
　

前
に
も
書
き
ま
し
た
が
、
数
年
前
か
ら
、
伽
羅
（
キ
ャ

ラ
）
や
沈
香
（
ジ
ン
コ
ウ
）
な
ど
の
香
木
が
高
騰
し
て
い

ま
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
パ
リ
の
香
水
に
飽
き
た
ア
ラ

ブ
の
お
金
持
ち
が
買
い
占
め
て
い
る
か
ら
。
そ
れ
に
も
め

げ
ず
に
松
岩
寺
の
本
堂
で
は
上
質
な
沈
香
を
焚
い
て
い
る

か
ら
ご
法
事
の
時
な
ど
、
香
り
を
楽
し
ん
で
く
だ
さ

い
、
と
書
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

高
値
に
め
げ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
最
近

は
白
檀
（
び
ゃ
く
だ
ん
）
の
粉
末
や
丁
子
（
ち
ょ
う

じ
）・
桂
皮
（
け
い
ひ
）・
竜
脳
（
り
ゅ
の
う
）
な
ど

の
薬
香
も
と
き
ど
き
く
ゆ
ら
し
て
い
ま
す
。

　

桂
皮
と
書
い
て
も
な
じ
み
が
な
い
け
れ
ど
、
シ
ナ

モ
ン
と
い
え
ば
わ
か
る
で
し
ょ
う
か
。
八
角
も
中
華

料
理
の
香
料
で
英
語
で
は
ス
タ
ー
ア
ニ
ス
。
地
中
海
沿
岸

に
は
ア
ニ
ス
酒
と
い
う
リ
キ
ュ
ー
ル
が
あ
っ
て
、
そ
の
香

料
と
い
え
ば
お
わ
か
り
に
な
る
方
も
い
る
の
で
は
。

　

さ
て
、
本
尊
さ
ま
や
お
仏
壇
に
お
茶
を
お
供
え
し
ま
す

が
、
正
式
に
は
左
側
に
お
茶
、
右
側
は
お
湯
で
す
。
お
湯

と
い
っ
て
も
白
湯
で
は
な
く
、
薬
湯
で
す
。
ど
う
い
う
も

の
か
と
い
う
と
、
丁
子
や
八
角
な
ど
の
香
料
を
お
湯
で
と

い
だ
も
の
で
す
。「
良
薬
は
口
に
苦
し
」
と
い
う
け
れ
ど
、

飲
む
の
は
ご
遠
慮
し
た
い
代
物
で
す
。
で
も
な
ん
で
、

そ
ん
な
も
の
を
お
供
え
す
る
の
か
。

　

昨
秋 

、Ｃ
Ｏ
Ｐ
１
０
と
い
う
国
際
会
議
が
名
古
屋
で
ひ

ら
か
れ
た
と
い
う
報
道
が
あ
り
ま
し
た
。Ｃ
Ｏ
Ｐ
１
０
っ

て
、
先
進
国
は
世
界
中
の
動
植
物
で
新
し
い
薬

な
ど
を
作
っ
て
利
益
を
あ
げ
て
い
る
か
ら
後
進

国
に
も
還
元
し
な
さ
い
、
と
い
う
会
議
で
し
ょ

う
。
た
と
え
ば
、モ
ン
ゴ
ル
の
八
角
を
使
っ
て
、

ス
イ
ス
の
メ
ー
カ
ー
が
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
治
療

薬
・
タ
ミ
フ
ル
を
作
っ
て
い
る
と
か…

…

。

　

へ
ぇ
ー
、
毎
朝
本
堂
の
香
炉
で
焚
い
て
い
る

八
角
か
ら
タ
ミ
フ
ル
は
作
ら
れ
て
い
る
の
か
。

昔
の
人
は
そ
れ
を
知
っ
て
い
て
、
本
尊
さ
ま
や
亡
き
方

に
薬
を
お
供
え
し
た
ん
だ
。

　

病
気
は
薬
で
治
す
、
と
い
う
仏
教
の
考
え
方
が
、
薬

湯
と
い
う
お
供
え
か
ら
わ
か
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
信
ず

れ
ば
病
が
治
る
と
か
拝
め
ば
良
く
な
る
、
と
い
っ
た
宗

教
に
は
近
づ
か
な
い
ほ
う
が
い
い
。（
住
職
記
）

　

わ
た
し
が
修
行
し
た
道
場
の
老
師
さ
ま
は
、

今
年
で
八
五
歳
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
長
年

の
坐
る
生
活
か
ら
か
「
足
が
痛
い
痛
い
」
と

は
お
っ
し
ゃ
っ
て
ま
す
が
、
お
元
気
で
す
。

す
で
に
隠
居
生
活
で
す
が
、
そ
れ
で
も
夏
は

三
時
、
冬
は
四
時
に
起
床
の
生
活
。
そ
ん
な

生
活
を
ず
う
っ
と
続
け
て
い
る
。
妻
帯
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
く
家
族
も
お
ら
れ
な
い
。

外
出
も
そ
う
多
く
は
な
い
。
四
季
の
変
化
が

あ
る
と
は
い
え
、
単
調
で
す
。
単
調
だ
か
ら
、

時
々
生
活
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
つ
け
る
の
が
上

手
な
方
で
す
。

　

た
と
え
ば
、
数
ヶ
月
に
い
ち
ど
、
愛
用
の

お
茶
碗
を
変
え
る
。
あ
る
い
は
、
机
の
向
き

を
変
え
る…

…

。
頻
繁
に
変
え
て
は
迷
い
で

す
が
、
絶
妙
の
間
合
い
で
変
え
て
、
生
活
の

リ
ズ
ム
を
調
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
し
た
。

生
き
方
の
名
人
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
皆
さ
ん
に
お
届
け
す
る
、
寺

報
の
ス
タ
イ
ル
を
少
し
変
え
て
み
ま
し
た
。

お
盆
号
ま
で
は
、Ａ
３
版
見
開
き
の
普
通
の
体

裁
で
し
た
。
今
回
は
、
ご
覧
の
よ
う
な
具
合

で
す
。「
読
み
に
く
い
」
と
思
い
乍
ら
も
、
こ

の
編
集
後
記
ま
で
た
ど
り
つ
い
て
読
ん
で
く

だ
さ
っ
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

封
筒
も
色
や
デ
ザ
イ
ン
を
時
々
か
え
て
い

ま
す
。
い
つ
も
同
じ
封
筒
で
同
じ
葉
書
の
方

が
、
ち
ょ
っ
と
見
た
だ
け
で
「
寺
か
ら
だ
」

と
わ
か
る
か
ら
「
変
え
な
い
で
」、
な
ん
て
声

も
聞
き
ま
す
。

　

仏
教
の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
の
一
つ
に
「
無
常
」

が
あ
り
ま
す
。
す
べ
て
の
も
の
は
、
常
に
変

化
し
て
、
な
に
ひ
と
つ
永
遠
な
も
の
な
ど
あ

り
は
し
な
い
と
、仏
教
は
教
え
ま
す
。
だ
か
ら
、

変
え
て
い
る
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で

す
が
、
寺
か
ら
の
便
り
を
受
け
取
っ
て｢

変
え

た
な
」
と
に
ん
ま
り
し
て
く
れ
る
人
も
い
る

と
思
い
、
貧
弱
な
ア
イ
デ
ア
を
ひ
ね
り
出
し

て
い
ま
す
。
中
身
が
薄
い
か
ら
、
外
見
く
ら

い
は
た
ま
に
着
替
え
な
い
と
ね
。

編集後記　　　新年早々の

余計なおしゃべり 

住職の

不連続シリーズ「いっぷく紹介」

　

今
回
、
ご
紹
介
す
る
の
は
山
岡
鉄

舟
筆｢

西
湖
山
」
で
す
。
本
堂
の
向
か

っ
て
右
側
の
欄
間
に
か
か
っ
て
い
る

横
額
で
す
。
山
岡
鉄
舟
（
一
八
三
六

〜
一
八
八
八
）
は
幕
末
に
旗
本
の
家

に
生
ま
れ
た
武
士
で
、
二
二
歳
の
時
、

江
戸
へ
進
軍
す
る
官
軍
の
西
郷
隆
盛

と
静
岡
で
会
っ
て
、
江
戸
城
明
け
わ

た
し
の
下
交
渉
を
し
ま
す
。
維
新
後

は
明
治
天
皇
の
教
育
係
と
な
り
、
そ

の
功
績
か
ら
子
爵
に
任
じ
ら
れ
る
。

　

鉄
舟
は
剣
の
達
人
で
あ
り
、
坐
禅

も
し
、
書
も
よ
く
し
た
と
い
わ
れ
ま

す
。
誰
か
ら
書
を
頼
ま
れ
て
も
、
拒

む
こ
と
な
く
筆
を
執
っ
た
と
い
い
ま

す
。
書
の
お
礼
を
い
た
だ
く
と
、
金

額
を
確
か
め
る
こ
と
も
せ
ず
、
書
斎

に
あ
る
木
箱
に
無
造
作
に
入
れ
て
お

い
て
、
困
っ
た
人
に
会
う
と
分
け
与

え
た
と
か
。
小
川
町
の
料
亭
二
葉
の

名
物
料
理
、
忠
七
め
し
を
命
名
し
た

の
も
鉄
舟
で
す
。　

鉄
舟
の
伝
記
小

説
と
し
て
は
、
直
木
賞
作
家
・
山
本
兼
一
さ
ん
の
近
著
『
命

も
い
ら
ず
名
も
い
ら
ず
』（
日
本
放
送
出
版
社
刊
）
が
お
薦
め

で
す
。

　

さ
て
、
松
岩
寺
本
堂
に
あ
る
「
西
湖
山
」
で
す
。
ど
う
い

っ
た
由
来
で
、
本
堂
に
あ
る
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
こ
と
ば

の
意
味
も
、
恥
ず
か
し
な
が
ら
不
勉
強
も
の
に
は
不
明
で
す
。

富
士
五
湖
に
西
湖
（
さ
い
こ
）
は
あ
る
し
、
中
国
に
も
景
勝

の
地
と
し
て
西
湖
（
せ
い
こ
）
が
あ
る
け
れ
ど
、
世
界
最
大

　
　
　
　
　

い
っ
ぷ
く
紹
介

みなさんへのお知らせで、少

しは気の利いたことを書かな

くてはと、「ことば探索」と

か「仏事ひとくちメモ」とか、

いろいろタイトルをつけて短

文を書いてきました。でも、

どのシリーズも長続きしたも

のはありません。そこで始め

た「いっぷく紹介」の三回目

です。

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、

興味深い墨跡の一幅を機会を

みつけて、紹介していきます。

の
漢
和
辞
典
・
諸
橋
大
漢
和
辞
典
で
調
べ
て
も

「
西
湖
山
」
と
い
う
熟
語
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も

し
か
し
た
ら
、
こ
の
書
は
も
と
も
と
は
「
西
湖

山
○
○
寺
」
と
い
う
お
寺
に
あ
っ
て
、
そ
れ

が
流
れ
な
が
れ
て
松
岩
寺
に
あ
る
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

　

と
こ
ろ
で
、
さ
い
き
ん
読
ん
だ
も
の
に
鉄
舟

と
勝
海
舟
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
紹

介
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

明
治
維
新
に
活
躍
し
た
山
岡
鉄
舟
が
死
の
床

に
着
い
て
い
よ
い
よ
と
い
う
時
、
勝
海
舟
が
見
舞

い
に
や
っ
て
来
た
と
い
う
の
で
す
。
海
舟
が
見
舞

い
に
来
て
く
れ
た
と
い
う
の
で
、
鉄
舟
は
床
の
上

に
正
座
し
て
迎
え
た
。
し
ば
ら
く
互
い
の
眼
を
見

つ
め
あ
っ
て
い
た
が
、
海
舟
が
、
い
よ
い
よ
だ
そ

う
だ
な
、
と
言
う
と
、
鉄
舟
は
、
そ
の
よ
う
だ
、

と
答
え
た
。
ま
た
、
し
ば
ら
く
沈
黙
が
あ
っ
て
、

「
で
は
お
静
か
に…

…

」

そ
う
言
っ
て
、
海
舟
は
去
っ
て
い
っ
た
と
か
。

　

死
に
ゆ
く
も
の
を
こ
の
よ
う
に
自
然
に
送
る
こ

と
が
で
き
た
ら
、
い
や
、
こ
ん
な
ふ
う
に
死
ん
で

行
け
た
ら
、
ど
ん
な
に
心
安
い
こ
と
だ
ろ
う
か
。

（
中
島
教
之
著
「
死
に
ぎ
わ
か
ら
の
進
一
歩
」『
在
家
仏
教
』

誌
所
収
）

　

こ
れ
は
名
人
達
人
の
な
せ
る
技
だ
か
ら
、
凡
人
に
は
ほ

ど
遠
い
心
境
だ
け
れ
ど
も
、
そ
ん
な
方
の
書
だ
と
思
っ
て
、

も
う
一
度
見
上
げ
て
み
る
と
、
ま
す
ま
す
力
強
く
迫
っ
て

く
る
の
で
す
。
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