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秋
田
県
内
梅
花
講
の
現
状
に
つ
い
て

　

昨
年
末
に
、
県
内
梅
花
講
実
態
調
査
と
称
し
、
現
時
点
で
の
県
内
梅
花
講
数
及
び
講
員
数
を
把
握
す

る
べ
く
、
県
内
全
講
へ
実
態
調
査
を
依
頼
し
ま
し
た
（※

九
教
区
﹇
能
代
市
・
山
本
郡
﹈
は
、
約
二
年

前
に
当
時
の
教
区
長
よ
り
依
頼
を
受
け
調
査
済
み
の
為
、
除
外
）。
そ
れ
に
よ
り
、
死
亡
・
老
齢
等
に

よ
る
多
数
の
除
籍
申
請
が
届
き
、
そ
れ
に
伴
い
閉
講
を
決
め
た
講
も
あ
り
、
令
和
元
年
末
の
時
点
で
、【
一

四
四
講
・
四
五
〇
九
名
】
登
録
さ
れ
て
い
た
講
員
が
、今
年
の
三
月
十
日
時
点
で
、講
数
が
【
一
三
九
講
（
五

講
減
）】、
講
員
が
【
三
五
七
四
名
（
九
三
五
名
減
）】
と
い
う
驚
く
べ
き
調
査
結
果
が
出
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
結
果
に
憂
う
こ
と
な
く
、
各
々
が
信
念
を
持
っ
て
梅
花
流
の
研
鑚
に
努
め
る
こ
と
に

よ
り
、秋
田
県
内
全
域
に
も
っ
と
も
っ
と
「
梅
花
」
が
咲
き
誇
っ
て
く
れ
ま
す
こ
と
を
念
じ
て
お
り
ま
す
。

令和３年６月１日

カタクリの花（3月下旬・由利本荘市西目町根子ノ沢）

曹
洞
宗
秋
田
県
宗
務
所

　
　
　
　
　
梅
花
主
事

中
　
村
　
卓
　
道

な
か
　   

　
む
ら

た
く
　   

　
ど
う

　秋田県宗務所では、感染対策を徹底した

上で、梅花講習会等の所内行事を徐々に再

開しております。写真の通り、コロナを境に

講習風景もすっかり様変わりしてしまいまし

た。我慢の日々はもう少し続きそうですが、

早期収束を願い、今できることを精一杯がん

ばって参りましょう！

宗務所檀信徒講習会の様子

（平成２９年４月）

（令和３年５月）

◆春の柔らかな日差しの中、恥ずかしげにうつむいて咲く姿が印象的な早春の花。 
　7～8年ほど地中で力を蓄え、地上にその可憐な姿を見せるのはほんの僅かな間だけである。



ど う ぎ ょ う ⑵第４８号

　

去
る
七
月
十
八
日
、恩
徳
寺
・
岩
舘
祖
芳
東
堂
老
師
が
ご

せ

ん

げ

遷
化
（
逝
去
）
な
さ
れ
ま
し
た
。

　

昨
年
の
令
和
元
年
九
月
に

し
ん
さ
ん
た
い
と
う
し
き

晋
山
退
董
式
が
行
わ
れ
て
ま
だ
一
年
も
経
た
な
い
夏
の
暑

さ
の
中
、
慈
悲
に
あ
ふ
れ
た
〝
き
っ
す
い
〞
の

和
尚
様
が
旅
立
た
れ
ま
し
た
。

　

百
カ
日
に
あ
た
る
十
月
二
十
四
日
・
二
十

五
日
の
両
日
、
本
葬
儀
が
恩
徳
寺
に
て
厳
修

な
さ
れ
ま
し
た
。

　

現
況
の
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て

ず

い

き

随
喜
（
参
加
）

さ
れ
る
和
尚
様
方
の
人
数
に
制
限
は
ご
ざ
い

ま
し
た
が
、
沢
山
の
檀
信
徒
様
、
ま
た
有
縁

の
方
々
が
ご
参
列
な
さ
れ
ま
し
た
。

　

老
師
が
生
涯
を
か
け
て
仏
様
の
教
え
を
広
め

て
来
ら
れ
た
梅
花
流
詠
讃
歌
の
し
ら
べ
の
も

と
、
涙
で
滲
ん
だ
式
場
全
体
で
老
師
の
生
前
の

面
影
を
偲
ん
だ
二
日
間
で
あ
り
ま
し
た
。

　

祖
芳
老
師
が
ふ
る
さ
と
鹿
角
に
残
さ
れ
た
功

績
は
、
目
に
見
え
る
形
で
の
寺
院
関
連
の
建
造

物
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
何
よ
り
も
『

お

ん

が

ん

温
顔
』

と
『

あ

い

ご

愛
語
』
を
配
っ
て
き
て
下
さ
っ
た
事
と
存

じ
ま
す
。

　

あ
の
「
地
蔵
菩
薩
」（
教
区
長
様
談
）
の
よ

う
な
笑
顔
と
共
に
、
ユ
ー
モ
ア
と
機
知
に
富
ん

だ
い
た
わ労
り
の
言
葉
を
頂
戴
し
、
心
が
と
て
も
優
し

く
な
り
、
ほ
っ
こ
り　

笑
顔
に
な
ら
れ
た
方
々

は
多
い
こ
と
と
存
じ
ま
す
。

　

祖
芳
老
師
、
こ
れ
か
ら
も
私
達
を
お
見
守
り

下
さ
い
ま
す
よ
う…

。

　

謹
ん
で
ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

合
掌

鹿
角
市
・

え

ん

つ

う

じ

圓
通
寺
住
職

菅
　
原
　
芳
　
徳

す
が
　   

　
わ
ら

ほ
う
　   

　
と
く

令和３年６月１日

　『
同
行
』
第
四
十
七
号
で
は
、
鹿
角
市
花
輪
・
恩
徳
寺
二
十
三
世

て
ん
け
い
そ
ほ
う

天
桂
祖
芳

大
和
尚
様
ご
遷
化
の
報
と
し
て
、
奥
山
芳
寿
老
師
か
ら
の
ご
寄
稿
を
掲
載
致
し

ま
し
た
。
今
回
は
、
鹿
角
曹
洞
宗
寺
院
護
持
会
報
『
こ
こ
ろ
』
よ
り
転
載
と
い

う
形
で
、
令
和
二
年
十
月
二
十
五
日
に
厳
修
さ
れ
た
本
葬
儀
の
様
子
を
菅
原
芳

徳
師
範
か
ら
ご
寄
稿
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
ま
た
、
梅
花
を
通
じ
て
ご
縁
の
あ
っ
た
お
二
人
の
梅
花
講
員
さ
ん
か
ら
も
、

祖
芳
老
師
を
偲
ん
で
ご
寄
稿
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

恩
徳
寺
東
堂
・

　
　
岩
舘
祖
芳
老
師 

本
葬
報
告

本葬～
ひ ん こ

秉炬仏事（秉炬師・吉田順一老師）

ほ
う
お
ん
し
ゃ
と
く

報
恩
謝
徳
　
七
十
七
年

ば
い
か
い
ち
り
ん

梅
花
一
輪
　

ほ
う
こ
う
を
つ
た
え
ん
や

伝
芳
香
乎

　（
恩
徳
寺
に
生
ま
れ
、
育
て
ら
れ
、
生
か
さ
れ
て

き
た
私
）

　
皆
様
の
ご
恩
に
報
い
、
徳
に
感
謝
し
て
参
っ
た
つ

も
り
の
七
十
七
年
で
し
た
。

　
梅
花
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
い
た
一
人
と
し
て
、
そ

の
か
ん
ば芳

し
い
香
り
（
す
ば
ら
し
い
み
教
え
）
を
お
伝
え

す
る
こ
と
は
で
き
た
で
し
ょ
う
か
。

遺
　
偈

ゆ
い

げ

本堂須弥壇上の遺影
そっこくき

卒哭忌［百カ日］法要（導師・柴田弘一老師）



　
令
和
二
年
七
月
十
八
日
、
突
然
の
訃
報
に
驚

き
言
葉
も
出
ま
せ
ん
で
し
た
。
ご
入
院
さ
れ
て

い
る
事
は
存
じ
て
お
り
ま
し
た
が
、
お
見
舞
い

に
行
く
事
も
叶
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
が
、
和
尚

さ
ん
は
必
ず
あ
の
笑
顔
で
元
気
に
退
院
な
さ
る

と
信
じ
て
い
ま
し
た
。

　
幼
少
の
頃
か
ら
祖
芳
和
尚
さ
ん
は
い
つ
も
穏

や
か
に
笑
顔
の
絶
え
な
い
方
で
し
た
。
お
寺
参

り
に
行
き
、
時
お
り
梅
花
の
練
習
日
に
遭
遇
し
、

御
詠
歌
に
心
癒
さ
れ
て
い
た
あ
る
日
、
和
尚
さ

ん
か
ら
お
誘
い
が
あ
り
お
仲
間
に
入
れ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
お
寺
の
諸
行
事
に
も
参
加
さ
せ

て
い
た
だ
き
、
旅
行
や
き
り
た
ん
ぽ
会
な
ど
、

た
く
さ
ん
の
楽
し
い
想
い
出
は
終
生
忘
れ
る
事

は
あ
り
ま
せ
ん
。
法
要
で
の
読
経
も
心
に
染
み
、

自
然
に
頭
が
下
が
り
ま
し
た
。
も
う
あ
の
笑
顔

と
美
し
い
声
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
思

う
と
本
当
に
寂
し
い
で
す
。
お
世
話
に
な
り
ま

し
た
。

　
昨
日
の
人
は
今
日
は
な
く
、

　
　
　
　
　
会
え
ば
別
る
る
世
の
な
ら
い

　
心
よ
り
御
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

ど う ぎ ょ う⑶ 第４８号 令和３年６月１日

１１教区梅花講員さんによる献詠遺弟・遺族による謝辞

壇上にてお唱えする祖芳老師
（県北大会にて）

真夏、お盆前の１１教区講習会にて

　
岩
舘
祖
芳
老
師
か
ら
梅
花
を
教
わ
っ
て
い
た
私
達
は
、「
祖
芳
先
生
」
と
お
呼
び
し

て
お
り
ま
し
た
の
で
、
文
章
の
中
で
も
そ
う
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
あ
る
梅
花
の
勉
強
会
の
日
、
祖
芳
先
生
か
ら
「
ど
う
い
う
理
由
で
梅
花
を
勉
強
す
る

気
に
な
っ
た
の
か
な
」
と
聞
か
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
理
由
と
言
わ
れ
て
も
特
に

浮
か
び
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
母
か
ら
聞
か
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
話
し
ま
し
た
。
そ
れ
は

「
昔
、
祖
母
は
お
寺
の
念
仏
講
に
参
加
し
て
い
た
。
そ
う
い
う
関
係
で
母
も
今
で
い
う

梅
花
を
や
り
始
め
た
」
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
母
か
ら
は
「
あ
な
た
は
年
上
の
人
を
敬

う
心
が
足
り
な
い
。
年
上
の
人
の
話
を
聞
く
心
が
な
い
。
お
寺
の
梅
花
に
参
加
し
て
勉

強
し
て
み
た
ら
」
と
言
わ
れ
て
始
め
ま
し
た
、
と
お
話
し
た
と
思
い
ま
す
。
祖
芳
先
生

は
そ
れ
を
、
あ
の
地
蔵
菩
薩
様
の
よ
う
な
笑
顔
で
静
か
に
聞
い
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
し

た
。

　
祖
芳
先
生
と
一
緒
の
勉
強
会
は
、
あ
の
笑
顔
と
あ
た
た
か
な
雰
囲
気
で
勉
強
が
進
ん

で
い
く
の
で
、
緊
張
す
る
こ
と
な
く
い
つ
も
楽
し
く
学
習
で
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
自
分

の
も
の
と
し
て
吸
収
で
き
、
長
年
続
け
て
こ
ら
れ
た
の
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

鹿
角
市
・

じ

ん

そ

う

じ

仁
叟
寺
梅
花
講
員

小
　
林
　
庸
　
子

こ
　       

ば
や
し

よ
う     

　
こ

祖
芳
先
生
を
偲
ん
で

鹿
角
市
・
恩
徳
寺
梅
花
講
員

工
　
藤
　
ト
シ
ヱ

く
　     

　
ど
う

祖
芳
老
師
の
想
い
出



ど う ぎ ょ う ⑷第４８号

　
　
　
良
寛
さ
ま

　
朝
な
夕
な
に
眺
め
入
る

　
波
間
に
浮
か
ぶ
佐
渡
が
島

　
良
寛
さ
ま
は
恋
し
い
の

　
佐
渡
は
死
な
れ
た
母
の
里

　
し
あ
わ
せ
だ
ろ
う
か
お
母
さ
ん

　
水
茎
の
あ
と
も
涙
に
か
す
み
け
り

　
　
在
り
し
昔
の
こ
と
を
お
も
え
ば

作
詞
　

あ
か
ま
つ
げ
っ
せ
ん

赤
松
月
船
　

　
　
◇
　
生
家
・
橘
屋
　
◇

　
良
寛
は
、
宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）
に
越
後

い

ず

も

ざ

き

出
雲
崎
に

生
ま
れ
ま
し
た
。
幼
名
は

え
い
ぞ
う

栄
蔵
、
生
家
は
古
く
か
ら
名
主

を
つ
と
め
た
山
本
家
で
し
た
。
同
家
は
屋
号
を

た
ち
ば
な
や

橘
屋
と
言

い
、
出
雲
崎
の
石
井
神
社
の
神
職
も
兼
務
す
る
名
家
で
し

た
。
栄
蔵
の
祖
父
・
新
左
衛
門
は
、
子
が
早
く
に
亡
く
な
り
、

佐
渡
の
相
川
町
の
親
戚
山
本
家
か
ら
ひ
で
（
一
説
、
の
ぶ
）

を
迎
え
養
女
と
し
、
そ
の
後
、
与
板
町
の
庄
屋
・

あ

ら

き

新
木
家

か
ら
泰
雄
を
婿
と
し
て
迎
え
ま
し
た
。
泰
雄
と
ひ
で
の
間

に
栄
蔵
を
初
め
と
し
て
七
人
の
弟
妹
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

泰
雄
は
文
学
好
き
の
性
質
で
、

い

な

ん

以
南
と
い
う
俳
号
を
持
つ

俳
人
と
し
て
も
知
ら
れ
ま
し
た
。

　
父
に
似
て
栄
蔵
は
学
問
好
き
で
し
た
。
当
時
近
郷
に
江

戸
で
修
学
し
て
き
た
儒
者
・

お

お

も

り

し

よ

う

大
森
子
陽
が
開
い
た
学
習
塾

に
学
び
、
漢
学
の
素
養
を
深
め
ま
し
た
。
そ
し
て
十
八
歳

で
名
主
見
習
い
と
な
り
ま
す
。

　
以
南
は
風
流
人
で
し
た
が
、
郷
村
を
ま
と
め
て
い
く
治

政
者
に
は
あ
ま
り
向
い
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
近
郷
の
名

主
・
京
屋
と
の
競
合
に
負
け
、
も
と
も
と
橘
屋
に
あ
っ
た

代
官
所
は
京
屋
に
移
り
、
地
元
の
農
民
・
漁
民
か
ら
も

信
用
を
な
く
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
良
寛
研
究
者
の
一
人

そ

う

ま

ぎ

ょ

ふ

う

相
馬
御
風
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

　
以
南
と
い
ふ
人
物
は
か
う
し
た
傾
き
か
け
た
家
運
を
挽

　
回
す
べ
く
最
不
適
当
、
ど
ち
ら
か
と
い
へ
ば
超
世
間
的

　
な
詩
人
肌
の
人
で
あ
っ
た
。

　
そ
し
て
栄
蔵
は
出
家
し
ま
す
。
橘
屋
の
菩
提
寺
は
真
言

宗
で
し
た
が
、
栄
蔵
が
身
を
寄
せ
た
の
は
隣
村
・
尼
瀬
の

曹
洞
宗
光
照
寺
住
職
・

げ
ん
じ
ょ
う
は
り
ょ
う

玄
乗
破
了
の
も
と
で
し
た
。
出
家

の
動
機
に
つ
い
て
確
か
な
こ
と
は
何
も
わ
か
っ
て
い
ま
せ

ん
。
良
寛
の
逸
話
を
編
集
し
た
『
良
寛
禅
師
奇
話
』
に
は
、

　
仏
に
入
る
そ
の
初
め
は
、
い
か
な
る
故
を
も
知
ら
ず
。

と
記
し
て
い
ま
す
。
栄
蔵
の
出
家
は
橘
屋
に
と
っ
て
大
変

な
驚
き
で
し
た
。
兄
弟
の
長
子
で
あ
り
、
父
の
跡
目
と
し

て
名
主
見
習
い
に
な
っ
た
ば
か
り
だ
っ
た
の
で
す
。

　
栄
蔵
が
寺
に
入
っ
て
五
年
後
に
、
光
照
寺
を
会
場
と
し

た
大
授
戒
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
戒
弟
は
二
百
二
十
八

人
。
戒
師
は
破
了
の
師
で
あ
っ
た
備
中
玉
島
・
円
通
寺
の

た
い
に
ん
こ
く
せ
ん

大
忍
国
仙
で
し
た
。
栄
蔵
は
そ
の
会
中
に
お
い
て
国
仙
か

ら
「
良
寛
」
の
名
を
授
け
ら
れ
、
国
仙
が
円
通
寺
に
帰
る

の
に
随
い
越
後
を
去
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
年
の
四

年
後
、
橘
屋
に
重
な
る
不
幸
が
訪
れ
ま
す
。
妻
ひ
で
が
逝

去
す
る
の
で
す
。
良
寛
は
そ
の
頃
国
仙
の
も
と
で
修
行
中

で
し
た
。
三
年
後
、
以
南
は
良
寛
の
弟
、
二
十
四
歳
の
由

之
に
家
督
を
譲
り
隠
居
し
ま
す
。
こ
の
後
、
以
南
は
越
後

梅
花
の
ふ
る
さ
と

〜 

詠
讃
歌
の
生
ま
れ
た
風
景 

〈
そ
の
二
十
六
　
良
寛
さ
ま
〉

心
優
し
い
清
貧
の
人
・
良
寛
（
二
）

せ
い

ひ
ん

令和３年６月１日

良寛堂（良寛生家跡） の良寛像
その視線のかなたには日本海に浮かぶ佐渡島が見える



ど う ぎ ょ う⑸ 第４８号

を
離
れ
、
そ
の
行
方
定
か
に
わ
か
ら
な
く
な
り
、
寛
政
七

年
（
一
七
九
五
）、
良
寛
三
十
八
歳
の
七
月
、
京
都
の
桂

川
に
入
水
自
殺
し
ま
す
。
由
之
が
継
い
だ
橘
屋
の
家
運
は

そ
の
後
も
衰
退
し
、
文
化
七
年
（
一
八
一
〇
）
に
は
つ
い

に
当
主
・
由
之
は
家
財
没
収
、
所
払
い
の
処
分
を
受
け
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
良
寛
五
十
三
歳
の
年
で
し
た
。

　
良
寛
こ
と
栄
蔵
の
生
家
は
、
こ
の
よ
う
に
悲
運
の
渦
中

に
あ
り
ま
し
た
。
備
中
で
の
厳
し
い
禅
修
行
、
そ
し
て
越

後
へ
帰
っ
て
か
ら
の
子
ど
も
た
ち
と
遊
ぶ
笑
顔
、
そ
の
と

き
ど
き
の
良
寛
の
胸
底
に
は
父
母
・
弟
妹
へ
の
思
い
が
途

切
れ
る
こ
と
な
く
湧
き
出
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
◇
　
父
母
へ
の
お
も
ひ
　
◇

　
良
寛
が
自
身
の
出
家
の
こ
と
を
ふ
り
返
っ
た
詩
歌
が
あ

り
ま
す
。

　
　
題
知
ら
ず

　
旅
行
く
時
に
た
ら
ち
ね
の
　
母
に
別
れ
を
告
げ
た
れ
ば

　
今
は
こ
の
世
の
名
残
り
と
や
　
思
ひ
ま
し
け
む
涙
ぐ
み

　
手
に
手
を
と
り
て
我
が
面
を
　
つ
く
づ
く
と
見
し
面
影

　
は
　
な
お
目
の
前
に
あ
る
ご
と
し
　
父
に
い
と
ま
を
請

　
い
け
れ
ば
　
父
が
語
ら
く
世
を
捨
て
し
　
捨
て
が
ひ
な

　
し
と
世
の
人
に
　
言
わ
る
な
ゆ
め
と
言
ひ
し
こ
と
　
今

　
も
聞
く
ご
と
思
ほ
え
ぬ
　
母
が
心
の
睦
ま
じ
き
　
そ
の

　
睦
ま
じ
き
み
心
を
　
は
ふ
ら
す
ま
じ
と
思
ひ
つ
ぞ
　
つ

　
ね
哀
れ
み
の
心
持
し
　
う
き
世
の
人
に
向
か
ひ
つ
れ

　
父
が
言
葉
の
い
つ
く
し
き
　
こ
の
い
つ
く
し
き
み
言
葉

　
を
　
思
ひ
出
で
て
は
つ
か
の
間
も
　
法
の
教
へ
を
く
た

　
さ
じ
と
　
朝
な
夕
な
に
戒
め
つ
　
こ
れ
の
二
つ
を
父
母

　
が
　
形
見
と
な
さ
む
我
が
命
　
こ
の
世
の
中
に
あ
ら
む

　
限
り
は

　　
母
の
睦
ま
じ
き
心
、
父
の

い
つ
く厳

し
き
心
が
、
出
家
し
た
良

寛
の
心
の
支
え
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
良
寛
の
次
の
一
首

は
両
親
の
思
い
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
る
も
の
で
す
。

　
な
に
ゆ
ゑ
に
家
を
出
で
し
と
折
ふ
し
は

　
　
心
に
恥
じ
よ
墨
染
め
の
袖

　
父
の
死
後
、
良
寛
は
両
親
の
い
な
い
越
後
に
帰
り
ま
す
。

次
の
二
首
は
母
を
慕
う
歌
で
す
。

　
沖
つ
風
　
い
た
く
な
吹
き
そ
　
雲
の
浦
は

　
　
わ
が
た
ら
ち
ね
の
　

お
く
つ
き

奥
津
城
ど
こ
ろ

　
た
ら
ち
ね
の
　
母
が
形
見
と
朝
夕
に

　
　
佐
渡
の
島
ベ
を
　
う
ち
見
つ
る
か
も

　
雲
浦
と
は
出
雲
崎
の
浦
辺
、
奥
津
城
と
は
墓
所
の
こ
と

で
す
。

　
俳
人
と
し
て
の
以
南
は
北
越

し
ょ
う
ふ
う

蕉
風
中
興
の
祖
、
す
な
わ

ち
芭
蕉
の
俳
風
を
継
承
す
る
第
一
人
者
と
言
わ
れ
、
そ
の

実
力
は
高
く
評
価
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
次
の
一
句
、

　
朝
霧
に
　
一
段
低
し
　

ね
　
む
合
歓
の
花
　

　
こ
の
俳
句
短
冊
に
は
、
父
の
文
字
の
脇
に
良
寛
が
細
か

な
字
で
次
の
よ
う
に
書
き
つ
け
て
い
ま
す
。

　
み
づ
く
き
の
あ
と
も
涙
に
か
す
み
け
り

　
　
あ
り
し
昔
の
こ
と
を
思
ひ
ば

　
み
づ
く
き
（
水
茎
）
と
は
、
筆
ま
た
墨
跡
の
こ
と
。
父

の
筆
あ
と
を
み
る
と
生
前
の
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
思
い
出

さ
れ
て
涙
が
に
じ
む
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
僧
と
し
て
俗
縁
を
断
つ
べ
き
身
で
あ
り
な
が
ら
、
決
し

て
断
つ
こ
と
の
で
き
な
い
血
縁
へ
の
思
い
、
そ
れ
が
出
家

後
の
良
寛
の
心
の
綾
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。（

つ
づ
く
）

令和３年６月１日

【以南俳句短冊 】
上部左脇に細字で書きつけて

いるのが良寛の筆

朝
霧
尓
一
段
飛
具
し
合
歓
乃
花
　
以
南
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
美
都
久
幾
乃
安
登
裳
難
み
多
尓
可
数
気
利
安
理
し
無
可
之
能
こ
東
遠
お
も
悲
ハ
　
良
寛
拝
書
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朝
か
ら
晩
ま
で
テ
レ
ビ
で
は
コ
ロ
ナ
の
話
ば
か
り
が
続
き

ま
す
。
御
詠
歌
の
練
習
も
ま
ま
な
ら
ず
、
亡
く
な
っ
た
友
の

見
送
り
も
で
き
ず
、
淋
し
い
こ
の
頃
で
す
。

　
平
成
五
年
、
夫
の
洋
三
さ
ん
を
送
っ
て
く
だ
さ
っ
た
梅
花

講
員
さ
ん
の
御
詠
歌
に
涙
が
止
ま
ら
ず
、
す
ぐ
に
お
仲
間
に

入
れ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
四
国
八
十
八
ヵ
所
霊
場
め
ぐ
り
、

西
国
三
十
三
所
巡
礼
の
旅
を
し
た
時
は
、
位
牌
を
忍
ば
せ
た

リ
ュ
ッ
ク
サ
ッ
ク
を
背
に
、
心
の
闇
を
く
ぐ
り
抜
け
た
感
じ

が
し
ま
し
た
（
リ
ュ
ッ
ク
の
中
は
嫌
で
す
と…

）。
ア
ヤ
・

イ
ロ
・
ツ
ヤ
の
勉
強
、
先
生
の
口
元
・
声
の
出
し
方
を
真
似

す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
、
た
だ
た
だ
一
生
懸
命
繰
り
返
し
の

練
習
の
み
で
し
た
。

　
永
平
寺
、
總
持

寺
の
一
泊
研
修
に

も
十
年
お
世
話
に

な
り
ま
し
た
。
詠

題
の
お
唱
え
に
は

い
つ
も
胸
が
ど
き

ど
き
し
て
、
違
っ

た
世
界
を
感
じ
ま

し
た
。
た
だ
た
だ

一
生
懸
命
だ
っ
た

よ
う
に
思
い
ま
す
。

令和３年６月１日

　
昨
年
七
月
、
北
秋
田
市
・

し
ん
で
ん
じ

新
田
寺
の

ほ
さ
か
し
ゅ
ん
ち
ょ
う

保
坂
春
聴
師

範
か
ら
編
集
部
宛
で
お
便
り
と
一
冊
の
本
が
届
き
ま

し
た
。『
で
こ
ぼ
こ
道
』
と
題
さ
れ
た
本
の
著
者
は

御
所
野
恵
美
子
さ
ん
。
北
秋
田
市
・
龍
淵
寺
の
梅
花

講
員
さ
ん
で
す
。
米
寿
を
記
念
し
て
、
娘
さ
ん
た
ち

が
、
母
が
魁
新
聞
や
地
元
の
文
芸
誌
に
載
せ
た
一
文

を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
ペ
ー
ジ
を
め
く
る
と
、
そ

こ
に
は
梅
花
と
共
に
あ
る
日
々
で
感
じ
た
あ
れ
こ
れ

が
、
素
直
な
文
章
で
丁
寧
に
綴
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

購
入
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
機
会
が
あ

り
ま
し
た
ら
読
者
の
皆
さ
ん
も
ぜ
ひ
ご
一
読
を
。
き
っ

と
梅
花
の
魅
力
を
再
確
認
で
き
る
こ
と
と
思
い
ま

す
。
趣
味
の
キ
ル
ト
作
品
も
見
事
で
す
！

　
今
回
、『
同
行
』
に
も
ご
本
人
か
ら
特
別
に
ご
寄

稿
い
た
だ
き
ま
し
た
。

美美美美
しし
いいいい
梅梅梅梅
花花花花
ににに

美美美美
ししし
いいいい
梅梅梅梅
花花花花
にににににに

美
し
い
梅
花
に

北
秋
田
市
・

　
　
龍
淵
寺
梅
花
講
員

御
所
野
　
恵
美
子

り
ゅ
う
え
ん
じ

ご

し

ょ

の

え

み

こ

〜
梅
花
と
共
に
〜

検
定
で
一
緒
に
な
っ
た

お
仲
間
と
も
肩
を
抱
き

合
い
、「
良
く
で
き
た

よ
ね
」
と
自
己
満
足
し

た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

顔
も
名
前
も
知
ら
な
い

人
達
が
、
梅
花
を
通
し

て
気
持
ち
が
一
緒
に
な

り
ま
し
た
。
明
る
い
笑

顔
で
「
ま
た
ね
」
と…

。

確
か
大
船
渡
か
ら
来

ら
れ
た
方
で
し
た
が
、
全
国
大
会
で
も
「
秋
田
」
を
探
し
て

会
い
に
来
て
く
れ
ま
し
た
。
あ
の
人
達
は
元
気
か
な
。
時
々

思
い
出
し
ま
す
。
梅
花
を
教
え
て
く
れ
た
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
達

も
、
今
と
な
っ
て
は
向
こ
う
の
見
知
ら
ぬ
世
界
へ
。
涙
を
流

し
て
の
御
詠
歌
で
送
っ
た
人
達
も
遠
く
に
い
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。

　
お
葬
式
の
最
後
に
お
唱
え
す
る
無
常
御
詠
歌「

つ
き
か
げ

月
影
」で
す
。

　
よ世

の
な
か中

は
な
に何

に
た
と
え
ん
み
ず
と
り

水
鳥
の

　
　
　
　
　
　
　

は
し
ふ

嘴
振
る
つ
ゆ露

に
や
ど宿

る
つ
き
か
げ

月
影

　
講
習
会
で
の
勉
強
も
楽
し
く
、
厳
し
く
、
優
し
く
と
一
生

懸
命
で
し
た
。
県
外
か
ら
い
ら
し
て
く
だ
さ
る
先
生
に
講
員

さ
ん
達
の
緊
張
は
隠
せ
ま
せ
ん
。
詠
題
か
ら
詠
頭
へ
移
る
所

は
一
番
の
難
題
で
し
た
。

　
十
五
日
と
二
十
五
日
は
、
午
後
一
時
半
か
ら
龍
淵
寺
様
で

の
梅
花
練
習
日
で
す
。
い
つ
も
優
し
い

お
く
や
ま
ほ
う
じ
ゅ

奥
山
芳
寿
先
生
。
梅

花
の
道
を
一
か
ら
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
だ
ま
だ
学

ぶ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
一
生
勉
強
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

御所野さん作のパッチワーク曼荼羅

御所野さんらが手掛けた
キルト作品の展示会の様子

著書『でこぼこ道』
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男
鹿
三
十
三
番
札
所
御
詠
歌
集
の
ご
紹
介

　
和
歌
山
県
に
あ
る
せ
い
が
ん
と
じ

青
岸
渡
寺
か
ら
始
ま
る
「
西
国

三
十
三
所
」
は
、
観
音
さ
ま
の
慈
悲
に
出
会
う
日
本

最
古
の
巡
礼
の
道
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
県

内
に
も
、
秋
田
六
郡
三
十
三
所
や
久
保
田
三
十
三
所

な
ど
沢
山
の
観
音
霊
場
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
、
巡

礼
と
共
に
詠
ま
れ
る
の
が
三
十
一
文
字
の
和
歌
で
あ

る
御
詠
歌
だ
。
詠
み
人
も
現
在
で
は
定
か
で
な
い
歌

の
数
々
は
、
知
識
と
教
養
と
セ
ン
ス
が
凝
縮
さ
れ
、

時
を
越
え
て
多
く
の
人
々
の
心
を
打
つ
も
の
で
あ
る
。

　

あ
る
時
、
男
鹿
市

ふ
な
が
わ

船
川
の

し
ょ
う
う
ん
じ

祥
雲
寺
住
職
・

お

く

や

ま

そ

ど

う

奥
山
祖
道
師
か

ら
「
梅
花
を
さ
れ
て
い
る
な
ら
、
男
鹿
に
は
こ
ん
な
御
詠
歌

集
が
あ
り
ま
す
よ
」
と
手
渡
さ
れ
た
冊
子
が
あ
る
。
そ
れ
が
、

今
回
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
く
『
男
鹿
三
十
三
番
札
所
御
詠

歌
集
』
と
い
う
も
の
だ
。Ａ
５
版
・
カ
ラ
ー
刷
・
四
十
二
ペ

ー
ジ
に
巡
礼
マ
ッ
プ
と
御
詠
歌
、
寺
院
紹
介
、
伽
藍
写
真
が

コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
非
常
に
見
易
く
手
に

取
り
易
い
仕
上
が

り
に
な
っ
て
い
る
。

発
行
日
が
平
成
二

十
九
年
と
最
近
の

こ
と
で
個
人
的
に

興
味
が
湧
き
、
今

年
三
月
下
旬
、
巻

末
に
記
載
さ
れ
た

編
集
委
員
の

い
ち市

は

し

さ

ん

お

う

橋
三
応
老
師

（
男
鹿
市　

お　
　

が

男
鹿

中
・

り
ゅ
う
せ
ん
じ

瀧
川
寺
住

職
）
を
取
材
で

訪
ね
た
。

　

ま
ず
、
御
詠

歌
集
作
成
の
経

緯
を
伺
う
。
あ

る
時
、
市
橋
老

師
が 

か

も

あ

お

さ

加
茂
青
砂

の
う
ん
ど
う
あ
ん

雲
洞
庵
に
所

用
で
訪
れ
た
際
、

お
地
蔵
様
の
傍

ら
で
札
所
の
小

冊
子
（
原
本
・

現
在
所
在
不
明
）
を
発
見
す
る
。「
こ
れ
は
広
く
人
々
に
伝

え
る
べ
き
だ
」
と
考
え
た
市
橋
老
師
は
、
小
冊
子
を
基
に
歌

集
の
製
作
に
着
手
。
近
隣
の
若
い
僧
侶
の
方
々
に
も
協
力
を

依
頼
し
、
四
〜
五
年
の
歳
月
を
か
け
て
完
成
さ
せ
た
。
巡
礼

マ
ッ
プ
に
は
番
号
を
ふ
っ
て
周
り
や
す
く
し
、「
お
ら
ほ
の

お
寺
は
何
番
か
な
、
と
い
う
気
軽
な
気
持
ち
で
興
味
を
持
っ

て
も
ら
い
た
い
」
と
市
橋
老
師
は
話
す
。

　

御
詠
歌
誕
生
の
経
緯
も
ま
た
独
特
で
あ
る
。
昭
和
九
（
一

九
三
四
）
年
、
歌
に
造
詣
の
深
い
男
鹿
市
脇
本
の

い

わ

や

か

ん

ぞ

う

岩
谷
官
蔵

氏
が
中
心
に
な
っ
て
、
歌
人
と
し
て
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
た

大
館
市

ぎ
ょ
く
り
ん
じ

玉
林
寺
住
職
・

く
わ
な
け
ん
り
ゅ
う

桑
名
健
龍
老
師
（
一
八
六
七
〜
一
九

四
七
）
を
招
き
、

歌
を
詠
ん
で
も

ら
っ
た
と
い
う
。

他
の
地
域
の
御

詠
歌
は
西
国
の

も
の
を
あ
て
が

っ
た
も
の
も
多

く
、
そ
れ
に
対

し
て
、
男
鹿
の
御
詠
歌
は
桑
名
老
師
が
そ
の
場
所
を
実
際
に

訪
れ
見
て
感
じ
た
情
景
を
詠
ん
だ
、
こ
こ
に
し
か
な
い
も
の

で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
歌
が
詠
ま
れ
て
か
ら
八
十
七
年
を

経
た
現
在
訪
れ
て
も
共
感
が
生
ま
れ
る
の
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
残
念
な
こ
と
に
歌
が
詠
ま
れ
て
僅
か
五
年
後
に

は
世
の
中
は
戦
争
に
向
か
っ
て
い
く
。
市
橋
老
師
は
「
平
和

な
世
だ
か
ら
こ
そ
歌
も
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
。
戦
中
戦
後

の
混
乱
の
中
で
、
徐
々
に
人
々
の
心
の
中
か
ら
歌
の
存
在
が

忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
想
像
す
る
。

　

御
詠
歌
集
の
編
纂
に
は
、
三
月
に
ご
遷
化
さ
れ
た
潟
上
市

天
王
の

じ
し
ょ
う
い
ん

自
性
院
住
職
・

す

ず

き

ど

う

ゆ

う

鈴
木
道
雄
老
師
の
尽
力
も
大
き
か
っ

た
と
市
橋
老
師
は
感
謝
の
言
葉
を
述
べ
る
。
一
番
札
所
と
な

っ
て
い
る
自
性
院
を
始
め
、
収
録
の
御
詠
歌
は
「
紫
雲
」
の

替
節
で
お
唱
え
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

男
鹿
半
島
に
点
在
す
る
札
所
は
一
日
で
周
る
の
は
中
々
困

難
だ
。
取
材
の
最
後
に
、
市
橋
老
師
は
「
ゆ
っ
く
り
時
間
を

か
け
て
、
八
十
七
年
前
に
詠
ま
れ
た
当
時
と
現
在
の
男
鹿
の

風
景
を
観
比
べ
、
三
十
三
首
の
歌
を
じ
っ
く
り
味
わ
い
な
が

ら
訪
れ
て
ほ
し
い
」
と
語
っ
た
。
興
味
を
持
た
れ
た
方
は
、

こ
の
コ
ロ
ナ
禍
が
落
ち
着
い
た
ら
、
ぜ
ひ
御
詠
歌
集
を
片
手

に
男
鹿
の
地
へ
足
を
運
ば
れ
て
み
て
は
如
何
だ
ろ
う
。

（
近
藤
俊
彦
）

◎
御
詠
歌
集
の
入
手
方
法
は
、
男
鹿
市
の
最
寄
り
の
札
所
御

　
寺
院
さ
ま
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

瀧川寺住職・市橋三応老師

瀧川寺御詠歌「紫雲」替節の梅花譜

男鹿半島に点在する
三十三番札所

な
か



ど う ぎ ょ う ⑻第４８号

梅
花
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

梅
花
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

● 

村
松
良
周
師
範
、
特
派
師
範
就
任
の
お
知
ら
せ

　

山
本
郡
八
峰
町
・

し
ょ
う
で
ん
じ

正
傳
寺
住
職
・

む
ら
ま
つ
り
ょ
う
し
ゅ
う

村
松
良
周
師
範
が
、
令
和
三
年
四
月

一
日
付
で
梅
花
流
特
派
師
範
に
就
任

さ
れ
ま
し
た
。
県
内
歴
代
十
四
人
目

の
特
派
師
範
誕
生
と
な
り
ま
す
。
県

内
の
み
な
ら
ず
全
国
に
活
躍
の
場
を
拡
げ
、
今
後
益
々
の
ご

活
躍
を
期
待
し
て
お
り
ま
す
。

　
● 

令
和
三
年
度 

梅
花
流
秋
田
県
奉
詠
大
会

　
　
　
　
　
　
　
開
催
（
予
定
）
の
お
知
ら
せ

・
期
　
日 …

 

十
一
月
十
五
日
（
月
・
友
引
）
時
間
未
定

・
会
　
場 …

『
ほ
く
し
か
鹿
鳴
ホ
ー
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
大
館
市
民
文
化
会
館
）
』

・
参
加
費 …

 

二
千
円

　
● 

令
和
三
年
度 

梅
花
流
宗
務
所
検
定
会

　
　
　
　
　
　
　
実
施
（
予
定
）
の
お
知
ら
せ

■
県
北
地
区

・
期
　
日 …

 

九
月
十
三
日
（
月
・
友
引
）
午
前
九
時
集
合

・
会
　
場 …

 

大
館
市
『
北
秋
く
ら
ぶ
』

■
中
央
・
県
南
地
区

・
期
　
日 …
 

十
月
十
一
日
（
月
・
友
引
）
午
前
九
時
集
合

・
会
　
場 …
 

秋
田
市
『
さ
と
み
温
泉
』

◎
検
定
曲
は
昨
年
と
同
様
、
検
定
料
は
三
千
円
で
す
。

　

【
お
問
い
合
せ
先
】
曹
洞
宗
秋
田
県
宗
務
所

　
　
　
　
　
　
　
　

  

電
話 

０
１
８―

８
６
８―

６
８
７
１

令和３年６月１日

● 

同
行
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
デ
ー
タ
公
開
の
お
知
ら
せ

　

こ
の
度
、
曹
洞
宗
秋
田
県
宗
務
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
で
、『
同

行
』
創
刊
号
か
ら
最
新
号
ま
で
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
（
過
去
号
）

が
閲
覧
可
能
と
な
り
ま
し
た
。
平
成
元
年
十
一
月
の
創
刊
か

ら
三
十
二
年
が
経
過
し
、
紙
媒
体
の
劣
化
対
策
と
し
て
昨
年

デ
ー
タ
化
作
業
を
実
施
し
ま
し
た
。
県
内
先
達
の
珠
玉
の
文

章
や

さ
と
う
し
ゅ
ん
こ
う

佐
藤
俊
晃
師
範
（
北
秋
田
市
七
日
市
・

り
ゅ
う
せ
ん
じ

龍
泉
寺
住
職
）

執
筆
に
よ
る
約
二
十
年
に
渡
る
連
載
、
県
内
師
範
の
若
か
り

し
頃
の
お
姿
ま
で
、
見
所
満
載
で
す
。
目
次
か
ら
容
易
に
記

事
検
索
が
可
能
で
す
。
ど
う
ぞ
有
意
義
に
ご
活
用
い
た
だ
け

ま
し
た
ら
幸
い
で
す
。

　
★
宗
務
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
★ s

o
to
-a
k
ita
.c
o
m

　

　

第
四
十
七
号
の
二
ペ
ー
ジ
目
に
誤
り
が
ご
ざ
い
ま
し

た
。
岩
舘
祖
芳
老
師
追
悼
文
の
一
段
目
、﹇
報
徳
寺
﹈

と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
正
し
く
は
﹇
報
恩
寺
﹈
と
な
り

ま
す
。
寄
稿
頂
い
た
奥
山
芳
寿
老
師
並
び
に
関
係
者
の

皆
様
に
対
し
、
謹
ん
で
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

お詫びと訂正

 

テ
レ
ホ
ン
梅
花

☎

　
里
山
で
ひ
っ
そ
り
と

こ
う
べ
を
垂
れ
て
咲
く

カ
タ
ク
リ
の
花
。 

　
満
開
の
桜
が
咲
き
誇

る
頃
に
は
、
静
か
に
地

上
か
ら
そ
の
姿
を
消
す
。


