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養心会三つの心

争
わ
な
い
心

　
拘
わ
ら
な
い
心

　
　
　
　
焦
ら
な
い
心

松材の床の道場に初舞の凛とした気が流れる

■
2
0
1
6
年
新
春
初
稽
古木

村
鎮
夫

ド
ン
ド
ン
ド
ー
ン
太
鼓
が
響
く
。

1
月
4
日
、
平
成
28
年
の
新
春
初
稽
古
の
始
ま
り

で
あ
る
。

会
場
は
例
年
と
同
じ
東
京
武
道
館
。
こ
の
時
期
に

し
て
は
暖
か
な
気
候
に
も
恵
ま
れ
、
松
材
を
敷
き
詰

め
た
板
敷
の
床
の
感
触
が
、
裸
足
の
足
裏
に
心
地
よ

い
。田

村
久
夫
師
範
の
、河
岸
で
鍛
え
た
発
声
に
よ
り
、

初
春
を
寿
ぎ
会
が
始
ま
っ
た
。

師
家
楊
麻
紗
先
生
の
年
頭
の
ご
挨
拶
に
続
き
、
全

員
に
よ
る
本
年
最
初
の
24
式
の
演
舞
は
、
静
寂
の
中

に
も
粛
然
と
し
て
爽
や
か
な
風
が
吹
き
抜
け
る
感
。

初
演
舞
が
終
わ
っ
て
麻
紗
先
生
の
ご
講
話
。

「
日
々
練
習
を
積
み
重
ね
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る

の
は
勿
論
だ
が
、
太
極
拳
修
練
の
目
標
は
技
を
極
め

る
こ
と
の
み
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
人
と
の
競
争
に

勝
つ
こ
と
を
求
め
る
の
で
も
な
い
。〈
和
の
心
を
涵

養
す
る
こ
と
〉
こ
そ
が
究
極
の
目
的
で
あ
る
」
旨
を
、

三
笠
宮
崇
仁
殿
下
と
の
交
流
の
思
い
出
と
楊
名
時
先

生
の
ご
生
前
の
教
え
を
交
え
つ
つ
話
さ
れ
た
。

ま
た
、
宮
本
武
蔵
の
五
輪
の
書
に
言
う
「
千
日
の

稽
古
を
鍛
と
し
、
万
日
の
稽
古
を
錬
と
す
」
と
、
聖

徳
太
子
の
十
七
条
憲
法
に
言
う
「
和
を
以
て
尊
し
と

な
す
」
の
文
言
を
も
引
き
な
が
ら
話
さ
れ
た
。

続
い
て
の
各
教
室
か
ら
の
参
加
者
紹
介
で
は
、
本

日
10
名
の
方
々
が
80
歳
を
超
え
て
猶
お
元
気
に
参
加

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
披
露
さ
れ
、
暖
か
い
拍
手
に
包

ま
れ
た
。
正
に
太
極
拳
の
効
用
か
く
の
如
し
と
言
う

と
こ
ろ
。

そ
の
後
に
二
つ
の
二
重
の
輪
に
な
っ
て
行
っ
た
百

華
拳
は
、
武
道
館
の
床
に
着
座
し
て
講
話
を
お
聞
き

し
た
後
、
参
加
者
紹
介
の
時
間
を
過
ご
し
た
た
め
少

し
冷
え
て
き
た
体
を
ほ
ぐ
す
の
に
調
度
よ
く
、
百
華

拳
初
体
験
と
い
う
参
加
者
も
交
え
て
微
笑
ま
し
く
も

和
や
か
に
行
わ
れ
た
。

締
め
く
く
り
に
行
わ
れ
た
師
範
の
方
々
と
、
そ
れ

以
外
の
皆
様
方
と
の
二
手
に
分
か
れ
て
の
演
舞
は
、

双
方
と
も
ゆ
っ
た
り
と
し
た
気
が
流
れ
、
新
春
初
稽

古
の
掉
尾
を
飾
る
に
ふ
さ
わ
し
く
、
80
名
の
参
加
者

全
員
気
持
ち
も
新
た
に
、
更
な
る
精
進
を
誓
っ
た
。
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初めての参加者も楽しめた百華拳

初
稽
古
参
加
教
室
代
表
者
名

楊
麻
紗　

石
塚
安
子　

河
原
達　

酒
井
登
美
子

髙
木
栄
子　

高
木
嘉
彦　

竹
田
朝
子　

高
平
艶
子

田
村
久
夫　

野
崎
昭
子　

野
治
秀
夫　

野
田
久
子

楊
砂
織　

吉
田
貴
旨　

山
名
暁
美

ラ
ド
チ
ェ
ン
コ
・
デ
ィ
ミ
ト
リ

初
稽
古
師
に
賜
は
り
し
帯
締
め
て
　
楊
　
麻
紗

新
春
に
舞
ふ
や
八
十
路
の
友
交
へ
　
楊
　
麻
紗

つ
つ
が
な
き
足
の
運
び
や
寒
稽
古
　
丸
山
實
子

田村久夫師範の音頭で一本締め

独立歩に向けて気が引き締まる

80歳代の方を拍手で寿ぐ

気息の合わさった「単鞭」

慎重に慎重に片脚を上げる
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■
養
心
会
新
春
懇
親
会

 

事
務
局

こ
の
上
も
な
い
晴
天
に
恵
ま
れ
た
2
月
11
日
、
上

野
公
園
に
あ
る
西
洋
料
理
の
老
舗
上
野
精
養
軒
・
桐

の
間
に
お
い
て
、「
2
0
1
6
年
新
春
懇
親
会
」
が

開
か
れ
ま
し
た
。ご
来
賓
の
帯
津
良
一
先
生
は
じ
め
、

大
阪
、
常
滑
の
遠
路
か
ら
と
東
京
近
隣
の
お
仲
間
が

大
勢
集
ま
り
、
春
日
差
し
の
差
し
込
む
明
る
い
会
場

で
和
や
か
で
愉
し
い
会
と
な
り
ま
し
た
。

初
め
に
挨
拶
に
立
た
れ
た
楊
麻
紗
先
生
は
、
参
加

者
へ
の
謝
辞
を
述
べ
た
後
、
楊
名
時
先
生
が
亡
く
な

ら
れ
て
初
め
て
見
る
夢
の
お
話
を
さ
れ
ま
し
た
。
そ

の
夢
の
中
で
楊
名
時
先
生
は
「
太
極
拳
は
気
で
あ
り

太
陽
で
あ
る
。
自
然
の
神
に
繋
が
る
神
聖
な
武
術
、

明
る
さ
が
命
で
す
」
と
、
仰
ら
れ
た
そ
う
で
す
。

診
療
と
執
筆
お
よ
び
講
演
を
こ
な
さ
れ
多
忙
な
帯

津
良
一
先
生
は
、『
週
刊
朝
日
』
で
対
談
さ
れ
た
相

澤
英
之
氏
（
元
大
蔵
事
務
次
官
・
弁
護
士
）
に
つ
い

て
お
話
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
相
澤
氏
は
96
歳
の
高
齢

に
も
関
わ
ら
ず
矍
鑠
と
し
て
お
り
、
元
気
に
仕
事
を

こ
な
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
ま
た
、
大
変
な
お
酒

好
き
と
の
こ
と
。
そ
し
て
、
傘
寿
を
迎
え
ら
れ
た
帯

津
先
生
は
生
き
方
と
し
て
、〈
平
常
心
（
積
極
的
に

物
事
に
関
心
を
抱
く
）・
直
感
・
と
き
め
き
〉
が
大

事
で
す
と
、
語
ら
れ
ま
し
た
。

乾
杯
の
音
頭
を
と
っ
て
く
だ
さ
っ
た
82
歳
の
下
村

の
ぶ
子
海
竜
社
社
長
は
、
多
忙
の
た
め
教
室
で
の
稽

古
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
毎
日
仏
壇
で
楊
名
時
先
生
と

お
会
い
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
サ
プ

ラ
イ
ズ
。
海
竜
社
刊
の
帯
津
先
生
著
『
健
康
暦
』
を

参
加
者
全
員
に
お
祝
い
と
し
て
プ
レ
ゼ
ン
ト
す
る
と

の
、
下
村
社
長
の
言
葉
に
喜
び
の
声
が
上
が
り
ま
し

た
。出

さ
れ
る
料
理
は
ど
れ
も
上
品
な
味
付
け
で
美
味

し
く
、舌
鼓
を
打
ち
な
が
ら
宴
は
た
け
な
わ
と
な
り
、

余
興
で
は
下
地
直
子
さ
ん
が
、
祝
宴
の
座
開
き
と
し

て
踊
ら
れ
て
い
る
「
か
ぎ
ゃ
で
風
」
と
い
う
琉
球
舞

踊
を
披
露
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
祝
儀
舞
踊
は
3
0
0

年
以
上
伝
え
ら
れ
て
い
る
琉
球
古
典
舞
踊
の
一
つ
。

歌
の
意
味
は
、〈
今
日
の
嬉
し
さ
は
何
に
た
と
え
ら

れ
よ
う
か　

ま
る
で
蕾
ん
で
い
た
花
が
朝
露
に
出
合

い　

花
開
い
た
よ
う
だ
〉
と
い
う
も
の
。

ま
た
、常
滑
の
杉
江
満
寿
夫
師
範
の
ス
ピ
ー
チ
は
、

楊
名
時
先
生
と
の
初
対
面
で
の
気
の
パ
ワ
ー
の
凄
さ

を
話
さ
れ
、
大
阪
の
茶
木
康
晴
師
範
は
、
6
名
の
参

加
者
を
紹
介
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
続
い
て
、
麻

紗
先
生
が
テ
ー
ブ
ル
ご
と
に
参
加
者
を
紹
介
さ
れ
た

後
、
会
が
始
ま
る
前
に
帯
津
先
生
が
サ
イ
ン
を
し
て

く
だ
さ
っ
た
『
健
康
暦
』
が
配
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の

本
を
皆
さ
ん
が
し
ば
ら
く
目
を
通
さ
れ
て
か
ら
、
恒

例
の
服
部
洋
之
師
範
の
「
太
極
拳
」
の
暗
誦
で
す
。

太
極
拳
経
は
読
ん
で
も
聞
い
て
も
流
れ
る
よ
う
な
名

文
で
す
。

最
後
に
、
楊
砂
織
師
範
は
『
健
康
暦
』
の
〈
決
め

た
ら
迷
わ
な
い
〉
の
言
葉
に
、
新
た
な
道
に
前
進
す

る
決
心
が
つ
き
ま
し
た
と
の
閉
会
の
辞
で
、

2
0
1
6
年
新
春
懇
親
会
は
散
会
と
な
り
ま
し
た
。

帰
り
道
、
上
野
公
園
の
1
本
の
寒
桜
は
満
開
で
、

一
足
早
い
お
花
見
も
で
き
た
光
溢
れ
る
幸
せ
な
1
日

で
し
た
。

　楊名時先生の夢の話をされる楊麻紗先生傘寿の帯津良一先生
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◆
4
月
24
日
（
日
）
な
に
わ
友
の
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

健
康
太
極
拳
交
流
会

◆
5
月
12
日
（
木
）
草
加
太
極
拳
研
修
会

◆
5
月
15
日
（
日
）
肥
薩
友
好
会
研
修
大
会

〜
年
間
行
事
予
定
〜

指
導
者
研
修
会 

― 

決
定
 …
…
…
…
5
月
22
日

楊
名
時
先
生
を
偲
ぶ
太
極
拳

　
交
流
大
会
及
び
総
会 

― 

決
定
 …
6
月
11
日

会
報
発
行
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
7
月
中
旬

指
導
者
研
修
会
…
…
…
…
…
…
…
…
7
月
下
旬

指
導
者
研
修
会
…
…
…
…
…
…
…
…
9
月
下
旬

指
導
者
研
修
会
…
…
…
…
…
…
…
…
10
月
下
旬

常
滑
合
宿
交
流
会
…
…
…
…
…
…
…
11
月
初
旬

指
導
者
研
修
会
…
…
…
…
…
…
…
…
11
月
下
旬

会
報
発
行
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
12
月
中
旬

新
春
稽
古
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
1
月
上
旬

新
春
懇
親
会 

― 

決
定
 …
…
…
…
…
2
月
11
日

指
導
者
研
修
会
…
…
…
…
…
…
…
…
3
月
下
旬

会
報
発
行
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
3
月
下
旬

琉球古典舞踊を披露の下地直子さん 乾杯の音頭の下村のぶ子海竜社社長

常滑の杉江満寿夫師範 大阪の茶木康晴師範

太極拳経の服部洋之師範閉会の辞の楊砂織師範

第28号 （5）　2016.3.25

■
師
範
レ
ポ
ー
ト
よ
り

●
陰
陽
虚
実
に
つ
い
て

 

東
京
・
足
立
　
カ
ヨ
子
（
67
歳
）

太
極
は
、
万
物
の
根
源
で
あ
る
と
す
る
中
国
思
想

の
タ
ー
ム
で
あ
る
。
太
極
概
念
の
源
流
は
、
天
の
中

心
に
あ
っ
て
衆
星
を
統
御
す
る
か
の
如
く
見
え
る
不

動
の
一
点
、
北
辰
（
北
極
星
）
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら

れ
る
。

北
極
星
崇
拝
が
哲
学
化
さ
れ
た
系
譜
が
太
極
思
想

で
あ
る
。

特
に
易
経
で
「
易
に
太
極
あ
り
、
こ
れ
両
儀
を
生

じ
…
…
」
と
あ
り
、
陰
陽
説
が
展
開
さ
れ
、
後
に
五

行
説
と
結
合
さ
れ
る
。
長
い
歴
史
の
中
で
の
思
想
の

複
雑
な
消
長
進
展
に
触
れ
る
に
は
、私
の
力
に
余
る
。

陰
陽
説
は
、
全
て
の
物
象
は
陰
陽
二
つ
の
気
の
生

成
変
化
に
よ
っ
て
起
こ
る
と
す
る
。
全
て
の
も
の
は

陰
陽
ど
ち
ら
か
に
属
し
て
い
る
が
、
陽
の
中
に
も
陰

が
あ
り
、
陰
の
中
に
も
陽
が
存
在
し
、
陰
が
陽
に
な

り
、
陽
が
陰
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。（
太
極
図
）

楊
名
時
先
生
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
そ
の
著
書
の

中
で
「
陰
陽
相
合
わ
さ
っ
て
一
つ
の
こ
と
に
な
る
。

…
…
あ
ら
ゆ
る
芸
の
出
所
は
心
と
体
、陰
と
陽
で
す
。

太
極
拳
も
同
じ
で
す
」
と
書
い
て
い
る
。
又
「
体
の

至
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
に
虚
実
が
あ
り
、

虚
の
中
に
も
虚
と
実
が
あ
り
、
実
の
中
に
虚
と
実
が

あ
り
ま
す
。
…
…
虚
と
実
が
あ
る
か
ら
バ
ラ
ン
ス
が

保
て
る
の
で
す
」
と
。

太
極
拳
の
動
き
の
中
に
陰
陽
虚
実
と
い
う
相
反
す

る
相
互
運
動
が
あ
り
、
そ
れ
が
入
れ
か
わ
っ
た
り
す

る
こ
と
を
考
え
る
と
、
世
界
を
見
る
視
点
も
鍛
え
ら

れ
る
よ
う
に
思
う
。

●
太
極
拳
を
や
っ
て
よ
か
っ
た
こ
と

 

東
京
・
足
立
　
カ
ヨ
子
（
67
歳
）

亡
夫
と
太
極
拳
を
始
め
て
11
年
。
続
け
ら
れ
た
の

は
太
極
拳
が
好
き
だ
か
ら
だ
。
何
が
好
き
か
。
何
よ

り
動
き
が
ゆ
っ
く
り
な
こ
と
、
一
つ
の
動
き
の
終
り

が
次
の
動
き
の
始
ま
り
に
な
っ
て
い
て
途
切
れ
る
こ

と
が
な
い
こ
と
、
ゆ
っ
く
り
動
き
な
が
ら
見
送
っ
た

多
く
の
子
ど
も
た
ち
や
夫
と
語
り
合
え
る
こ
と
、
そ

し
て
円
を
描
い
て
動
き
舞
い
終
り
に
は
始
め
と
同
じ

所
に
戻
る
こ
と
、
で
も
そ
の
時
は
始
め
の
時
の
心
持

ち
と
は
違
っ
て
、
心
地
良
さ
と
軽
い
疲
れ
で
幸
せ
な

気
分
に
な
っ
て
い
る
。

続
け
て
き
た
今
、
余
計
な
こ
と
を
考
え
ず
、
呼
吸

に
集
中
し
て
舞
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き

た
と
思
う
。
呼
吸
は
、
自
分
を
見
つ
め
る
為
に
も
他

者
と
響
き
合
う
為
に
も
大
事
だ
と
い
う
こ
と
。
仕
事

（
重
い
心
や
病
気
の
子
ど
も
た
ち
の
教
育
）
や
趣
味

の
ア
コ
ー
デ
ィ
オ
ン
の
活
動
を
通
し
て
も
、
実
感
し

て
き
た
。

そ
の
大
き
な
き
っ
か
け
を
、
太
極
拳
の
稽
古
が
提

供
し
て
く
れ
た
と
思
っ
て
い
る
。
又
太
極
拳
の
陰
陽

虚
実
の
動
き
を
通
し
て
、
自
分
の
体
を
通
し
て
自
分

を
知
る
こ
と
や
、
物
事
を
相
対
的
に
見
る
こ
と
の
大

事
さ
を
学
ぶ
チ
ャ
ン
ス
に
も
な
っ
て
い
る
。

※
今
回
は
足
立
師
範
の
レ
ポ
ー
ト
二
つ
を
載
せ
ま

し
た
。

■
タ
ン
ポ
ポ
を
踏
ま
じ
と

　
舞
ふ
や
太
極
拳 

楊
　
麻
紗

私
の
故
郷
は
新
潟
県
の
山
間
の
村
で
、
豪
雪
地
帯

で
あ
る
。
今
は
地
球
温
暖
化
に
よ
り
雪
は
少
な
く

な
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
1
メ
ー
ト
ル
近
く
の
積
雪
は

あ
る
。
上
京
す
る
ま
で
の
20
年
間
、
私
は
正
月
に
一

度
も
太
陽
の
姿
を
見
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。

4
月
上
旬
雪
が
解
け
、
万
物
蘇
生
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

が
動
き
始
め
る
と
、
ロ
ゼ
ッ
ト
状
の
タ
ン
ポ
ポ
が
到

る
所
に
可
憐
な
花
を
咲
か
せ
る
。
そ
の
黄
色
は
人
々

に
春
を
迎
え
た
喜
び
と
元
気
を
与
え
る
。子
供
の
頃
、

タ
ン
ポ
ポ
の
野
原
で
ボ
ー
ル
投
げ
を
し
て
遊
ん
だ

が
、
地
中
深
く
根
を
張
り
悪
環
境
の
下
で
も
咲
く
生

命
力
の
強
さ
を
知
っ
た
。

故
郷
を
去
り
、
中
国
で
生
ま
れ
た
「
太
極
拳
」
の

指
導
と
普
及
を
生
業
と
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら

も
、
タ
ン
ポ
ポ
は
私
に
元
気
を
与
え
て
く
れ
る
花
に

な
っ
た
。
太
極
拳
は
、
武
術
を
源
と
す
る
呼
吸
法
を

伴
っ
た
健
康
運
動
「
気
功
」
で
あ
る
。
気
功
で
大
切

な
の
は
調
身
・
調
息
・
調
心
。
そ
の
中
で
心
を
調
え

る
こ
と
が
一
番
難
し
い
た
め
、太
極
拳
を
舞
う
前
に
、

好
き
な
風
景
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
精
神
統
一
を
行
う
の

で
あ
る
。

私
が
思
い
描
く
風
景
は
、
タ
ン
ポ
ポ
の
咲
く
故
郷

の
野
原
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
立
つ
自
分
に
春

日
が
燦
燦
と
降
り
注
ぎ
、
悩
み
や
体
の
サ
ビ
を
洗
い

流
し
て
く
れ
る
た
め
病
気
に
な
ら
な
い
と
、
暗
示
を

掛
け
る
の
で
あ
る
。今
ま
で
健
康
で
過
ご
せ
た
の
は
、

こ
の
自
己
暗
示
の
お
陰
か
も
し
れ
な
い
。

俳
誌
『
山
暦
』
よ
り
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■
楊
名
時
先
生
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

　
温
め
酒 

楊
　
麻
紗

〈
林
間
に
酒
を

め
て
紅
葉
を
焼
く
〉
と
い
う
故

事
が
あ
り
ま
す
。
白
居
易
が
陝
西
省
の
仙
遊
寺
に
遊

ん
だ
時
に
詠
ん
だ
句
で
、
初
冬
の
風
流
を
述
べ
た
も

の
で
す
。
ま
た
、
こ
の
句
は
平
家
物
語
の
高
倉
天
皇

の
逸
話
で
も
有
名
で
、
私
は
中
学
時
代
に
知
り
ま
し

た
。
高
倉
天
皇
が
10
歳
の
頃
、
庭
の
築
山
に
紅
葉
を

植
え
楽
し
ま
れ
て
い
ま
し
た
が
、
あ
る
夜
嵐
が
吹
き

紅
葉
を
散
ら
し
て
し
ま
っ
た
。
翌
朝
、
召
使
た
ち
は

そ
の
紅
葉
を
か
き
集
め
て
焚
き
火
を
し
て
、
酒
を
温

め
て
飲
ん
だ
の
で
す
。
そ
の
こ
と
を
知
っ
た
天
皇
は

叱
る
こ
と
な
く
、
詩
の
心
を
解
っ
て
い
る
と
逆
に
褒

め
ら
れ
た
と
い
う
逸
話
で
す
。

さ
て
、
楊
名
時
先
生
は
無
類
の
お
酒
好
き
で
あ
り

社
交
好
き
。
酒
席
や
集
ま
り
に
は
必
ず
と
い
っ
て
い

い
ほ
ど
出
席
し
、
家
で
も
晩
酌
を
欠
か
し
た
こ
と
が

あ
り
ま
せ
ん
。
一
番
好
ま
れ
た
の
は
ビ
ー
ル
で
、
キ

リ
ン
の
一
番
絞
り
。
季
節
を
問
わ
ず
ま
ず
ビ
ー
ル
で

喉
を
潤
し
、
後
は
料
理
に
合
わ
せ
て
日
本
酒
で
あ
っ

た
り
中
国
酒
で
あ
っ
た
り
し
ま
す
が
、
洋
酒
や
ワ
イ

ン
は
あ
ま
り
飲
み
ま
せ
ん
で
し
た
。
中
国
酒
で
は
温

め
た
「
紹
興
酒
」
を
一
番
多
く
飲
み
ま
し
た
。
ま
た
、

帯
津
良
一
先
生
が
診
療
を
終
え
て
楊
先
生
宅
を
訪
れ

た
時
は
、「
茅
台
酒
」
や
「
白
乾
児
」
ま
た
は
「
分
酒
」

な
ど
の
強
い
酒
を
少
し
飲
む
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

帯
津
先
生
は
お
酒
が
と
て
も
強
く
、
50
度
ぐ
ら
い
あ

る
こ
れ
ら
の
酒
を
オ
ン
ザ
ロ
ッ
ク
で
飲
ま
れ
て
い
ま

し
た
。
酒
を
酌
み
交
わ
し
な
が
ら
、
世
間
話
な
ど
は

一
切
せ
ず
太
極
拳
や
気
功
な
ど
の
話
題
に
花
を
咲
か

せ
、
愉
し
そ
う
に
過
ご
し
ま
す
。
そ
し
て
、
判
で
押

し
た
よ
う
に
、
夜
の
8
時
半
に
な
る
と
帯
津
先
生
は

お
帰
り
に
な
り
ま
し
た
。お
二
人
と
も
、節
度
を
も
っ

て
お
酒
を
心
か
ら
愉
し
む
達
人
で
し
た
。

楊
先
生
が
亡
く
な
ら
れ
て
10
年
。
今
頃
、
あ
の
世

で
楊
先
生
は
太
極
拳
の
仲
間
と
温
め
酒
を
愉
し
ん
で

お
ら
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

■
太
極
拳
と
わ
た
し

太
極
拳
同
好
会
　
天
野
　
隆
司

野
治
秀
夫
先
生
の
太
極
拳
教
室
に
入
門
し
て
早
く

も
3
年
に
な
り
ま
す
。
当
時
わ
た
し
は
う
つ
病
に
苦

し
ん
で
お
り
、
手
元
に
抱
え
た
翻
訳
は
一
向
に
進
ま

ず
、
本
を
開
く
気
力
も
な
く
、
毎
日
を
鬱
々
と
過
ご

し
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
時
た
ま
た
ま
船
橋

市
・
北
習
志
野
公
民
館
で
ク
ラ
ブ
活
動
一
覧
表
の
な

か
に
「
太
極
拳
同
好
会
」
の
文
字
を
見
つ
け
、
文
字

通
り
藁
を
も
掴
む
気
持
ち
で
入
門
を
決
意
し
、
す
ぐ

さ
ま
代
表
の
方
に
電
話
し
入
会
し
た
い
旨
を
伝
え
ま

し
た
。

わ
た
し
は
入
門
初
日
の
こ
と
を
忘
れ
ま
せ
ん
。
当

時
、
同
好
会
の
人
数
は
5
、
6
人
に
過
ぎ
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
野
治
先
生
の
指
導
の
下
、
み
な
さ
ん
は
活

力
・
活
気
に
あ
ふ
れ
、
和
気
あ
い
あ
い
、
稽
古
を
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
稽
古
の
あ
と
、
野
治
先
生

が
お
っ
し
ゃ
っ
た
言
葉
は
、い
ま
で
も
忘
れ
ま
せ
ん
。

「
太
極
拳
の
稽
古
の
極
意
は
、
麻
紗
先
生
の
お
っ

し
ゃ
る
よ
う
に
、
調
心
、
調
息
、
調
身
で
す
。
し
た

が
っ
て
稽
古
は
一
人
で
や
る
よ
り
、
数
人
で
や
る
の

が
よ
い
。
数
人
の
心
の
〈
気
〉
が
一
つ
に
な
り
、
よ

り
強
い
〈
気
〉
に
な
っ
て
、
人
び
と
の
心
に
還
っ
て

い
く
か
ら
で
す
」

そ
し
て
昨
年
、
あ
る
日
突
然
、
翻
訳
を
や
る
気
力

が
出
て
き
た
の
で
す
。
本
も
読
め
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。一
日
一
万
歩
も
歩
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

常
用
し
て
い
た
睡
眠
薬
も
飲
ま
な
く
な
り
、
寝
つ
き

よ
く
な
り
ま
し
た
。中
断
し
て
い
た
翻
訳
も
再
開
し
、

よ
う
や
く
刊
行
す
る
こ
と
も
で
き
ま
し
た
。

こ
れ
が
す
べ
て
太
極
拳
の
お
陰
と
は
申
し
ま
せ

ん
。
精
神
科
に
も
通
い
、薬
も
飲
ん
で
お
り
ま
し
た
。

し
か
し
太
極
拳
に
集
中
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
少

な
り
と
も
気
持
ち
を
外
に
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
も
事
実
で
す
。
今
は
相
変
わ
ら
ず
蝸
牛
の
ご
と

き
進
歩
で
す
が
、
太
極
拳
の
同
志
と
と
も
に
、
稽
古

に
集
中
し
て
、
次
の
翻
訳
に
向
か
い
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。

（
注
記
）

平
成
27
年
11
月
1
日
刊
行

サ
マ
セ
ッ
ト
・
モ
ー
ム
著

『
片
隅
の
人
生
』
ち
く
ま
文
庫

翻
訳
：
天
野
隆
司

帯津三敬塾カレンダーより
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■
十
六
関
要
訣
の
解
説（
そ
の
3
）

七
、
運
之
於
掌

体
全
体
を
運
ぶ
の
は
、
手
の
ひ
ら
に
あ
る
、
と
い

う
こ
と
で
す
ね
。

「
運
」
は
運
行
す
る
こ
と
、
運
ぶ
こ
と
、
運
用
す

る
こ
と
。

手
の
ひ
ら
を
「
手
心
」、
手
の
甲
を
「
手
背
」
と

言
い
ま
す
が
、
手
の
ひ
ら
に
は
労
宮
を
は
じ
め
と
し

て
大
事
な
ツ
ボ
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
こ
の
手
の

ひ
ら
に
気
を
こ
め
て
、
体
を
運
ぶ
の
で
す
。

人
間
の
手
は
、
ち
ょ
う
ど
、
あ
ひ
る
が
水
中
を
泳

ぐ
と
き
の
足
か
き
の
よ
う
に
、
体
を
動
か
す
と
き
に

体
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
り
、
船
の
か
じ
の
よ
う
な

役
目
を
す
る
の
で
す
。
太
極
拳
で
は
、
こ
の
自
然
の

理
に
従
っ
て
体
を
動
か
し
、バ
ラ
ン
ス
を
と
る
上
で
、

手
の
ひ
ら
を
大
事
に
し
て
い
る
の
で
す
。

八
、
通
之
於
指

気
を
通
わ
す
の
は
指
先
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
で

す
。指

先
と
い
う
の
は
、
大
宇
宙
と
、
わ
が
小
宇
宙
の

通
り
門
な
の
で
す
ね
。
指
先
か
ら
気
を
通
わ
す
。
指

先
か
ら
大
宇
宙
の
気
を
通
わ
せ
る
の
で
す
。

動
き
は
指
先
か
ら
気
を
通
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て

導
き
ま
す
。「
十
指
連
心
」十
本
の
指
は
心
に
連
な
っ

て
い
る
の
で
す
。
心
を
こ
め
て
、
指
先
に
気
を
通
わ

せ
て
く
だ
さ
い
。

京
劇
や
歌
舞
伎
、
能
で
は
、
指
先
の
動
き
は
、
美

の
奥
義
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
指
先
の
持
つ

重
大
な
意
味
、
働
き
が
わ
か
れ
ば
う
な
ず
け
る
と
い

う
も
の
で
す
。

芸
術
も
武
術
も
気
功
も
せ
ん
じ
つ
め
れ
ば
、
同
じ

と
こ
ろ
に
行
き
つ
く
の
は
当
然
の
こ
と
か
も
知
れ
ま

せ
ん
。
心
理
は
一
つ
な
の
で
す
。

九
、
斂
之
於
髄

「
斂
」
は
納
め
る
こ
と
、
か
た
む
け
る
こ
と
、
し

ま
う
こ
と
、
で
す
ね
。「
髄
」
は
ご
存
知
の
よ
う
に
、

骨
の
中
を
通
っ
て
い
る
神
経
な
ど
が
つ
ま
っ
て
い

る
、
い
の
ち
の
大
切
な
源
で
す
。

こ
の
大
事
な
場
所
に
何
を
納
め
る
か
。
そ
れ
は
気

な
の
で
す
。
気
は
体
中
を
め
ぐ
ら
し
骨
の
髄
に
納
め

る
の
で
す
。

骨
の
髄
に
納
め
た
気
は
、
大
切
な
い
の
ち
の
源
と

な
り
、生
き
る
活
力
と
な
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
、

あ
な
た
を
輝
か
せ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

気
功
の
古
典
に
『
易
筋
経
』『
洗
髄
経
』
と
い
う

の
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
項
の
言
葉
は
、
こ
れ
ら
の

教
え
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
ま
す
。

十
、
達
之
於
神

「
達
」
は
通
ず
る
、
伝
達
す
る
な
ど
の
意
味
。

「
神
」
は
神
経
。
特
に
脳
神
経
を
さ
し
て
い
ま
す
。

体
中
す
み
ず
み
に
気
を
伝
達
す
る
の
は
神
経
で
あ

る
、
と
い
う
意
味
で
す
。

気
は
、
前
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
よ
う
に
、
心

か
ら
生
じ
ま
す
。
や
わ
ら
か
な
、
ま
ろ
や
か
な
、
平

ら
か
な
静
か
な
心
で
す
。

心
か
ら
出
た
気
は
神
経
に
よ
っ
て
全
身
く
ま
な
く

め
ぐ
ら
さ
れ
る
の
で
す
。
気
が
め
ぐ
れ
ば
血
が
め
ぐ

り
ま
す
。
こ
う
し
て
健
康
は
保
た
れ
る
の
で
す
。

気
は
、
こ
の
静
か
な
や
わ
ら
か
な
心
か
ら
出
る
気

で
あ
っ
て
こ
そ
、
よ
い
気
な
の
で
す
。
そ
れ
は
愛
の

気
だ
か
ら
で
す
。
愛
の
気
は
育
て
る
気
、
健
康
の
気

で
す
。
怒
り
や
う
ら
み
の
心
か
ら
出
る
気
は
マ
イ
ナ

ス
の
気
、
悪
い
気
で
す
か
ら
、
健
康
を
損
な
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。

■
用
語
・
成
語
の
ミ
ニ
解
説

●
套
路
と
推
手

太
極
拳
は
武
術
を
源
と
し
た
健
康
法
で
あ
り
気
功

で
す
が
、「
武
」
と
い
う
本
来
の
意
味
は
漢
字
の
構

成
法
か
ら
見
る
と
武
器
を
納
め
る
、
戦
い
を
止
め
る

こ
と
で
し
た
。
数
あ
る
武
術
の
中
で
、
こ
の
武
の
精

神
を
最
も
大
切
に
し
て
い
る
の
が
太
極
拳
で
す
。
楊

名
時
先
生
は
、「
太
極
拳
は
平
和
拳
法
だ
よ
」
と
常

に
語
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

武
術
と
し
て
の
太
極
拳
の
練
習
は
、「
套
路
」と「
推

手
」
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
套
路
は
自
分

を
知
る
た
め
で
あ
り
、
推
手
は
相
手
を
知
る
た
め
の

修
練
と
い
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
套
路
で
は
内
面
の

静
を
保
ち
な
が
ら
、
全
て
の
動
き
は
重
心
の
安
定
と

バ
ラ
ン
ス
感
覚
を
培
い
、
推
手
は
相
手
の
攻
撃
を
変

化
さ
せ
て
身
の
安
全
を
保
つ
も
の
で
す
。

武
術
に
限
ら
ず
太
極
拳
を
学
ぶ
も
の
は
、
こ
の
二

つ
を
修
練
す
る
の
が
理
想
と
さ
れ
ま
す
が
、
楊
名
時

先
生
は
推
手
を
省
き
ま
し
た
。
太
極
拳
を
健
康
法
・

気
功
と
し
て
の
側
面
を
最
重
要
視
し
た
か
ら
で
す
。

因
み
に
、
套
路
の
意
味
は
型
を
順
序
に
従
っ
て
行

う
こ
と
で
、
楊
名
時
太
極
拳
の
通
し
稽
古
に
当
た
り

ま
す
。
推
手
は
組
み
手
の
意
味
で
す
。
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■
会
費
納
入
の
お
願
い

28
年
度
の
年
会
費
は
三
千
円
で
す
が
、
平
成
28
年

10
月
〜
29
年
1
月
ま
で
に
入
会
さ
れ
る
方
は
、
半
額

の
千
五
百
円
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
夫
婦
会
員
の
場

合
は
五
千
円
で
す
。

お
手
数
を
お
か
け
い
た
し
ま
す
が
、
お
教
室
担
当

の
先
生
方
は
会
費
を
取
り
ま
と
め
て
、
5
月
31
日
ま

で
養
心
会
事
務
局
宛
に
お
送
り
下
さ
い
ま
す
よ
う
、

お
願
い
い
た
し
ま
す
。
振
込
手
数
料
の
か
か
ら
な
い

加
入
者
負
担
の
用
紙
を
同
封
い
た
し
ま
し
た
の
で
、

こ
ち
ら
を
ご
使
用
下
さ
い
。

■
癒
し
の
風
景

【
編
集
後
記
】

1
月
の
初
稽
古
お
よ
び
2
月
の
懇
親
会

は
、
皆
様
の
ご
協
力
に
よ
り
盛
会
に
終
わ

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
心
よ
り
お
礼
申

し
上
げ
ま
す
。

2
月
の
初
め
嬉
し
い
こ
と
が
あ
り
ま
し

た
。
私
の
教
室
に
「
百
華
拳
」
を
習
い
た

い
と
、
岩
手
か
ら
上
京
し
た
ご
夫
妻
の
こ

と
で
す
。
従
来
の
百
花
拳
の
動
き
の
中
に
、

非
常
に
無
理
な
動
き
が
あ
る
の
で
、
改
良

し
た
養
心
会
の
百
花
拳
を
マ
ス
タ
ー
し
た

い
と
の
こ
と
で
し
た
。
教
室
の
皆
と
通
し

稽
古
の
あ
と
、
3
回
百
華
拳
の
稽
古
を
行

な
い
ま
し
た
。
ご
夫
妻
は
穏
や
か
な
気
の

持
ち
主
で
、
皆
と
溶
け
合
い
何
の
違
和
感

も
な
く
稽
古
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

後
日
、
ご
主
人
か
ら
「
早
速
実
行
し
た

と
こ
ろ
、
ぐ
ら
つ
き
易
い
年
配
の
方
に
大

変
喜
ば
れ
ま
し
た
」
と
、
お
礼
の
電
話
が

あ
り
ま
し
た
。

新
年
度
の
ス
タ
ー
ト
で
す
！
心
弾
ま
せ

太
極
拳
に
励
み
ま
し
ょ
う
。
新
た
な
出
合

い
を
念
じ
つ
つ
。 

（
楊
麻
紗
）

ホームページ用
原稿募集！！

ホームページを更に充
実したいと思います。
各地の行事、情報、レ
ポート、写真等、事務
局までお寄せ下さい。

● ホームページアドレス ●
http://www.taikyokuken.jp

楊　
　

麻
紗 

5
万
円

下
村
の
ぶ
子 

5
万
円

寄
付
を
頂
き
ま
し
た
。

お知らせ
楊名時先生を偲ぶ太極拳交流大会

恒例の「楊名時先生を偲ぶ太極拳交流大会」を下記の通り開催いたします。今年は帯津良一先生を
お迎えし、ご講話をお願いしております。テーマは帯津先生にお任せしておりますので、楽しみに
して下さい。大勢の皆様のご参加をお待ちしております。

＜交通のご案内＞
京橋プラザ区民館
〒104-0061　中央区銀座1丁目25番3号

中央区役所　京橋プラザ分庁舎2階
●TEL　03-3561-5163
●最寄駅
有楽町線 新富駅から （2番出口から徒歩3分）
都営浅草線 宝町駅から （A1出口から徒歩3分）
有楽町線 銀座一丁目駅から
  （7番出口から徒歩3分）
日比谷線 八丁堀駅から
  （A3出口から徒歩6分）

日　時 2016年6月11日（土）
13：45～16：30（13：20受付開始）

会　場 京橋プラザ区民館

服　装
道着、ない方は白のTシャツ（養心会Tシャ
ツの黒、紺又は紫も可）、ズボンは自由。
ワッペンのある方は着用

参加費 養心会会員2,000円／他2,500円
当日受付も可

申　込 教室単位。教室の先生方は、ご面倒でも参加者
および会費の取りまとめをお願いいたします。

締　切 申込書に参加費を添えて、5月31日までに郵
便為替で事務局へ送付してください。

桜にメジロ
（東京・池上本門寺　写真／安田要）


