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◎
九
月
十
四
日
（
水
）、
大
曲
市
民
会
館
を
会
場
に
三
年
振
り
の

　開
催
と
な
っ
た
『
梅
花
流
秋
田
県
六
十
五
周
年
記
念
奉
詠
大
会
』

　の
様
子
は
、
次
号
に
て
た
っ
ぷ
り
と
お
伝
え
す
る
予
定
で
す
。

★

　編

　集

　後

　記

　★

　皆
様
、
い
つ
も
『
同
行
』
を
ご
愛
読
い
た
だ
き
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
今
回
、「
五
十
」
と
い
う
節
目
を

記
念
号
と
し
て
振
り
返
っ
て
み
ま
し
た
。
六
頁
の
よ
う

に
表
紙
一
覧
で
俯
瞰
し
て
見
る
と
、
歴
代
編
集
担
当
の

誌
面
に
込
め
た
梅
花
へ
の
想
い
や
編
纂
の
苦
労
が
改
め

て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。  

▼
昨

年
、『
同
行
』
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
の
デ
ー
タ
化
を
行
っ
て

か
ら
過
去
記
事
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
容
易
に
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
私
は
今
風
を
気
取
っ
て
タ
ブ
レ
ッ
ト

端
末
に
入
れ
て
管
理
し
て
い
ま
す
が
、
歴
代
編
集
者
や

先
達
師
範
の
皆
様
か
ら
し
て
み
れ
ば
、
若
い
頃
の
仕
事

や
御
姿
が
指
先
一
つ
で
掘
り
起
こ
さ
れ
、
少
々
複
雑
な

心
境
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ど
う
か
お
許
し
を…

（
冷
汗
）  

▼
任
期
も
残
り
少
な
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
年
二
回
発

行
の
圧
を
背
中
に
い
つ
も
感
じ
つ
つ
、
機
関
誌
を
心
待

ち
に
し
て
く
れ
て
い
る
方
々
の
為
に
も
、
最
後
ま
で
し

っ
か
り
広
報
部
の
仕
事
を
全
う
し
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
ま
た
、
折
に
触
れ
て
サ
ポ
ー
ト
し
て
く
だ
さ
る

も
う
一
人
の
広
報
部
員
、
岩
舘
香
央
里
さ
ん
（
鹿
角
市

花
輪
・
恩
徳
寺
寺
族
）
に
も
こ
の
場
を
借
り
て
感
謝
申

し
上
げ
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（俊
彦
）

『
同
行
』
創
刊
五
十
号
に
想
う

秋
田
県
梅
花
流
師
範
・
詠
範
の
会 

会
長

本

　間

　雅

　憲

が

　
　

  

け
ん

ほ
ん

　
　

  

ま

　
こ
の
度
、『
同
行
』
誌
が
節
目
と
な
る
五
十
号
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ

ま
で
に
秋
田
県
梅
花
流
師
範
・
詠
範
の
会
に
、
ま
た
同
誌
の
寄
稿
や
編
集
に
ご
協
力
い
た

だ
き
ま
し
た
す
べ
て
の
皆
様
方
に
お
礼
と
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　
平
成
元
年
十
一
月
に
発
行
さ
れ
た
第
一
号
に
は
、
当
時
の
会
長
・
亀
谷
健
樹
老
師
が
初

の
機
関
紙
発
行
に
至
る
思
い
や
、
今
後
の
秋
田
県
梅
花
流
、
梅
花
流
師
範
に
対
す
る
期
待

の
気
持
ち
を
熱
く
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
果
た
し
て
そ
の
思
い
に
応
え
ら
れ
て
い
る
の
か
心

も
と
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
さ
ら
に
精
進
い
た
す
所
存
で
す
。

　『
同
行
』
第
一
号
発
行
の
頃
、
私
は
宗
務
庁
梅
花
流
師
範
養
成
所
の
第
八
期
受
講
生
で

し
た
。
第
一
回
目
の
講
習
は
本
庁
の
ア
ク
シ
デ
ン
ト
に
よ
り
都
下
の
寶
光
寺
様
で
行
わ
れ

ま
し
た
。
近
く
の
八
王
子
市
で
幼
女
誘
拐
犯
が
捕
ま
り
騒
が
し
く
、
重
苦
し
さ
と
不
安
で

い
っ
ぱ
い
で
し
た
。
参
加
者
は
約
八
十
名
で
し
た
。
数
名
の
顔
見
知
り
が
い
た
こ
と
と
、

何
よ
り
柴
田
弘
一
先
生
が
講
師
と
し
て
紹
介
さ
れ
た
こ
と
で
安
心
し
た
も
の
で
し
た
。
寶

光
寺
様
で
は
、
境
内
地
に
臨
時
の
風
呂
場
を
設
置
す
る
な
ど
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
本

庁
の
養
成
所
を
宗
務
庁
以
外
で
開
催
し
た
の
は
後
に
も
先
に
も
こ
の
時
だ
け
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
貴
重
な
経
験
で
し
た
。
そ
の
後
は
す
べ
て
宗
務
庁
で
、
三
泊
四
日
の
講
習
を

年
三
回
二
年
間
通
い
ま
し
た
。
当
時
の
交
通
事
情

で
は
往
復
に
一
泊
ず
つ
必
要
で
、
東
京
は
今
ほ
ど

近
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
講
習
で
は
全
曲
を
修
得
す
る
も
の
と
し
、
最
終

の
会
に
認
定
検
定
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
毎
回
必
死

に
学
び
、
唱
え
て
い
た
日
々
で
し
た
。
自
分
の
詠

讃
歌
の
原
点
と
考
え
て
い
ま
す
。

◎ご意見・ご感想はコチラまで 〒018-0604  由利本荘市西目町沼田字敷森27  円通寺（近藤） TEL0184-33-3049

「
梅
花
観
音
」
東
泉
寺
様
（
秋
田
市
金
足
）
所
蔵

楠
の
一
木
彫
り
・
像
高
一
〇
六
cm
（
台
座
含
む
）

満
開
の
梅
の
花
に
包
ま
れ
、
慈
悲
の
ま
な
ざ
し
で
我
々
を
見
守
る
唯
一
無
二
の
観
音
さ
ま

梅花観音（仏画）
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第   ５ ０   号

　
そ
の
任
務
は
突
然
回
っ
て
き
た
。
前
任
者
だ
っ
た
方
が
、

御
法
務
・
宗
学
仏
典
研
究
・
布
教
梅
花
活
動
等
で
多
忙
を
極
め
、

発
行
が
遅
延
し
て
し
ま
っ
た
と
の
事
。「
次
、
宜
し
く
。」
と

の
事
で
、
そ
こ
か
ら
私
の
「
同
行
〜
同
修
」
は
始
ま
っ
た
。

引
き
継
ぎ
、
発
行
し
て
み
て
思
っ
た
の
は
、
色
。
黒
一
色
刷

り
か
ら
紫
色
に
変
更
。
す
る
と
写
真
、
活
字
に
も
少
し
メ
リ

ハ
リ
が
つ
い
た
。
毎
回
、
表
紙
の
写
真
と
御
詠
歌
の
一
節
を

決
め
る
の
に
苦
労
し
た
。「
蓮
の
花
の
ト
ン
ボ
」（
第
二
十
七

号
）
と
か
、「
鮭
川
村
の
ト
ト
ロ
杉
」（
第
四
十
号
）
と
か
、

撮
れ
た
時
に
は
嬉
し
か
っ
た
。

　
ま
た
、「
梅
花
の
ふ
る
さ
と
」
で
の
逸
話
に
納
得
感
動
し
、

そ
の
時
々
の
寄
稿
文
、
東
日
本
大
震
災
の
支
援
に
入
っ
た
浅

北
秋
田
市
上
杉
・
太
平
寺
住
職

亀

　谷

　隆

　道

た
い
へ
い 

じ

か
め

　
　
　

 

や

り
ゅ
う

ど
う

◆
五
代
目
編
集
担
当

『
同
行
』
の
編
集
を
顧
み
て

『
同
行
』
の
編
集
を
顧
み
て

か
え
り

田
師
範
の
話
、
祈
り
と
し
て
の
梅
花
、
講
員
さ
ん
の
梅
花
入

講
の
話
等
々
、
心
に
残
っ
た
。
た
だ
、
時
代
と
共
に
大
会
や

研
修
会
の
感
想
を
寄
稿
し
て
い
た
だ
く
人
が
減
り
、「
お
ら

ほ
の
梅
花
講
」
も
〈
講
員
不
在
〉
と
い
う
こ
と
で
断
ら
れ
、

高
齢
講
員
減
少
化
の
流
れ
を
感
じ
た
。
約
十
五
年
近
く
、
二

十
号
分
の
編
集
発
行
に
携
わ
っ
て
き
た
が
、
平
成
の
終
わ
り

頃
に
は
持
続
不
可
能
に
な
り
退
任
し
た
。

　
最
後
に
思
う
事
は
、
発
行
中
期
に
寄
稿
し
て
い
た
だ
い
た

県
北
部
の
若
き
師
範
さ
ん
の
事
。
彼
は
故
郷
の
町
を
盛
り
上

げ
る
為
に
十
二
月
暮
れ
の
街
路
樹
に
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を

飾
り
付
け
、Ｌ
Ｅ
Ｄ
の
光
で
《
闇
を
照
ら
し
、
明
る
い
世
の

中
を
作
っ
て
い
た
》（
第
三
十
四
号
参
照
）。
今
で
も
彼
は
梅

花
を
続
け
て
い
る
だ
ろ
う
か
。



ど う ぎ ょ う ⑵

亀

　谷

　健

　樹

か
め

　
　
　

 

や

け
ん

　
　
　じ
ゅ

ど う ぎ ょ う⑺

　秋
田
県
梅
花
流
機
関
誌
『
同
行
』
は
、
今
号
を
も
っ
て
大
き
な
節
目
の
第

五
十
号
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
創
刊
か
ら
三
十
四
年
が
経
ち
、
梅
花

流
を
取
り
巻
く
状
況
も
当
時
と
比
べ
大
き
く
様
変
わ
り
し
て
き
て
お
り
ま
す
。

　梅
花
流
隆
盛
期
を
よ
く
知
る
お
二
人
の
歴
代
会
長
、
亀
谷
健
樹
老
師
と
柴
田

弘
一
老
師
よ
り
、
こ
の
度
特
別
に
ご
寄
稿
い
た
だ
き
ま
し
た
。

北
秋
田
市
上
杉
・
太
平
寺
東
堂

た
い
へ
い

じ

第５０号 第５０号令和４年１０月１日 令和４年１０月１日

特
別
寄
稿  

〜
五
十
号
の
節
目
を
迎
え
て
〜

　秋
田
県
梅
花
流
は
、
昭
和
三
十
年
頃
か
ら
始
ま
っ
た
。
ま
た
、
県
梅
花
流
師
範
会
は

昭
和
四
十
二
年
に
結
成
。
ま
た
、
機
関
誌
『
同
行
』
は
今
回
五
十
号
の
節
目
を
迎
え
た
。

内
容
・
体
裁
と
も
に
充
実
し
慶
び
に
堪
え
な
い
。

　私
は
師
範
会
二
代
目
会
長
に
任
ぜ
ら
れ
た
が
、
六
年
間
の
任
期
中
、
充
実
し
た
主
要

な
事
業
な
ど
を
振
り
返
り
た
い
。

　一
つ
目
は
、こ
の
『
同
行
』
創
刊
を
提
案
し
た
事
で
あ
る
。
当
時
は
詠
讃
歌
普
及
の
為
、

詠
唱
指
導
に
夢
中
で
、
機
関
誌
発
行
ま
で

手
を
伸
ば
す
余
裕
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

何
事
も
記
録
し
な
け
れ
ば
成
果
は
残
ら
ず
、

反
省
も
で
き
な
い
。
そ
の
後
、
定
期
刊
行

に
よ
っ
て
着
実
に
梅
花
関
係
の
情
報
発
信

が
で
き
た
。
そ
の
時
々
の
編
集
者
の
労
を

ね
ぎ
ら
い
、
そ
の
功
を
た
た
え
た
い
と
思
う
。

　二
つ
目
は
、『
梅
花
流
秋
田
県
五
十
周
年
記
念
誌
』

出
版
で
あ
る
。
当
時
、
梅
花
の
要
職
に
フ
リ
ー
で

あ
っ
た
本
間
俊
英
師
（
由
利
本
荘
市
・
恵
林
寺
）
に
、

私
は
こ
の
大
事
業
の
編
集
を
懇
願
し
、
や
っ
と
引
き

受
け
て
い
た
だ
い
た
。
そ
の
結
果
、
秋
田
県
梅
花
講

の
開
創
か
ら
の
業
績
な
ど
を
つ
ま
び
ら
か
に
集
録
し
、

予
想
以
上
に
綿
密
な
記
録
集
が
刊
行
で
き
た
。
今
更

に
本
間
師
の
功
労
を
多
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　三
つ
目
は
、
平
成
十
七
年
に
『
秋
田
県
梅
花
講
の

歌
』
を
制
定
し
た
事
で
あ
る
。
そ
の
歌
詞
を
作
詞
さ

せ
て
い
た
だ
く
。
因
み
に
作
曲
者
は
佐
藤
公
一
郎
氏

で
あ
る
（
編
集
部
注

：

同
行
第
二
十
四
・
四
十
五
・

四
十
七
号
参
照
）。
毎
年
梅
花
大
会
の
時
に
斉
唱
す

る
。
そ
れ
を
聴
く
度
に
往
昔
を
想
い
出
し
、
感
無
量

で
あ
る
。

　い
さ
さ
か
在
任
当
時
の
感
慨
に
ひ
た
っ
た
が
、

終
わ
り
に
今
後
の
梅
花
講
の
在
り
様
に
つ
い
て
二

つ
申
し
述
べ
た
い
。

　遅
き
に
失
す
る
が
、
詠
唱
指
導
の
み
が
ほ
と
ん

ど
の
現
在
か
ら
、
歌
詞
解
説
を
な
る
べ
く
解
り

易
く
お
話
し
す
る
よ
う
心
が
け
た
い
。
仏
祖
の

伝
記
・
逸
話
な
ど
に
興
味
を
持
た
せ
る
絶
好
の

チ
ャ
ン
ス
だ
と
思
う
か
ら
だ
。

　も
う
一
つ
は
、
梅
花
流
の
講
員
数
が
急
激
に

減
少
の
一
途
を
た
ど
る
現
在
、
何
と
か
し
て
歯

止
め
を
か
け
ら
れ
な
い
か
。
そ
の
対
策
が
急
務

で
あ
ろ
う
。
存
続
の
為
、
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
を

実
施
し
た
い
。
で
な
け
れ
ば
〝
梅
花
流
〞
は
伝

説
に
な
っ
て
し
ま
う
。

「同行創刊号」表紙
平成１（１９８９）年１１月１日発行

平成１８（２００６）年５月発行本間俊英師

梅
花
流
の
充
実
、

　
　
　
　発
展
を
願
っ
て

　た
し
か
平
成
元
年
の
あ
る
時
、
当
時
師
範
会
の
事
務
局
長

の
浄
福
寺
様
（
奥
山
芳
寿
老
師
）
に
所
用
で
伺
っ
た
ら
、
運

悪
く
、初
代
編
集
担
当
の
東
泉
寺
様（
柴
田
弘
一
老
師
）が『
同

行
』
創
刊
号
の
打
合
せ
で
来
て
お
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
「
運

の
尽
き
」で
し
た
。
用
件
が
終
わ
っ
て
帰
ろ
う
と
す
る
と「
お

茶
を
飲
ん
で
行
き
な
さ
い
！
」
と
言
わ
れ
、
そ
こ
に
は
、
東

北
秋
田
市
新
田
目
・
新
田
寺
住
職

保

　坂

　春

　聽

し
ん
で
ん 

じ

ほ

　
　
　

  

さ
か

し
ゅ
ん

ち
ょ
う

こ
れ
も
「
縁
」
で
し
た

こ
れ
も
「
縁
」
で
し
た

編集担当が語る

『
同行
』五十号までの歩み

　『同
行
』
は
三
十
四
年
間
、
歴
代
六
人
で
編
集
担
当
の
バ

ト
ン
を
繋
い
で
き
ま
し
た
。
県
内
梅
花
諸
行
事
の
告
知
・
実

施
報
告
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
県
内
梅
花
流
先
達
の
貴
重
な

言
葉
の
数
々
を
収
め
た
「
秋
田
の
梅
花
流
」
や
「
こ
こ
ろ
を

よ
む
」、
個
性
豊
か
な
県
内
各
講
の
活
動
紹
介
「
お
ら
ほ
の

梅
花
講
」、
そ
し
て
連
載
十
八
年
を
数
え
る
機
関
誌
の
屋
台

骨・佐
藤
俊
晃
先
生
執
筆
の
「
梅
花
の
ふ
る
さ
と
」
等
、各
々

が
独
自
に
工
夫
を
凝
ら
し
た
誌
面
作
り
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　こ
こ
で
は
、平
成
と
共
に
あ
っ
た
『
同
行
』
の
初
期・中
期
・

中
後
期
を
そ
れ
ぞ
れ
担
っ
た
御
三
方
に
、
そ
の
歩
み
を
振
り

返
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

泉
寺
様
が
ニ
コ
ヤ
カ
な
顔
で
お
座
り
で
し
た
。
嫌
な
予
感
が

し
ま
し
た
が
、
発
行
に
つ
い
て
の
意
見
を
求
め
ら
れ
て
、
若

気
の
至
り
で
ペ
ラ
ペ
ラ
と
喋
っ
て
し
ま
っ
た
私
で
し
た
。
案

の
定
、
第
二
号
か
ら
編
集
担
当
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
な

が
ら
ズ
ボ
ラ
な
性
格
の
私
で
す
。
発
行
期
限
を
守
ら
ず
、
関

係
の
皆
様
に
は
大
変
迷
惑
を
掛
け
て
し
ま
い
ま
し
た
。
今
更

な
が
ら
お
許
し
く
だ
さ
い
。

　掲
載
記
事
で
は
、
歌
詞
解
説
の
「
こ
こ
ろ
を
よ
む
」
と
、
梅

花
関
係
者
よ
り
の
エ
ッ
セ
イ
コ
ー
ナ
ー
「
チ
ョ
ッ
ト
ぶ
じ
ょ

ほ
う
」、
そ
れ
に
、
第
七
号
よ
り
「
写
真
で
見
る
基
本
作
法
」
を

掲
載
し
ま
し
た
。
連
続
写
真
の
よ
う
に
し
て
作
法
を
分
解
し
よ

う
と
し
ま
し
た
が
、
力
不
足
で
難
し
い
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

　皆
様
に
は
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
も
ご
縁
で
良

い
経
験
を
し
た
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
以
後
は
、有
能
な
方
々

が
編
集
担
当
と
な
り
、
目
出
た
く
五
十
号
を
迎
え
る
こ
と
が

出
来
ま
し
た
。
偏
に
読
者
の
檀
信
徒
講
員
様
の
お
陰
で
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

◆
二
代
目
編
集
担
当

じ
ょ
う
ふ
く  

じ

お
く 

や
ま 

ほ
う 

じ
ゅ

　平
成
元
年
の
創
刊
以
来
ず
っ
と
変
わ
ら
な
い
も
の
の
一
つ
。

そ
れ
は『
同
行
』の
題
字
で
す
。
こ
の
書
は
初
代
師
範
会
会
長
、

北
秋
田
市
七
日
市
・
龍
泉
寺
住
職

佐

　藤

　俊

　晃

り
ゅ
う
せ
ん 

じ

さ

　
　
　

  

と
う

し
ゅ
ん

 

こ
う

大
館
市
・
宗
福
寺
の
故

加
藤
信
三
老
師
の
手
に

な
る
も
の
で
し
た
。
老

師
は
法
要
行
持
に
造
詣

深
く
、
物
腰
の
や
わ
ら

か
さ
と
毅
然
と
し
た
威

厳
の
両
面
を
兼
ね
備
え
た
人
で
し
た
。
そ
の
御
人
徳
は
広
く

衆
目
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
し
た
。
あ
る
書
道
講
師
の
お
話

を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。「
加
藤
師
の
書
は
、
お
そ
ら

く
一
般
の
書
道
を
習
っ
た
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か

し
す
ば
ら
し
い
。
あ
の
文
字
は
書
家
で
は
書
け
な
い
も
の
で

す
。」
と
。
私
に
は
も
と
よ
り
書
の
巧
拙
を
評
す
る
力
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
方
の
言
葉
に
は
深
く
共
感
さ
せ
ら
れ
る

も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

　思
え
ば
秋
田
県
の
梅
花
流
草
創
期
は
、
い
わ
ゆ
る
「
ご
詠

歌
上
手
」
と
い
う
の
み
で
な
く
、
法
堂
進
退
・
声
明
・
人

望
な
ど
、
ま
さ
に
他
に
抜
き
ん
で
た
御
老
師
た
ち
が
牽
引

し
て
く
れ
ま
し
た
。
お
唱
え
だ
け
で
な
く
、
ひ
と
り
の
僧
と

し
て
真
に
す
ぐ
れ
た
人
が
梅
花
を
や
る
。
だ
か
ら
ま
わ
り
が

つ
い
て
行
く
。
そ
ん
な
思
い
を
抱
い
て
い
ま
し
た
。

　『
同
行
』
の
題
字
を
見
る
た
び
に
そ
の
思
い
を
新
た
に
し
、

自
分
の
い
た
ら
な
さ
を
反
省
し
て
い
ま
す
。
短
い
間
で
し
た

が
、
こ
の
誌
面
編
集
の
お
手
伝
い
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ

と
は
あ
り
が
た
い
こ
と
で
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
こ
の
字
に
叱

咤
さ
れ
、
励
ま
さ
れ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

◆
四
代
目
編
集
担
当

ひ
と
え

第
五
十
号

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

第
五
十
号

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

加藤信三老師

こ
う 

せ
つ

は
っ 

と
う

し
ょ
う
み
ょ
う

「秋田県梅花講の歌」
作曲者　佐藤公一郎

作詞者　太平寺　亀谷健樹（元師範会長）

一、山はみなもと　朝やけの
　　天をつく杉　湧く清水
　　供えまつらん　みほとけに
　　香華ふくいく　詠衆つどいぬ

　　　　　二、大地ゆたかに　稲の穂は
　　　　　　　雨風を経て　いのち満つ
　　　　　　　学びおさめん　み教えを
　　　　　　　喜び鈴に　鉦にたくして

　　　　　　　　　三、千古かわらぬ　日本海
　　　　　　　　　　　入り日に波は　慈悲の色
　　　　　　　　　　　共に励まし　やわらぎて
　　　　　　　　　　　梅花の道を　永久にいそしむ

【
師
範
会
二
代
目
会
長
】

ほ
ん

　ま

え

　り
ん

　じ

し
ゅ
ん
え
い



ど う ぎ ょ う⑶ 第５０号 令和４年１０月１日

柴

　田

　弘

　一

し
ば

　
　
　

 

た

こ
う

　
　
　い
ち

秋
田
市
金
足
・
東
泉
寺
東
堂

と
う
せ
ん

じ

五
十
号
、
お
め
で
と
う

ハ

ナ

ミ 
 

ナ

ム

ナ

ム

 

テ
レ
ホ
ン
梅
花  

☎
〇
一
八
（
八
七
三
）
七
六
七
六
【
毎
週
土
曜
日
に
テ
ー
プ
が
更
新
さ
れ
ま
す
】

【
令 

和 

四 

年
】

◆
十
月
　
　
一
日
　
廓
然

　
　
　
　
　
八
日
　
影
向
（
和
讃
）

　
　
　
　
十
五
日
　
伝
光
（
第
一
番
）

　
　
　
二
十
二
日
　
伝
光

　
　
　
二
十
九
日
　
慶
祝
（
和
讃
）

◆
十
一
月
　
五
日
　
正
法
（
和
讃
）

　
　
　
　
十
二
日
　
浄
心

　
　
　
　
十
九
日
　
四
摂
法
（
和
讃
）

　
　
　
二
十
六
日
　
成
道
（
和
讃
）

◆
十
二
月
　
三
日
　
明
星

　
　
　
　
　
十
日
　
学
道
（
和
讃
）

　
　
　
　
十
七
日
　
慕
古

　
　
　
二
十
四
日
　
花
供
養
（
和
讃
）

　
　
　
三
十
一
日
　
供
華

【
令 

和 

五 

年
】

◆
一
月
　
　
七
日
　
誓
願
（
和
讃
）

　
　
　
　
十
四
日
　
正
行
（
和
讃
）

　
　
　
二
十
一
日
　
道
環

　
　
　
二
十
八
日
　
永
平
二
祖
讃
仰
（
和
讃
）

◆
二
月
　
　
四
日
　
開
山
忌
（
和
讃
）

　
　
　
　
十
一
日
　
真
清
水

　
　
　
　
十
八
日
　
報
恩
供
養
（
和
讃
）

　
　
　
二
十
五
日
　
澄
心

◆
三
月
　
　
四
日
　
涅
槃
（
和
讃
）

　
　
　
　
十
一
日
　
不
滅

　
　
　
　
十
八
日
　
總
持
二
祖
讃
仰
（
和
讃
）

　
　
　
二
十
五
日
　
永
光
（
永
平
二
祖
）

◆
四
月
　
　
一
日
　
永
光
（
總
持
二
祖
）

　
　
　
　
　
八
日
　
紫
雲
（
高
祖
）

　
　
　
　
十
五
日
　
紫
雲
（
太
祖
）

　
　
　
二
十
二
日
　
道
心
利
行
（
和
讃
）

　
　
　
二
十
九
日
　
菩
提
（
高
祖
）

◎ 

柴
田
弘
一
正
伝
師
範
の

　
　
　
　
　    

お
唱
え
と
な
り
ま
す
。

〒010-0111　秋田市金足岩瀬字前山 3　東泉寺　TEL018-873-2675

　『
同
行
』
五
十
号
を
迎
え
た
こ
と
を
心
よ
り
お
祝
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　梅
花
講
の
活
動
は
、
講
習
会
や
検
定
会
、
奉
詠
大
会
、
各
講
で
の
お
稽
古
等
々
、
活

発
に
行
わ
れ
て
き
た
が
、「
講
員
同
士
の
情
報
交
換
と
そ
の
時
々
の
記
録
が
残
さ
れ
な

い
の
は
大
き
な
ウ
ィ
ー
ク
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
」
と
の
亀
谷
健
樹
二
代
目
会
長
（
北
秋
田

市
・
太
平
寺
）
の
提
案
が
あ
り
、『
同
行
』
誌
発
刊
の
運
び
と
な
っ
た
。
誌
面
の
題
字
は
、

初
代
師
範
会
会
長
の
加
藤
信
三
師
（
大
館
市
・
宗
福
寺
）
の
揮
毫
で
あ
る
。

　初
刊
の
編
集
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
私
だ
が
、
経
験
浅
く
右
往
左
往
し
な
が
ら
も
会

長
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
き
、
先
ず
は
県
の
梅
花
を
今
日
ま
で
盛
ん
に
し
支
え
て
こ

ら
れ
た
師
範
有
志
の
方
々
に
、
秋
田
の
梅
花
の
今
昔
を
綴
っ
て
い
た
だ
き
、
当
時
の
写

真
も
提
供
い
た
だ
い
た
も
の
を
対
談
形
式
に
ま
と
め
て
掲
載
し
、
記
録
と
し
て
残
す
作

業
を
行
っ
た
。

　第
二
号
か
ら
は
編
集
を
他
に
譲
り
、
よ
り
充
実
し
た
内
容
や
ア
イ
デ
ア
が
組
み
込
ま

れ
、
初
期
の
目
的
で
あ
る
情
報
交
換
と
記
録
す
る
役
割
を
存
分
に
発
揮
し
て
き
て
い
る

と
思
う
。
只
、
年
二
回
発
行
が
叶
わ
ぬ
こ
と
が
幾
度
か
あ
っ
た
こ
と
は
残
念
に
思
う
。

　と
こ
ろ
で
、
師
範
・
詠
範
の
会
独
自
に
発
行
す
る
『
同
行
』
誌
は
、
梅
花
情
報
誌
と

し
て
全
国
的
に
希
少
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
先
年
よ
り
カ
ラ
ー
刷
り
と
な
り
、
更
に
読

み
や
す
さ
が
加
わ
っ
た
感
が
あ
る
。

　近
年
、
講
員
の
高
齢
化
と
共
に
コ
ロ
ナ
が
講
員
減
少
を
加
速
化
す
る
中
で
は
あ
る
が
、

『
同
行
』
誌
が
新
し
く
入
講
を
勧
め
る
上
で
も
、
そ
の
一
翼
を
担
う
内
容
充
実
を
と
期

待
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　五
十
号
ま
で
の
編
集
者
、
執
筆
者
の
方
々
、
誠
に
ご
苦
労
様
で
し
た
。

か

と
う

し
ん

ざ
ん

そ
う

ふ
く

き

ご
う

じ

曹洞宗秋田県宗務所

ＱＲコード
スマートフォン等で読み取ると、

『同行』過去号から最新号まで

閲覧できます。

表
紙
に
つ
い
て

　今
号
の
表
紙
は
、
秋
田
市
金
足
・
東
泉
寺
様
所
蔵
の
「
梅
花
観

音
さ
ま
」
で
す
。
柴
田
弘
一
東
堂
老
師
が
、
青
森
県
梅
花
流
の
有

志
師
範
会
及
び
詠
範
の
会
の
講
師
を
勤
め
て
い
た
御
縁
で
、
先
ご

ろ
講
師
退
任
の
記
念
と
し
て
御
寄
進
い
た
だ
い
た
も
の
だ
そ
う
で

す
。
梅
花
観
音
さ
ま
は
、
音
楽
や
美
術
、
お
稽
古
事
の
上
達
に
功

徳
の
あ
る
観
音
さ
ま
で
も
あ
り
ま
す
。「
お
唱
え
上
達
・
検
定
合

格
」
を
望
ま
れ
る
方
は
、
機
会
が
あ
れ
ば
ぜ
ひ
お
参
り
に
訪
れ
て

は
如
何
で
し
ょ
う
か
？

　ま
た
、
仏
像
完
成
を
経
て
描
か
れ
た
仏
画
の
梅
花
観
音
さ
ま
は
、

東
堂
ご
夫
妻
が
金
婚
式
を
迎
え
た
際
に
、
梅
川
順
子
さ
ん
（
神
奈

川
県
泰
野
市
・
圓
通
寺
御
寺
族
）
が
制
作
し
、
御
寄
贈
く
だ
さ
っ

た
も
の
だ
そ
う
で
す
。
御
住
職
の
龍
博
師
は
、
東
堂
老
師
と
永
平

寺
に
て
共
に
修
行
し
た
仲
と
の
こ
と
。
尊
い
法
縁
か
ら
生
ま
れ
た
、

慈
愛
に
満
ち
、
気
品
あ
ふ
れ
る
美
し
い
表
情
の
観
音
さ
ま
で
す
。

『同行』
表紙一覧
～創刊号から

　　　第５０号まで～

❶❷❸❹

❺❻❼❽





❾











【
師
範
・
詠
範
の
会
五
代
目
会
長
】

◆
初
代
編
集
担
当



ど う ぎ ょ う⑸ ど う ぎ ょ う ⑷

高
祖
承
陽
大
師
道
元
禅
師
第
二
番
御
詠
歌

　水
鳥
の
往
く
も
帰
る
も
跡
絶
え
て

　
　
　さ
れ
ど
も
道
は
忘
れ
ざ
り
け
り

道
元
禅
師
和
歌

　

　
　◇

　応
無
所
住
而
生
其
心

　◇

　

　こ
の
ご
詠
歌
は
、
江
戸
時
代
に
道
元
禅
師
の
和
歌
を
集

め
た
『
傘
松
道
詠
』
に
あ
る
も
の
で
す
。
そ
こ
で
は
「
応

無
所
住
而
生
其
心
」
と
い
う
題
が
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
『
金
剛
経
』
と
い
う
お
経
の
言
葉
で
す
。

　達
磨
大
師
か
ら
六
代
目
の
祖
師
に
慧
能
と
い
う
方
が
い

ま
し
た
。
ま
だ
出
家
す
る
以
前
、
慧
能
が
街
で
薪
を
売
り

歩
い
て
い
る
と
、
あ
る
客
が
こ
の
経
文
を
口
ず
さ
み
ま
し

た
。
そ
れ
を
聞
い
て
は
っ
と
悟
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
仏
門

に
入
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　「
ま
さ
に
住
す
る
と
こ
ろ
無
く
し
て
、
し
か
も
そ
の
心

を
生
ず
べ
し
」。
住
す
る
と
は
と
ど
ま
る
、
と
ら
わ
れ
る

と
理
解
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
何
か
に
心
が
と
ど
ま
っ
た
り
、

と
ら
わ
れ
た
り
す
る
こ
と
な
く
、
必
要
な
働
き
を
す
る
。

道
元
禅
師
の
言
葉
に
、「
春
声
に
引
か
れ
て
春
沢
に
遊
ば
ず
、

秋
色
を
見
る
も
、
さ
ら
に
秋
心
な
し
」（
典
座
教
訓
）
と
あ

り
ま
す
。
人
は
、
春
め
い
て
く
る
と
う
き
う
き
と
遊
び
に

出
た
り
、
秋
に
な
る
と
憂
い
の
思
い
を
抱
い
た
り
し
ま
す
。

そ
れ
は
心
が
季
節
の
移
ろ
い
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
か
ら
。

こ
の
よ
う
に
何
か
に
心
が
と
ら
わ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
自

由
自
在
に
物
事
に
応
じ
て
ゆ
く
こ
と
、
そ
れ
を
「
応
無
所

住
而
生
其
心
」
と
言
い
ま
す
。

　◇

　水
上
の
道

　◇

　『
傘
松
道
詠
』
を
編
集
し
た
面
山
は
、
和
歌
の
そ
れ
ぞ

れ
を
解
説
し
た
『
傘
松
道
詠
聞
解
』
を
著
し
て
い
ま
す
。

こ
の
和
歌
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
ま
す
。

　水
鳥
は
鴛
鴦
や
白
鴎
の
類
、
水
上
の
往
来
な
れ
ば
あ
と

　は
な
い
け
れ
ど
も
、
鳥
の
方
で
は
跡
を
知
て
お
る
。
さ

　れ
ど
も
と
は
、
去
と
云
う
縁
語
に
使
う
。
往
き
去
れ
ど

　も
還
り
去
れ
ど
も
道
を
忘
れ
ぬ
と
云
う
こ
と
。
跡
た
え

　て
と
云
う
が
応
無
所
住
な
り
。
路
を
忘
れ
ぬ
と
云
う
が

　而
生
其
心
（
後
略
）。

　オ
シ
ド
リ
や
カ
モ
メ
が
、
池
や
湖
の
水
面
を
行
き
交
う

と
、
あ
と
に
で
き
た
航
跡
は
ほ
ど
な
く
消
え
て
し
ま
い
ま

す
。
し
か
し
水
鳥
た
ち
は
そ
の
見
え
な
い
路
を
迷
う
こ
と

な
く
往
還
す
る
。
そ
れ
が
「
応
無
〜
」
の
消
息
で
あ
る
、

　面
山
か
ら
梅
花
流
指
導
必
携
ま
で
の
間
に
、
道
元
禅
師

の
和
歌
に
関
す
る
解
説
は
い
く
つ
も
な
さ
れ
ま
し
た
が
、

こ
こ
で
は
そ
の
中
の
一
つ
、
大
場
南
北
の
『
道
元
禅
師
和

歌
集
新
釈
』（
一
九
七
二
年
）
の
解
釈
を
挙
げ
て
み
ま
す
。

　湖
上
に
遊
ぶ
鳥
に
水
路
ら
し
い
も
の
、
レ
ー
ル
ら
し
い

　も
の
は
一
行
に
見
当
ら
な
い
の
に
、
そ
の
足
取
り
は
縦

　横
無
礙
・
自
由
自
在
で
あ
り
、
そ
の
通
り
過
ぎ
た
跡
は

　た
ち
ま
ち
か
き
消
え
て
、
何
ら
の
拘
泥
駐
留
渋
滞
の
跡

　も
な
く
、
尋
ね
よ
う
に
も
全
く
蹤
跡
は
な
い
。
そ
れ
に

　も
か
か
わ
ら
ず
（
さ
れ
ど
も
）
一
行
に
逸
脱
す
る
処
も
、

　法
を
踏
み
越
す
と
こ
ろ
も
な
い
。
こ
れ
は
住
着
な
く
し

　て
そ
の
心
生
ず
る
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
意
味
を
水
に

　遊
ぶ
鳥
に
譬
え
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

　こ
の
よ
う
に
和
歌
の
解
釈
は
面
山
以
来
、
水
面
を
往
き

来
す
る
水
鳥
の
道
あ
と
が
、
一
つ
の
情
景
と
な
っ
て
き
た

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　け
れ
ど
も
私
は
ち
ょ
っ
と
引
っ
か
か
り
を
感
じ
ま
す
。

実
際
、
水
上
を
行
く
鳥
の
跡
は
消
え
て
な
く
な
り
ま
す
が
、

だ
か
ら
と
言
っ
て
鳥
の
泳
ぎ
回
る
よ
う
す
は
そ
れ
ほ
ど
特

別
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。
た
し
か
に
水
上
を
自
由
に
動
き

回
る
鳥
の
よ
う
す
に
、
物
事
に
執
着
せ
ず
自
在
に
行
動
す

る
心
の
は
た
ら
き
を
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
は
で
き
そ
う
で
す

が
、「
水
路
ら
し
い
も
の
、
レ
ー
ル
ら
し
い
も
の
は
一
行

に
見
当
た
ら
な
い
の
に
」
と
い
う
ほ
ど
の
こ
と
だ
ろ
う
か

と
思
う
の
で
す
。
で
も
も
し
こ
れ
が
水
上
で
は
な
く
、
空

飛
ぶ
鳥
の
道
と
し
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
。
そ
の
動
き
は
水

上
に
較
べ
て
は
る
か
に
広
く
な
り
ま
す
。
渡
り
鳥
な
ど
を

想
定
す
れ
ば
さ
ら
に
ス
ケ
ー
ル
は
大
き
く
な
り
ま
す
。
い

ず
れ
も
「
水
鳥
の
道
」
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
面
山

以
来
続
い
て
き
た
解
釈
に
、「
空
の
道
」
と
い
う
解
釈
を

加
え
る
可
能
性
は
な
い
も
の
で
し
ょ
う
か
。

　◇

　空
の
道

　◇

　空
飛
ぶ
鳥
の
道
、
こ
れ
は
単
な
る
思
い
つ
き
で
は
な
く
、

曹
洞
宗
の
伝
統
的
な
教
え
の
一
つ
に
「
鳥
道
」
と
い
う
こ

と
が
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
は
水
上
の
道
で
は
な
く
、
空
の

道
を
指
す
も
の
で
し
た
。

　「
曹
洞
」
宗
の
名
前
の
由
来
に
な
っ
た
洞
山
と
い
う
中

国
の
祖
師
が
い
ま
す
。
洞
山
は
修
行
者
を
指
導
す
る
場
合

に
、
三
種
類
の
手
段
を
用
い
ま
し
た
。
こ
れ
を
洞
山
三
路

と
い
う
の
で
す
。
道
元
禅
師
の
和
歌
に
関
す
る
研
究
は
面

山
の
業
績
が
代
表
的
な
も
の
と
さ
れ
、
そ
れ
は
今
日
の
梅

花
流
に
も
承
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

　現
在
、
梅
花
流
師
範
が
参
考
に
し
て
い
る
『
梅
花
流
指

導
必
携
解
説
篇
』
に
お
い
て
も
、
こ
の
御
詠
歌
の
情
景
は

次
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
て
い
ま
す
。

　水
面
に
遊
ぶ
鳥
が
さ
わ
り
な
く
す
い
す
い
と
自
由
に
泳

　い
で
い
ま
す
。「
往
く
も
帰
る
も
」
は
水
鳥
が
あ
ち
ら

　こ
ち
ら
と
泳
い
で
い
る
情
景
で
あ
り
、「
跡
絶
え
て
」
は

　水
鳥
の
泳
い
だ
後
に
の
こ
る
波
の
跡
が
な
く
な
っ
て
い

　く
さ
ま
で
す
。
跡
は
な
い
け
れ
ど
も
歩
む
べ
き
道
を
忘

　れ
て
は
い
ま
せ
ん
。「
さ
れ
ど
も
道
は
忘
れ
ざ
り
け
り
」

　と
詠
わ
れ
て
い
ま
す
。

梅
花
の
ふ
る
さ
と

〜 

詠
讃
歌
の
生
ま
れ
た
風
景 

〈
そ
の
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十
八
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禅
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と
い
い
ま
す
。
三
路
と
は
鳥
道
・
玄
路
・
展
手
と
い
う
も

の
で
し
た
。
そ
の
ひ
と
つ
鳥
道
に
つ
い
て
、
洞
山
が
あ
る

僧
と
問
答
を
交
わ
し
て
い
る
記
録
が
あ
り
ま
す
。

　
　僧
問
う
、
師
（
洞
山
）
は
ふ
だ
ん
修
行
者
に
鳥
道
を

　
　行
く
よ
う
に
指
導
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
鳥
道
と
は
ど

　
　う
い
う
も
の
で
す
か
。

　
　師
云
く
、
誰
に
も
逢
わ
な
い
と
こ
ろ
だ
。

　
　僧
云
く
、
で
は
ど
の
よ
う
に
行
け
ば
よ
い
の
で
す
か
。

　
　師
云
く
、
決
し
て
靴
を
履
い
て
は
な
ら
ぬ
。

　
　僧
云
く
、
鳥
道
を
行
く
と
い
う
の
は
本
来
の
面
目
と

　
　い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　
　師
云
く
、
君
、
ど
う
し
て
間
違
え
る
の
だ
。

　
　僧
云
く
、
ど
こ
が
私
の
間
違
い
な
ん
で
す
か
。

　
　師
云
く
、
間
違
い
で
な
け
れ
ば
、
召
使
い
と
主
人
を

　
　取
り
違
え
た
り
し
な
い
だ
ろ
う
。

　
　僧
云
く
、
い
っ
た
い
本
来
の
面
目
と
は
な
ん
で
す
か
。

　
　師
云
く
、
鳥
道
を
行
か
な
い
こ
と
だ
。

　一
見
な
ん
だ
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
や
り
と
り
の
よ
う
で

す
。
質
問
し
た
僧
は
、
洞
山
が
「
鳥
道
」
と
い
う
手
段
で

ふ
だ
ん
か
ら
修
行
者
を
指
導
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い

て
、
し
か
も
そ
れ
が
本
来
の
面
目
す
な
わ
ち
真
実
の
さ
と

り
に
到
る
も
の
だ
と
あ
ら
か
じ
め
わ
か
っ
た
上
で
こ
れ
を
聞

い
て
い
る
よ
う
で
す
。
し
か
し
洞
山
は
僧
の
考
え
を
否
定

し
ま
す
。
で
は
誰
に
も
逢
わ
な
い
と
こ
ろ
、
靴
を
履
い
て

は
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
鳥
道
と
は
い
っ
た
い
何
で
し
ょ
う
。

　じ
つ
は
道
元
禅
師
も
ま
た
鳥
道
に
つ
い
て
ご
自
分
の
考

え
を
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
の
考
え
を
手
が
か
り
に
、
鳥
道

に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。（
つ
づ
く
）
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佐
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高
祖
承
陽
大
師
道
元
禅
師
第
二
番
御
詠
歌

　水
鳥
の
往
く
も
帰
る
も
跡
絶
え
て

　
　
　さ
れ
ど
も
道
は
忘
れ
ざ
り
け
り

道
元
禅
師
和
歌

　

　
　◇

　応
無
所
住
而
生
其
心

　◇

　

　こ
の
ご
詠
歌
は
、
江
戸
時
代
に
道
元
禅
師
の
和
歌
を
集

め
た
『
傘
松
道
詠
』
に
あ
る
も
の
で
す
。
そ
こ
で
は
「
応

無
所
住
而
生
其
心
」
と
い
う
題
が
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
『
金
剛
経
』
と
い
う
お
経
の
言
葉
で
す
。

　達
磨
大
師
か
ら
六
代
目
の
祖
師
に
慧
能
と
い
う
方
が
い

ま
し
た
。
ま
だ
出
家
す
る
以
前
、
慧
能
が
街
で
薪
を
売
り

歩
い
て
い
る
と
、
あ
る
客
が
こ
の
経
文
を
口
ず
さ
み
ま
し

た
。
そ
れ
を
聞
い
て
は
っ
と
悟
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
仏
門

に
入
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　「
ま
さ
に
住
す
る
と
こ
ろ
無
く
し
て
、
し
か
も
そ
の
心

を
生
ず
べ
し
」。
住
す
る
と
は
と
ど
ま
る
、
と
ら
わ
れ
る

と
理
解
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
何
か
に
心
が
と
ど
ま
っ
た
り
、

と
ら
わ
れ
た
り
す
る
こ
と
な
く
、
必
要
な
働
き
を
す
る
。

道
元
禅
師
の
言
葉
に
、「
春
声
に
引
か
れ
て
春
沢
に
遊
ば
ず
、

秋
色
を
見
る
も
、
さ
ら
に
秋
心
な
し
」（
典
座
教
訓
）
と
あ

り
ま
す
。
人
は
、
春
め
い
て
く
る
と
う
き
う
き
と
遊
び
に

出
た
り
、
秋
に
な
る
と
憂
い
の
思
い
を
抱
い
た
り
し
ま
す
。

そ
れ
は
心
が
季
節
の
移
ろ
い
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
か
ら
。

こ
の
よ
う
に
何
か
に
心
が
と
ら
わ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
自

由
自
在
に
物
事
に
応
じ
て
ゆ
く
こ
と
、
そ
れ
を
「
応
無
所

住
而
生
其
心
」
と
言
い
ま
す
。

　◇

　水
上
の
道

　◇

　『
傘
松
道
詠
』
を
編
集
し
た
面
山
は
、
和
歌
の
そ
れ
ぞ

れ
を
解
説
し
た
『
傘
松
道
詠
聞
解
』
を
著
し
て
い
ま
す
。

こ
の
和
歌
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
ま
す
。

　水
鳥
は
鴛
鴦
や
白
鴎
の
類
、
水
上
の
往
来
な
れ
ば
あ
と

　は
な
い
け
れ
ど
も
、
鳥
の
方
で
は
跡
を
知
て
お
る
。
さ

　れ
ど
も
と
は
、
去
と
云
う
縁
語
に
使
う
。
往
き
去
れ
ど

　も
還
り
去
れ
ど
も
道
を
忘
れ
ぬ
と
云
う
こ
と
。
跡
た
え

　て
と
云
う
が
応
無
所
住
な
り
。
路
を
忘
れ
ぬ
と
云
う
が

　而
生
其
心
（
後
略
）。

　オ
シ
ド
リ
や
カ
モ
メ
が
、
池
や
湖
の
水
面
を
行
き
交
う

と
、
あ
と
に
で
き
た
航
跡
は
ほ
ど
な
く
消
え
て
し
ま
い
ま

す
。
し
か
し
水
鳥
た
ち
は
そ
の
見
え
な
い
路
を
迷
う
こ
と

な
く
往
還
す
る
。
そ
れ
が
「
応
無
〜
」
の
消
息
で
あ
る
、

　面
山
か
ら
梅
花
流
指
導
必
携
ま
で
の
間
に
、
道
元
禅
師

の
和
歌
に
関
す
る
解
説
は
い
く
つ
も
な
さ
れ
ま
し
た
が
、

こ
こ
で
は
そ
の
中
の
一
つ
、
大
場
南
北
の
『
道
元
禅
師
和

歌
集
新
釈
』（
一
九
七
二
年
）
の
解
釈
を
挙
げ
て
み
ま
す
。

　湖
上
に
遊
ぶ
鳥
に
水
路
ら
し
い
も
の
、
レ
ー
ル
ら
し
い

　も
の
は
一
行
に
見
当
ら
な
い
の
に
、
そ
の
足
取
り
は
縦

　横
無
礙
・
自
由
自
在
で
あ
り
、
そ
の
通
り
過
ぎ
た
跡
は

　た
ち
ま
ち
か
き
消
え
て
、
何
ら
の
拘
泥
駐
留
渋
滞
の
跡

　も
な
く
、
尋
ね
よ
う
に
も
全
く
蹤
跡
は
な
い
。
そ
れ
に

　も
か
か
わ
ら
ず
（
さ
れ
ど
も
）
一
行
に
逸
脱
す
る
処
も
、

　法
を
踏
み
越
す
と
こ
ろ
も
な
い
。
こ
れ
は
住
着
な
く
し

　て
そ
の
心
生
ず
る
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
意
味
を
水
に

　遊
ぶ
鳥
に
譬
え
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

　こ
の
よ
う
に
和
歌
の
解
釈
は
面
山
以
来
、
水
面
を
往
き

来
す
る
水
鳥
の
道
あ
と
が
、
一
つ
の
情
景
と
な
っ
て
き
た

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　け
れ
ど
も
私
は
ち
ょ
っ
と
引
っ
か
か
り
を
感
じ
ま
す
。

実
際
、
水
上
を
行
く
鳥
の
跡
は
消
え
て
な
く
な
り
ま
す
が
、

だ
か
ら
と
言
っ
て
鳥
の
泳
ぎ
回
る
よ
う
す
は
そ
れ
ほ
ど
特

別
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。
た
し
か
に
水
上
を
自
由
に
動
き

回
る
鳥
の
よ
う
す
に
、
物
事
に
執
着
せ
ず
自
在
に
行
動
す

る
心
の
は
た
ら
き
を
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
は
で
き
そ
う
で
す

が
、「
水
路
ら
し
い
も
の
、
レ
ー
ル
ら
し
い
も
の
は
一
行

に
見
当
た
ら
な
い
の
に
」
と
い
う
ほ
ど
の
こ
と
だ
ろ
う
か

と
思
う
の
で
す
。
で
も
も
し
こ
れ
が
水
上
で
は
な
く
、
空

飛
ぶ
鳥
の
道
と
し
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
。
そ
の
動
き
は
水

上
に
較
べ
て
は
る
か
に
広
く
な
り
ま
す
。
渡
り
鳥
な
ど
を

想
定
す
れ
ば
さ
ら
に
ス
ケ
ー
ル
は
大
き
く
な
り
ま
す
。
い

ず
れ
も
「
水
鳥
の
道
」
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
面
山

以
来
続
い
て
き
た
解
釈
に
、「
空
の
道
」
と
い
う
解
釈
を

加
え
る
可
能
性
は
な
い
も
の
で
し
ょ
う
か
。

　◇

　空
の
道

　◇

　空
飛
ぶ
鳥
の
道
、
こ
れ
は
単
な
る
思
い
つ
き
で
は
な
く
、

曹
洞
宗
の
伝
統
的
な
教
え
の
一
つ
に
「
鳥
道
」
と
い
う
こ

と
が
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
は
水
上
の
道
で
は
な
く
、
空
の

道
を
指
す
も
の
で
し
た
。

　「
曹
洞
」
宗
の
名
前
の
由
来
に
な
っ
た
洞
山
と
い
う
中

国
の
祖
師
が
い
ま
す
。
洞
山
は
修
行
者
を
指
導
す
る
場
合

に
、
三
種
類
の
手
段
を
用
い
ま
し
た
。
こ
れ
を
洞
山
三
路

と
い
う
の
で
す
。
道
元
禅
師
の
和
歌
に
関
す
る
研
究
は
面

山
の
業
績
が
代
表
的
な
も
の
と
さ
れ
、
そ
れ
は
今
日
の
梅

花
流
に
も
承
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

　現
在
、
梅
花
流
師
範
が
参
考
に
し
て
い
る
『
梅
花
流
指

導
必
携
解
説
篇
』
に
お
い
て
も
、
こ
の
御
詠
歌
の
情
景
は

次
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
て
い
ま
す
。

　水
面
に
遊
ぶ
鳥
が
さ
わ
り
な
く
す
い
す
い
と
自
由
に
泳

　い
で
い
ま
す
。「
往
く
も
帰
る
も
」
は
水
鳥
が
あ
ち
ら

　こ
ち
ら
と
泳
い
で
い
る
情
景
で
あ
り
、「
跡
絶
え
て
」
は

　水
鳥
の
泳
い
だ
後
に
の
こ
る
波
の
跡
が
な
く
な
っ
て
い

　く
さ
ま
で
す
。
跡
は
な
い
け
れ
ど
も
歩
む
べ
き
道
を
忘

　れ
て
は
い
ま
せ
ん
。「
さ
れ
ど
も
道
は
忘
れ
ざ
り
け
り
」

　と
詠
わ
れ
て
い
ま
す
。

梅
花
の
ふ
る
さ
と

〜 

詠
讃
歌
の
生
ま
れ
た
風
景 

〈
そ
の
二
十
八
　高
祖
承
陽
大
師
道
元
禅
師
第
二
番
御
詠
歌
〉

水

鳥

の

道

・

異

聞
（
一
）

第５０号 第５０号令和４年１０月１日 令和４年１０月１日

と
い
い
ま
す
。
三
路
と
は
鳥
道
・
玄
路
・
展
手
と
い
う
も

の
で
し
た
。
そ
の
ひ
と
つ
鳥
道
に
つ
い
て
、
洞
山
が
あ
る

僧
と
問
答
を
交
わ
し
て
い
る
記
録
が
あ
り
ま
す
。

　
　僧
問
う
、
師
（
洞
山
）
は
ふ
だ
ん
修
行
者
に
鳥
道
を

　
　行
く
よ
う
に
指
導
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
鳥
道
と
は
ど

　
　う
い
う
も
の
で
す
か
。

　
　師
云
く
、
誰
に
も
逢
わ
な
い
と
こ
ろ
だ
。

　
　僧
云
く
、
で
は
ど
の
よ
う
に
行
け
ば
よ
い
の
で
す
か
。

　
　師
云
く
、
決
し
て
靴
を
履
い
て
は
な
ら
ぬ
。

　
　僧
云
く
、
鳥
道
を
行
く
と
い
う
の
は
本
来
の
面
目
と

　
　い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　
　師
云
く
、
君
、
ど
う
し
て
間
違
え
る
の
だ
。

　
　僧
云
く
、
ど
こ
が
私
の
間
違
い
な
ん
で
す
か
。

　
　師
云
く
、
間
違
い
で
な
け
れ
ば
、
召
使
い
と
主
人
を

　
　取
り
違
え
た
り
し
な
い
だ
ろ
う
。

　
　僧
云
く
、
い
っ
た
い
本
来
の
面
目
と
は
な
ん
で
す
か
。

　
　師
云
く
、
鳥
道
を
行
か
な
い
こ
と
だ
。

　一
見
な
ん
だ
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
や
り
と
り
の
よ
う
で

す
。
質
問
し
た
僧
は
、
洞
山
が
「
鳥
道
」
と
い
う
手
段
で

ふ
だ
ん
か
ら
修
行
者
を
指
導
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い

て
、
し
か
も
そ
れ
が
本
来
の
面
目
す
な
わ
ち
真
実
の
さ
と

り
に
到
る
も
の
だ
と
あ
ら
か
じ
め
わ
か
っ
た
上
で
こ
れ
を
聞

い
て
い
る
よ
う
で
す
。
し
か
し
洞
山
は
僧
の
考
え
を
否
定

し
ま
す
。
で
は
誰
に
も
逢
わ
な
い
と
こ
ろ
、
靴
を
履
い
て

は
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
鳥
道
と
は
い
っ
た
い
何
で
し
ょ
う
。

　じ
つ
は
道
元
禅
師
も
ま
た
鳥
道
に
つ
い
て
ご
自
分
の
考

え
を
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
の
考
え
を
手
が
か
り
に
、
鳥
道

に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。（
つ
づ
く
）

文
責
・
佐
藤
俊
晃

水上の道

空の道

お
う

む

し
ょ
じ
ゅ
う

に 

し
ょ
う

ご

　し
ん

こ
ん 

ご
う 

き
ょ
う

え

　の
う

し
ょ
う

て
ん

　ぞ
き
ょ
う
く
ん

え
ん  

お
う

は
く  

お
う

も
ん

　げ

ち
ょ
う
ど
う

と
う  

ざ
ん

さ
ん
し
ょ
う
ど
う 

え
い
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柴

　田

　弘

　一

し
ば

　
　
　

 

た

こ
う

　
　
　い
ち

秋
田
市
金
足
・
東
泉
寺
東
堂

と
う
せ
ん

じ

五
十
号
、
お
め
で
と
う

ハ

ナ

ミ 
 

ナ

ム

ナ

ム

 

テ
レ
ホ
ン
梅
花  

☎
〇
一
八
（
八
七
三
）
七
六
七
六
【
毎
週
土
曜
日
に
テ
ー
プ
が
更
新
さ
れ
ま
す
】

【
令 

和 

四 

年
】

◆
十
月
　
　
一
日
　
廓
然

　
　
　
　
　
八
日
　
影
向
（
和
讃
）

　
　
　
　
十
五
日
　
伝
光
（
第
一
番
）

　
　
　
二
十
二
日
　
伝
光

　
　
　
二
十
九
日
　
慶
祝
（
和
讃
）

◆
十
一
月
　
五
日
　
正
法
（
和
讃
）

　
　
　
　
十
二
日
　
浄
心

　
　
　
　
十
九
日
　
四
摂
法
（
和
讃
）

　
　
　
二
十
六
日
　
成
道
（
和
讃
）

◆
十
二
月
　
三
日
　
明
星

　
　
　
　
　
十
日
　
学
道
（
和
讃
）

　
　
　
　
十
七
日
　
慕
古

　
　
　
二
十
四
日
　
花
供
養
（
和
讃
）

　
　
　
三
十
一
日
　
供
華

【
令 

和 

五 

年
】

◆
一
月
　
　
七
日
　
誓
願
（
和
讃
）

　
　
　
　
十
四
日
　
正
行
（
和
讃
）

　
　
　
二
十
一
日
　
道
環

　
　
　
二
十
八
日
　
永
平
二
祖
讃
仰
（
和
讃
）

◆
二
月
　
　
四
日
　
開
山
忌
（
和
讃
）

　
　
　
　
十
一
日
　
真
清
水

　
　
　
　
十
八
日
　
報
恩
供
養
（
和
讃
）

　
　
　
二
十
五
日
　
澄
心

◆
三
月
　
　
四
日
　
涅
槃
（
和
讃
）

　
　
　
　
十
一
日
　
不
滅

　
　
　
　
十
八
日
　
總
持
二
祖
讃
仰
（
和
讃
）

　
　
　
二
十
五
日
　
永
光
（
永
平
二
祖
）

◆
四
月
　
　
一
日
　
永
光
（
總
持
二
祖
）

　
　
　
　
　
八
日
　
紫
雲
（
高
祖
）

　
　
　
　
十
五
日
　
紫
雲
（
太
祖
）

　
　
　
二
十
二
日
　
道
心
利
行
（
和
讃
）

　
　
　
二
十
九
日
　
菩
提
（
高
祖
）

◎ 

柴
田
弘
一
正
伝
師
範
の

　
　
　
　
　    

お
唱
え
と
な
り
ま
す
。

〒010-0111　秋田市金足岩瀬字前山 3　東泉寺　TEL018-873-2675

　『
同
行
』
五
十
号
を
迎
え
た
こ
と
を
心
よ
り
お
祝
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　梅
花
講
の
活
動
は
、
講
習
会
や
検
定
会
、
奉
詠
大
会
、
各
講
で
の
お
稽
古
等
々
、
活

発
に
行
わ
れ
て
き
た
が
、「
講
員
同
士
の
情
報
交
換
と
そ
の
時
々
の
記
録
が
残
さ
れ
な

い
の
は
大
き
な
ウ
ィ
ー
ク
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
」
と
の
亀
谷
健
樹
二
代
目
会
長
（
北
秋
田

市
・
太
平
寺
）
の
提
案
が
あ
り
、『
同
行
』
誌
発
刊
の
運
び
と
な
っ
た
。
誌
面
の
題
字
は
、

初
代
師
範
会
会
長
の
加
藤
信
三
師
（
大
館
市
・
宗
福
寺
）
の
揮
毫
で
あ
る
。

　初
刊
の
編
集
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
私
だ
が
、
経
験
浅
く
右
往
左
往
し
な
が
ら
も
会

長
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
き
、
先
ず
は
県
の
梅
花
を
今
日
ま
で
盛
ん
に
し
支
え
て
こ

ら
れ
た
師
範
有
志
の
方
々
に
、
秋
田
の
梅
花
の
今
昔
を
綴
っ
て
い
た
だ
き
、
当
時
の
写

真
も
提
供
い
た
だ
い
た
も
の
を
対
談
形
式
に
ま
と
め
て
掲
載
し
、
記
録
と
し
て
残
す
作

業
を
行
っ
た
。

　第
二
号
か
ら
は
編
集
を
他
に
譲
り
、
よ
り
充
実
し
た
内
容
や
ア
イ
デ
ア
が
組
み
込
ま

れ
、
初
期
の
目
的
で
あ
る
情
報
交
換
と
記
録
す
る
役
割
を
存
分
に
発
揮
し
て
き
て
い
る

と
思
う
。
只
、
年
二
回
発
行
が
叶
わ
ぬ
こ
と
が
幾
度
か
あ
っ
た
こ
と
は
残
念
に
思
う
。

　と
こ
ろ
で
、
師
範
・
詠
範
の
会
独
自
に
発
行
す
る
『
同
行
』
誌
は
、
梅
花
情
報
誌
と

し
て
全
国
的
に
希
少
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
先
年
よ
り
カ
ラ
ー
刷
り
と
な
り
、
更
に
読

み
や
す
さ
が
加
わ
っ
た
感
が
あ
る
。

　近
年
、
講
員
の
高
齢
化
と
共
に
コ
ロ
ナ
が
講
員
減
少
を
加
速
化
す
る
中
で
は
あ
る
が
、

『
同
行
』
誌
が
新
し
く
入
講
を
勧
め
る
上
で
も
、
そ
の
一
翼
を
担
う
内
容
充
実
を
と
期

待
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　五
十
号
ま
で
の
編
集
者
、
執
筆
者
の
方
々
、
誠
に
ご
苦
労
様
で
し
た
。

か

と
う

し
ん

ざ
ん

そ
う

ふ
く

き

ご
う

じ

曹洞宗秋田県宗務所

ＱＲコード
スマートフォン等で読み取ると、

『同行』過去号から最新号まで

閲覧できます。

表
紙
に
つ
い
て

　今
号
の
表
紙
は
、
秋
田
市
金
足
・
東
泉
寺
様
所
蔵
の
「
梅
花
観

音
さ
ま
」
で
す
。
柴
田
弘
一
東
堂
老
師
が
、
青
森
県
梅
花
流
の
有

志
師
範
会
及
び
詠
範
の
会
の
講
師
を
勤
め
て
い
た
御
縁
で
、
先
ご

ろ
講
師
退
任
の
記
念
と
し
て
御
寄
進
い
た
だ
い
た
も
の
だ
そ
う
で

す
。
梅
花
観
音
さ
ま
は
、
音
楽
や
美
術
、
お
稽
古
事
の
上
達
に
功

徳
の
あ
る
観
音
さ
ま
で
も
あ
り
ま
す
。「
お
唱
え
上
達
・
検
定
合

格
」
を
望
ま
れ
る
方
は
、
機
会
が
あ
れ
ば
ぜ
ひ
お
参
り
に
訪
れ
て

は
如
何
で
し
ょ
う
か
？

　ま
た
、
仏
像
完
成
を
経
て
描
か
れ
た
仏
画
の
梅
花
観
音
さ
ま
は
、

東
堂
ご
夫
妻
が
金
婚
式
を
迎
え
た
際
に
、
梅
川
順
子
さ
ん
（
神
奈

川
県
泰
野
市
・
圓
通
寺
御
寺
族
）
が
制
作
し
、
御
寄
贈
く
だ
さ
っ

た
も
の
だ
そ
う
で
す
。
御
住
職
の
龍
博
師
は
、
東
堂
老
師
と
永
平

寺
に
て
共
に
修
行
し
た
仲
と
の
こ
と
。
尊
い
法
縁
か
ら
生
ま
れ
た
、

慈
愛
に
満
ち
、
気
品
あ
ふ
れ
る
美
し
い
表
情
の
観
音
さ
ま
で
す
。

『同行』
表紙一覧
～創刊号から

　　　第５０号まで～

❶❷❸❹

❺❻❼❽





❾











【
師
範
・
詠
範
の
会
五
代
目
会
長
】

◆
初
代
編
集
担
当



ど う ぎ ょ う ⑵

亀

　谷

　健

　樹

か
め

　
　
　

 

や

け
ん

　
　
　じ
ゅ

ど う ぎ ょ う⑺

　秋
田
県
梅
花
流
機
関
誌
『
同
行
』
は
、
今
号
を
も
っ
て
大
き
な
節
目
の
第

五
十
号
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
創
刊
か
ら
三
十
四
年
が
経
ち
、
梅
花

流
を
取
り
巻
く
状
況
も
当
時
と
比
べ
大
き
く
様
変
わ
り
し
て
き
て
お
り
ま
す
。

　梅
花
流
隆
盛
期
を
よ
く
知
る
お
二
人
の
歴
代
会
長
、
亀
谷
健
樹
老
師
と
柴
田

弘
一
老
師
よ
り
、
こ
の
度
特
別
に
ご
寄
稿
い
た
だ
き
ま
し
た
。

北
秋
田
市
上
杉
・
太
平
寺
東
堂

た
い
へ
い

じ

第５０号 第５０号令和４年１０月１日 令和４年１０月１日

特
別
寄
稿  

〜
五
十
号
の
節
目
を
迎
え
て
〜

　秋
田
県
梅
花
流
は
、
昭
和
三
十
年
頃
か
ら
始
ま
っ
た
。
ま
た
、
県
梅
花
流
師
範
会
は

昭
和
四
十
二
年
に
結
成
。
ま
た
、
機
関
誌
『
同
行
』
は
今
回
五
十
号
の
節
目
を
迎
え
た
。

内
容
・
体
裁
と
も
に
充
実
し
慶
び
に
堪
え
な
い
。

　私
は
師
範
会
二
代
目
会
長
に
任
ぜ
ら
れ
た
が
、
六
年
間
の
任
期
中
、
充
実
し
た
主
要

な
事
業
な
ど
を
振
り
返
り
た
い
。

　一
つ
目
は
、こ
の
『
同
行
』
創
刊
を
提
案
し
た
事
で
あ
る
。
当
時
は
詠
讃
歌
普
及
の
為
、

詠
唱
指
導
に
夢
中
で
、
機
関
誌
発
行
ま
で

手
を
伸
ば
す
余
裕
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

何
事
も
記
録
し
な
け
れ
ば
成
果
は
残
ら
ず
、

反
省
も
で
き
な
い
。
そ
の
後
、
定
期
刊
行

に
よ
っ
て
着
実
に
梅
花
関
係
の
情
報
発
信

が
で
き
た
。
そ
の
時
々
の
編
集
者
の
労
を

ね
ぎ
ら
い
、
そ
の
功
を
た
た
え
た
い
と
思
う
。

　二
つ
目
は
、『
梅
花
流
秋
田
県
五
十
周
年
記
念
誌
』

出
版
で
あ
る
。
当
時
、
梅
花
の
要
職
に
フ
リ
ー
で

あ
っ
た
本
間
俊
英
師
（
由
利
本
荘
市
・
恵
林
寺
）
に
、

私
は
こ
の
大
事
業
の
編
集
を
懇
願
し
、
や
っ
と
引
き

受
け
て
い
た
だ
い
た
。
そ
の
結
果
、
秋
田
県
梅
花
講

の
開
創
か
ら
の
業
績
な
ど
を
つ
ま
び
ら
か
に
集
録
し
、

予
想
以
上
に
綿
密
な
記
録
集
が
刊
行
で
き
た
。
今
更

に
本
間
師
の
功
労
を
多
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　三
つ
目
は
、
平
成
十
七
年
に
『
秋
田
県
梅
花
講
の

歌
』
を
制
定
し
た
事
で
あ
る
。
そ
の
歌
詞
を
作
詞
さ

せ
て
い
た
だ
く
。
因
み
に
作
曲
者
は
佐
藤
公
一
郎
氏

で
あ
る
（
編
集
部
注

：

同
行
第
二
十
四
・
四
十
五
・

四
十
七
号
参
照
）。
毎
年
梅
花
大
会
の
時
に
斉
唱
す

る
。
そ
れ
を
聴
く
度
に
往
昔
を
想
い
出
し
、
感
無
量

で
あ
る
。

　い
さ
さ
か
在
任
当
時
の
感
慨
に
ひ
た
っ
た
が
、

終
わ
り
に
今
後
の
梅
花
講
の
在
り
様
に
つ
い
て
二

つ
申
し
述
べ
た
い
。

　遅
き
に
失
す
る
が
、
詠
唱
指
導
の
み
が
ほ
と
ん

ど
の
現
在
か
ら
、
歌
詞
解
説
を
な
る
べ
く
解
り

易
く
お
話
し
す
る
よ
う
心
が
け
た
い
。
仏
祖
の

伝
記
・
逸
話
な
ど
に
興
味
を
持
た
せ
る
絶
好
の

チ
ャ
ン
ス
だ
と
思
う
か
ら
だ
。

　も
う
一
つ
は
、
梅
花
流
の
講
員
数
が
急
激
に

減
少
の
一
途
を
た
ど
る
現
在
、
何
と
か
し
て
歯

止
め
を
か
け
ら
れ
な
い
か
。
そ
の
対
策
が
急
務

で
あ
ろ
う
。
存
続
の
為
、
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
を

実
施
し
た
い
。
で
な
け
れ
ば
〝
梅
花
流
〞
は
伝

説
に
な
っ
て
し
ま
う
。

「同行創刊号」表紙
平成１（１９８９）年１１月１日発行

平成１８（２００６）年５月発行本間俊英師

梅
花
流
の
充
実
、

　
　
　
　発
展
を
願
っ
て

　た
し
か
平
成
元
年
の
あ
る
時
、
当
時
師
範
会
の
事
務
局
長

の
浄
福
寺
様
（
奥
山
芳
寿
老
師
）
に
所
用
で
伺
っ
た
ら
、
運

悪
く
、初
代
編
集
担
当
の
東
泉
寺
様（
柴
田
弘
一
老
師
）が『
同

行
』
創
刊
号
の
打
合
せ
で
来
て
お
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
「
運

の
尽
き
」で
し
た
。
用
件
が
終
わ
っ
て
帰
ろ
う
と
す
る
と「
お

茶
を
飲
ん
で
行
き
な
さ
い
！
」
と
言
わ
れ
、
そ
こ
に
は
、
東

北
秋
田
市
新
田
目
・
新
田
寺
住
職

保

　坂

　春

　聽

し
ん
で
ん 

じ

ほ

　
　
　

  

さ
か

し
ゅ
ん

ち
ょ
う

こ
れ
も
「
縁
」
で
し
た

こ
れ
も
「
縁
」
で
し
た

編集担当が語る

『
同行
』五十号までの歩み

　『同
行
』
は
三
十
四
年
間
、
歴
代
六
人
で
編
集
担
当
の
バ

ト
ン
を
繋
い
で
き
ま
し
た
。
県
内
梅
花
諸
行
事
の
告
知
・
実

施
報
告
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
県
内
梅
花
流
先
達
の
貴
重
な

言
葉
の
数
々
を
収
め
た
「
秋
田
の
梅
花
流
」
や
「
こ
こ
ろ
を

よ
む
」、
個
性
豊
か
な
県
内
各
講
の
活
動
紹
介
「
お
ら
ほ
の

梅
花
講
」、
そ
し
て
連
載
十
八
年
を
数
え
る
機
関
誌
の
屋
台

骨・佐
藤
俊
晃
先
生
執
筆
の
「
梅
花
の
ふ
る
さ
と
」
等
、各
々

が
独
自
に
工
夫
を
凝
ら
し
た
誌
面
作
り
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　こ
こ
で
は
、平
成
と
共
に
あ
っ
た
『
同
行
』
の
初
期・中
期
・

中
後
期
を
そ
れ
ぞ
れ
担
っ
た
御
三
方
に
、
そ
の
歩
み
を
振
り

返
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

泉
寺
様
が
ニ
コ
ヤ
カ
な
顔
で
お
座
り
で
し
た
。
嫌
な
予
感
が

し
ま
し
た
が
、
発
行
に
つ
い
て
の
意
見
を
求
め
ら
れ
て
、
若

気
の
至
り
で
ペ
ラ
ペ
ラ
と
喋
っ
て
し
ま
っ
た
私
で
し
た
。
案

の
定
、
第
二
号
か
ら
編
集
担
当
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
な

が
ら
ズ
ボ
ラ
な
性
格
の
私
で
す
。
発
行
期
限
を
守
ら
ず
、
関

係
の
皆
様
に
は
大
変
迷
惑
を
掛
け
て
し
ま
い
ま
し
た
。
今
更

な
が
ら
お
許
し
く
だ
さ
い
。

　掲
載
記
事
で
は
、
歌
詞
解
説
の
「
こ
こ
ろ
を
よ
む
」
と
、
梅

花
関
係
者
よ
り
の
エ
ッ
セ
イ
コ
ー
ナ
ー
「
チ
ョ
ッ
ト
ぶ
じ
ょ

ほ
う
」、
そ
れ
に
、
第
七
号
よ
り
「
写
真
で
見
る
基
本
作
法
」
を

掲
載
し
ま
し
た
。
連
続
写
真
の
よ
う
に
し
て
作
法
を
分
解
し
よ

う
と
し
ま
し
た
が
、
力
不
足
で
難
し
い
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

　皆
様
に
は
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
も
ご
縁
で
良

い
経
験
を
し
た
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
以
後
は
、有
能
な
方
々

が
編
集
担
当
と
な
り
、
目
出
た
く
五
十
号
を
迎
え
る
こ
と
が

出
来
ま
し
た
。
偏
に
読
者
の
檀
信
徒
講
員
様
の
お
陰
で
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

◆
二
代
目
編
集
担
当

じ
ょ
う
ふ
く  

じ

お
く 

や
ま 

ほ
う 

じ
ゅ

　平
成
元
年
の
創
刊
以
来
ず
っ
と
変
わ
ら
な
い
も
の
の
一
つ
。

そ
れ
は『
同
行
』の
題
字
で
す
。
こ
の
書
は
初
代
師
範
会
会
長
、

北
秋
田
市
七
日
市
・
龍
泉
寺
住
職

佐

　藤

　俊

　晃

り
ゅ
う
せ
ん 

じ

さ

　
　
　

  
と
う

し
ゅ
ん

 

こ
う

大
館
市
・
宗
福
寺
の
故

加
藤
信
三
老
師
の
手
に

な
る
も
の
で
し
た
。
老

師
は
法
要
行
持
に
造
詣

深
く
、
物
腰
の
や
わ
ら

か
さ
と
毅
然
と
し
た
威

厳
の
両
面
を
兼
ね
備
え
た
人
で
し
た
。
そ
の
御
人
徳
は
広
く

衆
目
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
し
た
。
あ
る
書
道
講
師
の
お
話

を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。「
加
藤
師
の
書
は
、
お
そ
ら

く
一
般
の
書
道
を
習
っ
た
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か

し
す
ば
ら
し
い
。
あ
の
文
字
は
書
家
で
は
書
け
な
い
も
の
で

す
。」
と
。
私
に
は
も
と
よ
り
書
の
巧
拙
を
評
す
る
力
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
方
の
言
葉
に
は
深
く
共
感
さ
せ
ら
れ
る

も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

　思
え
ば
秋
田
県
の
梅
花
流
草
創
期
は
、
い
わ
ゆ
る
「
ご
詠

歌
上
手
」
と
い
う
の
み
で
な
く
、
法
堂
進
退
・
声
明
・
人

望
な
ど
、
ま
さ
に
他
に
抜
き
ん
で
た
御
老
師
た
ち
が
牽
引

し
て
く
れ
ま
し
た
。
お
唱
え
だ
け
で
な
く
、
ひ
と
り
の
僧
と

し
て
真
に
す
ぐ
れ
た
人
が
梅
花
を
や
る
。
だ
か
ら
ま
わ
り
が

つ
い
て
行
く
。
そ
ん
な
思
い
を
抱
い
て
い
ま
し
た
。

　『
同
行
』
の
題
字
を
見
る
た
び
に
そ
の
思
い
を
新
た
に
し
、

自
分
の
い
た
ら
な
さ
を
反
省
し
て
い
ま
す
。
短
い
間
で
し
た

が
、
こ
の
誌
面
編
集
の
お
手
伝
い
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ

と
は
あ
り
が
た
い
こ
と
で
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
こ
の
字
に
叱

咤
さ
れ
、
励
ま
さ
れ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

◆
四
代
目
編
集
担
当

ひ
と
え

第
五
十
号

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

第
五
十
号

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

加藤信三老師

こ
う 

せ
つ

は
っ 

と
う

し
ょ
う
み
ょ
う

「秋田県梅花講の歌」
作曲者　佐藤公一郎

作詞者　太平寺　亀谷健樹（元師範会長）

一、山はみなもと　朝やけの
　　天をつく杉　湧く清水
　　供えまつらん　みほとけに
　　香華ふくいく　詠衆つどいぬ

　　　　　二、大地ゆたかに　稲の穂は
　　　　　　　雨風を経て　いのち満つ
　　　　　　　学びおさめん　み教えを
　　　　　　　喜び鈴に　鉦にたくして

　　　　　　　　　三、千古かわらぬ　日本海
　　　　　　　　　　　入り日に波は　慈悲の色
　　　　　　　　　　　共に励まし　やわらぎて
　　　　　　　　　　　梅花の道を　永久にいそしむ

【
師
範
会
二
代
目
会
長
】

ほ
ん

　ま

え

　り
ん

　じ

し
ゅ
ん
え
い
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◎
九
月
十
四
日
（
水
）、
大
曲
市
民
会
館
を
会
場
に
三
年
振
り
の

　開
催
と
な
っ
た
『
梅
花
流
秋
田
県
六
十
五
周
年
記
念
奉
詠
大
会
』

　の
様
子
は
、
次
号
に
て
た
っ
ぷ
り
と
お
伝
え
す
る
予
定
で
す
。

★

　編

　集

　後

　記

　★

　皆
様
、
い
つ
も
『
同
行
』
を
ご
愛
読
い
た
だ
き
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
今
回
、「
五
十
」
と
い
う
節
目
を

記
念
号
と
し
て
振
り
返
っ
て
み
ま
し
た
。
六
頁
の
よ
う

に
表
紙
一
覧
で
俯
瞰
し
て
見
る
と
、
歴
代
編
集
担
当
の

誌
面
に
込
め
た
梅
花
へ
の
想
い
や
編
纂
の
苦
労
が
改
め

て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。  

▼
昨

年
、『
同
行
』
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
の
デ
ー
タ
化
を
行
っ
て

か
ら
過
去
記
事
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
容
易
に
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
私
は
今
風
を
気
取
っ
て
タ
ブ
レ
ッ
ト

端
末
に
入
れ
て
管
理
し
て
い
ま
す
が
、
歴
代
編
集
者
や

先
達
師
範
の
皆
様
か
ら
し
て
み
れ
ば
、
若
い
頃
の
仕
事

や
御
姿
が
指
先
一
つ
で
掘
り
起
こ
さ
れ
、
少
々
複
雑
な

心
境
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ど
う
か
お
許
し
を…

（
冷
汗
）  

▼
任
期
も
残
り
少
な
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
年
二
回
発

行
の
圧
を
背
中
に
い
つ
も
感
じ
つ
つ
、
機
関
誌
を
心
待

ち
に
し
て
く
れ
て
い
る
方
々
の
為
に
も
、
最
後
ま
で
し

っ
か
り
広
報
部
の
仕
事
を
全
う
し
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
ま
た
、
折
に
触
れ
て
サ
ポ
ー
ト
し
て
く
だ
さ
る

も
う
一
人
の
広
報
部
員
、
岩
舘
香
央
里
さ
ん
（
鹿
角
市

花
輪
・
恩
徳
寺
寺
族
）
に
も
こ
の
場
を
借
り
て
感
謝
申

し
上
げ
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（俊
彦
）

『
同
行
』
創
刊
五
十
号
に
想
う

秋
田
県
梅
花
流
師
範
・
詠
範
の
会 

会
長

本

　間

　雅

　憲

が

　
　

  

け
ん

ほ
ん

　
　

  

ま

　
こ
の
度
、『
同
行
』
誌
が
節
目
と
な
る
五
十
号
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ

ま
で
に
秋
田
県
梅
花
流
師
範
・
詠
範
の
会
に
、
ま
た
同
誌
の
寄
稿
や
編
集
に
ご
協
力
い
た

だ
き
ま
し
た
す
べ
て
の
皆
様
方
に
お
礼
と
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　
平
成
元
年
十
一
月
に
発
行
さ
れ
た
第
一
号
に
は
、
当
時
の
会
長
・
亀
谷
健
樹
老
師
が
初

の
機
関
紙
発
行
に
至
る
思
い
や
、
今
後
の
秋
田
県
梅
花
流
、
梅
花
流
師
範
に
対
す
る
期
待

の
気
持
ち
を
熱
く
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
果
た
し
て
そ
の
思
い
に
応
え
ら
れ
て
い
る
の
か
心

も
と
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
さ
ら
に
精
進
い
た
す
所
存
で
す
。

　『
同
行
』
第
一
号
発
行
の
頃
、
私
は
宗
務
庁
梅
花
流
師
範
養
成
所
の
第
八
期
受
講
生
で

し
た
。
第
一
回
目
の
講
習
は
本
庁
の
ア
ク
シ
デ
ン
ト
に
よ
り
都
下
の
寶
光
寺
様
で
行
わ
れ

ま
し
た
。
近
く
の
八
王
子
市
で
幼
女
誘
拐
犯
が
捕
ま
り
騒
が
し
く
、
重
苦
し
さ
と
不
安
で

い
っ
ぱ
い
で
し
た
。
参
加
者
は
約
八
十
名
で
し
た
。
数
名
の
顔
見
知
り
が
い
た
こ
と
と
、

何
よ
り
柴
田
弘
一
先
生
が
講
師
と
し
て
紹
介
さ
れ
た
こ
と
で
安
心
し
た
も
の
で
し
た
。
寶

光
寺
様
で
は
、
境
内
地
に
臨
時
の
風
呂
場
を
設
置
す
る
な
ど
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
本

庁
の
養
成
所
を
宗
務
庁
以
外
で
開
催
し
た
の
は
後
に
も
先
に
も
こ
の
時
だ
け
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
貴
重
な
経
験
で
し
た
。
そ
の
後
は
す
べ
て
宗
務
庁
で
、
三
泊
四
日
の
講
習
を

年
三
回
二
年
間
通
い
ま
し
た
。
当
時
の
交
通
事
情

で
は
往
復
に
一
泊
ず
つ
必
要
で
、
東
京
は
今
ほ
ど

近
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
講
習
で
は
全
曲
を
修
得
す
る
も
の
と
し
、
最
終

の
会
に
認
定
検
定
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
毎
回
必
死

に
学
び
、
唱
え
て
い
た
日
々
で
し
た
。
自
分
の
詠

讃
歌
の
原
点
と
考
え
て
い
ま
す
。

◎ご意見・ご感想はコチラまで 〒018-0604  由利本荘市西目町沼田字敷森27  円通寺（近藤） TEL0184-33-3049

「
梅
花
観
音
」
東
泉
寺
様
（
秋
田
市
金
足
）
所
蔵

楠
の
一
木
彫
り
・
像
高
一
〇
六
cm
（
台
座
含
む
）

満
開
の
梅
の
花
に
包
ま
れ
、
慈
悲
の
ま
な
ざ
し
で
我
々
を
見
守
る
唯
一
無
二
の
観
音
さ
ま

梅花観音（仏画）

『 同 行 』 発 行 年 表

号数
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4

5

6

7

8

9
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14

15

16

17

18
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20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

平成 1 年

平成 2 年

平成 3 年

平成 4 年

平成 5 年

平成 6 年

平成 7 年

平成 8 年

平成 9 年

平成10年

平成11年

平成13年

平成14年

平成15年

平成16年

平成17年

平成18年

平成19年

平成20年

平成21年

平成22年

平成23年

平成24年

平成25年

平成26年

平成27年

平成28年

平成31年

令和 1 年

令和 2 年

令和 3 年

令和 4 年

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2019

2020

2021

2022

発行年 西暦 会　長 事務局 編集担当 印刷所

グラコン社

柴田弘一

保坂春聴

岩舘祖芳

奥

山

芳

寿

佐

藤

俊

晃

嶋

森

憲

雄

伊

藤

道

人

山
田
卓
爾

柴
田
弘
一
・
保
坂
春
聴

保

坂

春

聴

佐

藤

俊

晃

亀

谷

隆

道

近

藤

俊

彦

亀

谷

健

樹

丹
生
純
雄

柴

田

弘

一

岩

舘

祖

芳

本

間

雅

憲

佐
藤
仁
鳳

二
代
目

三
代
目

四
代
目

五
代
目

六
代
目

七
代
目

武

石

印

刷

武

石

印

刷

米

倉

印

刷

所

米

倉

印

刷

所

由

利

印

刷

菅

原

印

刷

・

北

秋

タ

イ

プ

第   ５ ０   号

　
そ
の
任
務
は
突
然
回
っ
て
き
た
。
前
任
者
だ
っ
た
方
が
、

御
法
務
・
宗
学
仏
典
研
究
・
布
教
梅
花
活
動
等
で
多
忙
を
極
め
、

発
行
が
遅
延
し
て
し
ま
っ
た
と
の
事
。「
次
、
宜
し
く
。」
と

の
事
で
、
そ
こ
か
ら
私
の
「
同
行
〜
同
修
」
は
始
ま
っ
た
。

引
き
継
ぎ
、
発
行
し
て
み
て
思
っ
た
の
は
、
色
。
黒
一
色
刷

り
か
ら
紫
色
に
変
更
。
す
る
と
写
真
、
活
字
に
も
少
し
メ
リ

ハ
リ
が
つ
い
た
。
毎
回
、
表
紙
の
写
真
と
御
詠
歌
の
一
節
を

決
め
る
の
に
苦
労
し
た
。「
蓮
の
花
の
ト
ン
ボ
」（
第
二
十
七

号
）
と
か
、「
鮭
川
村
の
ト
ト
ロ
杉
」（
第
四
十
号
）
と
か
、

撮
れ
た
時
に
は
嬉
し
か
っ
た
。

　
ま
た
、「
梅
花
の
ふ
る
さ
と
」
で
の
逸
話
に
納
得
感
動
し
、

そ
の
時
々
の
寄
稿
文
、
東
日
本
大
震
災
の
支
援
に
入
っ
た
浅

北
秋
田
市
上
杉
・
太
平
寺
住
職

亀

　谷

　隆

　道

た
い
へ
い 

じ

か
め

　
　
　

 

や

り
ゅ
う

ど
う

◆
五
代
目
編
集
担
当

『
同
行
』
の
編
集
を
顧
み
て

『
同
行
』
の
編
集
を
顧
み
て

か
え
り

田
師
範
の
話
、
祈
り
と
し
て
の
梅
花
、
講
員
さ
ん
の
梅
花
入

講
の
話
等
々
、
心
に
残
っ
た
。
た
だ
、
時
代
と
共
に
大
会
や

研
修
会
の
感
想
を
寄
稿
し
て
い
た
だ
く
人
が
減
り
、「
お
ら

ほ
の
梅
花
講
」
も
〈
講
員
不
在
〉
と
い
う
こ
と
で
断
ら
れ
、

高
齢
講
員
減
少
化
の
流
れ
を
感
じ
た
。
約
十
五
年
近
く
、
二

十
号
分
の
編
集
発
行
に
携
わ
っ
て
き
た
が
、
平
成
の
終
わ
り

頃
に
は
持
続
不
可
能
に
な
り
退
任
し
た
。

　
最
後
に
思
う
事
は
、
発
行
中
期
に
寄
稿
し
て
い
た
だ
い
た

県
北
部
の
若
き
師
範
さ
ん
の
事
。
彼
は
故
郷
の
町
を
盛
り
上

げ
る
為
に
十
二
月
暮
れ
の
街
路
樹
に
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を

飾
り
付
け
、Ｌ
Ｅ
Ｄ
の
光
で
《
闇
を
照
ら
し
、
明
る
い
世
の

中
を
作
っ
て
い
た
》（
第
三
十
四
号
参
照
）。
今
で
も
彼
は
梅

花
を
続
け
て
い
る
だ
ろ
う
か
。


