
　
今
回
、
ご
紹
介
す
る
「
平
林
禅
莊
一
枝
梅
」

の
染
筆
は
、
埼
玉
県
新
座
市
・
平
林
僧
堂
元
師

家
白
水
敬
山（
し
ろ
う
ず
け
い
ざ
ん
）老
師
で
す
。

敬
山
老
師
は
、
明
治
三
十
年
福
岡
県
生
ま
れ
、

昭
和
十
五
年
平
林
寺
住
職
就
任
、
昭
和
五
十
年

に
逝
去
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
私
が
平
林
寺
に
入
門
し
た
の
は
昭
和
五
十
五

年
で
す
か
ら
、
直
接
ご
指
導
を
受
け
た
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
敬
山
老
師
の
絵
に
は
、

こ
ん
な
思
い
出
が
あ
り
ま
す
。

　
私
の
修
業
時
代
に
平
林
寺
の
蔵
の
中
で
、
半

紙
に
描
か
れ
た
敬
山
老
師
の
書
き
ぶ
り
と
思
わ

れ
る
何
枚
も
の
絵
を
見
つ
け
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
で
も
、
普
通
の
も
の
と
は
少
し
違
っ
て
い

ま
し
た
。
半
紙
の
黒
々
と
し
た
墨
の
跡
が
、
朱

色
の
筆
で
修
正
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
敬
山
老
師
が
ど
な
た
か
に
ご
自
分
の

絵
を
送
っ
て
添
削
し
て
い
た
だ
い
た
習
作
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
で
も
、

誰
に
絵
を
習
わ
れ
た
の
か
。
何
枚
も
の
朱
正
の
中
に
「
ゆ
き
」
と
書
か
れ
た

も
の
が
あ
り
ま
し
た
。「
ゆ
き
」
と
は
近
代
日
本
画
の
巨
匠
・
小
倉
遊
亀
（
お

ぐ
ら
ゆ
き
＝1895

〜2000

）
さ
ん
の
こ
と
で
し
ょ
う
。
敬
山
老
師
は
小
倉

遊
亀
さ
ん
に
絵
を
習
わ
れ
て
い
た
の
で
す
。
小
倉
遊
亀
さ
ん
は
滋
賀
県
に
生

不連続シリーズ「いっぷく紹介」　その６

ま
れ
て
旧
姓
は
溝
上
。
小
倉
姓
に
な
っ
た
の
は
、
小
倉
鐵
樹
師
と

結
婚
し
た
か
ら
。
鐵
樹
師
は
山
岡
鉄
舟
の
弟
子
で
坐
禅
を
よ
く
し

平
林
寺
に
出
入
り
し
て
い
た
と
い
う
。
私
が
道
場
に
入
門
し
た
頃

は
敬
山
老
師
も
鉄
樹
師
も
既
に
亡
く
な
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
小

倉
遊
亀
さ
ん
は
ご
高
齢(

九
十
歳)

で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
、
未
だ
院

展
に
出
品
し
て
い
る
現
役
画
家
で
し
た
。
そ
ん
な
日
本
画
の
巨
匠

か
ら
，
手
紙
を
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
私
個
人

に
で
は
な
く
て
、
道
場
で
私
が
勤
め
て
い
た
役
職
宛
で
す
。
和
紙

の
巻
紙
に
毛
筆
の
流
麗
な
筆
致
で
し
た
。
読
み
す
す
む
う
ち
に
悪

い
企
て
が
、
私
の
脳
裏
を
よ
ぎ
り
ま
す
。「
こ
の
手
紙
。
誰
に
も
見

せ
ず
、
個
人
の
宝
物
に
し
て
し
ま
お
う
。
な
に
し
ろ
、
文
化
勲
章

受
章
画
家
の
自
筆
手
紙
だ
か
ら
」
な
ん
て
ウ
キ
ウ
キ
し
な
が
ら
末

尾
に
目
を
や
る
と
「
遊
亀
代
」
と
遠
慮
気
味
に
書
か
れ
て
い
る
。

私
の
よ
う
な
不
心
得
者
が
い
る
の
は
お
見
通
し
で
、
秘
書
の
方
が

代
筆
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
画
家
は
そ
の
後
も
活
躍
さ
れ
て
、
平

成
十
二
年
七
月
に
百
五
歳
の
長
寿
を
全
う
さ
れ
る
。
戒
名
は
「
大
梅
院
天
地
遊

亀
大
姉
」。
晩
年
は
よ
く
梅
の
画
を
描
か
れ
た
よ
う
で
す
。
そ
し
て
、
こ
ん
な

言
葉
を
遺
さ
れ
て
い
る
。「
人
間
は
年
老
い
て
老
醜
の
み
じ
め
さ
を
味
あ
わ
ね

ば
な
ら
な
い
が
、
梅
は
年
老
い
て
美
に
ま
す
ま
す
深
み
を
増
す
」。
今
回
ご
紹

介
し
た
禅
僧
の
梅
図
に
は
、
艶
や
か
な
女
流
画
家
の
呼
吸
が
流
れ
て
い
る
。
と
、

書
い
た
ら
叱
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
。　
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彼
岸
法
要
や
お
盆
の
お
せ
が
き
法
要
に
黒

い
喪
服
を
着
て
こ
ら
れ
る
方
は
、
松
岩
寺
の

檀
家
に
は
お
ら
れ
な
い
の
で
す
が
、
各
家
の

年
忌
法
要
の
時
に
は
、
何
回
忌
で
あ
ろ
う
と

も
黒
い
喪
服
で
来
ら
れ
る
方
が
い
ま
す
。

　

喪
中
に
身
に
つ
け
る
か
ら
喪
服
で
す
。
だ

か
ら
、
喪
が
明
け
た
ら
、
喪
服
を
着
る
必
要

は
な
い
。
と
い
う
か
い
つ
ま
で
も
黒
々
と
し

て
い
る
の
は
不
粋
と
い
う
も
の
。
そ
も
そ
も

喪
と
は
何
な
の
か
。
広
辞
苑
で
調
べ
る
と
つ

ぎ
の
よ
う
な
説
明
が
さ
れ
て
い
ま
す
。

【
人
の
死
後
、
そ
の
親
族
が
一
定
期
間
、
世

を
避
け
て
家
に
籠
も
り
、
身
を
慎
む
こ
と
。

親
疎
に
よ
っ
て
そ
の
期
限
に
長
短
が
あ
る
】

ひ
と
こ
と
で
喪
中
と
い
っ
て
も
、
い
ろ
い
ろ

な
期
間
が
あ
る
と
い
う
の
で
す
。
大
き
く
分

け
て
、
三
年
・
一
年
・
九
か
月
・
五
か
月
・

三
か
月
の
五
種
類
が
あ
る
ら
し
い
。「
あ
る

ら
し
い
」
と
、
遠
慮
気
味
に
書
く
の
は
、
こ

れ
は
仏
教
で
は
な
く
て
、
孔
子
さ
ま
の
儒
教

の
教
え
だ
か
ら
で
す
。

　

そ
れ
で
、
五
種
類
の
期
間
の
長
短
は
何
で

決
ま
る
か
と
い
う
と
、
故
人
と
の
「
親
疎
」

に
よ
る
と
い
う
。
親
疎
と
は
、
親
し
い
人
と

疎
遠
な
人
の
こ
と
。
そ
う
い
わ
れ
て
も
、
抽

○
右
ペ
ー
ジ
の
「
い
っ
ぷ
く
紹
介
」
で
ご
紹
介
し
た
梅
図
は
、

も
と
も
と
は
色
紙
（
し
き
し
）
に
書
か
れ
た
も
の
で
す
。
厚

紙
の
色
紙
よ
り
は
、
表
装
に
仕
立
て
た
方
が
、
見
栄
え
も
よ

く
な
る
し
、
保
管
し
や
す
い
か
ら
分
厚
い
色
紙
の
う
わ
が
わ

を
剥
い
で
表
具
し
た
の
で
す
。
和
紙
の
裏
に
ま
で
浸
透
し
た

墨
汁
は
、
一
枚
や
二
枚
け
ず
り
と
っ
て
も
大
丈
夫
。
大
丈
夫

な
ら
ば
、
悪
い
こ
と
を
考
え
る
者
が
出
て
く
る
の
が
世
の
常
。

数
百
年
も
前
の
名
僧
の
ま
っ
た
く
同
じ
墨
跡
が
数
枚
で
て
く

る
場
合
は
、
こ
の
手
の
細
工
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
と
か
。

○
と
こ
ろ
で
、「
色
紙
」
を
「
い
ろ
が
み
」
と
読
ん
だ
女
子
大

生
が
い
ま
し
た
。「
い
ろ
が
み
」
に
違
い
な
い
の
だ
が
、「
し

き
し
」
と
読
む
場
合
も
あ
る
。
マ
ッ
タ
ク
ー
と
思
っ
て
、
通
っ

て
い
る
大
学
を
尋
ね
た
ら
、
東
京
の
本
郷
に
あ
る
Ｔ
大
だ
と

い
う
、
う
ー
ん
○
さ
て
、
娘
が
学
校
で
音
樂
の
テ
ス
ト
が

あ
る
ら
し
く
、
歌
の
練
習
を
し
て
い
る
。「
春
は
名
の
み

の
ー
」。「
早
春
賦
」
で
す
。
で
も
、
愚
か
な
我
が
娘
ら

し
く
「
ハ
ル
ワ
ナ
ノ
ミ
」
で
な
く
「
ハ
ル
ハ
ナ
ノ
ミ
」

と
歌
っ
て
い
る
。
音
符
に
添
え
ら
れ
た
歌
詞
が
す
べ
て

平
仮
名
だ
か
ら
間
違
え
た
の
で
し
ょ
う
。「
ハ
」
で
な
く

「
ワ
」
だ
と
言
う
と
、
ク
ラ
ス
全
員
が
「
ハ
」
と
歌
っ
て

い
る
と
の
こ
と
。
有
名
な
歌
な
の
に
な
ぁ
ー
○
愚
か
な

娘
の
こ
と
を
笑
っ
て
い
ら
れ
な
い
。
愚
か
な
父
は
、
つ

ま
り
仏
僧
で
あ
る
私
は
、「
同
行
二
人
（
ど
う
ぎ
ょ
う
に

に
ん
）」
と
い
う
大
事
な
仏
教
用
語
を
（
ど
う
ぎ
ょ
う
ふ

た
り
）
と
読
ん
で
先
輩
か
ら
そ
れ
と
な
く
教
え
ら
れ
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
人
生
の
た
め
に
な
る
仏
教
の
話
は

で
き
な
い
け
れ
ど
、
こ
う
し
た
恥
ず
か
し
い
経
験
談
は

い
く
ら
で
も
ご
紹
介
で
き
る
の
で
す
が
、
紙
面
の
都
合

で
機
会
を
改
め
て
。

３月１７日（土）から２０日（春分の日）方まで
墓地ではお花とお線香を用意しています
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介

　
　

　
　
　

そ
の
六

紹介する墨跡は、伸びやかな

中に厳格さが漂う筆づかいも

あれば、力強さの中に優しさ

が漂う筆づかいもあったりと

個性豊かです。そこには、筆

をとった禅僧の生きかたその

ものが現れています。崩し字

になっていて読みづらい字も

少なくないのですが、一語一

句の意味を理解できなくても

見ているだけで一服の清涼剤

になりはしないでしょうか。

松岩寺は昭和２０年の戦災で

ほとんどの建物と仏具を焼失

してしまいました。現在ある

ものはかろうじて焼け残った

ものか、先々代と先代がそろ

えたものです。その中から、

興味深い墨跡（ぼくせき）の

一幅を機会をみつけて、紹介

していきます。

喪
服
の
ル
ー
ル

象
的
で
判
断
に
困
り
ま
す
。
現
代
人
は
、
具

体
的
に
書
か
れ
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
な
い
と
納

得
し
な
い
し
行
動
で
き
な
い
の
だ
か
ら
。

　

も
っ
と
も
、
明
治
の
初
め
頃
ま
で
、
そ
れ

ぞ
れ
の
親
疎
に
よ
っ
て
異
な
る
厳
密
な
喪
の

法
律
（
服
忌
礼
）
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
法

律
な
ん
か
で
決
め
ら
れ
た
ら
窮
屈
で
す
が
、

そ
れ
を
守
れ
ば
「
空
気
が
よ
め
な
い
」
な
ん

て
こ
と
も
な
い
か
ら
、
か
え
っ
て
楽
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
で
も
、
今
は
そ
ん
な
ル
ー
ル
が

な
く
な
っ
て
い
る
か
ら
、「
年
忌
法
要
は
い

つ
で
も
喪
服
を
着
て
い
れ
ば
安
心
」
な
ん
て

い
う
野
暮
な
事
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

　

そ
こ
で
、
わ
か
り
や
す
く
て
簡
単
な
基
準

は
な
い
か
と
、
ず
う
っ
と
考
え
て
き
て
最
近

ふ
と
思
い
つ
き
ま
し
た
。キ
ー
ワ
ー
ド
は「
忌

引
き
」
で
す
。
つ
ま
り
、
学
校
や
勤
務
先
を

葬
儀
だ
か
ら
と
い
っ
て
休
ん
で
も
、
休
暇
に

な
ら
な
い
関
係
な
ら
ば
、
喪
服
を
着
て
年
忌

法
要
に
出
席
す
る
の
は
三
年
忌
ま
で
。
葬
儀

に
参
列
し
て
休
暇
に
な
っ
て
し
ま
う
疎
遠
な

人
な
ら
ば
、
喪
服
を
着
る
の
は
四
十
九
日
ま

で
。

　

こ
れ
っ
て
わ
か
り
や
す
い
基
準
だ
と
思
う

の
で
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　　


