
　ふ
る
さ
と
の
山
河
は
た
だ
そ
こ
に
そ
び
え
、
そ
こ

を
流
れ
て
い
る
だ
け
で
多
く
の
恵
み
を
も
た
ら
す
ば

か
り
で
な
く
、
懐
に
抱
か
れ
て
い
る
よ
う
な
心
の
安

ら
ぎ
と
弱
い
自
分
を
奮
い
立
た
せ
る
勇
気
を
も
与
え

て
く
れ
る
あ
り
が
た
い
も
の
で
す
。

　し
か
し
、
今
年
七
月
の
記
録
的
大
雨
で
は
県
内
の

小
中
の
河
川
が
氾
濫
し
て
、
命
や
生
活
、
財
産
を
脅

か
し
、
秋
田
県
で
は
過
去
に
例
が
な
い
程
の
甚
大
な

被
害
が
出
ま
し
た
。

　降
り
続
く
雨
に
よ
る
川
の
氾
濫
や
内
水
氾
濫
、
土

砂
崩
れ
、
冠
水
し
た
農
地
や
道
路
、
浸
水
し
た
住
宅

の
様
子
が
テ
レ
ビ
で
放
映
さ
れ
る
た
び
に
、
私
は
東

日
本
大
震
災
を
思
い
出
し
、
自
然
の
も
つ
も
う
一
つ

の
力
に
畏
怖
の
念
を
新
た
に
し
ま
し
た
。

　日
に
ち
が
経
つ
ご
と
に
被
害
状
況
が
明
ら
か
に

な
っ
て
い
き
ま
し
た
が
、
一
方
で
悲
嘆
に
暮
れ
な
が

ら
も
懸
命
に
立
ち
上
が
ろ
う
と
す
る
人
々
や
、
精
魂

込
め
て
復
旧
作
業
に
当
た
る
多
く
の
災
害
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
姿
が
あ
り
ま
し
た
。
災
害
に
負
け
ま
い
と

す
る
逞
し
さ
と
同
じ
思
い
を
も
っ
て
行
動
す
る
優
し
さ

に
深
く
心
が
揺
り
動
か
さ
れ
、『
道
心
利
行
御
和
讃
』

の
二
番
の
歌
詞
が
脳
裏
を
よ
ぎ
り
ま
し
た
。

山
河
自
然
の
厳
し
さ
と
　
恩
恵
に
而
今
を
生
か
さ
れ
て

利
他
の
功
徳
を
積
む
人
の
　
花
の
笑
顔
ぞ
美
し
き

あ
な
た
と
共
に
伝
え
あ
う
　
正
し
き
法
の
灯
火
を

　こ
の
歌
詞
に
強
く
背
中
を
押
さ
れ
、
自
分
に
で
き

る
こ
と
は
な
い
か
と
模
索
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し

た
。
電
話
で
知
人
と
安
否
や
被
害
状
況
を
確
認
し

合
っ
た
り
、
近
所
を
廻
り
そ
の
時
抱
い
た
恐
怖
感
や

不
安
感
を
共
有
し
合
っ
た
り
、
床
上
浸
水
し
た
地
元

の
小
学
校
に
支
援
物
資
（
タ
オ
ル
）
を
届
け
た
り…

。

近
く
の
お
寺
で
は
、
命
の
危
機
に
迫
ら
れ
避
難
し
て

来
た
方
々
を
親
身
に
な
っ
て
世
話
を
し
、
安
心
と
安

全
の
確
保
に
精
一
杯
努
め
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
傷

み
や
苦
し
み
を
共
に
分
か
ち
合
う
こ
と
で
、
こ
ん
な

時
で
も
、
い
い
え
む
し
ろ
こ
ん
な
時
だ
か
ら
こ
そ
互

い
の
心
に
光
明
が
差
し
込
ん
で
く
る
よ
う
な
気
が
し

ま
し
た
。

　自
然
災
害
だ
け
で
な
く
、
感
染
症
、
か
つ
て
無
か
っ

た
よ
う
な
凶
暴
事
件
や
予
測
不
可
能
な
事
故
、
悲
惨

な
戦
争
等
々
。
生
き
て
い
る
限
り
続
く
心
配
や
不
安
、

苦
し
み
や
悲
し
み
を
仏
教
で
は
よ
く
泥
沼
に
例
え
ま

す
。
ど
ん
な
時
も
泥
中
か
ら
ま
っ
す
ぐ
立
ち
上
が
り
、

美
し
い
花
を
咲
か
せ
る
蓮
の
よ
う
に
、
清
ら
か
に
凛

と
し
て
生
き
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

　穏
や
か
に
晴
れ
た
日
の
ふ
る
さ
と
の
山
河
は
、
や

は
り
包
容
力
に
溢
れ
、
生
き
る
力
を
与
え
て
く
れ
ま

す
。
被
災
さ
れ
た
皆
様
の
平
穏
な
日
常
が
一
日
も
早

く
戻
り
ま
す
こ
と
を
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま

す
。

い

ふ

た
く
ま

ど
う
し
ん

り

ご

わ

さ
ん

ぎ
ょ
う

こ
う
み
ょ
う

さ
ん

が

り

た

く

ど
く

と
も

つ
た

た
だ

の
り

と
も

し
び

つ

ひ
と

は
な

え

が
お

う
つ

し

ぜ
ん

き
び

め
ぐ

み

い

い

ま

い
た
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一
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八
七
三
）
七
六
七
六

    

　【
毎
週
土
曜
日
に
テ
ー
プ
が
更
新
さ
れ
ま
す
】

梅
花
の
力
に
押
さ
れ
て

秋
田
県
梅
花
流
師
範
・
詠
範
の
会 

副
会
長

松

　山

　郁

　子

い
く

　
　

  

こ

ま
つ

　
　や
ま

◎ 

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
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【
令 

和 

五 

年
】

◆
十
一
月
　
　
四
日
　
修
証
義
（
和
讃
）

　
　
　
　
　
十
一
日
　
伝
　
心

　
　
　
　
　
十
八
日
　
紫
　
雲
（
釈
迦
）

　
　
　
　
二
十
五
日
　
成
　
道
（
和
讃
）

◆
十
二
月
　
　
二
日
　
明
　
星

　
　
　
　
　
　
九
日
　
観
　
音
（
和
讃
）

　
　
　
　
　
十
六
日
　
慈
　
光

　
　
　
　
二
十
三
日
　
浄
　
光

　
　
　
　
　
三
十
日
　
浄
　
心

【
令 

和 

六 

年
】

◆
一
　
月
　
　
六
日
　
讃
　
仰
（
太
祖
）

　
　
　
　
　
十
三
日
　
法
　
灯
（
太
祖
）

　
　
　
　
　
二
十
日
　
讃
　
仰
（
高
祖
）

　
　
　
　
二
十
七
日
　
法
　
灯
（
高
祖
）

◆
二
　
月
　
　
三
日
　
涅
　
槃
（
和
讃
）

　
　
　
　
　
　
十
日
　
不
　
滅

　
　
　
　
　
十
七
日
　
無
　
常
（
和
讃
）

　
　
　
　
二
十
四
日
　
月
　
影

◆
三
　
月
　
　
二
日
　
花
供
養
（
和
讃
）

　
　
　
　
　
　
九
日
　
供
　
華

　
　
　
　
　
十
六
日
　
追
　
弔
（
和
讃
）

　
　
　
　
二
十
三
日
　
追
　
善
（
和
讃
）

　
　
　
　
　
三
十
日
　
報
　
謝
（
和
讃
）

◆
四
　
月
　
　
六
日
　
太
祖
影
向
（
和
讃
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
影
向
第
一
番
（
伝
光
）

　
　
　
　
　
十
三
日
　
伝
　
光

　
　
　
　
　
二
十
日
　
紫
　
雲
（
太
祖
）

　
　
　
　
二
十
七
日
　
御
授
戒
（
和
讃
）

　今
号
の
表
紙
は
、
鹿
角
市
花
輪
字

妻
ノ
神
に
あ
る
蓮
畑
の
蓮
の
花
で
す

（
予
定
よ
り
掲
載
時
期
が
だ
い
ぶ
ズ
レ

て
し
ま
い
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
）。
育

て
て
い
る
の
は
前
号
で
県
奉
詠
大
会

の
感
想
を
寄
稿
し
て
い
た
だ
い
た
川

又
歌
子
さ
ん
（
鹿
角
市
・
恩
徳
寺
梅

花
講
員
）
で
す
。
川
又
さ
ん
は
退
職

を
機
に
蓮
の
栽
培
を
始
め
、
今
年
で

五
年
目
に
な
り
ま
す
。
毎
年
七
月
下
旬
頃
か
ら
九
月
頃
ま
で
、

薄
桃
色
の
見
事
な
花
が
地
域
の
方
々
の
目
を
癒
し
て
く
れ
て

い
る
そ
う
で
す
。

　川
又
さ
ん
が
蓮
を
育
て
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
が
、
花

輪
の
恩
徳
寺
様
で
習
っ
て
い
る
梅
花
流
詠
讃
歌
と
の
こ
と
。

父
親
の
通
夜
法
要
の
際
、
故
岩
舘
祖
芳
前
御
住
職
が
お
唱
え

さ
れ
た
『
追
弔
御
和
讃
』
に
心
を
動
か
さ
れ
、
御
詠
歌
に
興

味
を
も
っ
た
そ
う
で
す
。

　定
年
退
職
を
翌
年
に
控
え
た
、
二
〇
一
九
年
の
秋
か
ら
恩

徳
寺
様
に
て
御
詠
歌
を
学
ぶ
よ
う
に
な
り
、
練
習
曲
と
し
て

お
唱
え
し
た
『
花
供
養
御
和
讃
』
の
一
節
〜
濁
り
に
染
ま
ぬ

蓮
の
花
〜
に
つ
い
て
、
祖
芳
前
住
職
が
「
蓮
は
泥
の
中
か
ら

生
ま
れ
る
け
れ
ど
、
素
晴
ら
し
い
花
を
咲
か
せ
て
く
れ
る
」

と
内
容
を
解
説
。
こ
の
言
葉
に
感
銘
を
受
け
て
蓮
を
育
て
る

決
意
を
さ
れ
た
そ
う
で
す
。

　栽
培
は
自
宅
裏
の
田
ん
ぼ
を
使
用
。
十
二
株
、
約
四
百
平

方
メ
ー
ト
ル
か
ら
始
め
た
畑
は
、
現
在
約
倍
の
八
百
平
方
メ

ー
ト
ル
に
拡
が
り
、
花
も
数
百
株
を
数
え
る
見
事
な
蓮
畑
に

な
り
ま
し
た
。
一
昨
年
、
畑
の
一
面
に
東
屋
を
作
り
、
誰
で

も
鑑
賞
で
き
る
環
境
を
整
え
ま
し
た
。

　ぜ
ひ
来
年
、
お
近
く
に
お
立
ち
寄
り
の
際
は
、
梅
花
ゆ
か

り
の
蓮
の
花
を
観
に
行
っ
て
み
て
は
如
何
で
し
ょ
う
か
？

〜
参
照
・
米
代
新
報
（
鹿
角
市
）
〜

写
真

：

松
井 

祐
司
（
鹿
角
市
花
輪
・
長
年
寺
副
住
職
）

表
紙
に
つ
い
て

仲睦まじく咲く紅白咲き分けの梅

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。
令和３年春
梅の木が

植樹されました

令和３年春
梅の木が

植樹されました

龍源寺梅花講
３０周年記念

「川又歌子さんが育てた休耕田の蓮（8月中旬頃・鹿角市花輪）」
かわ また うた こ

〜
テ
レ
ホ
ン
梅
花
〜

◎令和５年６月２１日の太祖瑩山禅師七百回忌大遠忌「東北管区予修法要」及び１１月１７日の「禅を聞く会」にて披露された、
　梅花流詠讃歌と「音」でつづる瑩山禅師の一代記『常済の光』については次号にて特集します。

か
わ

ま
た

う
た

こ

い
わ

だ
て

そ

ほ
う
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柳

　川

　一

　童

や
な

　
　
　が
わ

い
ち

　
　
　ど
う

能
代
市
常
盤
・
玉
鳳
院
住
職

ぎ
ょ
く 

ほ
う  

い
ん

と
き
わ

　「特
派
や
っ
て
み
た
い
？
」

　「呼
ん
で
い
た
だ
け
る
の
で
あ
れ
ば…

」

　「や
り
た
い
っ
て
言
い
な
さ
い
！
」

　「や
り
た
い
で
す
！
」

　昨
年
秋
、
と
あ
る
先
生
と
私
の
会
話
の
一
端
で
す
。
そ
れ
か
ら
半
年
後…

。
な
ん
と

い
う
こ
と
で
し
ょ
う
！
誠
に
僭
越
な
が
ら
、
今
年
四
月
よ
り
県
内
梅
花
流
特
派
師
範
を

拝
命
い
た
し
ま
し
た
。

　多
く
の
特
派
師
範
を
輩
出
し
て
き
た
当
秋
田
県
に
お
い
て
、「
ま
さ
か
自
分
が
？
」

と
い
う
驚
き
と
、「
自
分
で
よ
い
の
か
？
」「
自
分
に
で
き
る
の
か
？
」
と
い
う
不
安
が

過
り
ま
し
た
が
、
生
来
の
楽
天
家
で
あ
る
私
は
「
ま
〜
、
な
ん
と
か
な
っ
ぺ
！
」
と
思

っ
た
の
で
し
た
。

　し
か
し
な
が
ら
、
柴
田
弘
一
先
生
を
は
じ
め
、
普
段
ご
指
導
頂
い
て
い
る
師
範
の
先

生
方
、
特
派
巡
回
で
秋
田
に
お
出
で
に
な
る
先
生
方
の
講
習
を
思
い
起
こ
す
と
、「
今

の
自
分
で
は
な
ん
と
か
な
ら
な
い…

。
も
っ
と
も
っ
と
研
鑽
し
な
け
れ
ば
！
」
と
、
自

身
の
不
勉
強
を
猛
省
し
つ
つ
稽
古
に
励
み
ま
し
た
。

　そ
し
て
迎
え
た
初
め
て
の
巡
回
。
六
月
に
山

形
県
第
三
宗
務
所
様
、
九
月
に
は
北
海
道
第
一

宗
務
所
様
に
お
邪
魔
し
ま
し
た
。
四
年
振
り
の

特
派
講
習
会
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
ど
の
会
場

も
檀
信
徒
講
員
様
の
期
待
に
満
ち
た
表
情
、
元

気
な
歌
声
に
溢
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
行
く

先
々
で
心
温
ま
る
お
も
て
な
し
を
頂
戴
し
、
緊

張
と
若
干
の
ホ
ー
ム
シ
ッ
ク
も
何
処
へ
や
ら
。

講
習
の
度
に
元
気
を
頂
き
、
初
め
て
の
巡
回
を

終
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　さ
て
、
沢
山
の
お
も
て
な
し
を
頂
戴
し
た
今

回
の
巡
回
で
す
が
、
中
で
も
一
番
心
に
残
っ
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
北
海
道
江
差
の
大
円
寺
様
に
お
邪
魔
し
た
際
の
出
来
事
。
到
着
し

お
座
敷
に
通
し
て
い
た
だ
く
と
、
地
元
の
お
菓
子
と
抹
茶
を
ご
馳
走
に
な
り
ま
し
た
。

抹
茶
は
大
円
寺
御
寺
族
様
の
お
点
前
で
「
宗
徧
流
」
と
の
こ
と
で
し
た
。
ほ
ん
の
一
瞬

の
た
め
に
、
茶
器
を
選
び
、
お
湯
を
沸
か
し
、
到
着
を
見
計
ら
い
、
茶
を
点
て
る
。
な

ん
と
も
有
難
い
お
も
て
な
し
に
感
動
し
た
次
第
で
し
た
。
そ
の
場
そ
の
時
一
度
き
り
の

お
唱
え
の
た
め
に
、
何
度
も
曲
を
練
習
し
、
所
作
を
確
認
す
る
梅
花
流
。
茶
道
と
相
通

ず
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
一
口
頂
く
と
、
ふ
っ
と
『
報
謝
御
和
讃
』
の
歌

詞
が
思
い
出
さ
れ
た
の
で
し
た
。

　
　
一
河
の
流
れ
掬
む
に
さ
え
　
深
き
恵
と
知
る
も
の
を

　
　
真
心
こ
も
る
熱
き
茶
に
　
　
疲
れ
を
癒
す
有
難
さ

　檀
信
徒
講
員
様
は
指
導
者
の
鑑
。
指
導
者
の
す
べ
て
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
映
し
て

く
だ
さ
る
。
な
ら
ば
特
派
師
範
は…

。
自
問
自
答
の
毎
日
で
す
が
、
ご
指
導
し
て
く
だ

さ
る
先
生
方
、
一
緒
に
お
稽
古
し
て
く
だ
さ
る
檀
信
徒
講
員
様
方
へ
の
報
恩
感
謝
の
念

を
忘
れ
ず
日
々
精
進
し
て
参
り
ま
す
。
皆
さ
ま
、
こ
れ
か
ら
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

新
任
特
派
巡
回
報
告

　令
和
五
年
四
月
、
曹
洞
宗
宗
務
庁
よ
り
県
内
歴
代
十
五
人
目
の
特
派
師
範
と
し
て

柳
川
一
童
師
範
が
任
命
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
度
、
記
念
す
べ
き
初
の
特
派
巡
回
を
終

え
て
ご
本
人
よ
り
フ
レ
ッ
シ
ュ
で
ユ
ー
モ
ア
溢
れ
る
感
想
を
ご
寄
稿
い
た
だ
き
ま
し

た
。
ど
う
ぞ
ご
覧
く
だ
さ
い
！

特派巡回講習の様子

せ
ん
え
つ

よ
ぎ

え

さ
し

だ
い
え
ん

じそ
う
へ
ん
り
ゅ
う

ほ
う
し
ゃ

ご

わ

さ
ん

か
が
み

い
ち

が

ま

あ
つ

ち
ゃ

つ
か

い
や

あ
り

が
た

ご
こ
ろ

な
が

く

ふ
か

め
ぐ
み

し

報
恩
感
謝
の
心
を
忘
れ
ず
に

法 

僧
』
と
い
う
三
つ
の
宝
を
拠
り
所
と
し
て
、
共
に
今
を

よ
り
良
く
生
き
る
こ
と
の
大
切
さ
を
し
み
じ
み
感
じ
ま
す
。

　梅
花
流
の
数
々
の
曲
を
学
ん
で
い
く
過
程
で
も
、
私
は
、

そ
れ
ぞ
れ
に
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
歌
詞
を
通
し
て
た
く
さ
ん

の
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。
一
仏
両
祖
の
尊
い
み
教
え
や
ご
生

涯
、
み
教
え
を
実
践
し
て
い
く
こ
と
の
大
切
さ
、
菩
薩
様
方

の
慈
悲
の
心
、
様
々
な
恩
恵
に
感
謝
す
る
報
恩
の
心
等
々
。

　折
々
に
亡
き
父
母
や
妹
を
偲
び
、
供
養
の
気
持
ち
を
届
け

た
い
と
追
善
の
詠
讃
歌
を
唱
え
て
い
る
と
、
一
緒
に
過
ご
し

た
日
々
が
あ
り
あ
り
と
蘇
り
、
涙
が
溢
れ
て
き
ま
す
。
私
の

気
持
ち
を
そ
の
ま
ま
表
す
よ
う
な
歌
詞
と
旋
律
、
優
し
い
鈴

と
鉦
の
音
色
が
お
互
い
の
魂
を
繋
い
で
く
れ
て
い
る
よ
う
な

気
が
し
て
な
り
ま
せ
ん
。

　梅
花
道
は
進
む
ほ
ど
に
奥
が
深
く
出
口
は
遠
い
先
の
よ
う

に
思
い
ま
す
が
、
正
に
仏
道
を
極
め
て
い
く
か
の
よ
う
な
生

き
る
喜
び
を
感
じ
ま
す
。
同
じ
道
を
歩
む
仲
間
に
支
え
ら
れ

て
今
が
あ
り
ま
す
。
互
い
に
励
ま
し
、
い
た
わ
り
合
っ
て
同

行
同
修
の
道
を
歩
ん
で
参
り
ま
し
ょ
う
。

梅
花
流
詠
讃
歌
に
出
会
っ
て

梅
花
流
詠
讃
歌
に
出
会
っ
て

〜
梅
花
と
共
に
〜

　松
山
さ
ん
に
は
、
冒
頭
表
紙
で
は
、
師
範
・
詠
範

の
会
副
会
長
と
し
て
大
雨
災
害
へ
心
を
寄
せ
る
挨
拶

文
を
頂
戴
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
梅
花
と
の
出
会

い
に
つ
い
て
改
め
て
貴
重
な
ご
寄
稿
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。
お
忙
し
い
中
で
の
原
稿
執
筆
に
心
よ
り
感
謝
、

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

第1教区梅花合同練習の様子

梅友チャンネルの新録音源が
アップされました！

梅友流に表現した『追善供養御和讃』の美しい
モノクロ映像の世界観。そこに静かに寄り添う４
人のお唱え。冬が秋を迎えに来るこの時節、心
静かに耳を傾けご堪能ください！

YouTubeで検索…「梅友チャンネル」

秋
田
市
太
平
・
林
清
寺
寺
族

松

　山

　郁

　子

ま
つ

　
　

  

や
ま

い
く

　
　

   

こ

り
ん
せ
い   

じ

　梅
花
流
詠
讃
歌
に
出
会
う
尊
い
ご
縁
を
い
た
だ
い
た
き
っ

か
け
は
そ
れ
ぞ
れ
だ
と
思
い
ま
す
が
、
私
の
場
合
は
祖
父
が

亡
く
な
っ
た
小
学
生
の
時
で
し
た
。
小
練
忌
ま
で
毎
晩
親
戚

縁
者
が
集
ま
り
、
念
仏
を
唱
え
丁
寧
に
供
養
し
て
い
ま
し
た
。

そ
し
て
、
そ
の
後
に
は
必
ず
『
三
宝
御
和
讃
』
も
お
唱
え
し

ま
し
た
。
小
学
生
の
私
に
は
そ
の
意
味
は
解
ら
な
い
も
の
の
、

美
し
く
覚
え
や
す
い
旋
律
に
誘
わ
れ
声
を
合
わ
せ
て
い
ま
し

た
。
唱
え
終
っ
た
時
に
は
、
ふ
う
っ
と
祖
父
の
笑
顔
が
目
に

浮
か
び
、
不
思
議
な
く
ら
い
穏
や
か
な
気
持
ち
に
な
れ
た
こ

と
を
今
で
も
覚
え
て
い
ま
す
。
梅
花
流
が
ま
だ
今
の
よ
う
に

普
及
し
て
い
な
か
っ
た
頃
の
こ
と
で
す
。

　そ
れ
か
ら
何
十
年
も
経
ち
、
梅
花
流
を
本
格
的
に
学
び
始

め
、『
三
宝
御
和
讃
』
の
意
味
を
改
め
て
噛
み
締
め
ま
し
た
。

自
分
の
思
惑
に
囚
わ
れ
た
り
、
そ
こ
か
ら
生
ず
る
迷
い
や
不

安
に
翻
弄
さ
れ
た
り
し
て
い
る
我
が
人
生
を
顧
み
る
時
、『
仏 

さ
ん
ぼ
う
ご

わ
さ
ん

実
家
の
菩
提
寺
で
あ
る

　　松
庵
寺（
三
種
町
）ご
住
職
様
の
お
話

し
ょ
う  

あ
ん    

じ

　昭
和
三
十
年
代
後
半
、梅
花
流
が
普
及
し
て
き
た
頃
、

元
々
松
庵
寺
に
あ
っ
た
「
本
山
講
」
で
お
講
が
開
か

れ
る
時
『
三
宝
御
和
讃
』
を
唱
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　同
じ
頃
、
お
寺
の
近
く
の
町
内
で
は
誰
か
が
亡
く

な
る
と
、念
仏
の
後
に
集
ま
っ
た
人
た
ち
み
ん
な
で『
三

宝
御
和
讃
』
を
唱
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　敬
虔
の
念
の
深
ま
り
と
心
の
安
ら
ぎ
が
得
ら
れ
る

こ
と
で
地
域
に
浸
透
し
、
後
の
梅
花
講
に
繋
が
っ
て

い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ほ
ん
ざ
ん

こ
う

毎月一回、太寧寺（大仙市）ご住職様のご指
導で楽しくお稽古をしています。梅花人口が減
少している現状の中、新しい曲の習得にも真剣
に取り組む数少ない男性講員さんにみんな励ま
されています。

たい ねい じ



ど う ぎ ょ う⑶ ど う ぎ ょ う ⑹第５２号 第５２号令和５年１２月１日 令和５年１２月１日

　令
和
五
年
五
月
二
十
四
日
、「
東
京
ガ
ー
デ
ン
シ
ア
タ

ー
」（
東
京
都
江
東
区
有
明
）
に
て
、
令
和
五
年
度
梅
花

流
全
国
奉
詠
大
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
も
ひ

と
ま
ず
落
ち
着
き
、
全
国
か
ら
約
三
千
六
百
人
の
梅
花
講

員
さ
ん
が
集
ま
り
、
四
年
ぶ
り
の
登
壇
奉
詠
を
行
い
ま
し

た
。
こ
の
度
、
秋
田
県
か
ら
は
二
十
七
名
の
講
員
さ
ん
が

参
加
さ
れ
、
内
お
二
人
に
大
会
の
感
想
を
ご
寄
稿
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　私
は
梅
花
を
始
め
て
ま
だ
二
年
目
。
コ
ロ
ナ
禍
で
開
催
中

止
に
な
っ
て
い
た
大
会
が
四
年
ぶ
り
に
開
催
さ
れ
る
と
の
事

で
、
大
会
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
の
か
も
分
か
ら
な

い
ま
ま
今
回
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　会
場
に
入
っ
て
、
こ
ん
な
に
も
梅
花
流
詠
讃
歌
に
触
れ
て

い
る
方
が
い
る
ん
だ
な
と
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
で
も
、
太

平
寺
梅
花
講
か
ら
ご
一
緒
し
た
先
輩
曰
く
「
い
や
い
や
、
以

前
は
こ
ん
な
規
模
で
は
な
い
よ
。
コ
ロ
ナ
前
と
比
べ
る
と
半

分
だ
よ
」
と
教
え
て
く
だ
さ
り
、
改
め
て
全
国
規
模
の
大
会

に
圧
倒
さ
れ
ま
し
た
。
先
輩
は
リ
ハ
ー
サ
ル
な
ど
な
し
に
東

北
ブ
ロ
ッ
ク
の
方
た
ち
と
登
壇
奉
詠
さ
れ
、
秋
田
県
代
表
の

方
々
は
皆
と
て
も
素
晴
ら
し
い
お
唱
え
で
し
た
。

　梅
花
流
を
始
め
た
い
と
思
っ
た
の
は
、
義
母
が
旧
合
川
町

鎌
沢
の
生
ま
れ
で
、
嫁
ぎ
先
も
同
じ
菩
提
寺
で
熱
心
に
行
っ

て
い
た
事
と
、
コ
ロ
ナ
が
流
行
る
前
に
太
平
寺
様
の
涅
槃
会

に
参
加
し
た
際
、
そ
こ
で
聴
い
た
お
唱
え
が
素
晴
ら
し
か
っ

た
事
が
き
っ
か
け
で
す
。
私
も
梅
花
流
を
始
め
よ
う
か
な
と

義
母
に
話
し
、
法
具
が
あ
っ
た
ら
借
り
よ
う
か
な
と
考
え
て

い
ま
し
た
。
し
か
し
、
今
思
え
ば
梅
花
流
に
階
級
が
あ
る
事

な
ど
知
ら
ず
に
言
っ
て
い
ま
し
た
。
あ
る
時
、正
法
院
様
（
北

秋
田
市
鎌
沢
）
で
法
要
が
あ
り
、
供
養
が
終
わ
っ
た
後
、
義

母
が
住
職
様
に
何
か
話
し
て
い
る
な
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
。

そ
う
し
た
ら
、
新
た
に
法
具
一
式
を
注
文
し
て
く
れ
て
い
た

の
で
す
。
と
て
も
有
り
難
い
思
い
で
し
た
。「
も
う
、
や
る

し
か
な
い
！
」
と
思
い
、
太
平
寺
様
へ
月
二
回
（
第
二
と
第

四
日
曜
日
の
午
後
）
通
わ
せ
て
い
た
だ
き
ご
指
導
を
受
け
て

お
り
ま
す
。

初
め
て
の
梅
花
流

全
国
奉
詠
大
会
に
参
加
し
て

初
め
て
の
梅
花
流

全
国
奉
詠
大
会
に
参
加
し
て

北
秋
田
市
・

　
　太
平
寺
梅
花
講
員

今

　泉

　正

　子

た
い 

へ
い   

じ

い
ま

　
　

  

い
ず
み

ま
さ

　
　
　

 

こ

　御
詠
歌
を
初
め
て
十
余
年
。
お
し
ゃ
べ
り
に
花
が
咲
き
、

法
具
を
解
か
ず
に
終
わ
る
事
も
し
ば
し
ば
（
笑
）。

　今
回
の
課
題
曲
『
永
光
』
は
一
度
も
聞
い
た
事
が
な
か
っ

た
の
で
、
仲
間
の
皆
に
付
き
合
っ
て
も
ら
い
、
今
ま
で
に
な

い
程
時
間
を
か
け
て
練
習
し
た
の
で
す
が
、
七
割
程
の
仕
上

り
の
ま
ま
当
日
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
練
習
を
通
し
て

私
達
の
絆
も
深
ま
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
仲
間
に
励
ま
さ

れ
出
か
け
ま
し
た
。

　不
安
な
ま
ま
、
引
き
受
け
た
事
を
少
し
後
悔
し
な
が
ら
の

登
壇
と
な
り
、
合
掌
で
待
っ
て
い
る
と
、「
ガ
ツ
」（
お
唱
え

開
始
の
鐘
の
音
）
と
合
図
が
あ
り
、
詠
題
司
さ
ん
の
一
声
、

詠
頭
司
さ
ん
の
お
唱
え
に
、
一
緒
に
お
唱
え
す
れ
ば
大
丈
夫

と
い
う
妙
な
自
信
が
湧
い
て
き
て
、
終
え
た
後
は
満
足
し
た

自
分
が
い
ま
し
た
。
一
緒
に
お
唱
え
し
た
東
北
地
区
の
皆
さ

ん
「
あ
り
が
と
う
」
と
い
う
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
に
な
り
ま

し
た
。

　こ
れ
か
ら
も
仲
間
と
協
力
し
、
仲
良
く
続
け
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　合
掌

梅
花
流
全
国
奉
詠
大
会
に

　
　
　
　
　
　
　

 

参
加
し
て

梅
花
流
全
国
奉
詠
大
会
に

　
　
　
　
　
　
　

 

参
加
し
て

大
館
市
・
源
守
院
梅
花
講
員

菅

　原

　牧

　子

げ
ん 

し
ゅ 

い
ん

す
が

　
　

    

わ
ら

ま
き

　
　
　

 

こ

梅
花
流
全
国
奉
詠
大
会
報
告

よ
う

こ
う

登壇奉詠の様子② 大会参加者の皆さんと

登壇奉詠の様子③ 登壇奉詠の様子①

　令
和
五
年
六
月
三
〜
四
日
、
由
利
本
荘
市
矢
島
町
の
龍
源
寺
様
に
於
い
て
「
開
山
四

百
年
記
念
法
要
」
が
厳
か
に
修
行
さ
れ
ま
し
た
。
今
回
は
特
別
に
龍
源
寺
と
梅
花
流
の

ご
縁
に
つ
い
て
、
土
屋
泰
順
師
よ
り
ご
寄
稿
い
た
だ
き
ま
し
た
。

※

今
年
、由
利
本
荘
市
で
は
元
和
九（
一
六
二
三
）年
に
入
部
し
た
領
主「
岩
城・六
郷
・

　打
越
」
の
三
氏
入
部
四
百
年
に
あ
た
り
、
歴
史
講
演
会
な
ど
様
々
な
行
事
が
催
さ

　れ
て
い
ま
す
（
入
部
と
は
領
主
な
ど
が
初
め
て
自
分
の
領
地
に
入
る
こ
と
）

四
百
年
の
伝
統
と
歴
史
を
詠
い
継
ぐ

　当
山
龍
源
寺
は
、
今
年
で
開
山
四
百
年
を
迎
え
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
梅
花
講
の
歴
史
は

三
十
二
年
に
な
り
ま
す
。
龍
源
寺
梅
花
講
は
、
か
つ
て
お
涅
槃
な
ど
の
法
要
を
お
手
伝
い
い

た
だ
い
て
い
た
地
元
の
女
性
方
に
よ
る
「
金
嶺
講
」
が
発
展
す
る
形
で
始
ま
り
ま
し
た
。
私

が
ま
だ
小
学
生
の
頃
で
す
が
、
あ
る
日
突
然
お
寺
の
中
で
梅
花
の
お
唱
え
が
響
き
、
何
が
始

ま
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
お
り
ま
す
。
そ
ん
な
か
つ
て
は
何
も
知
ら
な
か

っ
た
私
が
、
四
百
年
を
迎
え
る
今
こ
の
時
に
住
職
を
務
め
て
い
る
。
こ
の
事
は
、
間
違
い
な

く
僧
侶
と
し
て
の
自
分
の
大
事
な
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。
そ

こ
か
ら
始
ま
っ
た
の
が
、
去
る
六
月
に
行
っ
た
「
開
山
四
百

年
記
念
法
会
」
で
す
。

　奇
し
く
も
先
代
の
三
回
忌
も
重
な
り
、
様
々
な
思
い
の
中

で
祝
祷
法
要
の
準
備
を
進
め
ま
し
た
。
そ
の
中
で
力
を
入
れ

た
の
が
「
龍
源
寺
の
和
讃
を
作
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

　こ
れ
は
先
代
住
職
と
も
話
を
し
て
い
た
こ
と
で
し
た
。
龍

源
寺
を
あ
ら
わ
す
、
龍
源
寺
の
梅
花
講
の
皆
様
が
お
唱
え
す

る
も
の
を
作
り
た
い
。
し
か
し
、
同
時
に
こ
れ
か
ら
「
詠
い

継
が
れ
て
い
く
」
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
自
分
勝
手

に
な
ら
ぬ
よ
う
、
歴
史
を
知
り
、
教
え
を
確
か
め
、
龍
源
寺

へ
の
思
い
が
あ
る
方
に
も
頷
い
て
い
た
だ
け
る
よ
う
な
も
の

を
作
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
初
代
講
師
を
お
勤
め
い
た
だ

い
て
い
た
西
目
の
圓
通
寺
東
堂
老
師
や
、
現
講
師
で
あ
る
圓

通
寺
方
丈
様
。
縁
あ
る
多
く
の
方
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ

き
な
が
ら
少
し
ず
つ
和
讃
作
り
を
進
め
ま
し
た
。

　私
は
龍
源
寺
の
梅
花
講
を
支
え
る
一
方
で
、
詠
讃
歌
の
心

得
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
道
元
禅
師
や
瑩
山
禅
師
、
諸

山
の
祖
師
方
は
自
身
が
信
じ
る
も
の
を
自
身
の
言
葉
で
歌
と

し
、
そ
れ
が
詠
讃
歌
と
な
っ
て
き
た
こ
と
は
知
っ
て
お
り
ま

す
。
そ
の
流
れ
が
私
た
ち
の
行
持
の
中
に
息
づ
い
て
い
る
こ

と
も
知
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
和
讃
作
り
は
、
何
が
大
事
で
、

何
を
違
え
て
は
い
け
な
い
の
か
に
向
き
合
う
大
切
な
機
会
と

な
り
ま
し
た
。
そ
の
上
で
、
今
の
自
分
の
全
て
を
出
し
切
り
、

作
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
い
ま
す
。

　四
百
年
の
中
の
三
十
年
は
短
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
間
違
い
な
く
龍
源
寺
四
百
年
の
伝
統
と
歴
史
で
す
。

こ
れ
を
更
に
生
か
し
続
け
て
い
く
。
生
か
す
た
め
に
新
し

い
一
歩
を
。
こ
の
和
讃
作
り
が
そ
の
一
歩
目
に
な
っ
て
く

れ
れ
ば
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。

龍
源
寺
四
百
年
記
念
法
会

土

　屋

　泰

　順

つ
ち

　
　
　

 

や

た
い

　
　

  

じ
ゅ
ん

由
利
本
荘
市
矢
島
町
・
龍
源
寺
住
職

り
ゅ
う
げ
ん

　じ

導師をつとめる土屋泰順御住職

龍源寺梅花講３０周年を記念して
植樹された梅の木の前にて

厳かな法要の中で奉詠される
梅花の調べ

い
わ

き

ろ
く
ご
う

う
て

ぢ

き
ん

れ
い

こ
う

お
お

か
や

ぞ
ら

と
り

み

と

わ

だ
い

ひ

か
お

は
な

う
て
な

ひ
か
り

や
ま

さ

そ
う

ぎ
ゃ
り
ゅ
う

じ

げ
ん

い
の

す
み

よ

も

と

れ
き

し

や

ね

ま
も

つ

ほ
と
け

う
て

ぢ

か

い
っ

ぴ
き

り
ゅ
う

き
ん

れ
い

ざ
ん

り
ゅ
う
げ
ん

じ

ご

わ

さ
ん

り
ゅ
う

ひ
と

だ
い

じ

み
ち

の
り

わ
だ
ち

ま
な
こ

ま
わ

い

こ
ま

は
ん

ぐ
る
ま

『金
嶺
山
龍
源
寺
御
和
讃
』　※

「同
行
御
和
讃
」
の
替
節

㈠
　
茅
の
大
空
住
処
と
し
　
　
　
　
　
の
ぼ
る
打
越
の
一
匹
龍

四
百
年
の
歴
史
を
守
り
継
ぐ
　
仏
の
天
蓋
と
な
り
た
も
う

㈡
　
龍
の
眼
に
い
だ
か
れ
て
　
回
る
生
駒
の
半
車

人
に
大
慈
の
道
ひ
ら
く
　
法
の
轍
と
な
り
た
も
う

㈢
　
鳥
海
の
山
の
光
射
す
　
　
祈
り
の
僧
伽
龍
源
寺

永
久
に
大
悲
の
香
り
あ
る
　
華
の
台
と
な
り
た
も
う



ど う ぎ ょ う⑸ ど う ぎ ょ う ⑷第５２号

　達
磨
大
師
御
詠
歌
（
廓
然
）

　
　伝
え
ま
し
う
け
つ
ぎ
来
た
り
有
難
や

　
　
　
　
　五
葉
に
開
く
道
の
ひ
と
す
じ

　作
詞

　あ
か
ま
つ
げ
っ
せ
ん

赤
松
月
船

　

　達
磨
大
師
の
詠
讃
歌
は
「
達
磨
大
師
御
和
讃
」
と
「
達

磨
大
師
御
詠
歌
」
の
二
つ
で
す
。「
達
磨
大
師
御
和
讃
」
は
、

達
磨
大
師
一
代
の
物
語
を
順
に
語
り
継
い
で
ゆ
く
内
容
に

な
っ
て
い
ま
す
。「
達
磨
大
師
御
詠
歌
」
は
伝
記
で
は
な
く
、

達
磨
大
師
が
示
さ
れ
た
「
一
華
五
葉
に
開
く
」
と
い
う
言

葉
を
も
と
に
し
て
い
ま
す
。
こ
の
言
葉
は
達
磨
大
師
そ
の

人
の
教
え
を
表
す
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
梅
花
流
の
根

本
的
な
教
え
に
関
わ
る
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
た
び

は
二
回
に
分
け
て
こ
の
こ
と
を
取
り
上
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　◇

　「
花
」
に
託
し
た
伝
法
偈
の
世
界

　◇

　「
一
華
五
葉
に
開
く
」
と
は
、
達
磨
大
師
が
弟
子
の
慧

可
に
示
し
た
伝
法
偈
の
一
句
で
し
た
。
伝
法
偈
と
は
、
師

か
ら
弟
子
へ
法
を
伝
え
る
時
に
与
え
る
偈
文
（
漢
詩
）
の

こ
と
で
す
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
し
た
。

　わ
れ
本
、
こ
の
土
に
来
た
る
。

　法
を
伝
え
て
、
迷
情
を
救
わ
ん
と
な
り
。

　一
華
、
五
葉
に
開
き
。
結
果
、
自
然
に
成
ず
。

　達
磨
大
師
は
南
イ
ン
ド
香
至
国
の
王
子
と
し
て
生
ま
れ

ま
し
た
が
、
出
家
し
、
中
国
へ
や
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の

目
的
は
、
仏
法
を
伝
え
、
人
々
を
迷
い
の
世
界
か
ら
救
う

た
め
で
あ
る
と
い
う
の
で
す
。「
一
華
五
葉
に
開
き
。
結

果
自
然
に
成
ず
」
と
は
、
字
義
通
り
に
言
え
ば
、
一
つ
の

華
は
五
葉
に
開
き
、
そ
の
結
果
は
自
然
に
成
就
す
る
、
と

い
う
も
の
で
す
。

　こ
の
偈
は
、
達
磨
大
師
の
師
、
般
若
多
羅
尊
者
の
伝
法

偈
を
ふ
ま
え
て
い
る
も
の
で
す
。

　父
で
あ
る
国
王
が
亡
く
な
っ
た
時
、
出
家
を
求
め
た
達

磨
大
師
に
向
か
い
、
般
若
多
羅
尊
者
は
告
げ
ま
し
た
。「
釈

迦
は
そ
の
正
し
い
教
え
を
迦
葉
尊
者
に
伝
え
ら
れ
た
。
そ

し
て
そ
れ
は
代
々
伝
わ
り
私
に
至
っ
た
。
私
は
今
こ
の
教

え
を
あ
な
た
に
伝
え
よ
う
。
さ
あ
、
私
の
言
葉
を
聞
き
な

さ
い
」
と
。
そ
し
て
言
わ
れ
た
の
が
次
の
言
葉
で
し
た
。

な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
（
こ
の
偈
は
、
日
本
の
能
の
大
成

者
・
世
阿
弥
が
『
風
姿
花
伝
』
に
引
用
し
て
い
る
こ
と
で

有
名
で
す
が
、
こ
こ
で
は
無
関
係
で
す
）。
伝
法
偈
と
は

師
が
、
自
身
の
仏
法
の
最
も
重
要
な
と
こ
ろ
を
言
葉
に
し

て
弟
子
に
伝
え
る
も
の
で
す
か
ら
、
た
ん
に
季
節
の
情
景

を
詠
嘆
的
に
よ
む
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。
般
若

多
羅
が
「
花
開
い
て
世
界
起
こ
る
」
と
言
い
、
達
磨
大
師

が
「
一
華
五
葉
に
開
く
」
と
言
う
と
き
は
、
そ
れ
は
さ
と

り
の
世
界
が
展
開
す
る
、
仏
法
が
花
開
く
と
い
う
意
味
と

理
解
べ
き
も
の
で
す
。
そ
の
仏
法
の
あ
ら
わ
れ
、
展
開
す

る
あ
り
さ
ま
を
、慧
能
は
「
華
情
」
と
言
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

華
情
す
な
わ
ち
仏
法
の
あ
き
ら
か
に
な
る
道
理
を
は
っ
き

り
と
体
得
す
る
こ
と
が
出
来
る
な
ら
、
さ
と
り
の
成
就
は

自
ず
か
ら
ま
っ
と
う
で
き
る
だ
ろ
う
、
こ
れ
が
慧
能
の
伝

法
偈
の
意
味
合
い
で
し
ょ
う
。

　こ
の
よ
う
に
考
え
る
時
、
般
若
多
羅
尊
者
以
来
、「
華

開
い
て
世
界
起
こ
る
」
と
い
う
さ
と
り
の
世
界
の
姿
を
、

歴
代
の
祖
師
は
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
で
伝
え
て
き
た
と
言
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　◇

　赤
松
月
船
師
の
作
詠

　◇

　そ
れ
で
は
「
達
磨
大
師
御
詠
歌
」
の
作
詞
者
・
赤
松
師
は
、

こ
の
御
詠
歌
を
作
る
時
ど
の
よ
う
な
考
え
に
基
づ
い
て
い

た
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
ず
同
師
は
、
御
詠
歌
の
も
と
に
な

っ
た
達
磨
大
師
の
伝
法
偈
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
解
説
し

て
い
ま
す
。（
以
下
、
赤
松
師
の
解
説
文
は
『
梅
花
流
指

導
必
携
』
昭
和
五
四
年
発
行
。
改
訂
第
一
版
に
よ
る
）

　一
華
は
正
法
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
中
国
に
は
る
ば

る
来
て
、
正
法
の
真
実
を
伝
え
た
ぞ
よ
、
と
こ
う
達
磨

大
師
が
お
っ
し
ゃ
る
。
そ
の
正
法
は
、
慧
可
大
師
が
承

け
つ
ぎ
、
慧
可
大
師
は
僧
璨
禅
師
に
、
僧
璨
禅
師
は
道

信
禅
師
に
、
道
信
禅
師
は
弘
仁
禅
師
に
、
弘
仁
禅
師
は

慧
能
禅
師
に
、
つ
ぎ
つ
ぎ
に
お
伝
え
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
慧
能
禅
師
に
至
る
ま
で
の
お
祖
師
様
方
が
、
ど
の

よ
う
に
辛
苦
を
せ
ら
れ
た
か
は
、
長
き
に
わ
た
り
ま
す

の
で
、
こ
こ
で
は
申
し
上
げ
ま
せ
ん
。

　慧
能
禅
師
の
時
に
至
っ
て
、
達
磨
大
師
の
思
召
し
が

漸
く
中
国
全
土
に
行
き
わ
た
り
、
時
節
を
迎
え
て
、
花

が
ぱ
あ
っ
と
開
く
よ
う
に
、
正
法
の
春
が
来
た
の
で
あ

り
ま
す
。

　一
華
は
、
達
磨
大
師
が
、
正
法
を
お
伝
え
に
な
っ
た

こ
と
を
、
結
果
は
、
華
が
咲
い
て
実
を
結
ぶ
こ
と
、
即
ち
、

大
法
が
栄
え
、
大
法
が
盛
ん
に
な
っ
た
こ
と
を
あ
ら
わ

し「
成
ず
」と
あ
る
の
は
、実
現
成
就
の
意
味
で
あ
り
ま
す
。

　五
葉
は
正
法
の
家
門
が
五
つ
に
分
か
れ
て
繁
盛
し
た

こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
五
つ
に
枝
葉
が
ひ
ろ
が
っ
た
仔

細
は
、
今
は
一
々
申
し
上
げ
ま
せ
ん
、
枝
葉
が
広
が
り

茂
る
そ
の
様
に
、
正
法
が
栄
え
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　心
地
諸
種
を
生
ず
。
事
に
因
っ
て
復
た
理
を
生
ず
。

　果
満
ち
て
菩
提
円
か
に
、
華
開
い
て
世
界
起
こ
る
。

　心
か
ら
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
ら
が
生
ま
れ
る
。
そ
の
こ
と

ど
も
か
ら
道
理
が
生
ま
れ
る
。
そ
の
実
り
が
満
れ
ば
さ
と

り
は
円
満
な
も
の
と
な
る
。
こ
れ
が
花
開
い
て
世
界
起
こ

る
と
い
う
こ
と
だ
。
達
磨
大
師
は
こ
の
偈
を
受
け
て
中
国

へ
旅
立
つ
の
で
す
。

　達
磨
大
師
の
偈
が
般
若
多
羅
の
そ
れ
を
受
け
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
で
し
ょ
う
。
二
人
の
偈
を
見
て
い
る
と
、
土
、

種
、
華
、
果
な
ど
、
植
物
が
種
か
ら
生
じ
て
花
開
き
果
実

を
結
ぶ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
共
通
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

　じ
つ
は
達
磨
大
師
の
後
、
二
祖
慧
可
、
三
祖
僧
璨
、
四

祖
道
信
、
五
祖
弘
忍
、
六
祖
慧
能
と
禅
宗
歴
代
の
祖
師
が

続
く
の
で
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
伝
法
偈
に
こ
の
イ
メ
ー
ジ

が
流
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
う
ち
六
祖
は
こ
の
人
を
契

機
に
五
家
七
宗
と
言
わ
れ
る
中
国
禅
宗
諸
派
が
生
ま
れ
た
、

事
実
上
の
禅
宗
開
祖
と
も
言
う
べ
き
人
で
す
。
慧
能
の
伝

法
偈
を
挙
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　心
地
諸
種
を
含
む
普
く
雨
ら
し
に
悉
く
皆
な
生
ず
。

　頓
に
華
情
を
悟
り
已
わ
れ
ば
、

　菩
提
の
果
自
ず
か
ら
成
ず
。

　こ
こ
に
言
う
「
華
情
」
と
は
一
見
、
情
緒
的
な
表
現
で

す
が
、
般
若
多
羅
や
達
磨
大
師
の
偈
を
踏
ま
え
て
み
る
と
、

け
っ
し
て
花
鳥
風
月
を
詠
ず
る
よ
う
な
「
花
の
情
」
で
は

梅
花
の
ふ
る
さ
と

〜 

詠
讃
歌
の
生
ま
れ
た
風
景 

〈
そ
の
三
十

　達
磨
大
師
御
詠
歌
・
廓
然
〉

花
開
い
て
世
界
起
こ
る
（
一
）

と
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
引
い
た
の
は
解
説
文
の
一
部
で
す

が
、
解
説
文
の
中
に
般
若
多
羅
の
伝
法
偈
は
触
れ
ら
れ
て

い
ま
せ
ん
。
し
か
し
前
節
に
述
べ
た
よ
う
な
達
磨
大
師
の

偈
が
、
後
の
祖
師
に
代
々
伝
え
ら
れ
た
こ
と
を
赤
松
師
が

踏
ま
え
て
い
る
の
は
こ
の
文
章
か
ら
あ
き
ら
か
で
す
。
つ

ま
り
「
一
華
五
葉
に
開
く
」
と
は
達
磨
大
師
単
独
の
も
の

で
は
な
く
、
歴
代
祖
師
に
引
き
継
が
れ
て
き
た
も
の
だ
と

い
う
こ
と
で
す
。

　こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、「
一
華
五
葉
に
開
く
」
と

は
歴
代
祖
師
を
つ
ら
ぬ
く
仏
法
の
こ
と
と
考
え
な
く
て
は

な
さ
そ
う
で
す
。
そ
し
て
実
は
そ
の
考
え
は
道
元
禅
師
が

言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
達
磨
大
師
の
偈
ば
か
り
で

な
く
、「
花
開
い
て
世
界
起

こ
る
」
と
い
う
こ
と
わ
り
が
、

仏
法
そ
の
も
の
で
あ
る
と
示

し
て
い
る
の
が
『
正
法
眼
蔵

梅
花
』
巻
な
の
で
す
。

（
次
号
に
つ
づ
く
）

第５２号令和５年１２月１日 令和５年１２月１日

で
ん

ぽ
う

げ

も
と

め
い
じ
ょ
う

い
っ

け

ご

よ
う

け
っ
か

じ
ね
ん

じ
ょ
う

し
ん
ち

し
ょ

し
ょ
う

あ
ま
ね

あ
め
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ど う ぎ ょ う⑸ ど う ぎ ょ う ⑷第５２号

　達
磨
大
師
御
詠
歌
（
廓
然
）

　
　伝
え
ま
し
う
け
つ
ぎ
来
た
り
有
難
や

　
　
　
　
　五
葉
に
開
く
道
の
ひ
と
す
じ

　作
詞

　あ
か
ま
つ
げ
っ
せ
ん

赤
松
月
船

　

　達
磨
大
師
の
詠
讃
歌
は
「
達
磨
大
師
御
和
讃
」
と
「
達

磨
大
師
御
詠
歌
」
の
二
つ
で
す
。「
達
磨
大
師
御
和
讃
」
は
、

達
磨
大
師
一
代
の
物
語
を
順
に
語
り
継
い
で
ゆ
く
内
容
に

な
っ
て
い
ま
す
。「
達
磨
大
師
御
詠
歌
」
は
伝
記
で
は
な
く
、

達
磨
大
師
が
示
さ
れ
た
「
一
華
五
葉
に
開
く
」
と
い
う
言

葉
を
も
と
に
し
て
い
ま
す
。
こ
の
言
葉
は
達
磨
大
師
そ
の

人
の
教
え
を
表
す
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
梅
花
流
の
根

本
的
な
教
え
に
関
わ
る
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
た
び

は
二
回
に
分
け
て
こ
の
こ
と
を
取
り
上
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　◇

　「
花
」
に
託
し
た
伝
法
偈
の
世
界

　◇

　「
一
華
五
葉
に
開
く
」
と
は
、
達
磨
大
師
が
弟
子
の
慧

可
に
示
し
た
伝
法
偈
の
一
句
で
し
た
。
伝
法
偈
と
は
、
師

か
ら
弟
子
へ
法
を
伝
え
る
時
に
与
え
る
偈
文
（
漢
詩
）
の

こ
と
で
す
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
し
た
。

　わ
れ
本
、
こ
の
土
に
来
た
る
。

　法
を
伝
え
て
、
迷
情
を
救
わ
ん
と
な
り
。

　一
華
、
五
葉
に
開
き
。
結
果
、
自
然
に
成
ず
。

　達
磨
大
師
は
南
イ
ン
ド
香
至
国
の
王
子
と
し
て
生
ま
れ

ま
し
た
が
、
出
家
し
、
中
国
へ
や
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の

目
的
は
、
仏
法
を
伝
え
、
人
々
を
迷
い
の
世
界
か
ら
救
う

た
め
で
あ
る
と
い
う
の
で
す
。「
一
華
五
葉
に
開
き
。
結

果
自
然
に
成
ず
」
と
は
、
字
義
通
り
に
言
え
ば
、
一
つ
の

華
は
五
葉
に
開
き
、
そ
の
結
果
は
自
然
に
成
就
す
る
、
と

い
う
も
の
で
す
。

　こ
の
偈
は
、
達
磨
大
師
の
師
、
般
若
多
羅
尊
者
の
伝
法

偈
を
ふ
ま
え
て
い
る
も
の
で
す
。

　父
で
あ
る
国
王
が
亡
く
な
っ
た
時
、
出
家
を
求
め
た
達

磨
大
師
に
向
か
い
、
般
若
多
羅
尊
者
は
告
げ
ま
し
た
。「
釈

迦
は
そ
の
正
し
い
教
え
を
迦
葉
尊
者
に
伝
え
ら
れ
た
。
そ

し
て
そ
れ
は
代
々
伝
わ
り
私
に
至
っ
た
。
私
は
今
こ
の
教

え
を
あ
な
た
に
伝
え
よ
う
。
さ
あ
、
私
の
言
葉
を
聞
き
な

さ
い
」
と
。
そ
し
て
言
わ
れ
た
の
が
次
の
言
葉
で
し
た
。

な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
（
こ
の
偈
は
、
日
本
の
能
の
大
成

者
・
世
阿
弥
が
『
風
姿
花
伝
』
に
引
用
し
て
い
る
こ
と
で

有
名
で
す
が
、
こ
こ
で
は
無
関
係
で
す
）。
伝
法
偈
と
は

師
が
、
自
身
の
仏
法
の
最
も
重
要
な
と
こ
ろ
を
言
葉
に
し

て
弟
子
に
伝
え
る
も
の
で
す
か
ら
、
た
ん
に
季
節
の
情
景

を
詠
嘆
的
に
よ
む
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。
般
若

多
羅
が
「
花
開
い
て
世
界
起
こ
る
」
と
言
い
、
達
磨
大
師

が
「
一
華
五
葉
に
開
く
」
と
言
う
と
き
は
、
そ
れ
は
さ
と

り
の
世
界
が
展
開
す
る
、
仏
法
が
花
開
く
と
い
う
意
味
と

理
解
べ
き
も
の
で
す
。
そ
の
仏
法
の
あ
ら
わ
れ
、
展
開
す

る
あ
り
さ
ま
を
、慧
能
は
「
華
情
」
と
言
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

華
情
す
な
わ
ち
仏
法
の
あ
き
ら
か
に
な
る
道
理
を
は
っ
き

り
と
体
得
す
る
こ
と
が
出
来
る
な
ら
、
さ
と
り
の
成
就
は

自
ず
か
ら
ま
っ
と
う
で
き
る
だ
ろ
う
、
こ
れ
が
慧
能
の
伝

法
偈
の
意
味
合
い
で
し
ょ
う
。

　こ
の
よ
う
に
考
え
る
時
、
般
若
多
羅
尊
者
以
来
、「
華

開
い
て
世
界
起
こ
る
」
と
い
う
さ
と
り
の
世
界
の
姿
を
、

歴
代
の
祖
師
は
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
で
伝
え
て
き
た
と
言
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　◇

　赤
松
月
船
師
の
作
詠

　◇

　そ
れ
で
は
「
達
磨
大
師
御
詠
歌
」
の
作
詞
者
・
赤
松
師
は
、

こ
の
御
詠
歌
を
作
る
時
ど
の
よ
う
な
考
え
に
基
づ
い
て
い

た
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
ず
同
師
は
、
御
詠
歌
の
も
と
に
な

っ
た
達
磨
大
師
の
伝
法
偈
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
解
説
し

て
い
ま
す
。（
以
下
、
赤
松
師
の
解
説
文
は
『
梅
花
流
指

導
必
携
』
昭
和
五
四
年
発
行
。
改
訂
第
一
版
に
よ
る
）

　一
華
は
正
法
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
中
国
に
は
る
ば

る
来
て
、
正
法
の
真
実
を
伝
え
た
ぞ
よ
、
と
こ
う
達
磨

大
師
が
お
っ
し
ゃ
る
。
そ
の
正
法
は
、
慧
可
大
師
が
承

け
つ
ぎ
、
慧
可
大
師
は
僧
璨
禅
師
に
、
僧
璨
禅
師
は
道

信
禅
師
に
、
道
信
禅
師
は
弘
仁
禅
師
に
、
弘
仁
禅
師
は

慧
能
禅
師
に
、
つ
ぎ
つ
ぎ
に
お
伝
え
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
慧
能
禅
師
に
至
る
ま
で
の
お
祖
師
様
方
が
、
ど
の

よ
う
に
辛
苦
を
せ
ら
れ
た
か
は
、
長
き
に
わ
た
り
ま
す

の
で
、
こ
こ
で
は
申
し
上
げ
ま
せ
ん
。

　慧
能
禅
師
の
時
に
至
っ
て
、
達
磨
大
師
の
思
召
し
が

漸
く
中
国
全
土
に
行
き
わ
た
り
、
時
節
を
迎
え
て
、
花

が
ぱ
あ
っ
と
開
く
よ
う
に
、
正
法
の
春
が
来
た
の
で
あ

り
ま
す
。

　一
華
は
、
達
磨
大
師
が
、
正
法
を
お
伝
え
に
な
っ
た

こ
と
を
、
結
果
は
、
華
が
咲
い
て
実
を
結
ぶ
こ
と
、
即
ち
、

大
法
が
栄
え
、
大
法
が
盛
ん
に
な
っ
た
こ
と
を
あ
ら
わ

し「
成
ず
」と
あ
る
の
は
、実
現
成
就
の
意
味
で
あ
り
ま
す
。

　五
葉
は
正
法
の
家
門
が
五
つ
に
分
か
れ
て
繁
盛
し
た

こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
五
つ
に
枝
葉
が
ひ
ろ
が
っ
た
仔

細
は
、
今
は
一
々
申
し
上
げ
ま
せ
ん
、
枝
葉
が
広
が
り

茂
る
そ
の
様
に
、
正
法
が
栄
え
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　心
地
諸
種
を
生
ず
。
事
に
因
っ
て
復
た
理
を
生
ず
。

　果
満
ち
て
菩
提
円
か
に
、
華
開
い
て
世
界
起
こ
る
。

　心
か
ら
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
ら
が
生
ま
れ
る
。
そ
の
こ
と

ど
も
か
ら
道
理
が
生
ま
れ
る
。
そ
の
実
り
が
満
れ
ば
さ
と

り
は
円
満
な
も
の
と
な
る
。
こ
れ
が
花
開
い
て
世
界
起
こ

る
と
い
う
こ
と
だ
。
達
磨
大
師
は
こ
の
偈
を
受
け
て
中
国

へ
旅
立
つ
の
で
す
。

　達
磨
大
師
の
偈
が
般
若
多
羅
の
そ
れ
を
受
け
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
で
し
ょ
う
。
二
人
の
偈
を
見
て
い
る
と
、
土
、

種
、
華
、
果
な
ど
、
植
物
が
種
か
ら
生
じ
て
花
開
き
果
実

を
結
ぶ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
共
通
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

　じ
つ
は
達
磨
大
師
の
後
、
二
祖
慧
可
、
三
祖
僧
璨
、
四

祖
道
信
、
五
祖
弘
忍
、
六
祖
慧
能
と
禅
宗
歴
代
の
祖
師
が

続
く
の
で
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
伝
法
偈
に
こ
の
イ
メ
ー
ジ

が
流
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
う
ち
六
祖
は
こ
の
人
を
契

機
に
五
家
七
宗
と
言
わ
れ
る
中
国
禅
宗
諸
派
が
生
ま
れ
た
、

事
実
上
の
禅
宗
開
祖
と
も
言
う
べ
き
人
で
す
。
慧
能
の
伝

法
偈
を
挙
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　心
地
諸
種
を
含
む
普
く
雨
ら
し
に
悉
く
皆
な
生
ず
。

　頓
に
華
情
を
悟
り
已
わ
れ
ば
、

　菩
提
の
果
自
ず
か
ら
成
ず
。

　こ
こ
に
言
う
「
華
情
」
と
は
一
見
、
情
緒
的
な
表
現
で

す
が
、
般
若
多
羅
や
達
磨
大
師
の
偈
を
踏
ま
え
て
み
る
と
、

け
っ
し
て
花
鳥
風
月
を
詠
ず
る
よ
う
な
「
花
の
情
」
で
は

梅
花
の
ふ
る
さ
と

〜 

詠
讃
歌
の
生
ま
れ
た
風
景 

〈
そ
の
三
十

　達
磨
大
師
御
詠
歌
・
廓
然
〉

花
開
い
て
世
界
起
こ
る
（
一
）

と
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
引
い
た
の
は
解
説
文
の
一
部
で
す

が
、
解
説
文
の
中
に
般
若
多
羅
の
伝
法
偈
は
触
れ
ら
れ
て

い
ま
せ
ん
。
し
か
し
前
節
に
述
べ
た
よ
う
な
達
磨
大
師
の

偈
が
、
後
の
祖
師
に
代
々
伝
え
ら
れ
た
こ
と
を
赤
松
師
が

踏
ま
え
て
い
る
の
は
こ
の
文
章
か
ら
あ
き
ら
か
で
す
。
つ

ま
り
「
一
華
五
葉
に
開
く
」
と
は
達
磨
大
師
単
独
の
も
の

で
は
な
く
、
歴
代
祖
師
に
引
き
継
が
れ
て
き
た
も
の
だ
と

い
う
こ
と
で
す
。

　こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、「
一
華
五
葉
に
開
く
」
と

は
歴
代
祖
師
を
つ
ら
ぬ
く
仏
法
の
こ
と
と
考
え
な
く
て
は

な
さ
そ
う
で
す
。
そ
し
て
実
は
そ
の
考
え
は
道
元
禅
師
が

言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
達
磨
大
師
の
偈
ば
か
り
で

な
く
、「
花
開
い
て
世
界
起

こ
る
」
と
い
う
こ
と
わ
り
が
、

仏
法
そ
の
も
の
で
あ
る
と
示

し
て
い
る
の
が
『
正
法
眼
蔵

梅
花
』
巻
な
の
で
す
。

（
次
号
に
つ
づ
く
）
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　令
和
五
年
五
月
二
十
四
日
、「
東
京
ガ
ー
デ
ン
シ
ア
タ

ー
」（
東
京
都
江
東
区
有
明
）
に
て
、
令
和
五
年
度
梅
花

流
全
国
奉
詠
大
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
も
ひ

と
ま
ず
落
ち
着
き
、
全
国
か
ら
約
三
千
六
百
人
の
梅
花
講

員
さ
ん
が
集
ま
り
、
四
年
ぶ
り
の
登
壇
奉
詠
を
行
い
ま
し

た
。
こ
の
度
、
秋
田
県
か
ら
は
二
十
七
名
の
講
員
さ
ん
が

参
加
さ
れ
、
内
お
二
人
に
大
会
の
感
想
を
ご
寄
稿
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　私
は
梅
花
を
始
め
て
ま
だ
二
年
目
。
コ
ロ
ナ
禍
で
開
催
中

止
に
な
っ
て
い
た
大
会
が
四
年
ぶ
り
に
開
催
さ
れ
る
と
の
事

で
、
大
会
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
の
か
も
分
か
ら
な

い
ま
ま
今
回
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　会
場
に
入
っ
て
、
こ
ん
な
に
も
梅
花
流
詠
讃
歌
に
触
れ
て

い
る
方
が
い
る
ん
だ
な
と
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
で
も
、
太

平
寺
梅
花
講
か
ら
ご
一
緒
し
た
先
輩
曰
く
「
い
や
い
や
、
以

前
は
こ
ん
な
規
模
で
は
な
い
よ
。
コ
ロ
ナ
前
と
比
べ
る
と
半

分
だ
よ
」
と
教
え
て
く
だ
さ
り
、
改
め
て
全
国
規
模
の
大
会

に
圧
倒
さ
れ
ま
し
た
。
先
輩
は
リ
ハ
ー
サ
ル
な
ど
な
し
に
東

北
ブ
ロ
ッ
ク
の
方
た
ち
と
登
壇
奉
詠
さ
れ
、
秋
田
県
代
表
の

方
々
は
皆
と
て
も
素
晴
ら
し
い
お
唱
え
で
し
た
。

　梅
花
流
を
始
め
た
い
と
思
っ
た
の
は
、
義
母
が
旧
合
川
町

鎌
沢
の
生
ま
れ
で
、
嫁
ぎ
先
も
同
じ
菩
提
寺
で
熱
心
に
行
っ

て
い
た
事
と
、
コ
ロ
ナ
が
流
行
る
前
に
太
平
寺
様
の
涅
槃
会

に
参
加
し
た
際
、
そ
こ
で
聴
い
た
お
唱
え
が
素
晴
ら
し
か
っ

た
事
が
き
っ
か
け
で
す
。
私
も
梅
花
流
を
始
め
よ
う
か
な
と

義
母
に
話
し
、
法
具
が
あ
っ
た
ら
借
り
よ
う
か
な
と
考
え
て

い
ま
し
た
。
し
か
し
、
今
思
え
ば
梅
花
流
に
階
級
が
あ
る
事

な
ど
知
ら
ず
に
言
っ
て
い
ま
し
た
。
あ
る
時
、正
法
院
様
（
北

秋
田
市
鎌
沢
）
で
法
要
が
あ
り
、
供
養
が
終
わ
っ
た
後
、
義

母
が
住
職
様
に
何
か
話
し
て
い
る
な
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
。

そ
う
し
た
ら
、
新
た
に
法
具
一
式
を
注
文
し
て
く
れ
て
い
た

の
で
す
。
と
て
も
有
り
難
い
思
い
で
し
た
。「
も
う
、
や
る

し
か
な
い
！
」
と
思
い
、
太
平
寺
様
へ
月
二
回
（
第
二
と
第

四
日
曜
日
の
午
後
）
通
わ
せ
て
い
た
だ
き
ご
指
導
を
受
け
て

お
り
ま
す
。

初
め
て
の
梅
花
流

全
国
奉
詠
大
会
に
参
加
し
て

初
め
て
の
梅
花
流

全
国
奉
詠
大
会
に
参
加
し
て

北
秋
田
市
・

　
　太
平
寺
梅
花
講
員

今

　泉

　正

　子

た
い 

へ
い   

じ

い
ま

　
　

  

い
ず
み

ま
さ

　
　
　

 

こ

　御
詠
歌
を
初
め
て
十
余
年
。
お
し
ゃ
べ
り
に
花
が
咲
き
、

法
具
を
解
か
ず
に
終
わ
る
事
も
し
ば
し
ば
（
笑
）。

　今
回
の
課
題
曲
『
永
光
』
は
一
度
も
聞
い
た
事
が
な
か
っ

た
の
で
、
仲
間
の
皆
に
付
き
合
っ
て
も
ら
い
、
今
ま
で
に
な

い
程
時
間
を
か
け
て
練
習
し
た
の
で
す
が
、
七
割
程
の
仕
上

り
の
ま
ま
当
日
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
練
習
を
通
し
て

私
達
の
絆
も
深
ま
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
仲
間
に
励
ま
さ

れ
出
か
け
ま
し
た
。

　不
安
な
ま
ま
、
引
き
受
け
た
事
を
少
し
後
悔
し
な
が
ら
の

登
壇
と
な
り
、
合
掌
で
待
っ
て
い
る
と
、「
ガ
ツ
」（
お
唱
え

開
始
の
鐘
の
音
）
と
合
図
が
あ
り
、
詠
題
司
さ
ん
の
一
声
、

詠
頭
司
さ
ん
の
お
唱
え
に
、
一
緒
に
お
唱
え
す
れ
ば
大
丈
夫

と
い
う
妙
な
自
信
が
湧
い
て
き
て
、
終
え
た
後
は
満
足
し
た

自
分
が
い
ま
し
た
。
一
緒
に
お
唱
え
し
た
東
北
地
区
の
皆
さ

ん
「
あ
り
が
と
う
」
と
い
う
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
に
な
り
ま

し
た
。

　こ
れ
か
ら
も
仲
間
と
協
力
し
、
仲
良
く
続
け
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　合
掌

梅
花
流
全
国
奉
詠
大
会
に

　
　
　
　
　
　
　

 

参
加
し
て

梅
花
流
全
国
奉
詠
大
会
に

　
　
　
　
　
　
　

 

参
加
し
て

大
館
市
・
源
守
院
梅
花
講
員

菅

　原

　牧

　子

げ
ん 

し
ゅ 

い
ん

す
が

　
　

    

わ
ら

ま
き

　
　
　

 

こ

梅
花
流
全
国
奉
詠
大
会
報
告

よ
う

こ
う

登壇奉詠の様子② 大会参加者の皆さんと

登壇奉詠の様子③ 登壇奉詠の様子①

　令
和
五
年
六
月
三
〜
四
日
、
由
利
本
荘
市
矢
島
町
の
龍
源
寺
様
に
於
い
て
「
開
山
四

百
年
記
念
法
要
」
が
厳
か
に
修
行
さ
れ
ま
し
た
。
今
回
は
特
別
に
龍
源
寺
と
梅
花
流
の

ご
縁
に
つ
い
て
、
土
屋
泰
順
師
よ
り
ご
寄
稿
い
た
だ
き
ま
し
た
。

※

今
年
、由
利
本
荘
市
で
は
元
和
九（
一
六
二
三
）年
に
入
部
し
た
領
主「
岩
城・六
郷
・

　打
越
」
の
三
氏
入
部
四
百
年
に
あ
た
り
、
歴
史
講
演
会
な
ど
様
々
な
行
事
が
催
さ

　れ
て
い
ま
す
（
入
部
と
は
領
主
な
ど
が
初
め
て
自
分
の
領
地
に
入
る
こ
と
）

四
百
年
の
伝
統
と
歴
史
を
詠
い
継
ぐ

　当
山
龍
源
寺
は
、
今
年
で
開
山
四
百
年
を
迎
え
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
梅
花
講
の
歴
史
は

三
十
二
年
に
な
り
ま
す
。
龍
源
寺
梅
花
講
は
、
か
つ
て
お
涅
槃
な
ど
の
法
要
を
お
手
伝
い
い

た
だ
い
て
い
た
地
元
の
女
性
方
に
よ
る
「
金
嶺
講
」
が
発
展
す
る
形
で
始
ま
り
ま
し
た
。
私

が
ま
だ
小
学
生
の
頃
で
す
が
、
あ
る
日
突
然
お
寺
の
中
で
梅
花
の
お
唱
え
が
響
き
、
何
が
始

ま
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
お
り
ま
す
。
そ
ん
な
か
つ
て
は
何
も
知
ら
な
か

っ
た
私
が
、
四
百
年
を
迎
え
る
今
こ
の
時
に
住
職
を
務
め
て
い
る
。
こ
の
事
は
、
間
違
い
な

く
僧
侶
と
し
て
の
自
分
の
大
事
な
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。
そ

こ
か
ら
始
ま
っ
た
の
が
、
去
る
六
月
に
行
っ
た
「
開
山
四
百

年
記
念
法
会
」
で
す
。

　奇
し
く
も
先
代
の
三
回
忌
も
重
な
り
、
様
々
な
思
い
の
中

で
祝
祷
法
要
の
準
備
を
進
め
ま
し
た
。
そ
の
中
で
力
を
入
れ

た
の
が
「
龍
源
寺
の
和
讃
を
作
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

　こ
れ
は
先
代
住
職
と
も
話
を
し
て
い
た
こ
と
で
し
た
。
龍

源
寺
を
あ
ら
わ
す
、
龍
源
寺
の
梅
花
講
の
皆
様
が
お
唱
え
す

る
も
の
を
作
り
た
い
。
し
か
し
、
同
時
に
こ
れ
か
ら
「
詠
い

継
が
れ
て
い
く
」
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
自
分
勝
手

に
な
ら
ぬ
よ
う
、
歴
史
を
知
り
、
教
え
を
確
か
め
、
龍
源
寺

へ
の
思
い
が
あ
る
方
に
も
頷
い
て
い
た
だ
け
る
よ
う
な
も
の

を
作
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
初
代
講
師
を
お
勤
め
い
た
だ

い
て
い
た
西
目
の
圓
通
寺
東
堂
老
師
や
、
現
講
師
で
あ
る
圓

通
寺
方
丈
様
。
縁
あ
る
多
く
の
方
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ

き
な
が
ら
少
し
ず
つ
和
讃
作
り
を
進
め
ま
し
た
。

　私
は
龍
源
寺
の
梅
花
講
を
支
え
る
一
方
で
、
詠
讃
歌
の
心

得
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
道
元
禅
師
や
瑩
山
禅
師
、
諸

山
の
祖
師
方
は
自
身
が
信
じ
る
も
の
を
自
身
の
言
葉
で
歌
と

し
、
そ
れ
が
詠
讃
歌
と
な
っ
て
き
た
こ
と
は
知
っ
て
お
り
ま

す
。
そ
の
流
れ
が
私
た
ち
の
行
持
の
中
に
息
づ
い
て
い
る
こ

と
も
知
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
和
讃
作
り
は
、
何
が
大
事
で
、

何
を
違
え
て
は
い
け
な
い
の
か
に
向
き
合
う
大
切
な
機
会
と

な
り
ま
し
た
。
そ
の
上
で
、
今
の
自
分
の
全
て
を
出
し
切
り
、

作
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
い
ま
す
。

　四
百
年
の
中
の
三
十
年
は
短
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
間
違
い
な
く
龍
源
寺
四
百
年
の
伝
統
と
歴
史
で
す
。

こ
れ
を
更
に
生
か
し
続
け
て
い
く
。
生
か
す
た
め
に
新
し

い
一
歩
を
。
こ
の
和
讃
作
り
が
そ
の
一
歩
目
に
な
っ
て
く

れ
れ
ば
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。

龍
源
寺
四
百
年
記
念
法
会

土

　屋

　泰

　順

つ
ち

　
　
　

 

や

た
い

　
　

  

じ
ゅ
ん

由
利
本
荘
市
矢
島
町
・
龍
源
寺
住
職

り
ゅ
う
げ
ん

　じ

導師をつとめる土屋泰順御住職

龍源寺梅花講３０周年を記念して
植樹された梅の木の前にて

厳かな法要の中で奉詠される
梅花の調べ

い
わ

き

ろ
く
ご
う

う
て

ぢ

き
ん

れ
い

こ
う

お
お

か
や

ぞ
ら

と
り

み

と

わ

だ
い

ひ

か
お

は
な

う
て
な

ひ
か
り

や
ま

さ

そ
う

ぎ
ゃ
り
ゅ
う

じ

げ
ん

い
の

す
み

よ

も

と

れ
き

し

や

ね

ま
も

つ

ほ
と
け

う
て

ぢ

か

い
っ

ぴ
き

り
ゅ
う

き
ん

れ
い

ざ
ん

り
ゅ
う
げ
ん

じ

ご

わ

さ
ん

り
ゅ
う

ひ
と

だ
い

じ

み
ち

の
り

わ
だ
ち

ま
な
こ

ま
わ

い

こ
ま

は
ん

ぐ
る
ま

『金
嶺
山
龍
源
寺
御
和
讃
』　※

「同
行
御
和
讃
」
の
替
節

㈠
　
茅
の
大
空
住
処
と
し
　
　
　
　
　
の
ぼ
る
打
越
の
一
匹
龍

四
百
年
の
歴
史
を
守
り
継
ぐ
　
仏
の
天
蓋
と
な
り
た
も
う

㈡
　
龍
の
眼
に
い
だ
か
れ
て
　
回
る
生
駒
の
半
車

人
に
大
慈
の
道
ひ
ら
く
　
法
の
轍
と
な
り
た
も
う

㈢
　
鳥
海
の
山
の
光
射
す
　
　
祈
り
の
僧
伽
龍
源
寺

永
久
に
大
悲
の
香
り
あ
る
　
華
の
台
と
な
り
た
も
う



ど う ぎ ょ う ⑵第５２号ど う ぎ ょ う⑺ 第５２号 令和５年１２月１日 令和５年１２月１日

柳

　川

　一

　童

や
な

　
　
　が
わ

い
ち

　
　
　ど
う

能
代
市
常
盤
・
玉
鳳
院
住
職

ぎ
ょ
く 

ほ
う  

い
ん

と
き
わ

　「特
派
や
っ
て
み
た
い
？
」

　「呼
ん
で
い
た
だ
け
る
の
で
あ
れ
ば…

」

　「や
り
た
い
っ
て
言
い
な
さ
い
！
」

　「や
り
た
い
で
す
！
」

　昨
年
秋
、
と
あ
る
先
生
と
私
の
会
話
の
一
端
で
す
。
そ
れ
か
ら
半
年
後…

。
な
ん
と

い
う
こ
と
で
し
ょ
う
！
誠
に
僭
越
な
が
ら
、
今
年
四
月
よ
り
県
内
梅
花
流
特
派
師
範
を

拝
命
い
た
し
ま
し
た
。

　多
く
の
特
派
師
範
を
輩
出
し
て
き
た
当
秋
田
県
に
お
い
て
、「
ま
さ
か
自
分
が
？
」

と
い
う
驚
き
と
、「
自
分
で
よ
い
の
か
？
」「
自
分
に
で
き
る
の
か
？
」
と
い
う
不
安
が

過
り
ま
し
た
が
、
生
来
の
楽
天
家
で
あ
る
私
は
「
ま
〜
、
な
ん
と
か
な
っ
ぺ
！
」
と
思

っ
た
の
で
し
た
。

　し
か
し
な
が
ら
、
柴
田
弘
一
先
生
を
は
じ
め
、
普
段
ご
指
導
頂
い
て
い
る
師
範
の
先

生
方
、
特
派
巡
回
で
秋
田
に
お
出
で
に
な
る
先
生
方
の
講
習
を
思
い
起
こ
す
と
、「
今

の
自
分
で
は
な
ん
と
か
な
ら
な
い…

。
も
っ
と
も
っ
と
研
鑽
し
な
け
れ
ば
！
」
と
、
自

身
の
不
勉
強
を
猛
省
し
つ
つ
稽
古
に
励
み
ま
し
た
。

　そ
し
て
迎
え
た
初
め
て
の
巡
回
。
六
月
に
山

形
県
第
三
宗
務
所
様
、
九
月
に
は
北
海
道
第
一

宗
務
所
様
に
お
邪
魔
し
ま
し
た
。
四
年
振
り
の

特
派
講
習
会
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
ど
の
会
場

も
檀
信
徒
講
員
様
の
期
待
に
満
ち
た
表
情
、
元

気
な
歌
声
に
溢
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
行
く

先
々
で
心
温
ま
る
お
も
て
な
し
を
頂
戴
し
、
緊

張
と
若
干
の
ホ
ー
ム
シ
ッ
ク
も
何
処
へ
や
ら
。

講
習
の
度
に
元
気
を
頂
き
、
初
め
て
の
巡
回
を

終
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　さ
て
、
沢
山
の
お
も
て
な
し
を
頂
戴
し
た
今

回
の
巡
回
で
す
が
、
中
で
も
一
番
心
に
残
っ
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
北
海
道
江
差
の
大
円
寺
様
に
お
邪
魔
し
た
際
の
出
来
事
。
到
着
し

お
座
敷
に
通
し
て
い
た
だ
く
と
、
地
元
の
お
菓
子
と
抹
茶
を
ご
馳
走
に
な
り
ま
し
た
。

抹
茶
は
大
円
寺
御
寺
族
様
の
お
点
前
で
「
宗
徧
流
」
と
の
こ
と
で
し
た
。
ほ
ん
の
一
瞬

の
た
め
に
、
茶
器
を
選
び
、
お
湯
を
沸
か
し
、
到
着
を
見
計
ら
い
、
茶
を
点
て
る
。
な

ん
と
も
有
難
い
お
も
て
な
し
に
感
動
し
た
次
第
で
し
た
。
そ
の
場
そ
の
時
一
度
き
り
の

お
唱
え
の
た
め
に
、
何
度
も
曲
を
練
習
し
、
所
作
を
確
認
す
る
梅
花
流
。
茶
道
と
相
通

ず
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
一
口
頂
く
と
、
ふ
っ
と
『
報
謝
御
和
讃
』
の
歌

詞
が
思
い
出
さ
れ
た
の
で
し
た
。

　
　
一
河
の
流
れ
掬
む
に
さ
え
　
深
き
恵
と
知
る
も
の
を

　
　
真
心
こ
も
る
熱
き
茶
に
　
　
疲
れ
を
癒
す
有
難
さ

　檀
信
徒
講
員
様
は
指
導
者
の
鑑
。
指
導
者
の
す
べ
て
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
映
し
て

く
だ
さ
る
。
な
ら
ば
特
派
師
範
は…

。
自
問
自
答
の
毎
日
で
す
が
、
ご
指
導
し
て
く
だ

さ
る
先
生
方
、
一
緒
に
お
稽
古
し
て
く
だ
さ
る
檀
信
徒
講
員
様
方
へ
の
報
恩
感
謝
の
念

を
忘
れ
ず
日
々
精
進
し
て
参
り
ま
す
。
皆
さ
ま
、
こ
れ
か
ら
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

新
任
特
派
巡
回
報
告

　令
和
五
年
四
月
、
曹
洞
宗
宗
務
庁
よ
り
県
内
歴
代
十
五
人
目
の
特
派
師
範
と
し
て

柳
川
一
童
師
範
が
任
命
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
度
、
記
念
す
べ
き
初
の
特
派
巡
回
を
終

え
て
ご
本
人
よ
り
フ
レ
ッ
シ
ュ
で
ユ
ー
モ
ア
溢
れ
る
感
想
を
ご
寄
稿
い
た
だ
き
ま
し

た
。
ど
う
ぞ
ご
覧
く
だ
さ
い
！

特派巡回講習の様子

せ
ん
え
つ

よ
ぎ

え

さ
し

だ
い
え
ん

じそ
う
へ
ん
り
ゅ
う

ほ
う
し
ゃ

ご

わ

さ
ん

か
が
み

い
ち

が

ま

あ
つ

ち
ゃ

つ
か

い
や

あ
り

が
た

ご
こ
ろ

な
が

く

ふ
か

め
ぐ
み

し

報
恩
感
謝
の
心
を
忘
れ
ず
に

法 

僧
』
と
い
う
三
つ
の
宝
を
拠
り
所
と
し
て
、
共
に
今
を

よ
り
良
く
生
き
る
こ
と
の
大
切
さ
を
し
み
じ
み
感
じ
ま
す
。

　梅
花
流
の
数
々
の
曲
を
学
ん
で
い
く
過
程
で
も
、
私
は
、

そ
れ
ぞ
れ
に
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
歌
詞
を
通
し
て
た
く
さ
ん

の
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。
一
仏
両
祖
の
尊
い
み
教
え
や
ご
生

涯
、
み
教
え
を
実
践
し
て
い
く
こ
と
の
大
切
さ
、
菩
薩
様
方

の
慈
悲
の
心
、
様
々
な
恩
恵
に
感
謝
す
る
報
恩
の
心
等
々
。

　折
々
に
亡
き
父
母
や
妹
を
偲
び
、
供
養
の
気
持
ち
を
届
け

た
い
と
追
善
の
詠
讃
歌
を
唱
え
て
い
る
と
、
一
緒
に
過
ご
し

た
日
々
が
あ
り
あ
り
と
蘇
り
、
涙
が
溢
れ
て
き
ま
す
。
私
の

気
持
ち
を
そ
の
ま
ま
表
す
よ
う
な
歌
詞
と
旋
律
、
優
し
い
鈴

と
鉦
の
音
色
が
お
互
い
の
魂
を
繋
い
で
く
れ
て
い
る
よ
う
な

気
が
し
て
な
り
ま
せ
ん
。

　梅
花
道
は
進
む
ほ
ど
に
奥
が
深
く
出
口
は
遠
い
先
の
よ
う

に
思
い
ま
す
が
、
正
に
仏
道
を
極
め
て
い
く
か
の
よ
う
な
生

き
る
喜
び
を
感
じ
ま
す
。
同
じ
道
を
歩
む
仲
間
に
支
え
ら
れ

て
今
が
あ
り
ま
す
。
互
い
に
励
ま
し
、
い
た
わ
り
合
っ
て
同

行
同
修
の
道
を
歩
ん
で
参
り
ま
し
ょ
う
。

梅
花
流
詠
讃
歌
に
出
会
っ
て

梅
花
流
詠
讃
歌
に
出
会
っ
て

〜
梅
花
と
共
に
〜

　松
山
さ
ん
に
は
、
冒
頭
表
紙
で
は
、
師
範
・
詠
範

の
会
副
会
長
と
し
て
大
雨
災
害
へ
心
を
寄
せ
る
挨
拶

文
を
頂
戴
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
梅
花
と
の
出
会

い
に
つ
い
て
改
め
て
貴
重
な
ご
寄
稿
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。
お
忙
し
い
中
で
の
原
稿
執
筆
に
心
よ
り
感
謝
、

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

第1教区梅花合同練習の様子

梅友チャンネルの新録音源が
アップされました！

梅友流に表現した『追善供養御和讃』の美しい
モノクロ映像の世界観。そこに静かに寄り添う４
人のお唱え。冬が秋を迎えに来るこの時節、心
静かに耳を傾けご堪能ください！

YouTubeで検索…「梅友チャンネル」

秋
田
市
太
平
・
林
清
寺
寺
族

松

　山

　郁

　子

ま
つ

　
　

  

や
ま

い
く

　
　

   
こ

り
ん
せ
い   

じ

　梅
花
流
詠
讃
歌
に
出
会
う
尊
い
ご
縁
を
い
た
だ
い
た
き
っ

か
け
は
そ
れ
ぞ
れ
だ
と
思
い
ま
す
が
、
私
の
場
合
は
祖
父
が

亡
く
な
っ
た
小
学
生
の
時
で
し
た
。
小
練
忌
ま
で
毎
晩
親
戚

縁
者
が
集
ま
り
、
念
仏
を
唱
え
丁
寧
に
供
養
し
て
い
ま
し
た
。

そ
し
て
、
そ
の
後
に
は
必
ず
『
三
宝
御
和
讃
』
も
お
唱
え
し

ま
し
た
。
小
学
生
の
私
に
は
そ
の
意
味
は
解
ら
な
い
も
の
の
、

美
し
く
覚
え
や
す
い
旋
律
に
誘
わ
れ
声
を
合
わ
せ
て
い
ま
し

た
。
唱
え
終
っ
た
時
に
は
、
ふ
う
っ
と
祖
父
の
笑
顔
が
目
に

浮
か
び
、
不
思
議
な
く
ら
い
穏
や
か
な
気
持
ち
に
な
れ
た
こ

と
を
今
で
も
覚
え
て
い
ま
す
。
梅
花
流
が
ま
だ
今
の
よ
う
に

普
及
し
て
い
な
か
っ
た
頃
の
こ
と
で
す
。

　そ
れ
か
ら
何
十
年
も
経
ち
、
梅
花
流
を
本
格
的
に
学
び
始

め
、『
三
宝
御
和
讃
』
の
意
味
を
改
め
て
噛
み
締
め
ま
し
た
。

自
分
の
思
惑
に
囚
わ
れ
た
り
、
そ
こ
か
ら
生
ず
る
迷
い
や
不

安
に
翻
弄
さ
れ
た
り
し
て
い
る
我
が
人
生
を
顧
み
る
時
、『
仏 

さ
ん
ぼ
う
ご

わ
さ
ん

実
家
の
菩
提
寺
で
あ
る

　　松
庵
寺（
三
種
町
）ご
住
職
様
の
お
話

し
ょ
う  
あ
ん    

じ

　昭
和
三
十
年
代
後
半
、梅
花
流
が
普
及
し
て
き
た
頃
、

元
々
松
庵
寺
に
あ
っ
た
「
本
山
講
」
で
お
講
が
開
か

れ
る
時
『
三
宝
御
和
讃
』
を
唱
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　同
じ
頃
、
お
寺
の
近
く
の
町
内
で
は
誰
か
が
亡
く

な
る
と
、念
仏
の
後
に
集
ま
っ
た
人
た
ち
み
ん
な
で『
三

宝
御
和
讃
』
を
唱
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　敬
虔
の
念
の
深
ま
り
と
心
の
安
ら
ぎ
が
得
ら
れ
る

こ
と
で
地
域
に
浸
透
し
、
後
の
梅
花
講
に
繋
が
っ
て

い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ほ
ん
ざ
ん

こ
う

毎月一回、太寧寺（大仙市）ご住職様のご指
導で楽しくお稽古をしています。梅花人口が減
少している現状の中、新しい曲の習得にも真剣
に取り組む数少ない男性講員さんにみんな励ま
されています。

たい ねい じ



　ふ
る
さ
と
の
山
河
は
た
だ
そ
こ
に
そ
び
え
、
そ
こ

を
流
れ
て
い
る
だ
け
で
多
く
の
恵
み
を
も
た
ら
す
ば

か
り
で
な
く
、
懐
に
抱
か
れ
て
い
る
よ
う
な
心
の
安

ら
ぎ
と
弱
い
自
分
を
奮
い
立
た
せ
る
勇
気
を
も
与
え

て
く
れ
る
あ
り
が
た
い
も
の
で
す
。

　し
か
し
、
今
年
七
月
の
記
録
的
大
雨
で
は
県
内
の

小
中
の
河
川
が
氾
濫
し
て
、
命
や
生
活
、
財
産
を
脅

か
し
、
秋
田
県
で
は
過
去
に
例
が
な
い
程
の
甚
大
な

被
害
が
出
ま
し
た
。

　降
り
続
く
雨
に
よ
る
川
の
氾
濫
や
内
水
氾
濫
、
土

砂
崩
れ
、
冠
水
し
た
農
地
や
道
路
、
浸
水
し
た
住
宅

の
様
子
が
テ
レ
ビ
で
放
映
さ
れ
る
た
び
に
、
私
は
東

日
本
大
震
災
を
思
い
出
し
、
自
然
の
も
つ
も
う
一
つ

の
力
に
畏
怖
の
念
を
新
た
に
し
ま
し
た
。

　日
に
ち
が
経
つ
ご
と
に
被
害
状
況
が
明
ら
か
に

な
っ
て
い
き
ま
し
た
が
、
一
方
で
悲
嘆
に
暮
れ
な
が

ら
も
懸
命
に
立
ち
上
が
ろ
う
と
す
る
人
々
や
、
精
魂

込
め
て
復
旧
作
業
に
当
た
る
多
く
の
災
害
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
姿
が
あ
り
ま
し
た
。
災
害
に
負
け
ま
い
と

す
る
逞
し
さ
と
同
じ
思
い
を
も
っ
て
行
動
す
る
優
し
さ

に
深
く
心
が
揺
り
動
か
さ
れ
、『
道
心
利
行
御
和
讃
』

の
二
番
の
歌
詞
が
脳
裏
を
よ
ぎ
り
ま
し
た
。

山
河
自
然
の
厳
し
さ
と
　
恩
恵
に
而
今
を
生
か
さ
れ
て

利
他
の
功
徳
を
積
む
人
の
　
花
の
笑
顔
ぞ
美
し
き

あ
な
た
と
共
に
伝
え
あ
う
　
正
し
き
法
の
灯
火
を

　こ
の
歌
詞
に
強
く
背
中
を
押
さ
れ
、
自
分
に
で
き

る
こ
と
は
な
い
か
と
模
索
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し

た
。
電
話
で
知
人
と
安
否
や
被
害
状
況
を
確
認
し

合
っ
た
り
、
近
所
を
廻
り
そ
の
時
抱
い
た
恐
怖
感
や

不
安
感
を
共
有
し
合
っ
た
り
、
床
上
浸
水
し
た
地
元

の
小
学
校
に
支
援
物
資
（
タ
オ
ル
）
を
届
け
た
り…

。

近
く
の
お
寺
で
は
、
命
の
危
機
に
迫
ら
れ
避
難
し
て

来
た
方
々
を
親
身
に
な
っ
て
世
話
を
し
、
安
心
と
安

全
の
確
保
に
精
一
杯
努
め
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
傷

み
や
苦
し
み
を
共
に
分
か
ち
合
う
こ
と
で
、
こ
ん
な

時
で
も
、
い
い
え
む
し
ろ
こ
ん
な
時
だ
か
ら
こ
そ
互

い
の
心
に
光
明
が
差
し
込
ん
で
く
る
よ
う
な
気
が
し

ま
し
た
。

　自
然
災
害
だ
け
で
な
く
、
感
染
症
、
か
つ
て
無
か
っ

た
よ
う
な
凶
暴
事
件
や
予
測
不
可
能
な
事
故
、
悲
惨

な
戦
争
等
々
。
生
き
て
い
る
限
り
続
く
心
配
や
不
安
、

苦
し
み
や
悲
し
み
を
仏
教
で
は
よ
く
泥
沼
に
例
え
ま

す
。
ど
ん
な
時
も
泥
中
か
ら
ま
っ
す
ぐ
立
ち
上
が
り
、

美
し
い
花
を
咲
か
せ
る
蓮
の
よ
う
に
、
清
ら
か
に
凛

と
し
て
生
き
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

　穏
や
か
に
晴
れ
た
日
の
ふ
る
さ
と
の
山
河
は
、
や

は
り
包
容
力
に
溢
れ
、
生
き
る
力
を
与
え
て
く
れ
ま

す
。
被
災
さ
れ
た
皆
様
の
平
穏
な
日
常
が
一
日
も
早

く
戻
り
ま
す
こ
と
を
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま

す
。

い

ふ

た
く
ま

ど
う
し
ん

り

ご

わ

さ
ん

ぎ
ょ
う

こ
う
み
ょ
う

さ
ん

が

り

た

く

ど
く

と
も

つ
た

た
だ

の
り

と
も

し
び

つ

ひ
と

は
な

え

が
お

う
つ

し

ぜ
ん

き
び

め
ぐ

み

い

い

ま

い
た
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　【
毎
週
土
曜
日
に
テ
ー
プ
が
更
新
さ
れ
ま
す
】

梅
花
の
力
に
押
さ
れ
て

秋
田
県
梅
花
流
師
範
・
詠
範
の
会 

副
会
長

松

　山

　郁

　子

い
く

　
　

  

こ

ま
つ

　
　や
ま

◎ 

柴
田
弘
一
正
伝
師
範
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
唱
え
と
な
り
ま
す
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【
令 

和 

五 

年
】

◆
十
一
月
　
　
四
日
　
修
証
義
（
和
讃
）

　
　
　
　
　
十
一
日
　
伝
　
心

　
　
　
　
　
十
八
日
　
紫
　
雲
（
釈
迦
）

　
　
　
　
二
十
五
日
　
成
　
道
（
和
讃
）

◆
十
二
月
　
　
二
日
　
明
　
星

　
　
　
　
　
　
九
日
　
観
　
音
（
和
讃
）

　
　
　
　
　
十
六
日
　
慈
　
光

　
　
　
　
二
十
三
日
　
浄
　
光

　
　
　
　
　
三
十
日
　
浄
　
心

【
令 

和 

六 

年
】

◆
一
　
月
　
　
六
日
　
讃
　
仰
（
太
祖
）

　
　
　
　
　
十
三
日
　
法
　
灯
（
太
祖
）

　
　
　
　
　
二
十
日
　
讃
　
仰
（
高
祖
）

　
　
　
　
二
十
七
日
　
法
　
灯
（
高
祖
）

◆
二
　
月
　
　
三
日
　
涅
　
槃
（
和
讃
）

　
　
　
　
　
　
十
日
　
不
　
滅

　
　
　
　
　
十
七
日
　
無
　
常
（
和
讃
）

　
　
　
　
二
十
四
日
　
月
　
影

◆
三
　
月
　
　
二
日
　
花
供
養
（
和
讃
）

　
　
　
　
　
　
九
日
　
供
　
華

　
　
　
　
　
十
六
日
　
追
　
弔
（
和
讃
）

　
　
　
　
二
十
三
日
　
追
　
善
（
和
讃
）

　
　
　
　
　
三
十
日
　
報
　
謝
（
和
讃
）

◆
四
　
月
　
　
六
日
　
太
祖
影
向
（
和
讃
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
影
向
第
一
番
（
伝
光
）

　
　
　
　
　
十
三
日
　
伝
　
光

　
　
　
　
　
二
十
日
　
紫
　
雲
（
太
祖
）

　
　
　
　
二
十
七
日
　
御
授
戒
（
和
讃
）

　今
号
の
表
紙
は
、
鹿
角
市
花
輪
字

妻
ノ
神
に
あ
る
蓮
畑
の
蓮
の
花
で
す

（
予
定
よ
り
掲
載
時
期
が
だ
い
ぶ
ズ
レ

て
し
ま
い
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
）。
育

て
て
い
る
の
は
前
号
で
県
奉
詠
大
会

の
感
想
を
寄
稿
し
て
い
た
だ
い
た
川

又
歌
子
さ
ん
（
鹿
角
市
・
恩
徳
寺
梅

花
講
員
）
で
す
。
川
又
さ
ん
は
退
職

を
機
に
蓮
の
栽
培
を
始
め
、
今
年
で

五
年
目
に
な
り
ま
す
。
毎
年
七
月
下
旬
頃
か
ら
九
月
頃
ま
で
、

薄
桃
色
の
見
事
な
花
が
地
域
の
方
々
の
目
を
癒
し
て
く
れ
て

い
る
そ
う
で
す
。

　川
又
さ
ん
が
蓮
を
育
て
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
が
、
花

輪
の
恩
徳
寺
様
で
習
っ
て
い
る
梅
花
流
詠
讃
歌
と
の
こ
と
。

父
親
の
通
夜
法
要
の
際
、
故
岩
舘
祖
芳
前
御
住
職
が
お
唱
え

さ
れ
た
『
追
弔
御
和
讃
』
に
心
を
動
か
さ
れ
、
御
詠
歌
に
興

味
を
も
っ
た
そ
う
で
す
。

　定
年
退
職
を
翌
年
に
控
え
た
、
二
〇
一
九
年
の
秋
か
ら
恩

徳
寺
様
に
て
御
詠
歌
を
学
ぶ
よ
う
に
な
り
、
練
習
曲
と
し
て

お
唱
え
し
た
『
花
供
養
御
和
讃
』
の
一
節
〜
濁
り
に
染
ま
ぬ

蓮
の
花
〜
に
つ
い
て
、
祖
芳
前
住
職
が
「
蓮
は
泥
の
中
か
ら

生
ま
れ
る
け
れ
ど
、
素
晴
ら
し
い
花
を
咲
か
せ
て
く
れ
る
」

と
内
容
を
解
説
。
こ
の
言
葉
に
感
銘
を
受
け
て
蓮
を
育
て
る

決
意
を
さ
れ
た
そ
う
で
す
。

　栽
培
は
自
宅
裏
の
田
ん
ぼ
を
使
用
。
十
二
株
、
約
四
百
平

方
メ
ー
ト
ル
か
ら
始
め
た
畑
は
、
現
在
約
倍
の
八
百
平
方
メ

ー
ト
ル
に
拡
が
り
、
花
も
数
百
株
を
数
え
る
見
事
な
蓮
畑
に

な
り
ま
し
た
。
一
昨
年
、
畑
の
一
面
に
東
屋
を
作
り
、
誰
で

も
鑑
賞
で
き
る
環
境
を
整
え
ま
し
た
。

　ぜ
ひ
来
年
、
お
近
く
に
お
立
ち
寄
り
の
際
は
、
梅
花
ゆ
か

り
の
蓮
の
花
を
観
に
行
っ
て
み
て
は
如
何
で
し
ょ
う
か
？

〜
参
照
・
米
代
新
報
（
鹿
角
市
）
〜

写
真

：

松
井 

祐
司
（
鹿
角
市
花
輪
・
長
年
寺
副
住
職
）

表
紙
に
つ
い
て

仲睦まじく咲く紅白咲き分けの梅

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。
令和３年春
梅の木が

植樹されました

令和３年春
梅の木が

植樹されました

龍源寺梅花講
３０周年記念

「川又歌子さんが育てた休耕田の蓮（8月中旬頃・鹿角市花輪）」
かわ また うた こ

〜
テ
レ
ホ
ン
梅
花
〜

◎令和５年６月２１日の太祖瑩山禅師七百回忌大遠忌「東北管区予修法要」及び１１月１７日の「禅を聞く会」にて披露された、
　梅花流詠讃歌と「音」でつづる瑩山禅師の一代記『常済の光』については次号にて特集します。

か
わ

ま
た

う
た

こ

い
わ

だ
て

そ

ほ
う


