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　【
毎
週
土
曜
日
に
テ
ー
プ
が
更
新
さ
れ
ま
す
】

三
年
ぶ
り
の

　秋
田
県
奉
詠
大
会
開
催
!

秋
田
県
梅
花
流
師
範
・
詠
範
の
会

副
会
長

伊

　藤

　道

　人

ど
う

　
　に
ん

い

　
　

  

と
う

◎

柴
田
弘
一
正
伝
師
範
に
よ
る
お
唱
え
と
な
り
ま
す
。
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　本
年
度
は
、
コ
ロ
ナ
禍
の
二
年
間
の
ブ
ラ
ン
ク
を
経
て
、
計
画
し
て
い
た
研
修
会
や
講
習

会
等
を
人
数
が
少
な
い
な
が
ら
も
よ
う
や
く
行
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
お
唱
え
の
機
会
が

減
り
、
声
の
調
子
も
今
ひ
と
つ
の
中
、
そ
れ
で
も
懸
命
に
講
習
会
に
参
加
し
て
く
だ
さ
っ
た

講
員
の
皆
さ
ん
か
ら
は
久
し
ぶ
り
の
笑
顔
を
見
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　令
和
四
年
九
月
十
四
日
、
梅
花
流
秋
田
県
奉
詠
大
会
は
六
十
五
周
年
記
念
大
会
と
い
う
こ

と
で
、大
曲
市
民
会
館
に
て
三
年
ぶ
り
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
（
正
確
に
は
六
十
七
周
年
で
す
が
、

二
年
前
の
周
年
大
会
が
開
催
実
現
で
き
な
か
っ
た
為
、
こ
の
よ
う
に
銘
打
っ
て
お
り
ま
す
）。

参
加
者
は
少
な
い
な
が
ら
も
感
染
対
策
を
徹
底
の
上
、
無
事
厳
修
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　大
会
清
興
は
佐
藤
俊
晃
師
範
監
修
の
元
、
師
範
・
詠
範
・
御
寺
院
様
が
協
力
し
、
道
元
禅

師
の
半
生
を
「
お
唱
え
と
声
明
と
太
鼓
の
融
合
」
で
表
現
し
ま
し
た
。
中
で
も
太
鼓
は
、
三

浦
賢
翁
師
範
（
男
鹿
市
・
大
龍
寺
）
が
「
な
ま
は
げ
太
鼓
」
を
ア
レ
ン
ジ
し
て
演
奏
し
ま
し
た
が
、

会
場
が
割
れ
ん
ば
か
り
の
拍
手
に
包
ま
れ
盛
会
裏
に
終
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　来
年
度
も
諸
行
事
を
計
画
し
て
参
り
ま
す
の
で
、
奮
っ
て
ご
参
加
・
ご
協
力
を
お
願
い
致

し
ま
す
。
ま
た
、
今
後
と
も
師
範
・
詠
範
の
会
へ
更
な
る
ご
指
導
ご
鞭
撻
賜
わ
り
ま
す
よ
う

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

し
ょ
う
み
ょ
う

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。

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

【
令

和

五

年
】

◆
五
月
　
　
六
日
　
菩
提
（
太
祖
）

　
　
　
　
十
三
日
　
梅
花
（
高
祖
一
）

　
　
　
　
二
十
日
　
梅
花
（
高
祖
二
）

　
　
　
二
十
七
日
　
梅
花
（
太
祖
一
）

◆
六
月
　
　
三
日
　
梅
花
（
太
祖
二
）

　
　
　
　
　
十
日
　
聖
号

　
　
　
　
十
七
日
　
地
蔵
菩
薩
（
和
讃
）

　
　
　
二
十
四
日
　
慈
念

◆
七
月
　
　
一
日
　
御
授
戒
（
和
讃
）

　
　
　
　
　
八
日
　
渓
声
（
永
平
一
）

　
　
　
　
十
五
日
　
渓
声
（
永
平
二
）

　
　
　
二
十
二
日
　
渓
声
（
總
持
一
）

　
　
　
二
十
九
日
　
渓
声
（
總
持
二
）

◆
八
月
　
　
五
日
　
盂
蘭
盆
会
（
和
讃
）

　
　
　
　
十
二
日
　
迎
火

　
　
　
　
十
九
日
　
戦
災
精
霊
（
和
讃
）

　
　
　
二
十
六
日
　
平
和
祈
念
（
和
讃
）

◆
九
月
　
　
二
日
　
澄
心

　
　
　
　
　
九
日
　
高
祖
入
寂
（
和
讃
）

　
　
　
　
十
六
日
　
太
祖
入
寂
（
和
讃
）

　
　
　
二
十
三
日
　
達
磨
（
和
讃
）

　
　
　
　
三
十
日
　
廓
然

◆
十
月
　
　
七
日
　
同
行
（
和
讃
）

　
　
　
　
十
四
日
　
道
交

　
　
　
二
十
一
日
　
追
善
供
養
（
和
讃
）

　
　
　
二
十
八
日
　
妙
鐘

【
追
悼
】
細
谷
裕
昌
老
師
ご
遷
化

　令
和
四
年
二
月
十
五
日
、
能
代
市
二
ツ
井
町
・
善
徳
寺

住
職
・
細
谷
裕
昌
老
師
が
ご
遷
化
な
さ
れ
ま
し
た
。
享
年

七
十
七
。
平
成
元
年
十
二
月
に
二
級
師
範
補
任
。
平
成
四

〜
十
六
年
ま
で
の
十
二
年
間
は
、
梅
花
流
特
派
師
範
と
し

て
全
国
で
詠
唱
指
導
に
ご
活
躍
さ
れ
、
梅
花
流
の
普
及
・

発
展
に
大
変
ご
尽
力
さ
れ
ま
し
た
。

　こ
こ
に
謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し
ま
す
。

◎
細
谷
裕
昌
老
師
の『
同
行
』過
去
記
事
に
関
し
て
は
、

　ユ
ー
モ
ア
た
っ
ぷ
り
な
特
派
巡
回
報
告
が
掲
載
さ

　れ
た
第
十
号
を
ど
う
ぞ
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

ほ
そ

　や

  

ゆ
う
し
ょ
う  

ぜ
ん

と
く

じ

●
瑠
璃
の
会
「
ボ
イ
ト
レ
」
レ
ポ
ー
ト

北
秋
田
市
の
龍
泉
寺
御
住
職
・
佐
藤
俊
晃
師
範
に

ご
指
導
い
た
だ
い
て
い
る
『
瑠
璃
の
会
』
で
は
、
こ

の
と
こ
ろ
梅
花
講
習
の
前
に
ボ
イ
ス
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

を
取
り
入
れ
て
お
り
ま
す
。
指
導
し
て
下
さ
る
の
は

大
館
市
の
仙
台
な
な
先
生
。

な
な
先
生
曰
く
「
身
体
は
楽
器
」
と
い
う
こ
と
で
、

声
を
出
す
前
に
ま
ず
は
全
身
を
ほ
ぐ
す
体
操
か
ら
始

ま
り
ま
す
。
そ
し
て
、
口
を
し
っ
か
り
開
き
ジ
ェ
ス

チ
ャ
ー
を
交
え
な
が
ら
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
母
音
の
発
声

を
し
た
後
、
そ
の
日
の
課
題
曲
を
パ
ー
ト
分
け
し
て

歌
い
ま
す
。『
も
み
じ
』
や
『
い
い
日
旅
立
ち
』、『
ヤ

ン
グ
マ
ン
』
の
時
は
踊
り
な
が
ら…

（
笑
）

御
詠
歌
の
講
習
前
に
こ
れ
を
行
う
と
、
喉
も
気
持

ち
も
ほ
ぐ
れ
、
い
つ
も
よ
り
ラ
ク
に
高
音
を
出
す
こ

と
が
で
き
て
い
る
と
、
俊
晃
先
生
お
墨
付
き
で
す
。

　皆
様
も
各
梅
花
講
の
練
習
前
に
、
軽
い
体
操
や
ボ

イ
ス
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
な
さ
っ
て
み
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
？

　
　
　
　
　（
広
報
部
・
岩
舘
香
央
里
）

い
わ

だ
て

か

お

り

る

　
　り

僧侶五師による声明

袴田俊英大会会長による
開会式挨拶

本間雅憲師範会会長による
閉会式挨拶

観客席の様子

三浦賢翁師範による太鼓演奏 清興【永平開創】
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猪

　股

　尚

　典

い
の

　
　
　ま
た

し
ょ
う

　
　

  

て
ん

由
利
本
荘
市
給
人
町
・
永
泉
寺
副
住
職

よ
う
せ
ん  

じ

　最
初
に
司
会
の
配
役
を
仰
せ
つ
か
っ
た
の
は
二
年
前
で
し
た
。
そ
の
後
ま
も
な
く
新

型
コ
ロ
ナ
感
染
症
が
世
界
中
に
蔓
延
し
、
令
和
二
年
、
三
年
と
中
止
を
余
儀
な
く
さ
れ

ま
し
た
。
こ
の
期
間
、
梅
花
や
布
教
に
ど
の
よ
う
に
向
き
合
え
ば
よ
い
か
考
え
続
け
て

ま
い
り
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
以
後
の
世
界
に
ど
の
よ
う
に
対
峙
す
れ
ば
よ
い
か
、
不
安
で

満
た
さ
れ
て
し
ま
っ
た
人
々
の
心
を
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
照
ら
す
こ
と
が
で
き
る
か
、

今
回
の
奉
詠
大
会
に
一
つ
の
光
明
を
見
た
気
が
し
ま
す
。

　再
び
司
会
を
仰
せ
つ
か
っ
て
以
降
、
梅
花
流
の
歴
史
を
学
び
直
し
て
き
ま
し
た
。
七

十
年
前
、
戦
後
の
混
乱
期
か
ら
生
ま
れ
た
の
が
梅
花
流
で
す
。
敗
戦
で
傷
つ
い
た
心
を

奮
い
立
た
せ
、
新
し
い
日
本
を
作
ろ
う
と
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
か
ら
生
ま
れ
た
歴
史
は
、

◆
開

催

日

：

令
和
四
年
九
月
十
四
日
（
水
）

　

◆
開

　
　場

：

大
曲
市
民
会
館
・
大
ホ
ー
ル
（
大
仙
市
）

◆
参
加
人
数

：

二
二
六
名
（
僧
侶
・
寺
族
五
二
名
、
一
般
講
員
一
七
四
名
）

第
一
部

　開
会
式
（
午
後
零
時
三
十
分
）
〜
開
会
法
要

第
二
部

　登
壇
奉
詠

　九
登
壇
（
参
加
講
は
二
九
講
）

第
三
部

　清
興
【
永
平
開
創
】
〜
道
元
禅
師
の
修
行
か
ら
永
平
開
創
へ
〜

（
佐
藤
俊
晃
師
範
監
修
、
秋
田
県
梅
花
流
師
範
・
詠
範
に
よ
る
梅
花
流
詠
讃
歌
プ
ロ
グ
ラ
ム
）

第
四
部

　閉
会
式
（
午
後
二
時
三
十
分
）

※

写
真
は
全
て
曹
洞
宗
秋
田
県
宗
務
所
様
よ
り
ご
提
供
い
た
だ
き
ま
し
た

梅
花
流
秋
田
県
六
十
五
周
年
記
念
奉
詠
大
会
報
告

　
　
　
　〜
梅
花
は
つ
づ
く
よ
ど
こ
ま
で
も
〜

梅
花
と
共
に
無
常
を
生
き
る

梅
花
と
共
に
無
常
を
生
き
る

梅
花
と
共
に
無
常
を
生
き
る

梅
花
と
共
に
無
常
を
生
き
る

今

　野

　
　
　睦

こ
ん

　
　
　

  

の

む
つ
み

湯
沢
市
駒
形
町
・
雲
岩
寺
寺
族

う
ん
が
ん  

じ

　昨
秋
の
奉
詠
大
会
は
三
年
ぶ
り
の
開
催
と
な
り
ま
し
た
。
久
し
ぶ
り
の
大
会
と
あ
り
、

講
員
さ
ん
た
ち
も
様
々
な
思
い
を
持
っ
て
の
参
加
だ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。

　大
会
中
、
清
興
と
し
て
行
わ
れ
た
師
範
さ
ん
・
詠
範
さ
ん
に
よ
る
詠
讃
歌
プ
ロ
グ
ラ

ム
は
印
象
的
で
し
た
。
暗
い
ス
テ
ー
ジ
で
道
元
禅
師
様
の
生
い
立
ち
か
ら
永
平
開
創
ま

で
が
静
か
に
語
ら
れ
、
暗
転
し
始
ま
る
奉
詠
は
惹
き
つ
け
ら
れ
る
も
の
で
し
た
。
途
中

激
し
く
力
強
い
太
鼓
の
演
奏
も
あ
り
、
緩
急
あ
る
新
し
い
奉
詠
の
形
を
見
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　コ
ロ
ナ
禍
で
自
粛
が
続
く
中
の
開
催
で
し
た
が
、
奉
詠
大
会
の
大
切
さ
を
改
め
て
感

じ
ま
し
た
。
外
に
出
て
、
人
前
で
お
唱
え
す
る
緊
張
感
、
見
え
て
く
る
課
題
や
達
成
感
、

仲
間
と
共
に
お
唱
え
す
る
楽
し
さ
、
清
興
で
知
る
新
た
な
梅
花
の
魅
力
、
全
て
今
回
の

機
会
あ
っ
て
こ
そ
得
ら
れ
た
も
の
と
思
い
ま
す
。

　大
会
や
講
習
会
な
ど
梅
花
流
に
触
れ
る
場
が
あ
る
こ
と
に
感
謝
し
、
臆
せ
ず
積
極
的

に
参
加
し
な
が
ら
一
層
精
進
し
て
い
き
た
い
と
感
じ
ま
す
。

参
加
で
き
る
あ
り
が
た
さ

参
加
で
き
る
あ
り
が
た
さ

参
加
で
き
る
あ
り
が
た
さ

参
加
で
き
る
あ
り
が
た
さ

佐
藤
俊
晃
先
生
の
研
究
で
ご
承
知
の
事
と
思
い
ま
す
。
そ
の
時
代
か
ら
学
ぶ
こ
と
は
沢

山
あ
り
ま
す
。

　多
く
の
詞
を
作
ら
れ
た
赤
松
月
船
老
師
は
、
大
正
八
年
に
弟
を
ス
ペ
イ
ン
風
邪
で
亡

く
さ
れ
て
い
ま
す
。
ス
ペ
イ
ン
風
邪
と
は
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
よ
る
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
で
、

ま
さ
に
今
の
時
代
と
重
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
昭
和
四
十
一
年
に
は
幼
い
次
男
が
川
に

落
ち
て
亡
く
な
ら
れ
て
い
ま
す
。

　武
勇
伝
が
目
立
つ
赤
松
老
師
で
す
が
、
そ
の
裏
に
秘
め
ら
れ
た
深
い
悲
し
み
、
そ
し

て
無
常
に
正
面
か
ら
対
峙
し
て
素
晴
ら
し
い
詞
を
残
さ
れ
た
力
強
さ
。
コ
ロ
ナ
も
無
常

な
る
も
の
で
す
。
そ
れ
を
力
に
変
え
て
梅
花
と
と
も
に
新
し
い
時
代
を
切
り
開
く
、
今

度
は
私
た
ち
の
番
で
す
。
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　私
が
梅
花
流
詠
讃
歌
を
始
め
た
き
っ
か
け
は
、
師
匠

（
前
住
職
・
三
浦
昌
彦
老
師
）
か
ら
の
す
す
め
で
し
た
。

お
寺
の
生
ま
れ
で
な
く
、
仏
教
の
知
識
の
少
な
い
私
に

梅
花
流
詠
讃
歌
を
通
し
学
び
を
深
め
る
の
が
狙
い
だ
っ

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た

今
と
な
っ
て
は
聞
く
す
べ
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　そ
ん
な
私
が
、
こ
の
度
御
縁
を
い
た
だ
き
宗
務
庁
主

催
の
梅
花
流
師
範
養
成
所
を
受
講
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
大
変
な
講
義
で
し
た
が
、
養
成
所
で
感
じ
た
こ

と
は
、
全
国
各
地
か
ら
集
ま
る
受
講
者
皆
が
そ
れ
ぞ
れ

の
想
い
を
抱
い
て
一
生
懸
命
に
挑
戦
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
し
た
。
私
た
ち
二
十
三
期
養
成
所
は
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
、
二
年
間
の
う
ち
一
年
が
全
て
オ

ン
ラ
イ
ン
講
習
と
い
う
形
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
一

つ
の
教
場
で
互
い
に
学
び
合
っ
た
仲
間
達
と
は
、
最
後
は

　東
京
都
港
区
芝
に
あ
る
曹
洞
宗
宗
務
庁
で
は
、
二
年
毎
に
梅
花
流
師
範
養
成
所
を
設
置
し
、
熱
意
を
も
っ
て

梅
花
に
取
り
組
む
若
手
師
範
を
育
成
し
て
い
ま
す
。本
来
で
あ
れ
ば
四
泊
五
日
の
講
習
を
二
年
間
で
六
回
重
ね
、

全
国
か
ら
集
ま
っ
た
仲
間
と
朝
か
ら
晩
ま
で
梅
花
漬
け
の
日
々…

の
は
ず
が
、
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
養
成
所
の
開

催
形
態
も
大
幅
に
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
よ
う
で
す
。
今
回
、
第
二
十
三
期
養
成
所
を
無
事
終
了
し
た
お
二

方
に
貴
重
な
感
想
を
寄
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

◆
開
設
期
間
・
令
和
元
年
六
月
十
日
〜
令
和
三
年
二
月
十
日
（
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
り
丸
一
年
延
期
）

モ
ニ
タ
ー
越

し
の
交
流
し

か
叶
い
ま
せ

ん
で
し
た
が
、

今
も
各
々
の

目
標
の
為
頑

張
っ
て
い
る

こ
と
だ
と
思

い
ま
す
。

　そ
ん
な
想
い
に
触
れ
、
私
も
こ
れ
か
ら
関
わ
る
方
々

に
対
し
て
、
お
唱
え
を
通
し
一
人
で
も
笑
顔
が
増
え
る

よ
う
、
そ
し
て
秋
田
県
の
梅
花
流
詠
讃
歌
発
展
の
為
に

少
し
で
も
協
力
で
き
た
ら
と
思
い
ま
す
。
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　第
二
十
三
期
梅
花
流
師
範
養
成
所
に
行
か
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　幼
少
よ
り
本
堂
か
ら
漏
れ
聞
こ
え
る
祖
母
の
教
え
る

梅
花
の
旋
律
に
親
し
ん
で
い
た
も
の
の
、
私
が
梅
花
の

道
を
歩
み
だ
し
た
の
は
秋
田
に
帰
っ
て
す
ぐ
の
こ
と
。

同
教
区
の
玉
鳳
院
・
柳
川
一
童
師
範
に
誘
わ
れ
、
初
歩

を
ご
指
導
い
た
だ
い
た
こ
と
が
始
ま
り
で
す
。
そ
の
後
、

教
区
梅
花
勉
強
会
、
宗
務
所
養
成
所
な
ど
秋
田
県
内
の

素
晴
ら
し
い
先
生
方
の
ご
指
導
の
お
か
げ
で
、
本
庁
養

成
所
の
講
習
で
は
、
新
鮮
な
発
見
が
あ
り
つ
つ
も
あ
ま

り
苦
労
す
る
こ
と
も
な
く
、
特
に
後
半
の
リ
モ
ー
ト
講

習
で
は
物
足
り
な
さ
を
感
じ
る
ほ
ど
で
し
た
。

　先
日
、
祖
母
の
三
回
忌
法
要
に
あ
た
り
、
今
や
私
が

指
導
し
て
い
る
当
山
梅
花
講
と
と
も
に
お
唱
え
を
し
ま

し
た
。
心
な
し
か
皆
の
声
が
細
く
な
り
ま
し
た
が
、
長

年
の
唱
え
込
み
を
感
じ
る
お
唱
え
に
祖
母
の
面
影
を
見

て
涙
が
出
ま
し
た
。

　最
近
で
は
法
事
や
葬
式
の
度
、
必
ず
御
詠
歌
を
お
唱

え
し
て
い
て
、
施
主
さ
ん
が
感
激
し
て
く
れ
る
と
、
こ

の
世
界
に
足
を
踏
み
入
れ
て
本
当
に
良
か
っ
た
と
思
い

ま
す
。

　講
員
の
減
少
や

高
齢
化
で
厳
し
い

時
代
を
迎
え
て
い

る
梅
花
流
で
す
が
、

こ
の
素
晴
ら
し
い

音
楽
に
は
人
の
心

を
震
わ
せ
癒
す
力

が
あ
る
と
信
じ
、

さ
ら
に
研
鑽
を
積

み
、
お
唱
え
の
環

を
拡
げ
て
ま
い
り

た
い
と
思
い
ま
す
。

講習の様子
「講員さんたちと、和気あいあいと講習しています。」

第
二
十
三
期
梅
花
流

     

師
範
養
成
所
を
終
え
て

秋
田
市
旭
北
栄
町
・

         

鱗
勝
院
住
職

三  

浦  

史  

道

り
ん
し
ょ
う
い
ん

み

　

    

う
ら

し

　
　ど
う

梅
花
の
力
を
信
じ
て

山
本
郡
三
種
町
鹿
渡
・

         

松
庵
寺
副
住
職

渡  

邊  

英  

心

し
ょ
う
あ
ん

　じ

わ
た

　

  

な
べ

え
い

  

し
ん

か

　ど

「日々、自主練に励んでいます！」

ぎ
ょ
く
ほ
う

い
ん

や
な

か
わ

い
ち

ど
う

令和５年３月１日 令和５年３月１日

軽妙な掛け合いの司会の二人
（佐藤龍道師範と猪股尚典師範）
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川

　又

　歌

　子

か
わ

　
　
　ま
た

う
た

　
　
　

  

こ

鹿
角
市
・
恩
徳
寺
梅
花
講
員

お
ん
と
く  

じ

　会
場
に
着
い
た
途
端
、「
恩
徳
寺
の
奥
さ
ん
、
魁
新
聞
読
み
ま
し
た
よ
」
と
、
立
派

な
和
尚
様
方
と
奥
様
（
岩
舘
倫
子
さ
ん
）
の
会
話
が
始
ま
り
、「
こ
の
人
よ
、
蓮
を
育

て
て
い
る
の
は…

」
と
私
を
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
が
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
、
奥
様

の
偉
大
さ
に
び
っ
く
り
し
な
が
ら
会
場
に
入
り
ま
し
た
。（※

編
集
部
注

：
川
又
さ
ん

は
数
年
前
か
ら
地
元
の
休
耕
田
で
蓮
の
花
を
育
て
て
お
り
、
岩
舘
さ
ん
筆
に
よ
る
そ
の

紹
介
記
事
が
県
内
新
聞
の
投
稿
欄
に
掲
載
さ
れ
ま
し
た
）

　亡
き
岩
舘
祖
芳
和
尚
様
の
心
に
沁
み
入
る
お
唱
え
に
惹
か
れ
、
私
は
六
十
歳
の
退
職

を
機
に
御
詠
歌
を
始
め
ま
し
た
。「
隣
り
の
人
の
真
似
を
し
て
い
れ
ば
上
手
に
な
り
ま

す
よ
」
と
微
笑
み
な
が
ら
お
言
葉
を
掛
け
て
い
た
だ
き
、
白
房
の
中
に
紫
房
の
私
が
ぽ

つ
ん
と
座
り
五
年
目
に
な
り
ま
す
。
大
会
参
加
は
二
回
目
で
す
。『
梅
花
は
つ
づ
く
よ
、

ど
こ
ま
で
も
』
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
、
師
範
の
皆
様
に
よ
る
「
三
宝
御
和
讃
」
が
始

ま
り
ま
し
た
。
そ
の
時
、
あ
る
方
の
所
作
に
目
を
奪
わ
れ
ま
し
た
。
続
く
「
紫
雲
」
奉

詠
で
も
一
心
帰
命
の
所
作
が
と
て
も
素
晴
ら
し
く
心
惹
か
れ
ま
し
た
。
そ
う
だ
、
真
似

を
す
れ
ば
い
い
ん
だ
と
祖
芳
和
尚
様
の
お
言
葉
を
思
い
出
し
ま
し
た
。

　閉
会
式
で
の
奉
詠
は
「
浄
心
」
で
、
私
の
検
定
課
題
曲
で
し
た
。
検
定
の
時
に
は
、

だ
ん
だ
ん
と
速
く
な
り
お
粗
末
な
出
来
で
し
た
が
、
師
範
の
皆
様
の
お
唱
え
は
ど
っ
し

り
と
大
ら
か
さ
が
あ
り
、
今
自
分
が
ど
こ
に
居
る
の
か
分
か
ら
な
く
な
る
く
ら
い
リ
ラ

ッ
ク
ス
感
が
あ
り
ま
し
た
。

　私
自
身
の
日
常
生
活
は
イ
ラ
イ
ラ
す
る
こ
と
が
多
く
、
月
二
回
の
梅
花
講
練
習
や
お

寺
の
行
事
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
後
に
は
、
そ
の
都
度
リ
セ
ッ
ト
さ
れ
た
よ
う
に

感
じ
て
い
ま
し
た
。
詠
讃
歌
を
通
じ
て
、
ま
ず
は
明
る
い
家
庭
、
そ
し
て
明
る
い
世
の

中
に
な
る
よ
う
に
、
今
後
も
お
稽
古
を
が
ん
ば
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

御
授
戒
御
和
讃

㈠
　し
が
な
き
凡
夫
と
お
ろ
そ
か
に

　思
い
す
ご
せ
し
愚
か
さ
よ

　
　無
明
の
眠
り
の
夢
覚
め
て

　
　
　尊
き
身
を
ば
今
ぞ
知
る

㈡
　聖
号
を
称
う
る
そ
の
声
に

　
　
　何
の
曇
り
か
あ
る
も
の
ぞ

　
　礼
拝
恭
敬
の
姿
こ
そ

　
　
　
　
　尊
き
仏
の
行
持
な
る

㈢
　ひ
と
た
び
授
戒
の
座
に
つ
け
ば

　こ
こ
は
蓮
華
蔵
世
界
也

　
　諸
仏
に
い
だ
か
れ
導
か
れ

　
　
　心
の
花
は
咲
き
そ
ろ
う

㈣
　懇
懃
示
さ
れ
た
ま
わ
り
し

　
　
　ま
こ
と
尊
き
法
の
み
ち

　
　承
け
継
ぎ
弘
め
て
今
日
よ
り
は

　正
し
き
慧
命
う
ち
た
て
ん

　御
授
戒
御
和
讃
は
、
私
に
と
っ
て
思
い
入
れ
の
深
い
特
別
な
曲
の
ひ
と
つ
で
す
。
お
唱
え
さ
せ
て

い
た
だ
く
た
び
に
脳
裏
に
鮮
明
に
蘇
る
光
景
、
そ
し
て
多
く
の
出
逢
い
と
と
も
に
、
大
本
山
總
持
寺

独
住
第
二
十
五
世
大
寛
眞
應
禅
師
徹
玄
辰
三
大
和
尚
（
江
川
禅
師
）
さ
ま
の
「
我
逢
人
」
の
教
え
が

思
い
出
さ
れ
ま
す
。

　私
は
大
本
山
總
持
寺
さ
ま
の
二
期
法
要
で
室
侍
寮
に
随
喜
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し
た
。

室
侍
と
は
禅
師
さ
ま
の
お
そ
ば
に
仕
え
て
お
手
伝
い
な
ど
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
お
役
目
で
、
禅
師
さ

ま
の
お
姿
や
法
要
の
様
子
を
誰
よ
り
も
近
く
で
拝
見
し
、
随
喜
で
き
る
の
は
室
侍
寮
最
大
の
特
権
と

言
え
ま
す
。

　御
授
戒
会
法
要
の
最
終
日
前
夜
に
修
行
さ
れ
る
正
授
道
場
で
は
「
授
脈
」
と
い
う
仏
弟
子
と
し
て

の
証
で
あ
る
お
血
脈
を
戒
師
さ
ま
よ
り
戒
弟
お
一
人
お
一
人
に
手
渡
さ
れ
る
儀
式
が
あ
り
、
そ
の
時

記
念
奉
詠
大
会
に
参
加
し
て

記
念
奉
詠
大
会
に
参
加
し
て

記
念
奉
詠
大
会
に
参
加
し
て

記
念
奉
詠
大
会
に
参
加
し
て

戸

　沢

　祐

　子

と

　
　
　
　ざ
わ

ゆ
う

　
　
　こ

北
秋
田
市
・
龍
泉
寺
梅
花
講
員

り
ゅ
う
せ
ん  

じ

　梅
花
講
の
一
員
と
な
り
、
早
い
も
の
で
十
年
以
上
に
な
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
一
向

に
上
達
で
き
ず
毎
年
一
年
生
の
私
で
す
が
、
県
の
奉
詠
大
会
や
全
国
大
会
な
ど
に
は
参

加
し
て
お
り
ま
す
。

　今
回
、
三
年
ぶ
り
の
開
催
と
い
う
こ
と
で
と
て
も
楽
し
み
に
し
て
お
り
ま
し
た
。
な

か
な
か
練
習
に
も
参
加
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
皆
さ
ん
の
力
を
お
借
り
し
て
何
と
か

無
事
に
お
唱
え
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　今
大
会
は
コ
ロ
ナ
禍
で
の
開
催
と
い
う
こ
と
で
、
主
催
者
側
の
方
々
は
準
備
に
ご
苦

労
な
さ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
と
て
も
心
に
残
る
、
そ
し
て
心
温
ま
る
記
念
奉
詠
大
会

で
し
た
。「
や
っ
ぱ
り
梅
花
講
っ
て
い
い
な
ぁ
」
と
再
確
認
で
き
ま
し
た
。

　こ
れ
か
ら
も
、
少
し
で
も
上
達
す
る
よ
う
に
練
習
し
、
楽
し
ん
で
梅
花
を
続
け
て
い

き
た
い
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。

の
戒
弟
の
方
々
の
達
成
感
・
充
実
感
、
法
悦
に
満
ち
あ
ふ
れ
た
表
情
は
と
て
も
印
象
的
で
記
憶
に
焼

き
付
い
て
い
ま
す
。
ま
た
同
時
に
堂
内
に
響
き
わ
た
る
御
授
戒
御
和
讃
は
、
御
授
戒
独
特
の
緊
張
感

や
雰
囲
気
も
相
ま
っ
て
、「
蓮
華
蔵
世
界
也
」
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
、
ま
さ
に
こ
こ
が
浄
土
世
界

か
と
思
え
る
ほ
ど
に
荘
厳
で
、
そ
れ
で
い
て
仏
さ
ま
が
私
た
ち
を
包
み
込
ん
で
く
だ
さ
る
か
の
よ
う

に
や
さ
し
い
空
間
で
も
あ
り
、
そ
の
光
景
は
何
年
た
っ
て
も
忘
れ
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　さ
ら
に
御
授
戒
御
和
讃
の
歌
詞
は
、
私
自
身
の
こ
れ
ま
で
の
経
験
に
も
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、

そ
う
い
っ
た
意
味
で
も
特
別
な
感
情
が
あ
り
ま
す
。

　私
は
お
寺
に
生
ま
れ
育
ち
、
親
に
勧
め
ら
れ
る
が
ま
ま
大
学
ま
で
進
学
す
る
も
、
当
時
は
い
ず
れ

寺
は
長
男
が
継
ぐ
も
の
と
し
て
、
次
男
で
あ
る
私
は
将
来
の
こ
と
な
ど
大
し
て
考
え
も
せ
ず
、
そ
の

場
し
の
ぎ
で
な
ん
と
な
く
そ
の
日
そ
の
日
を
過
ご
し
て
い
る
だ
け
の
、
い
わ
ゆ
る
ど
こ
に
で
も
い
る

よ
う
な
「
普
通
の
若
者
」
で
し
た
。

　し
か
し
、
そ
ん
な
私
で
も
あ
り
が
た
い
こ
と
に
信
頼
し
あ
え
る
仲
間
と
の
出
逢
い
が
あ
り
、
長
男

が
寺
を
継
が
な
い
と
決
断
し
た
と
き
、
な
ら
ば
私
が…

と
素
直
に
思
え
た
の
は
、
同
じ
境
遇
に
あ
る

そ
の
友
人
た
ち
の
存
在
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　こ
う
し
て
大
本
山
總
持
寺
さ
ま
に
上
山
安
居
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
当
然
最
初
は
右
も

左
も
わ
か
ら
ぬ
ま
ま
言
わ
れ
る
が
ま
ま
、
た
だ
ひ
た
す
ら
に
が
む
し
ゃ
ら
に
一
日
一
日
を
過
ご
し
ま

し
た
。

　そ
ん
な
日
々
の
中
で
も
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
の
出
逢
い
が
あ
り
、
特
に
私
に
と
っ
て
最
も
大
き
な

影
響
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
方
が
、
後
に
室
侍
寮
へ
随
喜
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
き
っ
か
け
を
く
だ
さ

っ
た
、
他
な
ら
ぬ
江
川
禅
師
さ
ま
の
存
在
で
す
。

　禅
師
さ
ま
が
信
条
と
さ
れ
て
い
た
「
我
逢
人
」
の
お
言
葉
か
ら
は
、
私
の
よ
う
な
ど
こ
に
で
も
い

る
普
通
の
人
間
で
も
、
出
逢
い
に
よ
っ
て
人
生
は
変
わ
る
、
必
要
と
さ
れ
る
場
面
が
必
ず
あ
る
、
無

駄
な
人
間
、
無
駄
な
出
逢
い
な
ど
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
教
わ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
当
時
も
現
在

も
そ
し
て
こ
れ
か
ら
先
も
私
の
心
の
支
え
で
あ
り
、
人
生
訓
で
も
あ
り
、
僧
侶
と
し
て
の
原
点
で
す
。

修
行
道
場
と
は
本
当
に
あ
り
が
た
い
存
在
で
す
。
そ
こ
で
の
生
活
や
出
逢
い
は
、
何
も
で
き
な
い
無

知
だ
っ
た
私
を
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
僧
侶
と
し
て
の
道
に
導
い
て
く
だ
さ
っ
て
い
た
の
で
す
。

　こ
れ
ま
で
の
数
々
の
尊
い
出
逢
い
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
今
の
私
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
出
逢
い

が
な
け
れ
ば
、
宗
門
行
事
や
梅
花
流
に
つ
い
て
も
深
く
理
解
で
き
な
い
ま
ま
に
多
く
の
時
間
を
無
駄

に
過
ご
し
て
し
ま
っ
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
人
間
と
し
て
も
未
熟
な
ま
ま
で
あ
っ

た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　今
後
も
一
人
の
僧
侶
と
し
て
、
ま
た
梅
花
流
師
範
と
し
て
、
常
に
「
我
逢
人
」
の
教
え
を
心
に
抱
き

な
が
ら
、
尊
い
導
き
の
法
灯
を
承
け
継
ぎ
弘
め
て
い
け
る
よ
う
つ
と
め
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

梅

花

講

員

と

し

て

梅

花

講

員

と

し

て

梅

花

講

員

と

し

て

梅

花

講

員

と

し

て

梅

花

講

員

と

し

て

梅

花

講

員

と

し

て

梅

花

講

員

と

し

て

い
わ

だ
て

と
も

こ

い
わ

だ
て

そ

ほ
う

ま

ね

さ
ん

ぼ
う

ご

わ

さ
んし

う
ん

い
っ

し
ん

き

み
ょ
う

じ
ょ
う
し
ん

開会法要での奉詠

お誓い（佐藤幸子さん・香最寺梅花講員）

皆さん素晴らしいお唱えでした！

　今
回
、
本
間
師
範
よ
り
特
別
に
許
可
を
い
た
だ
き
、『
跳
龍
』
に
掲
載
の
文
章
を
転
載
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
限
ら
れ
た
購
読
寺
院
だ
け
で
は
な
く
、
多
く
の
一
般
講
員
さ
ん
方
に
も
読

ん
で
い
た
だ
き
た
い
珠
玉
の
一
文
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　（
令
和
四
年
八
・
九
月
号
よ
り
）

※

『
跳
龍
』
は
、
昭
和
四
年
創
刊
以
来
現
在
ま
で
発
行
を
続
け
て
い
る
大
本
山
總
持
寺
本
山
布
教
月
刊
誌
で
す

本

　間

　秋

　彦

ほ
ん

　
　
　

  

ま

し
ゅ
う

　

   

　げ
ん

由
利
本
荘
市
内
黒
瀬
・
恵
林
寺
住
職

え  

り
ん  

じ

う
ち
く
ろ  

せ

我
逢
人
の
導
き

お

じ
ゅ

ご

わ

さ
ん

か
い

ぼ
ん

ぷ

お
ろ

　

む
み
ょ
う

し
ょ
ぶ
つ

つ
　と
　め

く
　ら
　し

ね
も
ご
ろ
し
め

の
り

う
け

つ

ひ
ろ

ら
い
は
い

く
ぎ
ょ
う

み

な

と
の

な
に

じ
ゅ
か
い

は
ち
す
の
は
な
の
そ
の

ど
く
じ
ゅ
う

が

ほ
う

じ
ん

し
つ

じ

ず
い

き

り
ょ
う

し
ょ
う

じ
ゅ

じ
ゅ
み
ゃ
く

け
ち
み
ゃ
く

か
い

し

か
い

て
い

が

　ほ
う  

じ
ん

令和５年３月１日 令和５年３月１日

特
別
寄
稿

大本山總持寺・大祖堂（横浜市鶴見区）

ち
ょ
う
り
ゅ
う



ど う ぎ ょ う⑸ ど う ぎ ょ う ⑷第５１号

　
　◇

　洞
山
の
「
鳥
道
」

　◇

　洞
山
と
あ
る
僧
と
の
鳥
道
に
関
す
る
問
答
を
振
り
返
っ

て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
の
僧
は
洞
山
が
ふ
だ
ん
か
ら
修
行

者
に
対
し
て
「
鳥
道
を
行
き
な
さ
い
」
と
指
導
し
て
い
る

こ
と
を
踏
ま
え
て
そ
の
意
味
を
尋
ね
ま
す
。
こ
れ
に
対
す

る
洞
山
の
答
え
は
「（
鳥
道
と
は
）
誰
に
も
逢
わ
ぬ
と
こ

ろ
」
で
あ
り
「
靴
を
履
い
て
は
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
」（
こ
れ

は
『
祖
堂
集
』
と
い
う
資
料
に
よ
る
も
の
で
す
。『
景
徳

伝
灯
録
』
と
い
う
資
料
で
は
「
足
も
と
に
糸
ひ
と
す
じ
も

な
い
よ
う
に
す
る
の
だ
」
と
あ
り
ま
す
。
ど
ち
ら
も
自
分

の
素
足
で
歩
み
、
他
の
何
も
の
に
も
頼
ら
ぬ
こ
と
を
言
い

ま
す
）で
す
。
こ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

　こ
の
僧
は
ひ
と
通
り
の
修
行
を
経
て
き
た
者
の
よ
う
で

す
が
、
禅
の
さ
と
り
を
「
鳥
道
」
や
「
本
来
の
面
目
」
と

い
う
特
定
の
言
葉
で
示
す
こ
と
の
で
き
る
固
定
観
念
と
し

て
考
え
て
い
る
よ
う
で
す
。

　こ
れ
に
対
し
て
洞
山
の
鳥
道
と
は
、
空
を
飛
ぶ
鳥
が
ど

こ
に
も
足
跡
を
残
さ
ぬ
よ
う
に
、
何
か
の
言
葉
や
固
定
観

念
と
し
て
決
ま
っ
た
型
に
は
ま
ら
ぬ
も
の
を
表
現
し
よ
う

と
し
て
い
た
の
で
す
。
す
で
に
あ
る
既
成
の
考
え
方
で
は

表
せ
な
い
あ
り
方
を
「
誰
に
も
逢
わ
ぬ
＝
こ
れ
ま
で
の
い

か
な
る
人
の
言
葉
に
も
規
定
さ
れ
な
い
」「
靴
を
履
い
て
は

な
ら
ぬ
（
素
足
に
何
も
の
も
つ
け
な
い
）＝
既
成
の
概
念

に
頼
っ
て
は
な
ら
ぬ
」
と
く
り
返
し
洞
山
は
僧
に
教
え
て

い
ま
す
。

　し
か
し
僧
は
そ
の
意
図
に
気
づ
か
ず
に
「
鳥
道
を
行
く

と
い
う
こ
と
は
本
来
の
面
目
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ

ん
か
」
と
間
の
抜
け
た
質
問
を
重
ね
ま
す
。
こ
れ
に
は
洞

山
も
た
ま
り
か
ね
て
「
君
、
ど
う
し
て
（
い
つ
ま
で
も
）

間
違
え
る
の
だ
」
と
答
え
ま
す
。
結
局
こ
の
僧
は
最
後
ま

で
洞
山
の
真
意
に
は
気
づ
か
ず
に
終
わ
る
の
で
す
が
、
洞

つ
い
て
道
元
禅
師
は
、
こ
こ
に
言
う
水
や
空
を
単
に
自
然

界
の
姿
と
捉
え
て
は
い
け
な
い
と
釘
を
刺
し
た
上
で
、
そ

の
魚
の
行
き
ざ
ま
は
洞
山
の
言
う
「
不
行
鳥
道
（
既
成
の

あ
り
方
を
な
ぞ
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
）」
で
あ
る
。

鳥
が
飛
ぶ
様
子
は
、
こ
れ
も
洞
山
の
言
う
よ
う
に
、
何
か

よ
り
か
か
る
も
の
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
は
な
い
、
そ
れ
を

「
杳
々
」
と
言
う
の
だ
、
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　坐
禅
は
道
元
禅
師
の
宗
教
の
核
心
を
な
す
も
の
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
中
で
も
こ
の
『
坐
禅
箴
』
巻
は
特
に
重
要

な
教
え
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　『
坐
禅
箴
』
以
外
の
巻
に
つ
い
て
こ
こ
で
一
つ
ず
つ
確

か
め
て
ゆ
く
余
裕
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
事
な
こ
と
は
次
の

こ
と
で
す
。『
坐
禅
箴
』
の
一
例
を
見
る
だ
け
で
も
、
鳥

道
が
道
元
禅
師
の
教
え
の
中
で
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
だ
と
す
れ
ば
、
ご
自
身
が
「
水

鳥
の
」
一
首
を
詠
じ
た
時
、
そ
こ
に
鳥
道
の
教
え
が
念
頭

に
あ
っ
た
と
考
え
る
の
は
、
む
し
ろ
自
然
な
こ
と
で
は
な

い
か
と
思
う
の
で
す
。

　禅
宗
の
伝
統
で
は
、
洞
山
の
鳥
道
は
「
没
蹤
跡
」
の
あ

り
方
を
た
と
え
た
も
の
だ
と
説
明
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
自

分
が
活
動
し
て
い
な
が
ら
、
心
に
何
の
と
ら
わ
れ
も
痕
跡

も
残
さ
ぬ
こ
と
、
そ
れ
を
没
蹤
跡
（
あ
し
あ
と
を
没
す
る
）

と
言
い
ま
す
。
こ
の
文
章
の
初
め
に
、「
水
鳥
の
」
の
和

歌
は
「
応
無
所
住
而
生
其
心
」
と
い
う
題
が
つ
け
ら
れ
て

い
た
と
紹
介
し
ま
し
た
。
そ
の
意
味
は
「
何
か
に
心
が
と

ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
由
自
在
に
物
事
に
応
じ
て
ゆ
く

こ
と
」
と
述
べ
ま
し
た
が
、
没
蹤
跡
、
そ
し
て
鳥
道
は
ま

さ
に
こ
こ
に
通
じ
る
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　「
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
」
と
い
う
歌
詞
も
、

　没
蹤
跡
・
鳥
道
と
い

う
意
味
を
踏
ま
え
る
と
よ
り
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
思
う

の
で
す
。

　
　◇

　「
水
鳥
の
道
」
の
解
釈

　◇

　す
で
に
挙
げ
た
よ
う
に
、「
水
鳥
の
道
」
の
伝
統
的
な

解
釈
は
「
鳥
が
水
上
を
行
き
来
す
る
あ
と
」
と
す
る
の
が

大
勢
を
占
め
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
私
は
洞
山
の

鳥
道
説
に
も
と
づ
く
「
空
の
道
」
と
い
う
解
釈
も
加
え
た

方
が
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
考
え
る
の
で
す
。
こ

れ
に
は
少
数
で
す
が
先
例
が
あ
り
ま
す
。

　一
つ
は
澤
木
興
道
師
の
『
傘
松
道
詠
講
話
』
の
解
説
で
す
。

そ
こ
で
は
こ
の
和
歌
に
つ
い
て
、

　
　「水
鳥
の
ゆ
く
も
か
へ
る
も
跡
た
へ
て
」
こ
れ
は
だ

　
　い
た
い
い
う
と
、
洞
山
の
法
文
に
鳥
道
と
い
う
こ

　
　と
が
あ
る
。
こ
こ
に
軌
道
が
な
い
。
レ
ー
ル
が
な
い
。

山
の
最
後
の
答
え
は
ダ
メ
押
し
と
も
親
切
と
も
言
え
る
も

の
で
す
。「
本
来
の
面
目
（
ほ
ん
と
う
の
さ
と
り
）
と
は

鳥
道
を
行
か
な
い
こ
と
だ
」
と
。
こ
れ
は
洞
山
自
身
が
口

に
し
て
き
た
鳥
道
と
い
う
こ
と
さ
え
も
、
す
で
に
既
成
概

念
と
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
さ
え
も
取
り
払
っ
た

わ
け
で
す
。

　こ
の
問
答
は
、
さ
と
り
と
い
う
も
の
の
固
定
観
念
に
と

ら
わ
れ
た
僧
に
対
し
て
、
洞
山
が
鳥
道
と
い
う
表
現
を
手

が
か
り
に
し
な
が
ら
、
禅
の
修
行
に
お
い
て
は
既
成
の
概

念
や
固
定
観
念
を
注
意
深
く
払
い
の
け
て
ゆ
く
こ
と
こ
そ

が
大
切
で
あ
る
と
示
し
て
い
る
の
で
す
。
洞
山
の
最
後
の

言
葉
「
鳥
道
を
行
か
な
い
」
は
原
文
で
は
「
不
行
鳥
道
」

で
す
が
、
洞
山
よ
り
後
の
禅
僧
た
ち
が
し
ば
し
ば
用
い
て

き
ま
し
た
。
そ
し
て
道
元
禅
師
も
ま
た
そ
の
一
人
で
し
た
。

　
　◇

　道
元
禅
師
の
「
鳥
道
」

　◇

　道
元
禅
師
は
そ
の
著
『
正
法
眼
蔵
』
の
中
で
、
し
ば
し

ば
鳥
道
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
『
仏
性
』『
坐

禅
箴
』『
光
明
』『
無
情
説
法
』『
洗
面
』
な
ど
の
巻
で
す
。

こ
の
う
ち
『
坐
禅
箴
』
巻
で
は
、
道
元
禅
師
が
尊
敬
す
る

中
国
宋
代
の
宏
智
和
尚
が
、
洞
山
の
鳥
道
の
教
え
を
踏
ま

え
て
著
し
た
「
坐
禅
箴
」
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
を
道
元
禅

師
が
解
説
し
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
「
坐
禅
箴
」
に
次
の

文
章
が
あ
り
ま
す
。

　
　水
清
く
し
て
底
に
徹
し
、
魚
行
き
て
遅
々
た
り
。

　
　空
闊
く
し
て
涯
り
な
く
、
鳥
飛
ん
で
杳
々
た
り
。

　「
箴
」
と
は
急
所
・
要
点
と
い
う
意
味
で
す
。
宏
智
は

坐
禅
の
肝
心
の
所
を
、
清
水
を
行
く
魚
や
、
涯
し
な
い
空

を
飛
ぶ
鳥
の
よ
う
す
に
託
し
て
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に

梅
花
の
ふ
る
さ
と

〜

詠
讃
歌
の
生
ま
れ
た
風
景

〈
そ
の
二
十
九
　高
祖
承
陽
大
師
道
元
禅
師
第
二
番
御
詠
歌
〉

水

鳥

の

道

・

異

聞
（
二
）

　
　い
わ
ゆ
る
独
自
の
あ
ゆ
み
、
独
自
の
足
取
り
、
す
な

　
　わ
ち
絶
学
無
為
の
閑
道
人
。
道
を
行
っ
て
忘
れ
る
。

　
　修
行
し
て
忘
れ
る
。
跡
た
え
て
、
こ
れ
が
た
え
ね
ば

　
　駄
目
で
あ
る
。

と
述
べ
、
は
っ
き
り
と
洞
山
の
鳥
道
に
よ
っ
て
解
説
し
て

い
ま
す
。

　い
ま
一
つ
は
楢
崎
一
光
師
の
『
道
元
禅
師
の
お
歌

　は

し
ふ
る
つ
ゆ
』
の
解
説
で
す
。
こ
こ
で
は
池
の
上
を
泳
ぐ

水
鳥
と
い
う
解
釈
も
示
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
も
述
べ

て
い
ま
す
。

　
　「跡
た
え
て
」
と
い
う
の
は
、
跡
が
な
い
、
通
っ
た

　
　道
が
消
え
て
し
ま
う
こ
と
。
そ
う
い
う
の
を
不
染
汚

　
　と
い
う
の
で
す
。「
歩
々
清
風
起
こ
る
」
と
い
う
言

　
　葉
が
あ
り
ま
す
が
、
歩
い
た
跡
が
浄
め
ら
れ
る
の
で

　
　す
。
縦
横
自
在
に
歩
い
て
ゆ
く
が
、
そ
の
跡
が
す

　
　う
っ
と
消
え
て
行
く
、
鳥
で
も
そ
う
で
す
。
空
に
道

　
　が
あ
る
よ
う
に
飛
ん
で
行
く
の
で
す
が
、
実
に
素
晴

　
　ら
し
い
様
子
で
す
。
我
々
の
修
行
も
そ
う
あ
り
た
い

　
　も
の
で
す
。

　こ
こ
に
は
鳥
道
と
い
う
言
葉
は
見
え
ま
せ
ん
が
、
空
の

道
と
い
う
解
釈
は
認
め
ら
れ
ま
す
。
ま
だ
他
に
も
あ
る
か

も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
い
ず
れ
、
鳥
道―

空
の
道
を
唱
え
る

解
説
は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

　し
か
し
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
洞
山
の
鳥
道
説
と
、

そ
れ
を
展
開
し
た
道
元
禅
師
の
お
考
え
を
反
映
さ
せ
て
解

釈
し
た
方
が
、
一
首
の
歌
意
を
よ
り
親
し
く
受
け
と
め
る

こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。文

責
・
佐
藤
俊
晃

第５１号

そ

ど
う
し
ゅ
う

け
い

と
く

で
ん

と
う
ろ
く

め
ん

も
く

し
ょ
う
ぼ
う
げ
ん

ぞ
う

ぶ
っ
し
ょ
う

ざ

ぜ
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こ
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み
ょ
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ん

し

し
ん

と
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よ
う
よ
う

ひ
ろ

か
ぎ
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よ

う
お

ゆ

ち

ち

そ
こ

て
っ

よ
う
よ
う

も
っ
し
ょ
う
せ
き

お
う

む

し
ょ
じ
ゅ
う

に

し
ょ
う

ご

し
ん

ぼ
っ

さ
ん
し
ょ
う
ど
う

え
い
こ
う

わ

な
ら

ざ
き

い
っ

こ
う
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ど う ぎ ょ う⑸ ど う ぎ ょ う ⑷第５１号

　
　◇

　洞
山
の
「
鳥
道
」

　◇

　洞
山
と
あ
る
僧
と
の
鳥
道
に
関
す
る
問
答
を
振
り
返
っ

て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
の
僧
は
洞
山
が
ふ
だ
ん
か
ら
修
行

者
に
対
し
て
「
鳥
道
を
行
き
な
さ
い
」
と
指
導
し
て
い
る

こ
と
を
踏
ま
え
て
そ
の
意
味
を
尋
ね
ま
す
。
こ
れ
に
対
す

る
洞
山
の
答
え
は
「（
鳥
道
と
は
）
誰
に
も
逢
わ
ぬ
と
こ

ろ
」
で
あ
り
「
靴
を
履
い
て
は
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
」（
こ
れ

は
『
祖
堂
集
』
と
い
う
資
料
に
よ
る
も
の
で
す
。『
景
徳

伝
灯
録
』
と
い
う
資
料
で
は
「
足
も
と
に
糸
ひ
と
す
じ
も

な
い
よ
う
に
す
る
の
だ
」
と
あ
り
ま
す
。
ど
ち
ら
も
自
分

の
素
足
で
歩
み
、
他
の
何
も
の
に
も
頼
ら
ぬ
こ
と
を
言
い

ま
す
）で
す
。
こ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

　こ
の
僧
は
ひ
と
通
り
の
修
行
を
経
て
き
た
者
の
よ
う
で

す
が
、
禅
の
さ
と
り
を
「
鳥
道
」
や
「
本
来
の
面
目
」
と

い
う
特
定
の
言
葉
で
示
す
こ
と
の
で
き
る
固
定
観
念
と
し

て
考
え
て
い
る
よ
う
で
す
。

　こ
れ
に
対
し
て
洞
山
の
鳥
道
と
は
、
空
を
飛
ぶ
鳥
が
ど

こ
に
も
足
跡
を
残
さ
ぬ
よ
う
に
、
何
か
の
言
葉
や
固
定
観

念
と
し
て
決
ま
っ
た
型
に
は
ま
ら
ぬ
も
の
を
表
現
し
よ
う

と
し
て
い
た
の
で
す
。
す
で
に
あ
る
既
成
の
考
え
方
で
は

表
せ
な
い
あ
り
方
を
「
誰
に
も
逢
わ
ぬ
＝
こ
れ
ま
で
の
い

か
な
る
人
の
言
葉
に
も
規
定
さ
れ
な
い
」「
靴
を
履
い
て
は

な
ら
ぬ
（
素
足
に
何
も
の
も
つ
け
な
い
）＝
既
成
の
概
念

に
頼
っ
て
は
な
ら
ぬ
」
と
く
り
返
し
洞
山
は
僧
に
教
え
て

い
ま
す
。

　し
か
し
僧
は
そ
の
意
図
に
気
づ
か
ず
に
「
鳥
道
を
行
く

と
い
う
こ
と
は
本
来
の
面
目
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ

ん
か
」
と
間
の
抜
け
た
質
問
を
重
ね
ま
す
。
こ
れ
に
は
洞

山
も
た
ま
り
か
ね
て
「
君
、
ど
う
し
て
（
い
つ
ま
で
も
）

間
違
え
る
の
だ
」
と
答
え
ま
す
。
結
局
こ
の
僧
は
最
後
ま

で
洞
山
の
真
意
に
は
気
づ
か
ず
に
終
わ
る
の
で
す
が
、
洞

つ
い
て
道
元
禅
師
は
、
こ
こ
に
言
う
水
や
空
を
単
に
自
然

界
の
姿
と
捉
え
て
は
い
け
な
い
と
釘
を
刺
し
た
上
で
、
そ

の
魚
の
行
き
ざ
ま
は
洞
山
の
言
う
「
不
行
鳥
道
（
既
成
の

あ
り
方
を
な
ぞ
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
）」
で
あ
る
。

鳥
が
飛
ぶ
様
子
は
、
こ
れ
も
洞
山
の
言
う
よ
う
に
、
何
か

よ
り
か
か
る
も
の
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
は
な
い
、
そ
れ
を

「
杳
々
」
と
言
う
の
だ
、
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　坐
禅
は
道
元
禅
師
の
宗
教
の
核
心
を
な
す
も
の
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
中
で
も
こ
の
『
坐
禅
箴
』
巻
は
特
に
重
要

な
教
え
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　『
坐
禅
箴
』
以
外
の
巻
に
つ
い
て
こ
こ
で
一
つ
ず
つ
確

か
め
て
ゆ
く
余
裕
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
事
な
こ
と
は
次
の

こ
と
で
す
。『
坐
禅
箴
』
の
一
例
を
見
る
だ
け
で
も
、
鳥

道
が
道
元
禅
師
の
教
え
の
中
で
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
だ
と
す
れ
ば
、
ご
自
身
が
「
水

鳥
の
」
一
首
を
詠
じ
た
時
、
そ
こ
に
鳥
道
の
教
え
が
念
頭

に
あ
っ
た
と
考
え
る
の
は
、
む
し
ろ
自
然
な
こ
と
で
は
な

い
か
と
思
う
の
で
す
。

　禅
宗
の
伝
統
で
は
、
洞
山
の
鳥
道
は
「
没
蹤
跡
」
の
あ

り
方
を
た
と
え
た
も
の
だ
と
説
明
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
自

分
が
活
動
し
て
い
な
が
ら
、
心
に
何
の
と
ら
わ
れ
も
痕
跡

も
残
さ
ぬ
こ
と
、
そ
れ
を
没
蹤
跡
（
あ
し
あ
と
を
没
す
る
）

と
言
い
ま
す
。
こ
の
文
章
の
初
め
に
、「
水
鳥
の
」
の
和

歌
は
「
応
無
所
住
而
生
其
心
」
と
い
う
題
が
つ
け
ら
れ
て

い
た
と
紹
介
し
ま
し
た
。
そ
の
意
味
は
「
何
か
に
心
が
と

ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
由
自
在
に
物
事
に
応
じ
て
ゆ
く

こ
と
」
と
述
べ
ま
し
た
が
、
没
蹤
跡
、
そ
し
て
鳥
道
は
ま

さ
に
こ
こ
に
通
じ
る
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　「
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
」
と
い
う
歌
詞
も
、

　没
蹤
跡
・
鳥
道
と
い

う
意
味
を
踏
ま
え
る
と
よ
り
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
思
う

の
で
す
。

　
　◇

　「
水
鳥
の
道
」
の
解
釈

　◇

　す
で
に
挙
げ
た
よ
う
に
、「
水
鳥
の
道
」
の
伝
統
的
な

解
釈
は
「
鳥
が
水
上
を
行
き
来
す
る
あ
と
」
と
す
る
の
が

大
勢
を
占
め
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
私
は
洞
山
の

鳥
道
説
に
も
と
づ
く
「
空
の
道
」
と
い
う
解
釈
も
加
え
た

方
が
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
考
え
る
の
で
す
。
こ

れ
に
は
少
数
で
す
が
先
例
が
あ
り
ま
す
。

　一
つ
は
澤
木
興
道
師
の
『
傘
松
道
詠
講
話
』
の
解
説
で
す
。

そ
こ
で
は
こ
の
和
歌
に
つ
い
て
、

　
　「水
鳥
の
ゆ
く
も
か
へ
る
も
跡
た
へ
て
」
こ
れ
は
だ

　
　い
た
い
い
う
と
、
洞
山
の
法
文
に
鳥
道
と
い
う
こ

　
　と
が
あ
る
。
こ
こ
に
軌
道
が
な
い
。
レ
ー
ル
が
な
い
。

山
の
最
後
の
答
え
は
ダ
メ
押
し
と
も
親
切
と
も
言
え
る
も

の
で
す
。「
本
来
の
面
目
（
ほ
ん
と
う
の
さ
と
り
）
と
は

鳥
道
を
行
か
な
い
こ
と
だ
」
と
。
こ
れ
は
洞
山
自
身
が
口

に
し
て
き
た
鳥
道
と
い
う
こ
と
さ
え
も
、
す
で
に
既
成
概

念
と
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
さ
え
も
取
り
払
っ
た

わ
け
で
す
。

　こ
の
問
答
は
、
さ
と
り
と
い
う
も
の
の
固
定
観
念
に
と

ら
わ
れ
た
僧
に
対
し
て
、
洞
山
が
鳥
道
と
い
う
表
現
を
手

が
か
り
に
し
な
が
ら
、
禅
の
修
行
に
お
い
て
は
既
成
の
概

念
や
固
定
観
念
を
注
意
深
く
払
い
の
け
て
ゆ
く
こ
と
こ
そ

が
大
切
で
あ
る
と
示
し
て
い
る
の
で
す
。
洞
山
の
最
後
の

言
葉
「
鳥
道
を
行
か
な
い
」
は
原
文
で
は
「
不
行
鳥
道
」

で
す
が
、
洞
山
よ
り
後
の
禅
僧
た
ち
が
し
ば
し
ば
用
い
て

き
ま
し
た
。
そ
し
て
道
元
禅
師
も
ま
た
そ
の
一
人
で
し
た
。

　
　◇

　道
元
禅
師
の
「
鳥
道
」

　◇

　道
元
禅
師
は
そ
の
著
『
正
法
眼
蔵
』
の
中
で
、
し
ば
し

ば
鳥
道
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
『
仏
性
』『
坐

禅
箴
』『
光
明
』『
無
情
説
法
』『
洗
面
』
な
ど
の
巻
で
す
。

こ
の
う
ち
『
坐
禅
箴
』
巻
で
は
、
道
元
禅
師
が
尊
敬
す
る

中
国
宋
代
の
宏
智
和
尚
が
、
洞
山
の
鳥
道
の
教
え
を
踏
ま

え
て
著
し
た
「
坐
禅
箴
」
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
を
道
元
禅

師
が
解
説
し
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
「
坐
禅
箴
」
に
次
の

文
章
が
あ
り
ま
す
。

　
　水
清
く
し
て
底
に
徹
し
、
魚
行
き
て
遅
々
た
り
。

　
　空
闊
く
し
て
涯
り
な
く
、
鳥
飛
ん
で
杳
々
た
り
。

　「
箴
」
と
は
急
所
・
要
点
と
い
う
意
味
で
す
。
宏
智
は

坐
禅
の
肝
心
の
所
を
、
清
水
を
行
く
魚
や
、
涯
し
な
い
空

を
飛
ぶ
鳥
の
よ
う
す
に
託
し
て
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に

梅
花
の
ふ
る
さ
と

〜

詠
讃
歌
の
生
ま
れ
た
風
景

〈
そ
の
二
十
九
　高
祖
承
陽
大
師
道
元
禅
師
第
二
番
御
詠
歌
〉

水

鳥

の

道

・

異

聞
（
二
）

　
　い
わ
ゆ
る
独
自
の
あ
ゆ
み
、
独
自
の
足
取
り
、
す
な

　
　わ
ち
絶
学
無
為
の
閑
道
人
。
道
を
行
っ
て
忘
れ
る
。

　
　修
行
し
て
忘
れ
る
。
跡
た
え
て
、
こ
れ
が
た
え
ね
ば

　
　駄
目
で
あ
る
。

と
述
べ
、
は
っ
き
り
と
洞
山
の
鳥
道
に
よ
っ
て
解
説
し
て

い
ま
す
。

　い
ま
一
つ
は
楢
崎
一
光
師
の
『
道
元
禅
師
の
お
歌

　は

し
ふ
る
つ
ゆ
』
の
解
説
で
す
。
こ
こ
で
は
池
の
上
を
泳
ぐ

水
鳥
と
い
う
解
釈
も
示
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
も
述
べ

て
い
ま
す
。

　
　「跡
た
え
て
」
と
い
う
の
は
、
跡
が
な
い
、
通
っ
た

　
　道
が
消
え
て
し
ま
う
こ
と
。
そ
う
い
う
の
を
不
染
汚

　
　と
い
う
の
で
す
。「
歩
々
清
風
起
こ
る
」
と
い
う
言

　
　葉
が
あ
り
ま
す
が
、
歩
い
た
跡
が
浄
め
ら
れ
る
の
で

　
　す
。
縦
横
自
在
に
歩
い
て
ゆ
く
が
、
そ
の
跡
が
す

　
　う
っ
と
消
え
て
行
く
、
鳥
で
も
そ
う
で
す
。
空
に
道

　
　が
あ
る
よ
う
に
飛
ん
で
行
く
の
で
す
が
、
実
に
素
晴

　
　ら
し
い
様
子
で
す
。
我
々
の
修
行
も
そ
う
あ
り
た
い

　
　も
の
で
す
。

　こ
こ
に
は
鳥
道
と
い
う
言
葉
は
見
え
ま
せ
ん
が
、
空
の

道
と
い
う
解
釈
は
認
め
ら
れ
ま
す
。
ま
だ
他
に
も
あ
る
か

も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
い
ず
れ
、
鳥
道―

空
の
道
を
唱
え
る

解
説
は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

　し
か
し
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
洞
山
の
鳥
道
説
と
、

そ
れ
を
展
開
し
た
道
元
禅
師
の
お
考
え
を
反
映
さ
せ
て
解

釈
し
た
方
が
、
一
首
の
歌
意
を
よ
り
親
し
く
受
け
と
め
る

こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。文

責
・
佐
藤
俊
晃

第５１号
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川

　又

　歌

　子

か
わ

　
　
　ま
た

う
た

　
　
　

  

こ

鹿
角
市
・
恩
徳
寺
梅
花
講
員

お
ん
と
く  

じ

　会
場
に
着
い
た
途
端
、「
恩
徳
寺
の
奥
さ
ん
、
魁
新
聞
読
み
ま
し
た
よ
」
と
、
立
派

な
和
尚
様
方
と
奥
様
（
岩
舘
倫
子
さ
ん
）
の
会
話
が
始
ま
り
、「
こ
の
人
よ
、
蓮
を
育

て
て
い
る
の
は…

」
と
私
を
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
が
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
、
奥
様

の
偉
大
さ
に
び
っ
く
り
し
な
が
ら
会
場
に
入
り
ま
し
た
。（※

編
集
部
注

：

川
又
さ
ん

は
数
年
前
か
ら
地
元
の
休
耕
田
で
蓮
の
花
を
育
て
て
お
り
、
岩
舘
さ
ん
筆
に
よ
る
そ
の

紹
介
記
事
が
県
内
新
聞
の
投
稿
欄
に
掲
載
さ
れ
ま
し
た
）

　亡
き
岩
舘
祖
芳
和
尚
様
の
心
に
沁
み
入
る
お
唱
え
に
惹
か
れ
、
私
は
六
十
歳
の
退
職

を
機
に
御
詠
歌
を
始
め
ま
し
た
。「
隣
り
の
人
の
真
似
を
し
て
い
れ
ば
上
手
に
な
り
ま

す
よ
」
と
微
笑
み
な
が
ら
お
言
葉
を
掛
け
て
い
た
だ
き
、
白
房
の
中
に
紫
房
の
私
が
ぽ

つ
ん
と
座
り
五
年
目
に
な
り
ま
す
。
大
会
参
加
は
二
回
目
で
す
。『
梅
花
は
つ
づ
く
よ
、

ど
こ
ま
で
も
』
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
、
師
範
の
皆
様
に
よ
る
「
三
宝
御
和
讃
」
が
始

ま
り
ま
し
た
。
そ
の
時
、
あ
る
方
の
所
作
に
目
を
奪
わ
れ
ま
し
た
。
続
く
「
紫
雲
」
奉

詠
で
も
一
心
帰
命
の
所
作
が
と
て
も
素
晴
ら
し
く
心
惹
か
れ
ま
し
た
。
そ
う
だ
、
真
似

を
す
れ
ば
い
い
ん
だ
と
祖
芳
和
尚
様
の
お
言
葉
を
思
い
出
し
ま
し
た
。

　閉
会
式
で
の
奉
詠
は
「
浄
心
」
で
、
私
の
検
定
課
題
曲
で
し
た
。
検
定
の
時
に
は
、

だ
ん
だ
ん
と
速
く
な
り
お
粗
末
な
出
来
で
し
た
が
、
師
範
の
皆
様
の
お
唱
え
は
ど
っ
し

り
と
大
ら
か
さ
が
あ
り
、
今
自
分
が
ど
こ
に
居
る
の
か
分
か
ら
な
く
な
る
く
ら
い
リ
ラ

ッ
ク
ス
感
が
あ
り
ま
し
た
。

　私
自
身
の
日
常
生
活
は
イ
ラ
イ
ラ
す
る
こ
と
が
多
く
、
月
二
回
の
梅
花
講
練
習
や
お

寺
の
行
事
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
後
に
は
、
そ
の
都
度
リ
セ
ッ
ト
さ
れ
た
よ
う
に

感
じ
て
い
ま
し
た
。
詠
讃
歌
を
通
じ
て
、
ま
ず
は
明
る
い
家
庭
、
そ
し
て
明
る
い
世
の

中
に
な
る
よ
う
に
、
今
後
も
お
稽
古
を
が
ん
ば
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

御
授
戒
御
和
讃

㈠
　し
が
な
き
凡
夫
と
お
ろ
そ
か
に

　思
い
す
ご
せ
し
愚
か
さ
よ

　
　無
明
の
眠
り
の
夢
覚
め
て

　
　
　尊
き
身
を
ば
今
ぞ
知
る

㈡
　聖
号
を
称
う
る
そ
の
声
に

　
　
　何
の
曇
り
か
あ
る
も
の
ぞ

　
　礼
拝
恭
敬
の
姿
こ
そ

　
　
　
　
　尊
き
仏
の
行
持
な
る

㈢
　ひ
と
た
び
授
戒
の
座
に
つ
け
ば

　こ
こ
は
蓮
華
蔵
世
界
也

　
　諸
仏
に
い
だ
か
れ
導
か
れ

　
　
　心
の
花
は
咲
き
そ
ろ
う

㈣
　懇
懃
示
さ
れ
た
ま
わ
り
し

　
　
　ま
こ
と
尊
き
法
の
み
ち

　
　承
け
継
ぎ
弘
め
て
今
日
よ
り
は

　正
し
き
慧
命
う
ち
た
て
ん

　御
授
戒
御
和
讃
は
、
私
に
と
っ
て
思
い
入
れ
の
深
い
特
別
な
曲
の
ひ
と
つ
で
す
。
お
唱
え
さ
せ
て

い
た
だ
く
た
び
に
脳
裏
に
鮮
明
に
蘇
る
光
景
、
そ
し
て
多
く
の
出
逢
い
と
と
も
に
、
大
本
山
總
持
寺

独
住
第
二
十
五
世
大
寛
眞
應
禅
師
徹
玄
辰
三
大
和
尚
（
江
川
禅
師
）
さ
ま
の
「
我
逢
人
」
の
教
え
が

思
い
出
さ
れ
ま
す
。

　私
は
大
本
山
總
持
寺
さ
ま
の
二
期
法
要
で
室
侍
寮
に
随
喜
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し
た
。

室
侍
と
は
禅
師
さ
ま
の
お
そ
ば
に
仕
え
て
お
手
伝
い
な
ど
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
お
役
目
で
、
禅
師
さ

ま
の
お
姿
や
法
要
の
様
子
を
誰
よ
り
も
近
く
で
拝
見
し
、
随
喜
で
き
る
の
は
室
侍
寮
最
大
の
特
権
と

言
え
ま
す
。

　御
授
戒
会
法
要
の
最
終
日
前
夜
に
修
行
さ
れ
る
正
授
道
場
で
は
「
授
脈
」
と
い
う
仏
弟
子
と
し
て

の
証
で
あ
る
お
血
脈
を
戒
師
さ
ま
よ
り
戒
弟
お
一
人
お
一
人
に
手
渡
さ
れ
る
儀
式
が
あ
り
、
そ
の
時

記
念
奉
詠
大
会
に
参
加
し
て

戸

　沢

　祐

　子

と

　
　
　
　ざ
わ

ゆ
う

　
　
　こ

北
秋
田
市
・
龍
泉
寺
梅
花
講
員

り
ゅ
う
せ
ん  

じ

　梅
花
講
の
一
員
と
な
り
、
早
い
も
の
で
十
年
以
上
に
な
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
一
向

に
上
達
で
き
ず
毎
年
一
年
生
の
私
で
す
が
、
県
の
奉
詠
大
会
や
全
国
大
会
な
ど
に
は
参

加
し
て
お
り
ま
す
。

　今
回
、
三
年
ぶ
り
の
開
催
と
い
う
こ
と
で
と
て
も
楽
し
み
に
し
て
お
り
ま
し
た
。
な

か
な
か
練
習
に
も
参
加
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
皆
さ
ん
の
力
を
お
借
り
し
て
何
と
か

無
事
に
お
唱
え
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　今
大
会
は
コ
ロ
ナ
禍
で
の
開
催
と
い
う
こ
と
で
、
主
催
者
側
の
方
々
は
準
備
に
ご
苦

労
な
さ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
と
て
も
心
に
残
る
、
そ
し
て
心
温
ま
る
記
念
奉
詠
大
会

で
し
た
。「
や
っ
ぱ
り
梅
花
講
っ
て
い
い
な
ぁ
」
と
再
確
認
で
き
ま
し
た
。

　こ
れ
か
ら
も
、
少
し
で
も
上
達
す
る
よ
う
に
練
習
し
、
楽
し
ん
で
梅
花
を
続
け
て
い

き
た
い
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。

の
戒
弟
の
方
々
の
達
成
感
・
充
実
感
、
法
悦
に
満
ち
あ
ふ
れ
た
表
情
は
と
て
も
印
象
的
で
記
憶
に
焼

き
付
い
て
い
ま
す
。
ま
た
同
時
に
堂
内
に
響
き
わ
た
る
御
授
戒
御
和
讃
は
、
御
授
戒
独
特
の
緊
張
感

や
雰
囲
気
も
相
ま
っ
て
、「
蓮
華
蔵
世
界
也
」
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
、
ま
さ
に
こ
こ
が
浄
土
世
界

か
と
思
え
る
ほ
ど
に
荘
厳
で
、
そ
れ
で
い
て
仏
さ
ま
が
私
た
ち
を
包
み
込
ん
で
く
だ
さ
る
か
の
よ
う

に
や
さ
し
い
空
間
で
も
あ
り
、
そ
の
光
景
は
何
年
た
っ
て
も
忘
れ
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　さ
ら
に
御
授
戒
御
和
讃
の
歌
詞
は
、
私
自
身
の
こ
れ
ま
で
の
経
験
に
も
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、

そ
う
い
っ
た
意
味
で
も
特
別
な
感
情
が
あ
り
ま
す
。

　私
は
お
寺
に
生
ま
れ
育
ち
、
親
に
勧
め
ら
れ
る
が
ま
ま
大
学
ま
で
進
学
す
る
も
、
当
時
は
い
ず
れ

寺
は
長
男
が
継
ぐ
も
の
と
し
て
、
次
男
で
あ
る
私
は
将
来
の
こ
と
な
ど
大
し
て
考
え
も
せ
ず
、
そ
の

場
し
の
ぎ
で
な
ん
と
な
く
そ
の
日
そ
の
日
を
過
ご
し
て
い
る
だ
け
の
、
い
わ
ゆ
る
ど
こ
に
で
も
い
る

よ
う
な
「
普
通
の
若
者
」
で
し
た
。

　し
か
し
、
そ
ん
な
私
で
も
あ
り
が
た
い
こ
と
に
信
頼
し
あ
え
る
仲
間
と
の
出
逢
い
が
あ
り
、
長
男

が
寺
を
継
が
な
い
と
決
断
し
た
と
き
、
な
ら
ば
私
が…

と
素
直
に
思
え
た
の
は
、
同
じ
境
遇
に
あ
る

そ
の
友
人
た
ち
の
存
在
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　こ
う
し
て
大
本
山
總
持
寺
さ
ま
に
上
山
安
居
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
当
然
最
初
は
右
も

左
も
わ
か
ら
ぬ
ま
ま
言
わ
れ
る
が
ま
ま
、
た
だ
ひ
た
す
ら
に
が
む
し
ゃ
ら
に
一
日
一
日
を
過
ご
し
ま

し
た
。

　そ
ん
な
日
々
の
中
で
も
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
の
出
逢
い
が
あ
り
、
特
に
私
に
と
っ
て
最
も
大
き
な

影
響
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
方
が
、
後
に
室
侍
寮
へ
随
喜
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
き
っ
か
け
を
く
だ
さ

っ
た
、
他
な
ら
ぬ
江
川
禅
師
さ
ま
の
存
在
で
す
。

　禅
師
さ
ま
が
信
条
と
さ
れ
て
い
た
「
我
逢
人
」
の
お
言
葉
か
ら
は
、
私
の
よ
う
な
ど
こ
に
で
も
い

る
普
通
の
人
間
で
も
、
出
逢
い
に
よ
っ
て
人
生
は
変
わ
る
、
必
要
と
さ
れ
る
場
面
が
必
ず
あ
る
、
無

駄
な
人
間
、
無
駄
な
出
逢
い
な
ど
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
教
わ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
当
時
も
現
在

も
そ
し
て
こ
れ
か
ら
先
も
私
の
心
の
支
え
で
あ
り
、
人
生
訓
で
も
あ
り
、
僧
侶
と
し
て
の
原
点
で
す
。

修
行
道
場
と
は
本
当
に
あ
り
が
た
い
存
在
で
す
。
そ
こ
で
の
生
活
や
出
逢
い
は
、
何
も
で
き
な
い
無

知
だ
っ
た
私
を
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
僧
侶
と
し
て
の
道
に
導
い
て
く
だ
さ
っ
て
い
た
の
で
す
。

　こ
れ
ま
で
の
数
々
の
尊
い
出
逢
い
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
今
の
私
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
出
逢
い

が
な
け
れ
ば
、
宗
門
行
事
や
梅
花
流
に
つ
い
て
も
深
く
理
解
で
き
な
い
ま
ま
に
多
く
の
時
間
を
無
駄

に
過
ご
し
て
し
ま
っ
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
人
間
と
し
て
も
未
熟
な
ま
ま
で
あ
っ

た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　今
後
も
一
人
の
僧
侶
と
し
て
、
ま
た
梅
花
流
師
範
と
し
て
、
常
に
「
我
逢
人
」
の
教
え
を
心
に
抱
き

な
が
ら
、
尊
い
導
き
の
法
灯
を
承
け
継
ぎ
弘
め
て
い
け
る
よ
う
つ
と
め
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

梅

花

講

員

と

し

て

い
わ

だ
て

と
も

こ

い
わ

だ
て

そ

ほ
う

ま

ね

さ
ん

ぼ
う

ご

わ

さ
んし

う
ん

い
っ

し
ん

き

み
ょ
う

じ
ょ
う
し
ん

開会法要での奉詠

お誓い（佐藤幸子さん・香最寺梅花講員）

皆さん素晴らしいお唱えでした！

　今
回
、
本
間
師
範
よ
り
特
別
に
許
可
を
い
た
だ
き
、『
跳
龍
』
に
掲
載
の
文
章
を
転
載
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
限
ら
れ
た
購
読
寺
院
だ
け
で
は
な
く
、
多
く
の
一
般
講
員
さ
ん
方
に
も
読

ん
で
い
た
だ
き
た
い
珠
玉
の
一
文
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　（
令
和
四
年
八
・
九
月
号
よ
り
）

※

『
跳
龍
』
は
、
昭
和
四
年
創
刊
以
来
現
在
ま
で
発
行
を
続
け
て
い
る
大
本
山
總
持
寺
本
山
布
教
月
刊
誌
で
す

本

　間

　秋

　彦

ほ
ん

　
　
　

  

ま

し
ゅ
う

　

   

　げ
ん

由
利
本
荘
市
内
黒
瀬
・
恵
林
寺
住
職

え  

り
ん  

じ

う
ち
く
ろ  

せ

我
逢
人
の
導
き

お

じ
ゅ

ご

わ

さ
ん

か
い

ぼ
ん

ぷ

お
ろ

　

む
み
ょ
う

し
ょ
ぶ
つ

つ
　と
　め

く
　ら
　し

ね
も
ご
ろ
し
め

の
り

う
け

つ

ひ
ろ

ら
い
は
い

く
ぎ
ょ
う

み

な

と
の

な
に

じ
ゅ
か
い

は
ち
す
の
は
な
の
そ
の

ど
く
じ
ゅ
う

が

ほ
う

じ
ん

し
つ

じ

ず
い

き

り
ょ
う

し
ょ
う

じ
ゅ

じ
ゅ
み
ゃ
く

け
ち
み
ゃ
く

か
い

し

か
い

て
い

が

　ほ
う  

じ
ん

令和５年３月１日 令和５年３月１日

特
別
寄
稿

大本山總持寺・大祖堂（横浜市鶴見区）

ち
ょ
う
り
ゅ
う



ど う ぎ ょ う ⑵第５１号

猪

　股

　尚

　典

い
の

　
　
　ま
た

し
ょ
う

　
　

  

て
ん

由
利
本
荘
市
給
人
町
・
永
泉
寺
副
住
職

よ
う
せ
ん  

じ

　最
初
に
司
会
の
配
役
を
仰
せ
つ
か
っ
た
の
は
二
年
前
で
し
た
。
そ
の
後
ま
も
な
く
新

型
コ
ロ
ナ
感
染
症
が
世
界
中
に
蔓
延
し
、
令
和
二
年
、
三
年
と
中
止
を
余
儀
な
く
さ
れ

ま
し
た
。
こ
の
期
間
、
梅
花
や
布
教
に
ど
の
よ
う
に
向
き
合
え
ば
よ
い
か
考
え
続
け
て

ま
い
り
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
以
後
の
世
界
に
ど
の
よ
う
に
対
峙
す
れ
ば
よ
い
か
、
不
安
で

満
た
さ
れ
て
し
ま
っ
た
人
々
の
心
を
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
照
ら
す
こ
と
が
で
き
る
か
、

今
回
の
奉
詠
大
会
に
一
つ
の
光
明
を
見
た
気
が
し
ま
す
。

　再
び
司
会
を
仰
せ
つ
か
っ
て
以
降
、
梅
花
流
の
歴
史
を
学
び
直
し
て
き
ま
し
た
。
七

十
年
前
、
戦
後
の
混
乱
期
か
ら
生
ま
れ
た
の
が
梅
花
流
で
す
。
敗
戦
で
傷
つ
い
た
心
を

奮
い
立
た
せ
、
新
し
い
日
本
を
作
ろ
う
と
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
か
ら
生
ま
れ
た
歴
史
は
、

◆
開

催

日

：

令
和
四
年
九
月
十
四
日
（
水
）

　

◆
開

　
　場

：

大
曲
市
民
会
館
・
大
ホ
ー
ル
（
大
仙
市
）

◆
参
加
人
数

：

二
二
六
名
（
僧
侶
・
寺
族
五
二
名
、
一
般
講
員
一
七
四
名
）

第
一
部

　開
会
式
（
午
後
零
時
三
十
分
）
〜
開
会
法
要

第
二
部

　登
壇
奉
詠

　九
登
壇
（
参
加
講
は
二
九
講
）

第
三
部

　清
興
【
永
平
開
創
】
〜
道
元
禅
師
の
修
行
か
ら
永
平
開
創
へ
〜

（
佐
藤
俊
晃
師
範
監
修
、
秋
田
県
梅
花
流
師
範
・
詠
範
に
よ
る
梅
花
流
詠
讃
歌
プ
ロ
グ
ラ
ム
）

第
四
部

　閉
会
式
（
午
後
二
時
三
十
分
）

※

写
真
は
全
て
曹
洞
宗
秋
田
県
宗
務
所
様
よ
り
ご
提
供
い
た
だ
き
ま
し
た

梅
花
流
秋
田
県
六
十
五
周
年
記
念
奉
詠
大
会
報
告

　
　
　
　〜
梅
花
は
つ
づ
く
よ
ど
こ
ま
で
も
〜

梅
花
と
共
に
無
常
を
生
き
る

今

　野

　
　
　睦

こ
ん

　
　
　

  

の

む
つ
み

湯
沢
市
駒
形
町
・
雲
岩
寺
寺
族

う
ん
が
ん  

じ

　昨
秋
の
奉
詠
大
会
は
三
年
ぶ
り
の
開
催
と
な
り
ま
し
た
。
久
し
ぶ
り
の
大
会
と
あ
り
、

講
員
さ
ん
た
ち
も
様
々
な
思
い
を
持
っ
て
の
参
加
だ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。

　大
会
中
、
清
興
と
し
て
行
わ
れ
た
師
範
さ
ん
・
詠
範
さ
ん
に
よ
る
詠
讃
歌
プ
ロ
グ
ラ

ム
は
印
象
的
で
し
た
。
暗
い
ス
テ
ー
ジ
で
道
元
禅
師
様
の
生
い
立
ち
か
ら
永
平
開
創
ま

で
が
静
か
に
語
ら
れ
、
暗
転
し
始
ま
る
奉
詠
は
惹
き
つ
け
ら
れ
る
も
の
で
し
た
。
途
中

激
し
く
力
強
い
太
鼓
の
演
奏
も
あ
り
、
緩
急
あ
る
新
し
い
奉
詠
の
形
を
見
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　コ
ロ
ナ
禍
で
自
粛
が
続
く
中
の
開
催
で
し
た
が
、
奉
詠
大
会
の
大
切
さ
を
改
め
て
感

じ
ま
し
た
。
外
に
出
て
、
人
前
で
お
唱
え
す
る
緊
張
感
、
見
え
て
く
る
課
題
や
達
成
感
、

仲
間
と
共
に
お
唱
え
す
る
楽
し
さ
、
清
興
で
知
る
新
た
な
梅
花
の
魅
力
、
全
て
今
回
の

機
会
あ
っ
て
こ
そ
得
ら
れ
た
も
の
と
思
い
ま
す
。

　大
会
や
講
習
会
な
ど
梅
花
流
に
触
れ
る
場
が
あ
る
こ
と
に
感
謝
し
、
臆
せ
ず
積
極
的

に
参
加
し
な
が
ら
一
層
精
進
し
て
い
き
た
い
と
感
じ
ま
す
。

参
加
で
き
る
あ
り
が
た
さ

佐
藤
俊
晃
先
生
の
研
究
で
ご
承
知
の
事
と
思
い
ま
す
。
そ
の
時
代
か
ら
学
ぶ
こ
と
は
沢

山
あ
り
ま
す
。

　多
く
の
詞
を
作
ら
れ
た
赤
松
月
船
老
師
は
、
大
正
八
年
に
弟
を
ス
ペ
イ
ン
風
邪
で
亡

く
さ
れ
て
い
ま
す
。
ス
ペ
イ
ン
風
邪
と
は
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
よ
る
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
で
、

ま
さ
に
今
の
時
代
と
重
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
昭
和
四
十
一
年
に
は
幼
い
次
男
が
川
に

落
ち
て
亡
く
な
ら
れ
て
い
ま
す
。

　武
勇
伝
が
目
立
つ
赤
松
老
師
で
す
が
、
そ
の
裏
に
秘
め
ら
れ
た
深
い
悲
し
み
、
そ
し

て
無
常
に
正
面
か
ら
対
峙
し
て
素
晴
ら
し
い
詞
を
残
さ
れ
た
力
強
さ
。
コ
ロ
ナ
も
無
常

な
る
も
の
で
す
。
そ
れ
を
力
に
変
え
て
梅
花
と
と
も
に
新
し
い
時
代
を
切
り
開
く
、
今

度
は
私
た
ち
の
番
で
す
。

ど う ぎ ょ う⑺ 第５１号

　私
が
梅
花
流
詠
讃
歌
を
始
め
た
き
っ
か
け
は
、
師
匠

（
前
住
職
・
三
浦
昌
彦
老
師
）
か
ら
の
す
す
め
で
し
た
。

お
寺
の
生
ま
れ
で
な
く
、
仏
教
の
知
識
の
少
な
い
私
に

梅
花
流
詠
讃
歌
を
通
し
学
び
を
深
め
る
の
が
狙
い
だ
っ

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た

今
と
な
っ
て
は
聞
く
す
べ
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　そ
ん
な
私
が
、
こ
の
度
御
縁
を
い
た
だ
き
宗
務
庁
主

催
の
梅
花
流
師
範
養
成
所
を
受
講
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
大
変
な
講
義
で
し
た
が
、
養
成
所
で
感
じ
た
こ

と
は
、
全
国
各
地
か
ら
集
ま
る
受
講
者
皆
が
そ
れ
ぞ
れ

の
想
い
を
抱
い
て
一
生
懸
命
に
挑
戦
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
し
た
。
私
た
ち
二
十
三
期
養
成
所
は
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
、
二
年
間
の
う
ち
一
年
が
全
て
オ

ン
ラ
イ
ン
講
習
と
い
う
形
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
一

つ
の
教
場
で
互
い
に
学
び
合
っ
た
仲
間
達
と
は
、
最
後
は

　東
京
都
港
区
芝
に
あ
る
曹
洞
宗
宗
務
庁
で
は
、
二
年
毎
に
梅
花
流
師
範
養
成
所
を
設
置
し
、
熱
意
を
も
っ
て

梅
花
に
取
り
組
む
若
手
師
範
を
育
成
し
て
い
ま
す
。本
来
で
あ
れ
ば
四
泊
五
日
の
講
習
を
二
年
間
で
六
回
重
ね
、

全
国
か
ら
集
ま
っ
た
仲
間
と
朝
か
ら
晩
ま
で
梅
花
漬
け
の
日
々…

の
は
ず
が
、
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
養
成
所
の
開

催
形
態
も
大
幅
に
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
よ
う
で
す
。
今
回
、
第
二
十
三
期
養
成
所
を
無
事
終
了
し
た
お
二

方
に
貴
重
な
感
想
を
寄
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

◆
開
設
期
間
・
令
和
元
年
六
月
十
日
〜
令
和
三
年
二
月
十
日
（
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
り
丸
一
年
延
期
）

モ
ニ
タ
ー
越

し
の
交
流
し

か
叶
い
ま
せ

ん
で
し
た
が
、

今
も
各
々
の

目
標
の
為
頑

張
っ
て
い
る

こ
と
だ
と
思

い
ま
す
。

　そ
ん
な
想
い
に
触
れ
、
私
も
こ
れ
か
ら
関
わ
る
方
々

に
対
し
て
、
お
唱
え
を
通
し
一
人
で
も
笑
顔
が
増
え
る

よ
う
、
そ
し
て
秋
田
県
の
梅
花
流
詠
讃
歌
発
展
の
為
に

少
し
で
も
協
力
で
き
た
ら
と
思
い
ま
す
。

第23期梅花流師範養成所レポートチョットぶじょほうチョットぶじょほう

　第
二
十
三
期
梅
花
流
師
範
養
成
所
に
行
か
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　幼
少
よ
り
本
堂
か
ら
漏
れ
聞
こ
え
る
祖
母
の
教
え
る

梅
花
の
旋
律
に
親
し
ん
で
い
た
も
の
の
、
私
が
梅
花
の

道
を
歩
み
だ
し
た
の
は
秋
田
に
帰
っ
て
す
ぐ
の
こ
と
。

同
教
区
の
玉
鳳
院
・
柳
川
一
童
師
範
に
誘
わ
れ
、
初
歩

を
ご
指
導
い
た
だ
い
た
こ
と
が
始
ま
り
で
す
。
そ
の
後
、

教
区
梅
花
勉
強
会
、
宗
務
所
養
成
所
な
ど
秋
田
県
内
の

素
晴
ら
し
い
先
生
方
の
ご
指
導
の
お
か
げ
で
、
本
庁
養

成
所
の
講
習
で
は
、
新
鮮
な
発
見
が
あ
り
つ
つ
も
あ
ま

り
苦
労
す
る
こ
と
も
な
く
、
特
に
後
半
の
リ
モ
ー
ト
講

習
で
は
物
足
り
な
さ
を
感
じ
る
ほ
ど
で
し
た
。

　先
日
、
祖
母
の
三
回
忌
法
要
に
あ
た
り
、
今
や
私
が

指
導
し
て
い
る
当
山
梅
花
講
と
と
も
に
お
唱
え
を
し
ま

し
た
。
心
な
し
か
皆
の
声
が
細
く
な
り
ま
し
た
が
、
長

年
の
唱
え
込
み
を
感
じ
る
お
唱
え
に
祖
母
の
面
影
を
見

て
涙
が
出
ま
し
た
。

　最
近
で
は
法
事
や
葬
式
の
度
、
必
ず
御
詠
歌
を
お
唱

え
し
て
い
て
、
施
主
さ
ん
が
感
激
し
て
く
れ
る
と
、
こ

の
世
界
に
足
を
踏
み
入
れ
て
本
当
に
良
か
っ
た
と
思
い

ま
す
。

　講
員
の
減
少
や

高
齢
化
で
厳
し
い

時
代
を
迎
え
て
い

る
梅
花
流
で
す
が
、

こ
の
素
晴
ら
し
い

音
楽
に
は
人
の
心

を
震
わ
せ
癒
す
力

が
あ
る
と
信
じ
、

さ
ら
に
研
鑽
を
積

み
、
お
唱
え
の
環

を
拡
げ
て
ま
い
り

た
い
と
思
い
ま
す
。

講習の様子
「講員さんたちと、和気あいあいと講習しています。」
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所
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所
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所
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所
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師
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所
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師
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所
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師
範
養
成
所
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終
え
て

師
範
養
成
所
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終
え
て

師
範
養
成
所
を
終
え
て

師
範
養
成
所
を
終
え
て

第
二
十
三
期
梅
花
流

     

師
範
養
成
所
を
終
え
て

秋
田
市
旭
北
栄
町
・

         
鱗
勝
院
住
職

三  
浦  

史  

道

り
ん
し
ょ
う
い
ん

み

　
    

う
ら

し

　
　ど
う

梅
花
の
力
を
信
じ
て

梅
花
の
力
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信
じ
て

梅
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て
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て
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梅
花
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梅
花
の
力
を
信
じ
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梅
花
の
力
を
信
じ
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山
本
郡
三
種
町
鹿
渡
・

         

松
庵
寺
副
住
職

渡  

邊  

英  

心

し
ょ
う
あ
ん

　じ

わ
た

　

  

な
べ

え
い

  

し
ん

か

　ど

「日々、自主練に励んでいます！」

ぎ
ょ
く
ほ
う

い
ん

や
な

か
わ

い
ち

ど
う

令和５年３月１日 令和５年３月１日

軽妙な掛け合いの司会の二人
（佐藤龍道師範と猪股尚典師範）
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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
】

三
年
ぶ
り
の

　秋
田
県
奉
詠
大
会
開
催
!

秋
田
県
梅
花
流
師
範
・
詠
範
の
会

副
会
長

伊

　藤

　道

　人

ど
う

　
　に
ん

い

　
　

  

と
う

◎

柴
田
弘
一
正
伝
師
範
に
よ
る
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

　本
年
度
は
、
コ
ロ
ナ
禍
の
二
年
間
の
ブ
ラ
ン
ク
を
経
て
、
計
画
し
て
い
た
研
修
会
や
講
習

会
等
を
人
数
が
少
な
い
な
が
ら
も
よ
う
や
く
行
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
お
唱
え
の
機
会
が

減
り
、
声
の
調
子
も
今
ひ
と
つ
の
中
、
そ
れ
で
も
懸
命
に
講
習
会
に
参
加
し
て
く
だ
さ
っ
た

講
員
の
皆
さ
ん
か
ら
は
久
し
ぶ
り
の
笑
顔
を
見
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　令
和
四
年
九
月
十
四
日
、
梅
花
流
秋
田
県
奉
詠
大
会
は
六
十
五
周
年
記
念
大
会
と
い
う
こ

と
で
、大
曲
市
民
会
館
に
て
三
年
ぶ
り
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
（
正
確
に
は
六
十
七
周
年
で
す
が
、

二
年
前
の
周
年
大
会
が
開
催
実
現
で
き
な
か
っ
た
為
、
こ
の
よ
う
に
銘
打
っ
て
お
り
ま
す
）。

参
加
者
は
少
な
い
な
が
ら
も
感
染
対
策
を
徹
底
の
上
、
無
事
厳
修
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　大
会
清
興
は
佐
藤
俊
晃
師
範
監
修
の
元
、
師
範
・
詠
範
・
御
寺
院
様
が
協
力
し
、
道
元
禅

師
の
半
生
を
「
お
唱
え
と
声
明
と
太
鼓
の
融
合
」
で
表
現
し
ま
し
た
。
中
で
も
太
鼓
は
、
三

浦
賢
翁
師
範
（
男
鹿
市
・
大
龍
寺
）
が
「
な
ま
は
げ
太
鼓
」
を
ア
レ
ン
ジ
し
て
演
奏
し
ま
し
た
が
、

会
場
が
割
れ
ん
ば
か
り
の
拍
手
に
包
ま
れ
盛
会
裏
に
終
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　来
年
度
も
諸
行
事
を
計
画
し
て
参
り
ま
す
の
で
、
奮
っ
て
ご
参
加
・
ご
協
力
を
お
願
い
致

し
ま
す
。
ま
た
、
今
後
と
も
師
範
・
詠
範
の
会
へ
更
な
る
ご
指
導
ご
鞭
撻
賜
わ
り
ま
す
よ
う

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

し
ょ
う
み
ょ
う

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。
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【
令

和

五

年
】

◆
五
月
　
　
六
日
　
菩
提
（
太
祖
）

　
　
　
　
十
三
日
　
梅
花
（
高
祖
一
）

　
　
　
　
二
十
日
　
梅
花
（
高
祖
二
）

　
　
　
二
十
七
日
　
梅
花
（
太
祖
一
）

◆
六
月
　
　
三
日
　
梅
花
（
太
祖
二
）

　
　
　
　
　
十
日
　
聖
号

　
　
　
　
十
七
日
　
地
蔵
菩
薩
（
和
讃
）

　
　
　
二
十
四
日
　
慈
念

◆
七
月
　
　
一
日
　
御
授
戒
（
和
讃
）

　
　
　
　
　
八
日
　
渓
声
（
永
平
一
）

　
　
　
　
十
五
日
　
渓
声
（
永
平
二
）

　
　
　
二
十
二
日
　
渓
声
（
總
持
一
）

　
　
　
二
十
九
日
　
渓
声
（
總
持
二
）

◆
八
月
　
　
五
日
　
盂
蘭
盆
会
（
和
讃
）

　
　
　
　
十
二
日
　
迎
火

　
　
　
　
十
九
日
　
戦
災
精
霊
（
和
讃
）

　
　
　
二
十
六
日
　
平
和
祈
念
（
和
讃
）

◆
九
月
　
　
二
日
　
澄
心

　
　
　
　
　
九
日
　
高
祖
入
寂
（
和
讃
）

　
　
　
　
十
六
日
　
太
祖
入
寂
（
和
讃
）

　
　
　
二
十
三
日
　
達
磨
（
和
讃
）

　
　
　
　
三
十
日
　
廓
然

◆
十
月
　
　
七
日
　
同
行
（
和
讃
）

　
　
　
　
十
四
日
　
道
交

　
　
　
二
十
一
日
　
追
善
供
養
（
和
讃
）

　
　
　
二
十
八
日
　
妙
鐘

【
追
悼
】
細
谷
裕
昌
老
師
ご
遷
化

　令
和
四
年
二
月
十
五
日
、
能
代
市
二
ツ
井
町
・
善
徳
寺

住
職
・
細
谷
裕
昌
老
師
が
ご
遷
化
な
さ
れ
ま
し
た
。
享
年

七
十
七
。
平
成
元
年
十
二
月
に
二
級
師
範
補
任
。
平
成
四

〜
十
六
年
ま
で
の
十
二
年
間
は
、
梅
花
流
特
派
師
範
と
し

て
全
国
で
詠
唱
指
導
に
ご
活
躍
さ
れ
、
梅
花
流
の
普
及
・

発
展
に
大
変
ご
尽
力
さ
れ
ま
し
た
。

　こ
こ
に
謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し
ま
す
。

◎
細
谷
裕
昌
老
師
の『
同
行
』過
去
記
事
に
関
し
て
は
、

　ユ
ー
モ
ア
た
っ
ぷ
り
な
特
派
巡
回
報
告
が
掲
載
さ

　れ
た
第
十
号
を
ど
う
ぞ
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

ほ
そ

　や

  

ゆ
う
し
ょ
う  

ぜ
ん

と
く

じ

●
瑠
璃
の
会
「
ボ
イ
ト
レ
」
レ
ポ
ー
ト

北
秋
田
市
の
龍
泉
寺
御
住
職
・
佐
藤
俊
晃
師
範
に

ご
指
導
い
た
だ
い
て
い
る
『
瑠
璃
の
会
』
で
は
、
こ

の
と
こ
ろ
梅
花
講
習
の
前
に
ボ
イ
ス
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

を
取
り
入
れ
て
お
り
ま
す
。
指
導
し
て
下
さ
る
の
は

大
館
市
の
仙
台
な
な
先
生
。

な
な
先
生
曰
く
「
身
体
は
楽
器
」
と
い
う
こ
と
で
、

声
を
出
す
前
に
ま
ず
は
全
身
を
ほ
ぐ
す
体
操
か
ら
始

ま
り
ま
す
。
そ
し
て
、
口
を
し
っ
か
り
開
き
ジ
ェ
ス

チ
ャ
ー
を
交
え
な
が
ら
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
母
音
の
発
声

を
し
た
後
、
そ
の
日
の
課
題
曲
を
パ
ー
ト
分
け
し
て

歌
い
ま
す
。『
も
み
じ
』
や
『
い
い
日
旅
立
ち
』、『
ヤ

ン
グ
マ
ン
』
の
時
は
踊
り
な
が
ら…

（
笑
）

御
詠
歌
の
講
習
前
に
こ
れ
を
行
う
と
、
喉
も
気
持

ち
も
ほ
ぐ
れ
、
い
つ
も
よ
り
ラ
ク
に
高
音
を
出
す
こ

と
が
で
き
て
い
る
と
、
俊
晃
先
生
お
墨
付
き
で
す
。

　皆
様
も
各
梅
花
講
の
練
習
前
に
、
軽
い
体
操
や
ボ

イ
ス
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
な
さ
っ
て
み
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
？

　
　
　
　
　（
広
報
部
・
岩
舘
香
央
里
）

い
わ

だ
て

か

お

り

る

　
　り

僧侶五師による声明

袴田俊英大会会長による
開会式挨拶

本間雅憲師範会会長による
閉会式挨拶

観客席の様子

三浦賢翁師範による太鼓演奏 清興【永平開創】


