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今
か
ら
七
百
年
ほ
ど
前
の
中
国
、
と
あ
る
大
き

に
な
あ
ん
ぎ
ゃ
そ
う
う
ん
す
い

な
禅
寺
の
門
前
、
荷
物
を
担
っ
た
行
脚
僧
（
雲
水
）

の
姿
を
想
像
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
彼
は
こ
れ
か

ら
入
門
を
願
お
う
と
し
て
い
る
よ
う
で
、
身
な
り

を
整
え
て
い
ま
す
。
今
回
は
、
当
時
の
禅
僧
の
服

装
や
持
ち
物
に
つ
い
て
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

そ
で

こ
ろ
も

ま
ず
、
彼
は
袖
の
広
い
衣
を
着
て
い
ま
す
。
現

代
日
本
の
禅
僧
が
着
て
い
る
も
の
と
、
そ
の
形
は

じ
き
と
つ

ほ
ぼ
同
じ
で
す
。
こ
れ
は
直
綴
（
直
綴
）
と
呼
ば

れ
る
も
の
で
す
。
い
か
に
も
専
門
用
語
と
い
う
感

へ
ん
さ
ん

く
ん

じ
で
す
が
、
上
衣
（
偏
杉
）
と
下
衣
（
桾
）
を
直

ぬ

接
、
綴
い
合
わ
せ
た
と
い
う
意
味
で
す
舎
勅
修
百

､”ゥ

禅
僧
た
ち
の
姿
と
持
ち
物

司個圃誕掘鍵演胞同圃同掴圃織祠鐸緬掴同臓同庖同識圃鍾洞混同回圃画同価瀧

丈
清
規
』
巻
五
「
直
綴
」
）
。
な
お
、
現
在
の
中
国

で
も
上
着
を
「
杉
」
、
ス
カ
ー
ト
を
「
桾
子
」
と

表
し
ま
す
。
直
綴
は
、
宋
代
に
は
禅
僧
の
正
装
と

よ
う
じ
ょ
、
う

ひ
も

さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
腰
に
は
腰
條
と
い
う
條

を
帯
と
し
て
締
め
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
宋
代
の

ど
ひ
や
く

僧
侶
の
日
常
が
反
映
さ
れ
た
、
大
徳
寺
蔵
「
五
百

ら
か
ん
ず

羅
漢
図
」
に
も
見
え
ま
す
。
ち
な
み
に
、
現
代
日

し
ゅ
き
ん

本
の
禅
宗
で
は
、
こ
の
帯
を
「
手
巾
」
と
よ
び
、

雲
水
は
太
い
も
の
を
締
め
ま
す
。
こ
の
呼
び
名
と

形
状
は
、
日
本
独
自
の
も
の
の
よ
う
で
、
江
戸
時

代
の
曹
洞
宗
僧
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

さ
ん
じ
や
く
て
ぬ
ぐ
い

「
〔
以
前
は
、
〕
三
尺
手
拭
を
帯
と
し
て
行
脚
の
際
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に
用
い
て
い
た
が
、
今
時
は
格
好
を
つ
け
て
、
『
ま

る
き
小
帯
』
を
作
り
、
こ
れ
を
手
巾
と
名
づ
け
て
い

る
。
本
来
の
意
味
が
失
わ
れ
て
い
る
」
舎
洞
上
僧

堂
清
規
行
法
紗
』
巻
一
「
僧
堂
日
分
行
法
次
第
」
）
。

つ
ま
り
手
巾
と
は
、
字
が
示
す
と
お
り
、
本
来
は

手
ぬ
ぐ
い
に
類
す
る
布
を
指
し
た
の
で
し
た
。

次
に
、
彼
の
持
ち
物
に
目
を
移
し
ま
し
ょ
う
。

入
門
す
る
に
あ
た
り
、
身
体
一
つ
と
い
う
わ
け

ぜ
ん
え
ん
し
ん
ぎ

に
は
い
き
ま
せ
ん
。
『
禅
苑
清
規
』
（
十
二
世
紀
・

最
古
の
禅
の
規
範
害
）
に
も
、
「
道
場
に
入
ろ
う

と
す
る
な
ら
ば
、
ま
ず
道
具
を
揃
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
あ
り
ま
す
（
巻
一
「
辨
道
具
」
）
。
そ

れ
で
は
、
『
禅
苑
清
規
」
が
比
較
的
詳
し
く
記
述

し
て
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
も
と
に
見
て
み
ま

し
ょ
う
（
注
）
。

ひ
も
ゆ

彼
は
、
右
肩
に
三
つ
の
包
み
を
條
で
結
わ
え
て

掛
け
て
い
ま
す
。
日
本
の
時
代
劇
な
ど
に
見
え
る

回邑 回回 同回向回向回圃回向向同圃圃腫同回圃雇圃面祠回同回向掴同回同回圃回向回圃回回旦

「
振
り
分
け
荷
物
」
に
似
た
持
ち
方
で
し
ょ
う
。

ぜ
ん
ほ
う

ざ
ぐ

け

「
前
包
」
に
は
最
も
大
事
な
、
坐
具
に
包
ん
だ
袈

さ

ら
く
す

裟
、
そ
し
て
絡
子
、
上
衣
な
ど
を
風
呂
敷
の
よ
う

ほ
う
き
ん

ち
ん
た
い

な
包
巾
で
包
み
ま
す
。
次
に
「
枕
袋
」
と
よ
ば
れ

る
も
の
に
、
入
浴
に
関
す
る
衣
類
や
手
ぬ
ぐ
い

よ
く
き
ん

こ
う
ほ
う

（
浴
巾
）
を
包
み
入
れ
ま
す
。
そ
し
て
「
後
包
」

し
ん
か
ん
め
ん
い

に
は
肌
着
（
襯
汗
・
綿
衣
）
や
防
寒
具
・
寝
具

め
ん
ひ

（
綿
被
）
な
ど
、
直
接
肌
に
触
れ
る
も
の
を
包
み

ゆ
た
ん

ま
す
。
ま
た
、
こ
れ
ら
を
包
む
に
あ
た
り
、
油
単

と
い
う
防
水
布
も
用
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
し

は
ち
お
う
り
ょ
う
き
ふ
く
ろ

て
、
食
器
と
な
る
鉢
（
応
量
器
）
を
雲
に
入
れ
左

あ
い
た
い

肩
に
掛
け
、
さ
ら
に
、
「
鮭
袋
」
と
よ
ぶ
も
の
を

左
肩
か
ら
た
す
き
に
掛
け
て
、
そ
こ
に
万
能
ナ
イ

か
い
と
う

う
で
も
あ
る
カ
ミ
ソ
リ
の
戒
刀
、
正
式
な
僧
侶
の

ど
ち
ょ
う

し
ぶ
づ
つ

証
明
書
で
あ
る
度
牒
を
入
れ
た
祠
部
筒
な
ど
を
挟ふ

み
込
み
ま
す
。
他
に
も
、
食
事
の
際
に
用
い
る
布

き
ん
じ
よ
う
き
ん

ふ
が
た
ん

巾
（
浄
巾
）
、
敷
き
布
団
（
布
臥
単
）
、
枕
、
水
を
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C中国の禅僧たちの生活

じ
ん
び
ん

入
れ
る
浄
瓶
、
茶
筒
、
入
門
し
た
寺
の
荷
物
箱
で

か
ぎ

用
い
る
南
京
錠
の
よ
う
な
摸
な
ど
、
生
活
用
品
一

こ
』
つ
ｈ
″

式
を
持
参
し
ま
す
。
こ
れ
ら
は
行
李
（
物
入
れ
）

に
入
れ
て
背
負
う
こ
と
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
そ

し
て
、
内
側
に
聖
像
・
経
文
・
茶
器
な
ど
を
具
え

や
ま
が
さ

し
ゆ
ｒ
）
上
』
勺

た
山
笠
を
頭
に
し
、
右
手
に
は
杖
で
あ
る
柱
杖
を

沙
く
つ

持
ち
、
畦
を
履
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
行
脚
僧
の

か
い
ほ
う

姿
は
、
十
二
世
紀
の
宋
代
の
首
都
（
開
封
）
の
様

せ
い
め
い
じ
よ
う
か
ず

子
を
描
い
た
「
清
明
上
河
図
」
に
見
え
る
そ
れ
に

画回に 回同属同型

(『決定版清明上河図｣p.40<部分>)

近
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

さ
て
、
威
儀
を
整
え
て
い
た
彼
の
準
備
も
整
っ

た
よ
う
で
す
。
次
回
は
、
い
よ
い
よ
入
門
で
す
。

小
川
太
龍
（
お
が
わ
た
い
り
ゅ
う
）

一
九
七
八
年
兵
庫
県
生
ま
れ
。
花
園
大
学
大
学
院
博
士
課
程
単
位

取
得
、
博
士
（
文
学
）
。
専
門
は
中
国
禅
思
想
史
・
禅
宗
史
。
明
石
市

常
楽
寺
副
住
職
◇
花
園
大
学
文
学
部
准
教
授
・
同
、
国
際
禅
学
研
究
所

兼
任
研
究
所
員
。

【
参
考
文
献
】

「
大
徳
寺
伝
来
五
百
羅
漢
図
』
思
文
閻
出
版
。
二
○
’
四
年
。

西
谷
功
「
大
徳
寺
伝
来
五
百
羅
漢
図
か
ら
復
元
さ
れ
る
僧
院

生
活
」
「
大
徳
寺
伝
来
五
百
羅
漢
図
の
作
品
誌
ｌ
地
域
社
会

か
ら
グ
ロ
ー
バ
ル
世
界
へ
ｌ
」
、
九
州
大
学
、
二
○
’
九
年
。

「
決
定
版
清
明
上
河
図
」
、
国
書
刊
行
会
、
’
’
○
’
九
年
。

一
」

す
い
ろ
め
う

（
注
）
清
規
に
よ
り
異
な
り
、
水
を
濾
す
道
具
（
水
濾
嚢
）

じ
ゆ
ず

数
珠
な
ど
の
携
行
を
指
示
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

13



お願い
－
０
５
８
Ｕ
Ｉ
Ｂ
』
９
９
．
■
Ｕ
』
■
Ｕ
《
■
■
０
口
１
０
▲
■
Ｕ
■
“
■
・
■
■
・
日
Ｂ
Ｉ
Ｂ
１
■
Ⅱ
８
．
Ⅱ
ｐ
６
■
凸
■
●
ロ
８
６
０
８
』
■
Ｕ
０
Ｕ
ｌ
Ｆ
も
■
。
▲
■
９
。
■
■
ロ
■
Ｕ
』
■
Ｕ
《
Ｕ
■
８
０

ー■■■ 4■■一一一ーーーー一一一一一一一一q■■ーー一一ー一一ー一一一ーーー4■■ー一一一一－一ー一一－一一q■■一一■■■一一

花園俳壇･花園歌壇

俳壇歌壇への投稿は､それぞれ別の郵便はがきを使用し、

各三句(首)までを読みやすく書いてお送りください。

’
’
１
ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｉ
ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

＊〆切りは毎月1日です。

『花園』へのご意見．ご感想など

本誌へのご意見｡ご感想など､｢編集室花園係｣までお送りください。
お待ちしております。

〒616-8034京都市右京区花園木辻北町1

妙心寺派宗務本所内編集室

俳壇／歌壇／花園係
課

＊住所､氏名を必ずお書きください。

＊俳壇･歌壇ともに作品は未発表のものに限ります。(他誌投稿作品､転載は不可）
＊なお投稿はお返しいたしません。

し‘■■一一一一一一一一一‘－一一一一一一一一ロ＝，■＝－，一一一一・一一一一一・一，－－－ヰー，－，一一，＝‘■■一一一一一一一一一一一

一

園｢いつもｺｺﾛに花園を」イb
hnnazono あなたとわたしのポケットエッセイ集

【花園】第74巻第5号(通巻第873号）

令和6年5月1日発行(毎月1日発行）

定価60円

【発行人】野口善敬

【編集人】箱崎善法

【印刷人】古崎良一

【発行所】京都市右京区花園木辻北町1

妙心寺派宗務本所教化センター

振替/01060-9-1400

電話／075-463-3121

表紙の絵 こ でまり「小手毬」

｜銀、 一｜
、1雪

新緑の若葉のように、

青空へ飛びだそう1

絵・元場葵(もとばあおい）

‐ー一一一一一一一一一一一一一一一q■■ ｡■■一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ﾛ■■■■ー一一一一一一一一一一一＝

月刊「花園』 1冊送りの年間購読料は、 1 ，620円(税･送料込)です。

下記の電話か､ホームページでお申込みください。

【妙心寺派宗務本所頒布課】電話:075－467－2990

【妙心寺派直売店webshop】

http://wwwmyoshinji-shopjp/fs/myoshinji/gO5-0002

＊乱丁､落丁本はおとりかえいたします。


