
　

選
・
村
松
五
灰
子

足
遣つ
か

ひ
九
年
も
半
ば
芸
涼
し

東
京
都　

伊
奈　

三
郎

評　

浄
瑠
璃
人
形
を
操
る
は
三
人
。
主お

も

遣づ
か

い
（
中
心
）、
左
手
の
左
遣

い
、
足
遣
い
が
あ
る
。
呼
吸
が
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ

十
年
あ
ま
り
の
経
験
を
積
ん
で
一
人
前
と
言
わ
れ
る
。
お
り
し
も
今
年

は
人
形
師
吉
田
玉
男
二
代
目
襲
名
披
露
公
演
と
い
う
話
題
も
。

　

厳
し
い
芸
の
世
界
の
す
が
し
さ
を
詠
ん
だ
一
句
。

終
電
の
尾び

燈と
う

遠
く
に
月
見
草

山
口
県　

御
江
や
よ
ひ

評　

写
真
や
映
画
な
ど
に
み
る
手
法
で
背
景
を
ぼ
か
し
月
見
草
に
ピ
ン

ト
を
合
わ
せ
る
。
ま
さ
に
そ
の
光
景
の
如
し
で
月
見
草
の
金
色
が
幻
想

的
で
美
し
い
句
と
な
っ
た
。

◆
う
る
ふ
秒
新
茶
ゆ
っ
く
り
喉
を
過
ぐ 

千
葉
県　

大
河
原
倫
子

◆
馬
頭
碑
や
塩
街
道
の
ほ
た
る
草 

宮
城
県　

木
村
と
み
子

◆
虫む
し

送お
く
り

田た

毎ご
と

の
畦
に
赤
き
幣へ
い 

山
形
県　

工
藤　

竹
洽

◆
空か
ら

堀ぼ
り

の
草
こ
と
ご
と
く
刈
り
終
へ
し 

静
岡
県　

望
月
か
ほ
る

◆
早さ

苗な

饗ぶ
り

や
膝
と
背
中
の
貼
り
薬 

長
崎
県　

崎
田　

定
雄

◆
揺
れ
ぐ
せ
の
日
本
列
島
今
日
の
秋 

青
森
県　

中
田　

瑞
穂

◆
梅
雨
晴
間
道
元
禅
師
の
旅
姿 

神
奈
川
県　

佐
野　
　

勇

◆
魂
の
抜
け
た
る
五
体
籐と
う

寝ね

椅い

子す 

埼
玉
県　

小
林　

茂
之

◆
麦
秋
の
夕
日
が
染
む
る
義
民
の
碑 

福
島
県　

佐
藤　

宣
夫

◆
蔵
の
軒
玉
葱
吊
し
安
堵
か
な 

岐
阜
県　

西
尾
美
恵
子

＊
選
者
吟

一
泊
は
小
さ
な
温い
で
ゆ泉
秋
の
風

五
灰
子

＊
作
句
小
見

　
『
虚
子
俳
話
』
に
「
俳
句
は
文
芸
で
あ
る
。
文
芸
で
あ
る
が
故
に
描

写
の
力
が
俳
句
の
価
値
を
左
右
す
る
」
と
あ
る
。

　

や
は
り
「
写
生
、
発
見
、
描
写
」
ひ
た
す
ら
に
。
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選
・
長
澤　

ち
づ

わ
が
夫
を
ど
ん
な
方
か
と
君
は
問
う
メ
ダ
カ
の
好

き
な
熊
と
答
え
る 

山
口
県　

横
川
美
代
子

評　
「
メ
ダ
カ
の
好
き
な
熊
」
と
い
う
喩
え
か
ら
、
ど
ん
な
人
を
想
像

す
る
だ
ろ
う
。
熊
か
ら
大
柄
で
日
に
焼
け
た
健
康
そ
う
な
男
性
が
浮
か

ぶ
。
メ
ダ
カ
は
小
魚
、
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
も
楽
し
い
。
丁
寧
な
問
へ
の
答

と
い
う
構
成
か
ら
夫
を
揶
揄
し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
も
分
か
る
。

あ
ま
り
り
す
明
け
が
た
の
雨
に
茎
太
く
地
力
あ
つ

め
る
ご
と
く
咲
き
け
り 

山
口
県　

中
井　

清
子

評　

ア
マ
リ
リ
ス
は
大
き
な
花
弁
を
喇ら

っ

叭ぱ

状
に
開
く
真
紅
の
花
。
茎
も

太
く
て
真
っ
直
ぐ
に
立
ち
上
が
る
。
球
根
と
い
う
媒
体
に
は
触
れ
て
は

い
な
い
が
「
地
力
あ
つ
め
る
」
と
力
強
く
表
現
し
て
巧
み
で
あ
る
。

　

◆
鷺さ

ぎ

舞ま
い

の
羽
打
ち
合
は
す
カ
シ
ャ
と
い
ふ
音
が
津
和
野
に
夏
を
連
れ

　
　

来
る 

島
根
県　

横
山　

槖
吾

　

◆
カ
セ
ッ
ト
の
亡
妻
の
唄
聞
き
た
だ
一
人
今
日
も
当
て
な
き
ド
ラ
イ

　
　

ブ
に
出
る 

福
島
県　

西
木　
　

甚

　

◆
福
島
市
航
空
写
真
を
基
に
し
て
側
溝
除
染
の
仮
置
場
選よ

る

 

福
島
県　

大
槻　
　

弘

　

◆
洗
濯
と
掃
除
も
す
べ
て
や
り
終
え
て
君
と
過
ご
し
た
時
間
に
さ
よ

　
　

な
ら 

愛
知
県　

長
谷
川
悦
子

　

◆
代し

ろ

掻か

き
て
泥
お
ち
つ
き
た
る
水
張
り
田
昼
は
陽
に
夜
は
月
に
か
が

　
　

や
く 

長
野
県　

毛
涯　
　

潤

　

◆
一
人
と
て
武
器
と
ら
ぬ
国
七
〇
年
こ
れ
を
誇
ら
ず
何
を
誇
る
や

 

宮
城
県　

小
田
島
麻
利

　

◆
倒
産
の
結
婚
式
場
真
っ
青
な
海
に
向
か
え
る
白
い
建
物

 

山
口
県　

濱
田　

道
子

　

◆
相あ

い

槌づ
ち

の
打
て
ぬ
話
題
も
時
に
あ
り
し
ば
し
沈
黙
母
と
の
電
話

 

茨
城
県　

太
田　

弘
美

　

◆
色
づ
き
し
梅
の
実
落
ち
し
畑
一
面
勿
体
無
い
病
頭ず

を
も
た
げ
く
る

 

山
形
県　

多
田　

さ
よ

　

◆
電
飾
を
解
か
れ
し
通
り
の
欅け

や
き

群
六
月
の
雨
に
木
肌
潤
す

 

宮
城
県　

須
藤
智
恵
子

＊
選
者
詠

つ
や
め
き
て
黒
き
兆
発
す
る
鴉か
ら
す

い
く
ら
鳴
く
と
も

　
我
は
わ
れ
な
り 

ち　

づ

＊
作
歌
小
見

　

カ
セ
ッ
ト
の
中
の
過
去
の
時
間
を
た
ぐ
り
寄
せ
て
亡
き
人
を
偲
ぶ
西

木
さ
ん
の
一
首
、
過
去
を
清
算
し
て
未
来
に
向
か
お
う
と
す
る
長
谷
川

さ
ん
の
一
首
、
時
間
へ
の
向
き
合
い
方
に
ど
ち
ら
も
し
み
じ
み
と
し
た

情
感
が
漂
い
ま
す
。
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大
本
山
永
平
寺

ご
本
山
だ
よ
り

大本山永平寺／０７７６-６３-３１０２

　　三泊四日の参禅研修の風景

参さ
ん

禅ぜ
ん

研
修

　
永
平
寺
で
は
、
毎
月
、
三
泊
四
日
の
参
禅
研
修
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
坐

禅
や
朝
の
勤ご

ん
行ぎ

ょ
う

、
略り

ゃ
く

応お
う
量り

ょ
う

器き(

大
き
さ
の
違
う
い
く
つ
か
の
お
椀
を
重
ね
合

わ
せ
た
漆
塗
り
の
食
器)

を
使
っ
た
食
事
等
、
厳
格
な
作
法
に
則の

っ
と

り
本
格
的

な
参
禅
体
験
が
出
来
ま
す
。
初
め
て
の
方
も
何
度
も
参
禅
さ
れ
て
い
る
方

も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
得
る
も
の
が
あ
り
、
充
実
し
た
時
間
を
過
ご
さ
れ
、
お
帰

り
に
な
ら
れ
ま
す
。
中
に
は
、
四
日
間
の
休
暇
を
取
る
こ
と
が
難
し
い
と
い

う
方
や
、
厳
し
く
て
堪
え
ら
れ
な
い
の
で
は
と
躊
躇
さ
れ
る
方
も
い
ら
っ

し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
よ
り
多
く
の
方
に
親
し
ん
で
い
た
だ
け
る

よ
う
、
十
月
よ
り
一
泊
二
日
の
参
禅
研
修
を
始
め
る
こ
と
に
致
し
ま
し
た
。

坐
禅
・
朝
の
勤
行
・
精
進
料
理
の
ほ
か
、
茶さ

話わ

会か
い

を
設
け
て
お
り
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
仏
教
に
関
す
る
素
朴
な
疑
問
や
日
常
生
活
に
お
け
る
悩
み
等
、

永
平
寺
で
修
行
を
行
う
者
に
直
接
聞
く
こ
と
が
出
来
る
貴
重
な
時
間
と
な
り

ま
す
。
そ
し
て
質
問
を
受
け
る
側
に
と
っ
て
も
、
茶
話
会
を
通
じ
て
自
ら
の

修
行
の
あ
り
方
を
考
え
る
大
切
な
場
と
な
る
の
で
す
。

　
皆
さ
ま
も
、
日
常
生
活
か
ら
し
ば
し
離
れ
、
こ
こ
永
平
寺
で
、
自
己
を
み

つ
め
る
ひ
と
時
を
過
ご
し
て
み
ま
せ
ん
か
？　
ど
な
た
で
も
気
兼
ね
な
く
お

申
込
み
い
た
だ
き
、
坐
禅
に
親
し
ん
で
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
詳
細
は
24
ペ
ー
ジ
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。
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ご
本
山
だ
よ
り

大
本
山
總
持
寺

大本山總持寺／０４５-５８１-６０２１

峨が

山さ
ん

禅
師
さ
ま
大だ

い
遠お

ん
忌き

の
正し

ょ
う

当と
う

法
要

　
い
よ
い
よ
十
月
八
日
か
ら
二
十
日
に
か
け
て
峨
山
韶じ

ょ
う

碩せ
き
禅
師
六
五
〇
回
大

遠
忌
の
本
法
要
が
始
ま
り
ま
す
。
最
終
日
の
二
十
日
は
峨
山
禅
師
さ
ま
の
ご

命
日
で
あ
り
、
江
川
禅
師
さ
ま
御
親
修
に
て
正
当
法
要
が
厳
粛
に
営
ま
れ
ま

す
。
こ
の
期
間
、
連
日
全
国
か
ら
大
勢
の
焼
香
師
さ
ま
や
ご
寺
院
・
檀
信
徒

の
皆
さ
ま
が
上
山
さ
れ
、
山
内
境
内
は
一
層
賑
や
か
に
な
り
ま
す
。

　
總
持
寺
で
は
、
七
月
に
夏げ

安あ
ん

居ご

が
解か

い
制せ

い
と
な
っ
た
後
、
一
人
も
送そ

う
行あ

ん
（
修

行
に
節
目
を
つ
け
て
出
身
地
な
ど
に
帰
る
こ
と
）
す
る
こ
と
な
く
、
全
員
で

本
法
要
の
大
円え

ん
成じ

ょ
う

を
目
指
し
て
お
り
ま
す
。
修
行
僧
た
ち
の
こ
の
大
遠
忌
に

か
け
る
想
い
が
如
何
に
熱
い
か
が
窺
え
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
特
筆
す
べ
き
素

晴
ら
し
い
状
況
で
あ
り
、
本
法
要
は
冬と

う

安あ
ん

居ご

の
新
到
和
尚
も
加
わ
っ
て
約

一
七
〇
名
の
修
行
僧
で
迎
え
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　
五
十
年
に
一
度
の
大
遠
忌
を
總
持
寺
修
行
中
に
巡
り
会
う
と
い
う
貴
重
な

経
験
を
積
む
こ
と
に
よ
り
、
将
来
を
担
う
修
行
僧
た
ち
は
仏
道
の
尊
さ
を
学

び
ご
両
尊
で
あ
る
瑩
山
禅
師
さ
ま
・
峨
山
禅
師
さ
ま
の
、
み
教
え
を
正
し
く

受
け
継
ぐ
道
器
へ
と
成
長
す
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
次
の
大
遠
忌
に
は
、
成

長
し
た
彼
ら
が
必
ず
や
「
大
い
な
る
足
音
」
を
響
か
せ
て
く
れ
る
こ
と
と
大

い
に
期
待
さ
れ
ま
す
。

　
歴
代
祖
師
方
の
大
い
な
る
足
音
に
耳
目
を
澄
ま
し
、
教
え
を
深
く
心
に
刻

む
と
と
も
に
、
真
心
を
以
っ
て
大
遠
忌
の
大
円
成
が
無
事
に
達
成
さ
れ
る
よ

う
、
皆
さ
ま
か
ら
の
ご
協
力
を
切
に
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

31

準法要の風景


	禅の友10月号＿俳壇歌壇
	禅の友10月号＿ご本山だより

