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T O U G E N N E W S

1 月 3 1 日 （ 水 ）

創
立
は
、
約
四
五
〇
年
前
の
天
文
十
三
年
（
一
五
四
四
）
室
町
時
代
で
、
後
奈
良
天
皇
の
時
代
に
な
り
ま
す
。

開
山
は
、
山
形
県
米
沢
市
万
世
町
梓
山
、
松
林
寺
三
世
・
一
華
宗
甫
和
尚
で
、
開
基
は
十
三
代
・
茂
庭
左
月
良
直
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
最
初
、
茂
庭
氏
が
福
島
市
飯
坂
町
茂
庭
に
居
住
し
た

い
っ
け
し
ゅ
う
ほ

も
に
は
さ
げ
つ
よ
し
な
お

東
原
寺
を
建
立
し
ま
し
た
が
、
そ
の
後
に
米
沢
の
川
井
に
移
り
、
桃
源
院
を
建
て
ま
し
た
。
こ
れ
が
現
在
の
米
沢
市
川
井
の
和
合
山
桃
源
院
で
す
。

慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）
、
茂
庭
氏
は
松
山
領
主
（
現
在
の
宮
城
県
志
田
郡
松
山
町
）
と
な
り
、
慶
長
十
年
（
一
六
〇
五
）
に
寺
は
千
石
村
に
移
転
し
ま
し
た
。

最
初
に
延
命
地
蔵
尊
の
ま
つ
ら
れ
て
い
た
上
野
地
蔵
坂
に
建
設
さ
れ
、
延
命
山
桃
源
院
と
改
称
し
ま
し
た
。

寛
永
八
年
（
一
六
三
一
）
上
野
館
の
築
城
に
よ
り
、
千
石
本
丸
の
西
側
中
腹
の
現
在
の
地
に
地
蔵
尊
と
共
に
移
転
し
ま
し
た
。

地
蔵
尊
は
、
霊
験
あ
ら
た
か
な
り
と
参
拝
者
も
多
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
地
は
、
応
永
八
年
（
一
四
〇
一
）
文
覚
上
人
、
即
ち
遠
藤
盛
遠
の
九
世
従
六
位
・
上
出
羽
守
遠
藤
盛
継
が
志

田
・
加
美
・
玉
造
三
郡
の
奉
行
と
し
て
来
封
以
来
、
七
代
二
〇
〇
年
に
亘
り
居
城
し
た
所
で
も
あ
り
ま
す
。

安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
建
立
の
文

覚
上
人
遺
址
碑
と
文
覚
上
人
垢
離
の
池
が
あ
り
、
人
工
の
池
で
あ
り
な
が
ら
今
で
も
水
が
か
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。

も
ん
が
く
し
ょ
う
に
ん

こ

り

昭
和
四
十
五
年
に
遠
藤
家
の
七
七
〇
年
法
要
が
あ
り
、
石
燈
の
記
念
碑
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
本
尊
は
、
聖
観
世
音
菩
薩
で
、
堂
内
に
は
弥
陀
の
来
迎
三
尊
仏
が
ま
つ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
当

寺
に
は
、
松
山
初
代
良
元
の
姉
君
、
お
南
の
方
、
法
名
「
月
窓
妙
光
大
姉
」
の
お
墓
が
あ
り
、
五
輪
の
塔
の
台
座
を
御
奉
納
と
あ
り
ま
す
が
、
今
は
残
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
領
主
二
代

定
元
息
女
で
、
原
田
甲
斐
長
男
帯
刀
の
妻
「
辰
」
の
墓
も
あ
り
ま
す
。
幕
政
期
、
茂
庭
家
の
当
主
は
毎
年
正
月
二
日
石
雲
寺
に
あ
る
歴
代
の
墓
に
参
詣
し
、
つ
い
で
桃
源
院
の
「
古
左
月
君
之
御

は

ら

だ

か

い

た
て
わ
き

た
つ

影
」
即
ち
、
左
月
良
直
像
に
焼
香
す
る
の
が
例
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
今
は
そ
の
御
影
は
残
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
ま
た
、
桃
源
院
に
は
宮
城
県
松
山
町
出
身
の
洋
画
家
「
渡
辺
亮

輔
」
、
歌
手
の
フ
ラ
ン
ク
永
井
の
法
名
碑
や
墓
も
あ
り
ま
す
。

桃
源
院
本
院
本
堂

落
慶
法
要

首
座
法
戦
式

首

座

法

戦

式

法
戦
式
と
は
、
一
人
前
の
お
坊
さ
ん
に
な
る
為
の
段
階
で
、

通
過
す
べ
き
三
つ
の
儀
式
の
一
つ
で
す
。

最
初
に
行
う
の
は
「
得
度
式
」
で
、
お
坊
さ
ん
と
し
て
の

と
く
ど
し
き

入
門
の
式
。

二
番
目
が
「
法
戦
式
」
で
す
。
こ
の
式
は
住
職
に
代
わ
っ
て

ほ
っ
せ
ん
し
き

仏
法
を
説
く
事
が
許
さ
れ
た
者
（
首
座
）
が
大
衆
の
前
で
問
答

し

ゅ

そ

を
展
開
す
る
式
で
す
。
禅
宗
の
法
要
の
中
で
一
番
華
や
か
で
迫

力
の
あ
る
式
で
す
。

そ
し
て
三
番
め
が
「
晋
山
式
」
で
、
住
職
と
し
て
の
披
露
の

し
ん
ざ
ん
し
き

式
で
す
。

そ
の
二
番
目
の
儀
式
を
行
う
の
が
今
回
の
「
首
座
法
戦
式
」

し
ゅ
そ
ほ
っ
せ
ん
し
き

で
す
。

奥
野
健
也
（
首
座
）

平
成
一
年
十
一
月
十
二
日

生
誕

平
成
十
四
年
十
月
二
十
五
日

得
度

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

慶
応
大
学
大
学
院
経
営
管
理
研
究
科
卒
業

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
二
日

大
本
山
總
持
寺
本
山
僧
堂
に
安
居

今
般
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
日
本
大
震
災
の
強
い
揺

れ
で
、
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
二
百
五
十
年
の
歴
史
の
本
堂
の
再
建
を
成
し

遂
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
も
當
院
諸
檀
家
一
致
協
力
の
も
と
、
多

く
の
良
縁
に
恵
ま
れ
て
の
賜
と
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。

そ
し
て
新
本
堂
の
落
慶
法
要
を
迎
え
ら
れ
る
こ
と
を

當
院
開
山
・
歴
住

諸
大
和
尚
に
報
告
旁
々

報
恩
感
謝
の
法
要
も
併
修
出
来
ま
し
た
。
。

ま
た
、
時
同
じ
く
し
て
、
西
堂
白
槌
師
に
角
田
市
長
泉
寺
大
方
丈
を
拝
請

し
て
健
也
上
座
を
首
座
に
任
じ

再
会
結
制
も
無
事
に
修
行
出
来
ま
し
た
。

こ
の
仏
縁
を
こ
れ
か
ら
も
大
切
に
し
て
、
ま
す
ま
す
桃
源
院
の
発
展
を
願
い

た
い
と
思
い
ま
す
。
桃
源
院
本
堂
復
興
再
建
委
員
会

会
長

佐
々
木
明
雄

建
設
委
員
会

委
員
長

大
黒
勝
雄

合
掌



2019年1月31日 機 鋒 第24号( 3 )

新 旧

( 6 )

故

小
澤
俊
孝

師

平
成
二
十
九
年
十
月
四
日

遷
化

六
十
七
歳

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
一
日

没

故

森
川
清
貞

氏八
十
歳

訃 報
大
林
寺
二
十
一
世

茅
岳
俊
孝
大
和
尚

秋
雲
院
瓢
韻
清
徳
居
士

山
梨
県
北
杜
市
明
野
町

曹
洞
宗
大
林
寺

住
職

三
葉
保
育
園

園
長

桃
源
院
東
京
別
院

開
創
以
来
三
十
年
以

上
に
亘
っ
て
、
公
私
と
も
に
ご
助
力
い
た

だ
き
ま
し
た
。

あ
ま
り
に
も
早
い
別
れ
に
別
院
関
係
者
一

同
残
念
な
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
で
す
。

長
い
お
付
き
合
い
の
な
か
で
、
毅
然
た

る
強
さ
を
秘
め
て
い
る
反
面
、
他
人
に
対

し
て
は
温
和
な
態
度
を
持
っ
て
接
し
、
自

然
に
人
を
教
化
す
る
、
優
れ
た
人
格
の
持

ち
主
で
し
た
。
幼
児
教
育
に
も
貢
献
さ
れ

た
先
生
に
哀
悼
の
誠
を
捧
げ
ま
す
。

元

ト
ラ
ン
ペ
ッ
タ
ー

関
東
新
生
活
互
助
会
を
退
職
後
、
桃
源

院
東
京
別
院
に
就
職
し
、
斎
場
の
管
理
の

仕
事
を
誠
心
誠
意
全
う
し
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
時
間
の
不
規
則
な
仕
事
な
の
に
、

愚
痴
も
言
わ
ず
、
い
つ
も
明
る
く
職
場
を

和
ま
せ
、
退
職
後
は
、
お
盆
、
春
秋
の
お

彼
岸
の
合
同
供
養
に
駐
車
場
整
理
を
進
ん

で
引
き
受
け
て
く
れ
ま
し
た
。

も
う
こ
の
世
に
い
な
い
な
ん
て
、
考
え

ら
れ
な
い
気
が
し
ま
す
。
願
わ
く
ば
、
も

う
一
度
、
一
緒
に
ゴ
ル
フ
を
し
て
、
も
う

一
度
、
杯
を
傾
け
、
ゆ
っ
く
り
と
語
り
合

い
た
か
っ
た
で
す
。

ど
う
か
安
ら
か
に
お
眠
り
く
だ
さ
い
。

大
本
山
總
持
寺

勅
使
門

か
ね
て
よ
り
御
案
内
の

位
牌
堂
の
準
備
が
遅
れ
て

い
ま
す
。

六
百
を
超
え
る
本
数
の

位
牌
の
た
め
、
製
造
に
五

ヶ
月
、
彫
り
に
二
ヶ
月
を

要
し
ま
す
。

も
う
し
ば
ら
く
お
待
ち

く
だ
さ
い
。

本
院
位
牌
堂

三
月
二
十
一
日
（
水
）

午
後
二
時

本
院
春
彼
岸

大
般
若
祈
祷
会

三
月
十
七
日
（
土
）

三
月
十
八
日
（
日
）

別
院
春
彼
岸

合
同
供
養
会



鈴
木
正
三

（
前
号
よ
り
続
く
）

ふ
う
し
ょ
う
じ
ょ
う
じ
ゅ
う

（
正
法
眼
蔵
現
成
公
案
の巻

）

こ
れ
は
、
道
元
禅
師
が
天

福
元
年
（
一
二
三
三
）
九
州

鎮
西
の
俗
弟
子
、
楊
光
秀
に

よ
う
こ
う
し
ゅ
う

与
え
た
も
の
で
す
。

師
・
麻
谷
宝
徹
和
尚
、
扇

ま
よ
く
ほ
う
て
つ

を
使
う
次
い
で
、
僧
問
う
、

「
風
性
は
常
住
に
し
て
処
と

し
て
周
か
ら
ず
と
い
う
こ
と

あ
ま
ね

無
し
。
和
尚
、
甚
麼
と
為
て

な

ん

し

か
却
っ
て
扇
を
使
う
」
。
師

か
え

云
く
、
「
汝
は
只
だ
風
性
常

た

住
な
る
こ
と
を
知
っ
て
、
且か

つ
処
と
し
て
周
か
ら
ず
と
い

う
こ
と
無
き
こ
と
を
知
ら

ず
」
。
云
く
、
「
作
麼
生
か

そ

も

さ

ん

是
れ
処
と
し
て
周
か
ら
ざ
る

こ
と
無
き
底
の
道
理
」
。

師
、
却
っ
て
扇
を
揺
が
す
。

僧

礼
拝
す
。

唐
の
時
代
、
馬
祖
道
一
禅

ば

そ

ど

う

い

つ

師
の
法
を
嗣
い
だ
麻
谷
宝
徹

つ

ま
よ
く
ほ
う
て
つ

和
尚
（
生
没
年
不
詳
）
の
話

で
す
。
扇
風
機
も
エ
ア
コ
ン

も
な
い
あ
る
夏
の
日
で
す
。

宝
徹
和
尚
は
暑
さ
を
し
の
ぐ

為
、
扇
子
を
使
っ
て
涼
ん
で

い
ま
す
。
そ
ば
に
い
た
一
人

の
修
行
僧
が
質
問
し
ま
す
。

「
風
性
、
つ
ま
り
空
気
は
何

時
で
も
何
処
で
も
満
ち
満
ち

て
い
る
。
そ
れ
な
の
に
何
故

扇
を
使
う
の
で
す
か
」
。

和
尚
は
そ
れ
を
聞
く
と
、

「
空
気
が
何
処
に
で
も
あ
る

事
は
知
っ
て
い
る
け
れ
ど
、

ま
だ
空
気
は
す
べ
て
に
行
き

渡
っ
て
い
る
と
い
う
道
理
を

知
ら
な
い
な
。
」
と
誡
め
ま

す
。す

る
と
僧
も
切
り
返
し
ま

す
。
「
空
気
が
何
処
に
も
あ

る
と
い
う
事
と
、
す
べ
て
何

処
に
も
行
き
渡
っ
て
い
る
事

と
は
一
緒
の
事
で
は
な
い

か
、
あ
え
て
和
尚
が
空
気
は

何
処
に
も
行
き
渡
っ
て
い
る

と
い
う
、
そ
の
訳
を
聞
か
せ

て
下
さ
い
」
と
問
い
か
け
ま

す
が
、
和
尚
は
た
だ
黙
っ
て

扇
ぐ
の
み
だ
っ
た
と
い
う
の

で
す
。

麻
谷
和
尚
は
何
を
云
お
う

と
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

中
国
の
詩
人
蘇
東
坡
が
、

そ

と

う

ば

け
い
せ
い

こ
う
ち
ょ
う
ぜ
つ

さ
ん
し
ょ
く

あ

あ
ら

と
い
う
よ
う
に
、
渓
流
の

瀬
音
は
真
仏
の
声
で
あ
り
、

山
の
峰
は
み
な
真
仏
の
姿
で

あ
り
、
森
羅
万
象
は
す
べ
て

し
ん
ら
ば
ん
し
ょ
う

仏
性
（
悟
り
）
で
あ
り
、
そ

の
仏
性
は
空
気
の
よ
う
に
私

達
の
回
り
に
満
ち
満
ち
て
い

る
の
で
す
。
し
か
し
「
扇あ

お

ぐ
」
と
い
う

実
践
が
あ
っ

て
、
初
め
て

認
識
出
来
る

と
い
う
わ
け

で
す
。
私
た

ち
側
か
ら
認

識
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い

の
で
す
。

道
元
禅
師

は
、

と
言
っ
て
い
ま
す
。

ス
ポ
ー
ツ
も
芸
も
技
術
も

学
問
も
・
・
・
・
・
・
す
べ

て
の
道
は
、
練
習
、
修
行
、

鍛
錬
、
研
究
等
で
高
み
に
登

っ
て
い
く
の
で
す
。
知
っ
て

い
る
だ
け
の
知
識
で
は
何
に

も
な
ら
な
い
の
で
す
。

さ
ら
に
正
三
老
人
は
こ
の

実
践
を
激
し
く
鼓
舞
す
る
の

で
す
。
と
も
す
れ
ば
如
来
禅

と
か
祖
師
禅
は
、
対
す
る
敵

が
い
な
い
た
め
に
、
正
三
老

人
の
言
葉
を
借
り
て
い
え

ば
、

「
ぬ
け
が
ら
禅
」
に
な

り
や
す
い
。
「
そ
の
ま
ま
仏

性

だ

、

す

べ

て

が

仏

性

だ
、
」
と
言
っ
て
修
行
を
怠

り
、
坐
禅
し
て
い
て
も
、
居

眠
り
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

も
あ
る
。
こ
れ
を
批
判
し
た

の
が
正
三
老
人
の
仁
王
禅

で
、
当
時
の
長
老
と
い
わ
れ

る
師
家
た
ち
も
、
正
三
老
人

の
前
で
は
、
手
も
足
も
出
な

か
っ
た
よ
う
で
す
。

彼
の
禅
風
は
「
勇
猛
禅
」

で
あ
っ
て
、
目
を
む
き
、
歯

を
く
い
し
ば
り
、
敵
陣
に
斬

り
こ
む
姿
勢
で
あ
り
、
煩
悩

の
群
が
る
中
で
、
こ
れ
を
刺

し
殺
し
、
斬
り
伏
せ
る
と
い

う
修
行
で
す
。
つ
ま
り
煩
悩

が
あ
る
と
い
う
立
場
で
あ
る

と
認
め
た
以
上
、
煩
悩
も
必

死
に
攻
め
て
来
る
だ
ろ
う
。

だ
か
ら
修
行
は
戦
場
だ
と
い

う
の
で
す
。

し
か
し
気
性
の
激
し
い
人

ほ
ど
情
に
も
ろ

い

と

い

い

ま

す
。
正
三
老
人

も
こ
れ
に
違
わ

ず
、
一
方
で
は

厚
い
人
情
面
も

あ
り
ま
し
た
。

つ
ま
り
、
無
常

を
深
く
理
解
し

て
い
た
人
の
よ

う
で
す
。
歌
も

詠
み
、
「
二
人

比
丘
尼
」
な
ど

の
悲
哀
の
こ
も

っ
た
人
情
話
も

書

い

て

い

ま

す
。あ

ら

す

じ

は
、
一
人
の
若

く
美
し
い
女
性

( 4 )

仁
王
禅

座
禅
は
仁
王
の
よ
う
に
勇
猛
果
敢
に
修
す
べ
し

鈴
木
正
三
（
す
ず
き
し
ょ
う
さ
ん
）
《
一
五
七
九
ー
一
六
五
五
》

三
河
（
愛
知
県
）
の
徳
川
家
の
家
来
の
家
系
に
生
ま
れ
る
。
本
姓
は
穂
秋
と
も
い
わ
れ
、
本
名
は

重
三
。
通
称
九
太
夫
。
玄
々
軒
、
石
平
老
人
と
号
し
た
。
関
ヶ
原
の
戦
、
大
阪
夏
冬
の
陣
に
参
加
し

た
が
、
子
ど
も
の
頃
か
ら
出
家
願
望
が
強
か
っ
た
。
転
戦
の
合
間
に
各
地
の
お
寺
を
多
く
訪
ね
、
四

十
二
歳
で
出
家
し
た
。
臨
済
の
大
愚
ら
に
学
び
、
の
ち
に
故
郷
に
帰
り
恩
真
寺
（
豊
田
市
）
を
創
建

し
た
。
晩
年
に
江
戸
に
下
り
、
重
俊
院
（
四
谷
）
、
了
心
院
（
浅
草
）
で
教
化
に
努
め
た
。
一
宗
一

派
に
固
着
し
な
い
で
、
臨
済
の
師
家
と
多
く
交
わ
っ
た
が
、
曹
洞
宗
に
も
共
鳴
し
て
い
た
よ
う
で
、

開
山
し
た
寺
院
も
、
弟
子
た
ち
の
寺
院
も
曹
洞
宗
に
属
し
て
い
る
。

平
成
二
十
九
年

十
一
月
十
一
日

京
都

源
光
庵

馬
祖
道
一
禅
師

が
、
戦
で
の
夫
の
討
ち
死

に
、
悲
歎
の
あ
ま
り
弔
い
の

旅
に
出
る
の
で
す
。
そ
し
て

最
後
に
は
わ
が
身
に
も
無
常

を
観
じ
て
仏
門
に
入
る
と
い

う
物
語
で
す
。

ご
つ
ご
つ
し
た
仁
王
禅
を

説
く
正
三
老
人
の
文
章
か
と

疑
い
た
く
な
る
よ
う
な
流
麗

な
文
体
で
す
。

女
人
が
夫
の
討
ち
死
に
し

た
近
く
の
家
に
、
一
夜
の
宿

を
借
り
る
の
で
す
。
そ
う
す

る
と
こ
の
家
の
女
房
が
、
討

ち
死
に
し
た
夫
の
名
前
を
知

っ
て
い
て
、
勇
敢
だ
っ
た
戦

い
の
話
を
語
っ
て
聞
か
せ
、

と
も
に
抱
き
合
っ
て
夜
ふ
け

る
ま
で
歎
き
悲
し
む
の
で

す
。早

朝
、
彼
女
は
こ
の
家
を

後
に
し
て
、
茫
々
た
る
す
す

き
の
野
を
、
さ
迷
い
歩
い

て
、
わ
が
愛
し
き
夫
の
討
ち

死
に
の
場
所
を
探
し
巡
り
、

と
う
と
う
そ
こ
で
一
夜
を
過

ご
し
て
し
ま
う
の
で
す
。

夜
も
深
ま
る
と
、
こ
こ
か

し
こ
か
ら
、
が
い
骨
が
集
っ

て
き
て
、
彼
女
に
話
し
か
け

ま
す
。

聞
き
な
さ
い
、
あ
な
た
の

美
貌
と
、
が
い
骨
と
は
決
し

て
別
も
の
で
は
な
い
の
で
す

よ
。
確
か
に
あ
な
た
は
美
し

い
、
し
か
し
そ
の
肉
体
・
容

姿
は
、
が
い
骨
を
肉
と
色
よ

い
皮
膚
と
で
覆
っ
て
い
る
だ

け
の
話
で
す
。
死
ね
ば
肉
と

皮
膚
は
腐
っ
て
が
い
骨
に
な

り
ま
す
。
た
だ
借
り
物
の
肉

体
を
、
自
分
の
物
と
思
い
込

む
こ
と
で
苦
し
み
の
世
界
に

迷
い
込
ん
で
し
ま
う
の
で

す
。
（
肉
体
の
要
素
は
、
土

地
の
養
分
。
血
や
涙
、
汗
や

体
液
な
ど
の
水
。
体
温
の

火
。
息
を
吐
く
風
と
昔
は
考

え
ら
れ
て
い
ま
し
た
）

火
は
怒
り
と
な
っ
て
胸
を

焼
き
、
体
液
は
愛
欲
・
性
欲

の
も
と
と
な
っ
て
、
苦
し
み

の
海
の
底
に
迷
い
込
ん
で
し

ま
う
。
息
遣
い
は
心
を
隠

し
、
地
の
養
分
は
肉
体
・
容

姿
を
作
る
が
、
そ
の
一
方
コ

ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
種
と
も
な

る
。が

い
骨
が
こ
の
よ
う
に
語

り
か
け
る
の
で
す
。

夜
が
明
け
夢
か
ら
さ
め
た

彼
女
は
、
さ
ら
に
奥
深
く
さ

迷
う
の
で
す
。
と
あ
る
庵
に

い
お
り

行
き
着
い
て
一
夜
の
宿
を
乞

う
。
そ
こ
に
も
は
二
十
歳
頃

の
美
し
い
女
性
が
い
て
、
師

と
慕
う
尼
僧
の
死
に
会
い
、

つ
づ
い
て
夫
の
病
死
に
会
っ

て
、
つ
く
づ
く
と
自
分
の
不

幸
を
嘆
く
の
で
す
。

お
互
い
の
不
幸
を
歎
き
あ

っ
て
、
彼
女
は
し
ば
ら
く
こ

こ
に
滞
在
し
ま
す
。
と
こ
ろ

が
間
も
な
く
、
風
邪
が
も
と

で
、
こ
の
女
性
も
夫
の
あ
と

を
追
っ
て
息
を
引
き
と
る
の

で
す

。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
彼
女

は
つ
い
に
菩
提
心
を
お
こ
し

仏
門
に
入
っ
て
悟
り
を
ひ
ら

く
。
い
わ
ば
魂
の
遍
歴
を
物

語
る
作
品
で
す
。

正
三
老
人
の
「
仁
王
禅
」

を
勇
猛
に
実
践
す
る
、
そ
の

気
性
の
激
し
さ
の
一
方
に

は
、
哀
れ
を
説
く
、
情
厚
く

繊
細
な
一
面
が
あ
っ
た
の
で

す
。「

最
も
剛
毅
な
者
は
最
も

柔
和
な
る
者
で
あ
り
、
愛

（
仁
）
あ
る
者
は
勇
敢
な
者

で
あ
る
」
と
新
渡
戸
稲
造
は

そ
の
「
武
士
道
」
で
い
っ
て

い
ま
す
。

正
三
老
人
は
若
い
頃
、
関

ヶ
原
の
戦
も
、
大
阪
夏
冬
の

陣
も
戦
い
抜
い
た
武
士
だ
っ

た
こ
と
を
思
い
起
こ
さ
ず
に

は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

（
次
号
に
続
く
）

2019年1月31日 機 鋒 第24号( 5 )

京
都

東
福
寺

平
成
二
十
九
年

十
一
月
十
一
日



( 2 )

桃源院本堂復興再建落慶法要
結制再会・開山歴住報恩供養

平成29年10月30日（月）
31日（火）

特
請
尊
宿

白
槌
師

角
田
市
長
泉
寺

奥
野
成
賢

大
方
丈

御
本
寺

米
沢
市
松
林
寺

神
保
滋
宗

大
方
丈

大
本
山
永
平
寺
御
專
使

古
川

富
光
寺

木
村
邦
道

大
方
丈

大
本
山
總
持
寺
御
專
使

三
本
木
天
性
寺

渡
邊
了
英

大
方
丈

曹
洞
宗
宮
城
県
宗
務
所
所
長

石
卷
市
洞
源
院

小
野
崎
秀
通

大
方
丈

曹
洞
宗
宮
城
県
第
九
教
区
長

松
山
桂
雲
寺

花
山
智
信

大
方
丈

法
要
差
定

十
月

三
十
日
（
月
）

首
座
入
寺
式

開
山
歴
住
報
恩
逮
夜

配
役
本
則
行
茶

祝
宴
・
宿
泊
（
松
島
大
観
荘
）

十
月
三
十
一
日
（
火
）

本
堂
落
慶
法
要

落
慶
記
念
式
典

開
山
歴
住
報
恩
諷
経

首
座
法
戦
式

記
念
撮
影

設
斎
（換
菜
）
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