す
ね
。
そ
の
た
め
に
も
、
元
旦
に

は
お
仏
壇
を
念
入
り
に
飾
り
、
家
族
全
員
で
手
を
合
わ
せ
て
礼
拝
を
奉
げ
る
こ
と
が

大
切
で
す
。
現
在
の
よ
う
に
家
族
の
絆
が
失
わ
れ
ゆ
く
時
代
に
あ
っ
て
は
、
古
き
良

き
風
習
に
倣
っ
て
、
家
族
揃
っ
て
心
の
豊
か
さ
を
甦
ら
せ
た
い
も
の
で
す
。

Ｑ
お
正
月
に
は
「
鏡
餅
」
を
お
飾
り
し
ま
す
が
、
そ
れ
に
は
ど
う
い
う
由
来
が
あ
る

の
で
し
ょ
う
か
？

Ａ
「
鏡
餅
」
は
文
字
通
り
鏡
の
よ
う
に
丸
い
餅
と
い
う
こ
と
で
す
。
青
銅
鏡
な
ど
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
古
代
に
お
い
て
は
鏡
は
円
形
を
し
て
お
り
、
三
種
の
神
器
の
一

つ
と
し
て
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
一
方
、
最
高
の
食
物
で
あ
っ
た
米
で
作
ら

れ
た
餅
は
、
神
へ
の
捧
げ
も
の
と
し
て
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
、
餅

を
鏡
の
よ
う
に
象
っ
て
神
聖
な
お
供
え
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

鏡
餅
が
一
般
に
普
及
し
始
め
た
の
は
室
町
時
代
以
降
の
こ
と
で
、
特
に
武
家
で
は

床
の
間
に
鎧
甲
を
飾
り
、
そ
の
前
に
鏡
餅
を
置
い
て
武
運
長
久
と
家
の
繁
栄
を
願
っ

た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
庶
民
の
間
で
は
、
丸
い
餅
を
重
ね
た
姿
に
、
家
庭
円

満
と
新
し
い
年
を
め
で
た
く
重
ね
る
と
い
う
意
味
が
付
さ
れ
て
、
お
正
月
の
飾
り
と

し
て
広
ま
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
す
。

　

鏡
餅
に
付
け
る
飾
り
も
の
は
地
方
に
よ
っ
て
違
い
ま
す
が
、
裏
白
（
常
に
み
ず
み

ず
し
い
緑
の
葉
を
保
ち
枯
れ
な
い
こ
と
か
ら
家
運
繁
栄
の
意
。ま
た
、葉
が
対
に
な
っ

て
生
え
る
の
で
夫
婦
円
満
の
意
も
あ
る
）、譲
葉
（
新
し
い
葉
が
成
長
す
る
の
を
待
っ

て
古
い
葉
が
落
ち
る
こ
と
か
ら
子
孫
繁
栄
の
意
）、
橙
（
家
が
代
々
続
く
こ
と
を
祈

る
）、
海
老
（
長
寿
の
意
）、
串
柿
（
）
万
物
を
か
き
集
め
る
の
意
）、
昆
布
（「
子
生
」

に
通
じ
て
子
宝
に
恵
ま
れ
る
。
ま
た
喜
ぶ
に
も
通
ず
）
等
々
、
す
べ
て
め
で
た
い
意

味
づ
け
を
し
た
も
の
を
飾
り
ま
す
。

Ｑ
お
正
月
の
飾
り
物
と
し
て
よ
く
目
に
す
る
門
松
や
注し

め

な

わ

連
縄
に
は
、
何
か
特
別
な
意

味
が
あ
り
ま
す
か
？

Ａ
門
松
は
、
通
常
は
暮
れ
の
二
十
八
日
前
後
か
ら
各
家
の
門
前
に
立
て
ら
れ
、
六
日

の
夕
方
か
ら
夜
に
か
け
て
取
り
除
か
れ
る
習
慣
が
あ
り
ま
し
た
。「
松
の
内
」
と
い

う
言
葉
は
こ
こ
か
ら
来
た
も
の
で
、門
松
が
飾
ら
れ
て
い
る
機
関
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

門
松
を
立
て
る
風
習
は
民
間
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
ら
し
く
、『
徒
然
草
』
に
記
載

の
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
平
安
時
代
に
は
都
の
風
俗
と
し
て
定
着
し
て
い
た
も
の
と
思

わ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
当
時
は
松
の
み
を
門
前
や
屋
敷
内
に
立
て
た
も
の
ら
し

く
、
松
に
竹
を
添
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
江
戸
時
代
以
降
の
こ
と
の
よ
う
で
す
。

　

注
連
縄
は
、
ご
存
知
の
よ
う
に
神
事
に
お
い
て
清
浄
な
場
所
を
区
切
る
結
界
の
し

る
し
と
し
て
飾
ら
れ
る
も
の
で
、
そ
の
由
来
は
『
古
事
記
』
に
あ
る
天
岩
戸
神
話
に

依
っ
て
い
ま
す
。

　

門
松
と
注
連
縄
を
総
称
し
て
門
飾
り
と
も
言
い
、
と
も
に
邪
気
や
け
が
れ
を
門
よ

り
中
に
入
れ
な
い
と
い
う
意
味
が
あ
り
、
お
め
で
た
い
お
正
月
の
風
習
と
し
て
、
現

代
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

各　

種　

行　

事　

を　

開　

催

七
社
寺
の
催
し

　

年
に
一
度
の
特
別
コ
ー
ス
、

今
回
で
８
回
目
を
迎
え
ま
し

た
。
本
堂
の「
赤
穂
義
士
木
像
」

や
聖
光
寺
の
「
大
石
父
子
供
養

墓
」
を
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド

の
歴
史
解
説
を
聴
き
な
が
ら
巡

り
、
明
星
院
の
特
別
公
開
は
、

今
回
初
め
て「
赤
穂
忠
臣
記（
頼

三
樹
三
郎
筆
）」
を
中
心
と
し

た
「
頼
山
陽
と
頼
家
一
族
ゆ
か

夏
の
夜
、
祈
り
と
平
和
の
夕
べ

二
葉
の
里

二
葉
の
里
歴
史
の
散
歩
道

「
和わ

奏そ

う

光こ

う

夜や

」

エ
キ
キ
タ
ウ
ォ
ー
ク

八
月
五
日　

十
八
時
～
二
十
一
時

十
一
月
三
日
～
四
日
十
七
時
～
二
十
一
時

～
赤
穂
義
士
ゆ
か
り
の
地
を
巡
る

十
一
月
二
十
八
日

　
　

十
時
～
十
二
時
三
十
分

（日）

聖
光
寺
／
虚
無
僧
に
よ
る
尺
八
演
奏　

時
～

國
前
寺
／
読
経　

時
半
～

尾
長
天
満
宮
／
尺
八
演
奏　

時
～

広
島
東
照
宮
／
笙
の
演
奏　

時
～　
　

時
～

鶴
羽
根
神
社
／
鎮
魂
の
ロ
ウ
ソ
ク
点
火
（
先
着　

名
）　

時
～

明
星
院
／
ブ
ラ
ス
バ
ン
ド
演
奏
（
広
島
桜
が
丘
高
等
学
校
吹
奏
楽

部
）　

時
半
～　
　

時　

分
～

饒
津
神
社
／
被
爆
慰
霊
祭　

時　

分
～

笛
の
演
奏
「
平
穏
な
る
と
き
の
祈
り
」
和
奏
楽
人
Ｔ
ｏ
ｐ
ｐ
ｉ

　

時
～

お
も
て
な
し

冷
茶
・
ス
イ
カ
の
サ
ー
ビ
ス
【
無
料
】　

時
～
／
は
が
き
の
木
広

場
（
國
前
寺
前
）

お
抹
茶
で
お
も
て
な
し
【
無
料
】　

時
～
（
広
島
桜
が
丘
高
等
学

校
茶
道
部
）
／
山
根
西
集
会
所
（
國
前
寺
前
）

19

19

2019

20

50

19

19

20

15

18

40

19

18

18

り
の
所
蔵
品
」
及
び
「
茶
杓
『
銘　

安あ

名な

尊と
う
と』

吉
良
上

野
介
義
央
作
」
も
特
別
展
示
さ
れ
ま
し
た
。

◇特別公開◇

「赤穂忠臣記（頼三樹三郎筆）」

「頼山陽　塑像」

「頼山陽書翰並嶺松廬之図」

「頼家一族　肖像画」

「頼山陽　詩入　舞子焼一輪生」

「屏風　六曲一双」

特別展示

茶杓『銘　安
あ

名
な

尊
とうと

』

ローソクに灯された参道

桜が丘高校吹奏楽部の演奏

Dressing さんのコンサート

書道家 hiro さんによる書道ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ
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長な

が

い生
き
を　

し
た
か
ど
う
か
を　

問と

う
よ
り
も

　
　

如い

か何
に
生い

き
た
か　

そ
れ
を
問と

う
べ
し

　

あ
ら
ゆ
る
面
で
満
ち
足
り
て
い
る
現
代
で
は
、
逆
に
「
ク
オ
リ
テ
ィ
・

オ
ブ
・
ラ
イ
フ
」
と
い
う
考
え
方
が
浸し
ん
と
う透
し
て
き
て
い
る
よ
う
で
す
。「
人

生
の
質
」
の
こ
と
で
す
。

　

な
ん
で
も
そ
う
で
す
が
、
細
い
よ
り
は
太
い
、
短
い
よ
り
は
長
い
、
軽

い
よ
り
は
重
た
い
ほ
う
が
良
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
で
も
、
身
体
の
線

は
細
い
ほ
う
が
良
い
で
し
ょ
う
し
、
体
重
は
軽
め
が
良
い
よ
う
に
も
思
い

ま
す
。
足
は
長
い
ほ
う
が
素
敵
で
す
。
こ
の
場
合
は
そ
う
い
う
こ
と
で
は

な
く
、
質
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

精
神
科
医
の
米
沢
英
雄
先
生
の
『
こ
こ
ろ
の
誌
』
と
い
う
の
が
あ
り
ま

す
。

（
旅
行
で
乗
り
物
に
乗
っ
て
）
終
着
駅
に
近
づ
く
と
、
親
切
な
車
内
放
送

が
聞
こ
え
て
く
る
。

「
皆
さ
ん
、
な
が
ら
く
の
ご
旅
行
で
お
疲
れ
様
で
し
た
。
次
は
終
点
で
す
。

お
忘
れ
物
の
な
い
よ
う
に
、
い
ま
一
度
、
お
改
め
下
さ
い
」

（
私
た
ち
は
）
や
れ
昇
給
だ
の
、
レ
ジ
ャ
ー
だ
と
騒
い
で
い
る
う
ち
に
人

生
の
終
着
駅
に
行
き
つ
く
。

そ
の
時
に
、
は
じ
め
て
重
大
な
忘
れ
物
を
し
て
い
た
こ
と
に
気
が
つ
く
。

そ
れ
は
、

「
私
は
何
の
た
め
に
生
き
て
い
る
の
か
を
尋
ね
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
た
！
」

た
だ
何
と
な
く
汽
車
に
乗
り
、
た
だ
何
と
な
く
移
り
変
わ
る
景
色
に
心
を

奪
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
急
に
あ
わ
て
だ
し
て
も
、
間
に
合

わ
ぬ
。

ウ
ー
ム
。
私
た
ち
は
何
の
た
め
に
生
き
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。
た
だ

漫ま
ん
ぜ
ん然

と
日
を
過
ご
し
、
移
り
変
わ
る
毎
日
の
景
色
に
こ
こ
ろ
を
奪
わ
れ
、

大
事
な
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
乗
り

物
も
人
生
も
、
必
ず
終
着
駅
に
た
ど
り
着
き
ま
す
。
そ
の
時
駅
長
さ
ん
な

ら
ぬ
閻え
ん
ま魔

さ
ま
、
イ
ヤ
ッ
、
阿
弥
陀
さ
ま
に
尋
ね
ら
れ
た
ら
ど
う
答
え
ま

す
か
。
米
沢
先
生
の
よ
う
に
、「
急
に
あ
わ
て
だ
し
て
も
、間
に
合
わ
な
い
」

の
で
す
。

　
　
　

冥め

い

ど土
に
て　

阿
弥
陀
閻
魔
に　

き
か
れ
る
ぞ

　
　
　
　
　
　
　

そ
な
た
は
娑
婆
で　

何
を
為な

し
た
か

た
っ
た
今い

ま　

今い
ま

こ
そ
大だ

い

じ事　

そ
の
わ
け
は

　
　

未み

ら

い来
と
い
え
ど　

す
ぐ
に
過か

こ去
な
り

　
「
季
節
の
過
ぎ
る
の
が
早
い
」
と
感
ず
る
の
は
、
年
を
取
っ
た
証
拠
だ

な
ど
と
言
い
ま
す
が
、
本
当
で
す
ね
。
年
回
忌
の
ご
法
事
な
ど
の
席
で
、

ご
遺
族
が
異
口
同
音
に
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。「
年
月
の
過
ぎ
る
の
は
早
い

も
の
で
す
ね
。
も
う
お
婆
さ
ま
の
三
回
忌
で
す
も
の
ね
」
と
。

　

皆
さ
ん
は
こ
れ
か
ら
十
年
先
の
こ
と
を
想
像
で
き
ま
す
か
。
自
分
が
何

を
ど
う
し
て
い
る
か
、
ど
う
な
っ
て
い
る
か
、
分
か
る
よ
う
で
い
て
サ
ッ

パ
リ
分
か
ら
な
い
も
の
で
す
。
そ
の
反
対
に
、過
ぎ
去
っ
た
十
年
な
ど
は
、

そ
れ
こ
そ
ア
ッ
と
言
う
間
の
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
は
ず
で
す
。
そ
の
証
拠

に
、
記
憶
の
中
で
幼
い
頃
に
瞬し
ゅ
ん
じ時
に
変
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

言
い
古
さ
れ
た
喩た
と

え
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
花
は
散
る
か
ら
こ
そ
綺き
れ
い麗

な
の
で
す
。
も
し
も
、散
る
こ
と
の
な
い
造
花
だ
っ
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
。

「
桜
が
咲
い
た
ら
花
見
に
行
こ
う
」
と
誘
わ
れ
て
も
、「
今
は
忙
し
い
の
で
、

お
盆
が
過
ぎ
て
か
ら
に
し
よ
う
よ
。
秋
で
も
い
い
し
…
」
な
ん
て
こ
と
に

な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
造
花
で
は
な
い
、
生
き
て
い
る
花
だ
か
ら
こ
そ
咲
い

て
い
る
時
間
に
限
り
が
あ
る
の
で
す
。
今
し
か
な
い
、
来
週
に
な
っ
た
ら

桜
は
散
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
価
値
が
あ
る
の
で
す
。

　

つ
ま
ら
ぬ
歌
で
し
ょ
う
が
、
こ
ん
な
の
は
ど
う
で
す
か
。

言
う
な
か
れ　

時
間
よ
止
ま
れ　

進
む
な
と

好
き
に
な
る
の
は　

ド
ラ
エ
モ
ン
だ
け

ド
ラ
エ
モ
ン
に
出
て
く
る
タ
イ
ム
マ
シ
ー
ン
の
こ
と
で
す
。
真
剣
に
研
究

し
て
い
る
学
者
さ
ん
も
い
る
よ
う
で
す
が
、
こ
れ
ば
か
り
は
ど
ん
な
に
化

学
が
発
達
し
て
も
、
作
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

今
が
大
事
な
ん
で
す
。
未
来
だ
将
来
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は

す
ぐ
に
過
去
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。こ
れ
だ
け
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　
　

何
事
も　

先
に
延
ば
す
な　

す
ぐ
に
や
れ

　
　
　
　
　
　
　
　

今
度
と
化ば

け
物も

の　

出
た
例

た
め
し

無
し

山や
ま

の
神か

み　

拝お
が

ん
で
大だ

い

じ事
に　

す
る
が
よ
し

　
　

福ふ
く

の
神か

み

に
ぞ　

な
る
例

た
め
し

あ
り

　

困
っ
た
こ
と
に
、
最
近
「
熟
年
離
婚
」
と
い
う
の
が
流は

や行
っ
て
い
る
そ

う
で
す
。
昔
は
亭
主
が
言
い
出
し
た
も
の
の
よ
う
で
す
が
、
今
で
は
逆
だ

と
い
い
ま
す
。
定
年
を
迎
え
、
こ
れ
か
ら
夫
婦
で
の
ん
び
り
と
温
泉
巡
り

で
も
し
よ
う
と
思
っ
て
い
る
矢
先
、
長
年
連
れ
添
っ
た
妻
か
ら
「
三
下
り

半
」
を
突
き
つ
け
ら
れ
た
ら
、夫
と
し
て
は
言
葉
も
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
。

考
え
た
だ
け
で
も
ゾ
ッ
と
し
ま
す
。
で
も
、
冷
静
に
考
え
て
ご
ら
ん
な
さ

い
。
ご
主
人
、
思
い
当
た
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　

結
婚
当
初
は
と
も
か
く
、
子
供
が
生
ま
れ
れ
ば
生
ま
れ
た
で
、
子
育
て

は
女
房
に
ま
か
せ
っ
き
り
。
接
待
ゴ
ル
フ
だ
な
ん
だ
か
ん
だ
で
、
休
日
も

家
に
い
た
た
め
し
無
し
。
子
供
に
「
パ
パ
、今
度
い
つ
泊
ま
り
に
く
る
の
」

な
ど
と
言
わ
れ
た
り
し
て
い
ま
せ
ん
か
。
妻
の
実
家
に
は
五
年
に
一
度
く

ら
い
し
か
顔
を
出
し
た
こ
と
は
無
し
。
お
互
い
の
誕
生
日
は
も
ち
ろ
ん
、

結
婚
記
念
日
さ
え
忘
れ
て
い
る
始
末
。
こ
れ
で
は
奥
さ
ん
に
愛
想
を
つ
か

れ
る
の
も
無
理
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
ん
な
歌
も
詠
ん
で
み
ま
し
た
が
、
い

か
が
で
す
。

　
　
　

鴛え
ん
お
う鴦

の　

契ち
ぎ

り
結
ん
だ　

仲
な
れ
ど

　
　
　
　
　
　
　
　

思
い
や
ら
ず
は　

や
が
て
飛
び
立
つ

　

お
し
ど
り
夫
婦
な
ど
と
言
わ
れ
た
の
は
、
い
つ
の
こ
と
だ
っ
た
で
し
ょ

う
。
固
い
約
束
を
交
わ
し
た
仲
で
あ
っ
て
も
、
思
い
や
り
の
言
葉
を
掛
け

る
こ
と
も
無
け
れ
ば
、
や
が
て
羽
の
生
え
た
お
し
ど
り
は
、
愛
の
巣
か
ら

飛
び
立
っ
て
し
ま
い
ま
す
よ
。

　

恐
妻
家
は
奥
さ
ん
を
「
山
の
神
」
と
呼
ぶ
そ
う
で
す
が
、
奥
様
を
「
神

さ
ま
仏
さ
ま
」
と
、
朝
な
夕
な
に
拝
ん
で
大
事
に
な
さ
い
ま
し
。
後
悔
先

に
立
た
ず
と
言
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
奥
さ
ん
は
召
し
使
い
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
ま
し
て
お
手
伝
い
さ
ん
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
人
生
の
最
良
の
伴

侶
な
ん
で
す
。
か
と
言
っ
て
揉
み
手
を
し
て
ゴ
マ
を
す
っ
た
り
、
必
要
以

上
に
卑ひ
く
つ屈
に
な
っ
て
機
嫌
を
取
っ
た
り
す
る
こ
と
も
な
い
で
し
ょ
う
が
、

と
に
か
く
大
事
に
し
ま
し
ょ
う
よ
。
さ
す
れ
ば
、「
山
の
神
」
も
い
つ
し

か
「
福
の
神
」
に
な
り
ま
す
よ
。


