
　秋
田
県
宗
務
所
長
を
拝
命
し
て
、
は
や
一
年
半
が
経
過
し
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
で
活
動

が
か
な
わ
な
か
っ
た
三
年
は
、
秋
田
県
の
梅
花
流
に
と
っ
て
も
大
き
な
ダ
メ
ー
ジ
で
し
た
。

し
か
し
、
令
和
四
年
か
ら
は
秋
田
県
奉
詠
大
会
や
そ
の
他
の
諸
行
事
も
再
開
さ
れ
、
そ
こ
に

参
加
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
皆
様
の
熱
気
は
少
し
も
衰
え
て
い
な
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　立
場
上
、
県
内
の
寺
院
法
要
に
出
席
す
る
の
で
す
が
、
法
要
の
中
で
梅
花
流
詠
讃
歌
が

お
唱
え
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
瞬
間
、
本
堂
内
の
空
気
が
一
瞬
に
し
て
変
わ
る

よ
う
に
感
じ
て
い
る
の
は
私
だ
け
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
慶
事
の
儀
式
は
晴
れ
や
か
に
、

弔
事
の
時
に
は
し
め
や
か
に
、
そ
し
て
ど
ち
ら
も
厳
か
な
雰
囲
気
を
生
み
出
し
ま
す
。
梅

花
の
持
つ
大
き
な
力
の
一
つ
が
こ
こ
に
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　も
と
よ
り
、
厳
か
さ
は
不
断
の
詠
道
精
進
よ
り
き
た
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
県
内
に

は
、
正
伝
師
範
の
東
泉
寺
東
堂
・
柴
田
弘
一
老
師
は
じ
め
、
一
級
師
範
が
三
名
、
特
派
師

範
が
三
名
と
、
錚
々
た
る
指
導
者
が
揃
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
他
県
垂
涎
の
環
境
の
中
、
益
々

の
ご
研
鑽
を
願
い
、
ま
た
梅
花
事
業
に
よ
り
一
層
の
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　最
後
に
鬼
の
笑
い
だ
す
よ
う
な
話
を
ひ
と
つ
。
来
年
度
の
梅
花
流
全
国
奉
詠
大
会
は
、

五
月
十
五
日
に
沖
縄
で
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
決
ま
り
ま
し
た
。
戦
後
八
十
年
の
節
目
に
当

た
り
、
慰
霊
を
重
視
し
た
旅
程
を
組
み
た

い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
遠
路
で
は
あ
り

ま
す
が
、
多
く
の
方
の
ご
参
加
を
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

　今
後
と
も
梅
花
流
詠
讃
歌
に
関
す
る
こ

と
の
み
な
ら
ず
、
宗
務
所
行
事
に
お
力
を

お
貸
し
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

そ
う

そ
う

す
い

ぜ
ん
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秋

田

県

の

梅

花

力

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、

『常済の光』（令和５年６月２１日

に行われた東北管区予修法要

の様子）の動画と当日配布の

ＰＤＦ資料がご覧いただけます！

梅花流詠讃歌でつづる瑩山禅師の一代記
『 常 済 の 光 』

（令和5年11月17日に行われた「禅を聞く会」にて披露）

曹
洞
宗
秋
田
県
宗
務
所 

所
長

山
本
郡
藤
里
町
・
月
宗
寺
住
職

袴

　田

　

 

俊

　英

は
か
ま

し
ゅ
ん

え
い

た

げ
っ
そ
う
じ

「
常
済
の
光
」
に
参
加
し
て

「
常
済
の
光
」
に
参
加
し
て

　法
螺
貝
の
響
き
、
太
鼓
の
音
、
荘
厳
な
読
経
に
鐘
の
音
。

静
か
に
染
み
渡
る
よ
う
な
語
り
に
導
か
れ
瑩
山
様
の
生
い

立
ち
や
偉
業
を
称
え
る
御
和
讃
や
御
詠
歌
が
唱
え
ら
れ
る
。

ま
る
で
一
編
の
映
画
を
観
て
い
る
よ
う
で
し
た
。
そ
の
中

に
自
分
も
参
加
し
て
い
る
こ
と
が
不
思
議
で
も
あ
り
、
こ

の
上
な
く
幸
せ
に
感
じ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
瑩
山
様
が
お

生
ま
れ
に
な
る
前
か
ら
仏
様
の
ご
縁
に
導
か
れ
て
い
た
よ

う
に
、
私
達
も
そ
れ
ぞ
れ
に
貴
重
な
ご
縁
に
支
え
ら
れ
て

　　大
館
市
・
玉
林
寺
寺
族

桑  

名  

佳  

子

ぎ
ょ
く
り
ん  

じ

く
わ

な

よ
し

こ

梅
花
流
詠
讃
歌
で
つ
づ
る
大
本
山
總
持
寺
開
山
太
祖
瑩
山
紹
瑾
禅
師
の
御
生
涯

『  

常  

済  

の  

光  

』

じ
ょ
う

さ
い

ひ
か
り

こ
こ
に
い
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
た
の
で
す
。

　こ
の
「
常
済
の
光
」
を
お
創
り
に
な
ら
れ
た
方
丈
様
に

初
め
て
法
具
の
解
き
方
か
ら
ご
指
導
い
た
だ
い
た
こ
と
、

今
ま
で
ご
指
導
い
た
だ
い
た
諸
先
生
方
や
い
つ
も
一
緒
に

楽
し
く
お
稽
古
し
て
下
さ
る
お
仲
間
達
、
私
の
拙
い
指
導

を
楽
し
み
に
集
ま
っ
て
下
さ
る
講
員
さ
ん
達
な
ど
、
数
々

の
ご
縁
に
支
え
ら
れ
て
梅
花
流
を
続
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

に
改
め
て
感
謝
の
念
が
溢
れ
ま
し
た
。

　瑩
山
様
が
生
涯
を
か
け
て
ご
尽
力
な
さ
っ
た
仏
の
教
え

を
広
め
る
こ
と
を
、
微
力
な
が
ら
私
も
梅
花
流
を
通
し
て

実
践
し
て
参
り
た
い
と
思
い
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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☎
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
】

〜

テ

レ

ホ

ン

梅

花

〜

◎ 

平
成
六
（
一
九
九
四
）
年
発
行
の
「
同
行
」
第
九
号
か
ら
掲
載
が

始
ま
り
、
約
三
十
年
間
お
届
け
し
て
参
り
ま
し
た
テ
レ
ホ
ン
梅
花

も
、
大
変
残
念
で
す
が
今
年
十
月
い
っ
ぱ
い
を
以
っ
て
終
了
と
な

り
ま
す
。
柴
田
先
生
、
長
い
間
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

柴
田
弘
一
正
伝
師
範
の
貴
重
な
お
唱
え
、
ど
う
ぞ
じ
っ
く
り
ご
堪

能
く
だ
さ
い
！

【
令 

和 

六 

年
】

◆
七
　
月
　
　
六
日
　
開
山
忌
（
和
讃
）

　
　
　
　
　
十
三
日
　
真
清
水

　
　
　
　
　
二
十
日
　
影
　
向
（
和
讃
）

　
　
　
　
二
十
七
日
　
伝
　
光

◆
八
　
月
　
　
三
日
　
盂
蘭
盆
会
（
和
讃
）

　
　
　
　
　
　
十
日
　
新
亡
精
霊
（
和
讃
）

　
　
　
　
　
十
七
日
　
平
和
祈
念
（
和
讃
）

　
　
　
　
二
十
四
日
　
道
心
利
行
（
和
讃
）

　
　
　
　
三
十
一
日
　
同
　
行
（
和
讃
）

◆
九
　
月
　
　
七
日
　
讃
　
仰
（
高
祖
・
和
讃
）

　
　
　
　
　
十
四
日
　
讃
　
仰
（
高
祖
・
和
讃
）

　
　
　
　
二
十
一
日
　
法
　
灯
（
太
祖
）

　
　
　
　
二
十
八
日
　
法
　
灯
（
高
祖
）

◆
十
　
月
　
　
五
日
　
報
　
謝
（
和
讃
）

　
　
　
　
　
十
二
日
　
道
　
交

　
　
　
　
　
十
九
日
　
伝
　
心

　
　
　
　
二
十
六
日
　
浄
　
心

〒018-0604  由利本荘市西目町沼田字敷森27  円通寺（近藤） ☎0184-33-3049
投稿・感想等々、大歓迎です！

　大
変
お
待
た
せ
い
た
し
ま
し
た
。
昨
年
十
二
月

以
来
、
皆
様
の
お
手
元
に
よ
う
や
く
の
お
届
け
と

な
り
ま
す
（
涙
汗
）
お
忙
し
い
中
ご
寄
稿
く
だ

さ
っ
た
方
々
に
は
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　テ
レ
ホ
ン
梅
花
終
了
は
同
行
に
と
っ
て
一
大
事

で
あ
り
ま
す
（
涙
）
柴
田
先
生
御
本
人
に
よ
る
音

源
、
そ
の
都
度
吹
き
込
み
更
新
さ
れ
実
は
記
録
と

し
て
残
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
一
期
一
会
の
お
唱

え
、
十
月
ま
で
味
わ
っ
て
拝
聴
し
ま
し
ょ
う
！

　同
行
に
新
風
四
コ
マ
登
場
！
ね
こ
と
梅
花
の
出

会
い
、
今
後
の
展
開
が
気
に
な
り
ま
す
ね
。
読
者

皆
様
に
ほ
っ
こ
り
笑
顔
の
ひ
と
時
を
お
届
け
で
き

た
ら
幸
い
で
す
！
　
　
　
　
　
　
　
　 

（
俊
彦
）

〜 

編  

集  

後  

記 

〜
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浅

　田

　髙

　明

あ
さ

　
　
　だ

こ
う

　
　

  

め
い

由
利
本
荘
市
・
龍
門
寺
住
職

り
ゅ
う
も
ん  

じ

　本
年
は
太
祖
瑩
山
禅
師
様
の
七
百
回
大
遠
忌
の
年
で
す
。
こ
の
原
稿
を
書
い
て
い
る

場
所
は
大
本
山
總
持
寺
様
の
大
祖
堂
の
地
下
・
瑞
應
殿
で
す
。
そ
う
、
現
在
大
遠
忌
法

要
の
お
手
伝
い
中
で
す
。

　毎
日
沢
山
の
焼
香
師
を
お
勤
め
す
る
方
丈
様
が
上
山
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
要
の
導
師

を
お
勤
め
に
な
ら
れ
、
二
十
一
日
間
に
渡
る
遠
忌
が
厳
か
に
お
勤
め
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
勝
縁
に
随
喜
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
有
り
難
さ
を
感
じ
て
お
り
ま
す
。
が
、
随

喜
が
両
班
寮
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
足
の
痛
さ
に
半
泣
き
状
態
で
、
自
坊
に
帰
れ
る
ま

で
あ
と
何
日
と
指
折
り
数
え
て
過
ご
し
て
お
り
ま
す
。

　さ
て
、
昨
年
六
月
の
管
区
集
会
、
十
一
月
の
禅
を
聞
く
会
に
於
い
て
、
瑩
山
禅
師
様

◆
開

催

日

：

令
和
五
年
十
一
月
十
七
日
（
金
）
午
後
二
時
よ
り
（
約
三
十
分
）

　

◆
開

　
　場

：

秋
田
キ
ャ
ッ
ス
ル
ホ
テ
ル
・
四
階
「
放
光
の
間
」（
秋
田
市
）

◎
総

都

管

：

佐
藤
俊
晃

◎
都

　
　管

：

浅
田
髙
明

◎
詠
讃
師
（
師
範
）

：

清
水
道
広
、
鈴
木
泰
賢
、
松
井
祐
司
、
渡
邊
英
心
、
本
間
秋
彦

◎
詠
讃
師
（
詠
範
）

：

佐
藤
文
、
小
澤
兼
子
、
嶋
森
順
子
、
浅
田
依
子
、
深
川
典
子

清
水
恵
美
子
、
岩
舘
香
央
里
、
桑
名
佳
子
、
佐
藤
房
子

※

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

大
遠
忌
随
喜
最
中
に

大
遠
忌
随
喜
最
中
に

の
御
生
涯
を
梅
花
流
詠
讃
歌
を
通
し
て
お
伝
え
し
た
「
常
済
の
光
」
を
勤
め
ま
し
た
。

両
会
と
も
無
事
円
成
し
、
参
加
し
た
皆
様
か
ら
は
好
評
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
特
に
管

区
集
会
後
に
は
、
法
要
の
様
子
を
聞
い
た
各
県
の
方
々
か
ら
、
記
録
動
画
は
な
い
か
と

多
数
の
問
い
合
わ
せ
が
あ
り
、
反
響
の
大
き
さ
が
伺
い
知
れ
ま
し
た
。
法
要
で
は
瑩
山

禅
師
様
の
御
生
涯
を
伝
え
ら
れ
た
こ
と
は
勿
論
、
企
画
・
台
本
の
佐
藤
俊
晃
先
生
の
お

考
え
で
、
總
持
寺
に
て
毎
日
朝
課
で
勤
め
ら
れ
る
、

大
般
若
転
読
に
よ
る
ご
祈
祷
と
大
悲
真
読
（
大
悲

呪
を
非
常
に
ゆ
っ
く
り
読
む
読
経
法
）
を
取
り
入

れ
、
總
持
寺
ら
し
さ
も
十
分
表
現
で
き
た
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
法
要
を
終
え
、
改
め

て
梅
花
流
の
可
能
性
を
感
じ
た
と
共
に
、
リ
ハ
ー

サ
ル
を
重
ね
、
師
範
・
詠
範
で
智
慧
を
出
し
合
い
、

力
を
合
わ
せ
て
作
り
あ
げ
た
事
で
も
梅
花
の
有
り

難
さ
を
改
め
て
確
認
い
た
し
ま
し
た
。

　總
持
寺
様
で
は
、
今
年
一
年
を
通
し
て
大
遠
忌

に
因
ん
だ
法
要
が
勤
修
さ
れ
ま
す
。
機
会
が
あ
り

ま
し
た
ら
是
非
ご
本
山
に
も
お
参
り
い
た
だ
き
、

千
畳
敷
の
大
祖
堂
で
の
大
法
要
を
経
験
し
て
い
た

だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

梅
花
流
詠
讃
歌
で
つ
づ
る
大
本
山
總
持
寺
開
山
太
祖
瑩
山
紹
瑾
禅
師
の
御
生
涯

『  

常  

済  

の  

光  

』

じ
ょ
う

さ
い

ひ
か
り

だ
い
お
ん

き

た
い

そ

け
い
ざ
ん
ぜ
ん

じ

だ
い

そ

ど
う

ず
い
お
う
で
ん

黒衣を纏った殿行（でんなん）が大般若経を運ぶ大般若経の転飜（てんぽん）

法螺貝の吹奏が法要の始まりを告げる

（村松良周師範）

　「
う
ち
の
お
寺
で
は
梅
花
を
や
ら
な
け
れ
ば
住
職
に

な
れ
な
い
」
と
住
職
か
ら
言
わ
れ
、
私
は
梅
花
を
始
め

ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
ん
な
決
ま
り
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

修
行
を
終
え
た
ば
か
り
の
私
は
訳
も
わ
か
ら
ず
梅
花
を

始
め
る
事
と
な
り
ま
し
た
。
秋
田
に
帰
っ
て
き
て
二
日

後
か
ら
宗
務
所
の
養
成
所
に
入
所
し
、
今
年
で
七
年
に

な
り
ま
す
。
元
々
人
見
知
り
の
性
格
で
し
た
の
で
、
最

初
の
講
習
の
日
は
不
安
で
と
て
も
緊
張
し
た
事
を
今
で

も
覚
え
て
お
り
ま
す
。

　令
和
四
年
よ
り
二
年
間
、
ご
縁
を
い
た
だ
き
宗
務
庁

で
行
わ
れ
る
梅
花
流
師
範
養
成
所
に
通
わ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
私
た
ち
第
二
十
四
期
は
新
型
コ
ロ
ナ
の
影

響
も
あ
り
、
本
来
四
泊
五
日
の
日
程
で
行
わ
れ
る
講
習

を
二
泊
三
日
で
行
う
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
日
数
は
少

な
く
な
り
ま
し
た
が
少
人
数
の
班
に
分
か
れ
て
の
講
習

と
な
り
、
一
人
一
人
講
師
の
先
生
か
ら
指
導
を
い
た
だ

き
と
て
も
充
実
し
た
二
年
間
で
し
た
。

　東
京
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
に
翻
弄
さ
れ
た
前
期
よ

り
引
き
続
き
、
養
成
所
の
開
催
形
態
も
大
幅
に
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　今
回
、
第
二
十
四
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
。

第24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

　私
は
こ
の
度
、
東
京
都
の
曹
洞
宗
宗
務
庁
（
以
下
、

本
庁
）
に
て
行
わ
れ
た
第
二
十
四
期
梅
花
流
師
範
養
成

講員さんと楽しく講習中！

梅
花
流
師
範
養
成
所
を
終
え
て

梅
花
流
師
範
養
成
所
を
終
え
て

湯
沢
市
柳
町
・

         

東
山
寺
副
住
職

柿  

崎  

隆  

仁

と
う
ざ
ん  

じ

か
き

ざ
き

り
ゅ
う

じ
ん

そ
の
背
中
を
追
い
か
け
て

そ
の
背
中
を
追
い
か
け
て

由
利
本
荘
市
花
畑
町
・

　　　　　

 

東
林
寺
副
住
職

佐  

藤  

龍  

道

と
う
り
ん  

じ

さ

と
う

り
ゅ
う

ど
う

自己研鑽に励んでおります！

　現
在
、
当
寺
で
は
梅
花
講
の
活
動
を
休
止
し
て
い
ま

す
が
、
今
後
再
開
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
養
成
所
の
先

生
方
か
ら
学
ん
だ
事
を
多
く
の
人
に
伝
え
、
弁
道
精
進

し
長
く
活
動
を
続
け
て
参
り
ま
す
。

　最
後
に
な
り
ま
す
が
、
県
内
御
寺
院
様
を
は
じ
め
全

国
の
曹
洞
宗
御
寺
院
様
の
協
力
が
あ
り
、
今
回
本
庁
養

成
所
で
勉
強
す

る
事
が
で
き
ま

し
た
。
こ
の
場

を
お
借
り
し
て

感
謝
申
し
上
げ

ま
す
。

所
に
行
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　本
庁
の
養
成
所
の
お
話
を
い
た
だ
い
た
の
は
、
秋
田

県
宗
務
所
の
梅
花
流
師
範
養
成
所
に
通
い
始
め
て
二
年

が
過
ぎ
た
頃
で
し
た
。
そ
の
当
時
の
私
は
ま
だ
勉
強
し

た
こ
と
の
な
い
曲
が
多
く
あ
り
、
打
鉦
・
鳴
鈴
を
は
じ

め
と
し
た
お
唱
え
の
作
法
や
旋
揺
法
に
も
不
安
が
あ
り

ま
し
た
。
ま
た
、
県
内
に
は
ま
だ
本
庁
の
養
成
所
に
行

っ
て
い
な
い
師
範
の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
中
で
、
本
当

に
私
で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
思
い
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
ん
な
中
、
私
が
本
庁
の
養
成
所
に
行
か
せ
て
い
た
だ

こ
う
と
決
め
た
一
番
の
理
由
は
、
秋
田
県
宗
務
所
・
禅

セ
ン
タ
ー
に
て
行
わ
れ
た
梅
花
流
宗
務
所
講
師
等
研
修

会
で
し
た
。
こ
の
研
修
会
で
は
、
県
内
の
若
手
の
梅
花

師
範
の
方
々
が
短
い
持
ち
時
間
の
中
で
実
演
を
伴
っ
た

曲
の
解
説
を
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
実
演
解
説
を

聴
講
し
た
際
に
、
そ
の
素
晴
ら
し
さ
に
感
動
し
「
こ
の

先
輩
方
の
よ
う
な
梅
花
流
師
範
に
な
り
た
い
」
と
梅
花

を
勉
強
す
る
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
い
た
だ
き
、
本
庁
の

養
成
所
へ
行
か
せ
て
い
た
だ
く
事
を
決
意
致
し
ま
し
た
。

　本
庁
の
養
成
所
で
は
二
泊
三
日
の
間
、
朝
か
ら
晩
ま

で
梅
花
漬
け
の
時
間
を
宮
崎
県
の
久
峩
先
生
を
主
任
講

師
に
前
期
・
後
期
各

三
名
の
素
晴
ら
し
い

特
派
の
先
生
方
と
過

ご
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　本
庁
で
の
講
習
を

糧
に
、
今
度
は
私
が

後
輩
の
指
針
と
な
る

よ
う
な
梅
花
師
範
に

な
れ
る
よ
う
今
後
も

研
鑽
を
積
ん
で
い
き

た
い
で
す
。

だ
い

ひ

し
ん
ど
く
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鈴

　木

　泰

　賢

す
ず

　
　
　き

た
い

　
　

  

け
ん

能
代
市
二
ツ
井
町
・
清
徳
寺
住
職

せ
い

と
く

じ

　六
月
の
管
区
集
会
で
行
わ
れ
た
「
常
済
の
光
」
を

客
席
か
ら
観
覧
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
そ
の

時
の
感
動
は
今
で
も
は
っ
き
り
と
覚
え
て
お
り
ま
す
。

し
か
し
、
そ
の
後
十
一
月
に
行
わ
れ
た
「
禅
を
聞
く

会
」
で
ま
さ
か
自
分
が
あ
の
ス
テ
ー
ジ
に
上
が
る
こ

と
に
な
ろ
う
と
は
全
く
予
測
も
で
き
ず
、
依
頼
を
受

け
た
際
に
は
戸
惑
う
ば
か
り
で
し
た
が
、
断
り
切
れ

ず
に
引
き
受
け
る
羽
目
に
。

　心
配
し
た
通
り
「
見
る
」
と
「
や
る
」
と
は
大
違
い
。

実
際
に
慣
ら
し
や
打
ち
合
わ
せ
を
重
ね
る
と
細
か
な

所
作
や
タ
イ
ミ
ン
グ
を
図
る
の
に
一
苦
労
し
、
引
き

受
け
た
事
を
後
悔
し
ま
し
た
が
時
す
で
に
遅
し
。「
ま

ぁ
、
何
と
か
な
る
か…

」
と
本
番
に
臨
み
ま
し
た
。

大
き
な
会
場
と
沢
山
の
聴
衆
の
方
々
に
圧
倒
さ
れ
つ

つ
も
、
他
の
師
範
・
詠
範
さ
ん
に
助
け
て
い
た
だ
き

な
が
ら
何
と
か
大
役
を
終
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

本
番
中
は
只
々
必
死
で
、「
法
悦
」
な
ど
と
い
う
言

葉
と
は
か
け
離
れ
た
心
境
で
し
た
が
、
思
い
起
こ
し

て
み
る
と
、
あ
の
ス
テ
ー
ジ
の
一
員
と
し
て
参
加
で

き
た
こ
と
は
大
き
な
喜
び
と
な
り
ま
し
た
。

　今
回
、
こ
の
よ
う
な
機
会
を
い
た
だ
い
た
事
、
そ

し
て
こ
の
度
の
ご
法
要
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た

全
て
の
方
々
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

「
常
済
の
光
」
に
参
加
し
て

「
常
済
の
光
」
に
参
加
し
て

維那・猪股尚典師／太鼓・鷹照悟堂師／堂行・奥山一英師般若心経読誦

佐

　藤

　房

　子

さ

と
う

ふ
さ

こ

大
館
市
本
宮
・
本
宮
寺
寺
族

ほ
ん
き
ゅ
う

も
と

み
や

じ

　六
月
二
十
一
日
の
管
区
集
会
、
そ
し
て
十
一
月

十
七
日
の
禅
を
聞
く
会
で
行
わ
れ
た
「
常
済
の
光
」

に
参
加
で
き
た
こ
と
を
嬉
し
く
思
い
ま
す
。
今
ま

で
こ
の
よ
う
な
法
要
を
見
聞
き
し
た
こ
と
も
な
く
、

初
め
て
の
経
験
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。「
常
済
の
光
」

は
秋
田
県
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
音
楽
法
要
と
の
こ
と
で
、

そ
れ
も
当
然
の
こ
と
と
驚
き
と
共
に
納
得
致
し
ま

し
た
。

　大
般
若
経
を
勢
い
よ
く
繰
り
広
げ
る
さ
ま
、
轟

く
太
鼓
の
音
、
ゆ
っ
く
り
と
独
特
な
節
回
し
で
読

ま
れ
る
「
大
悲
心
陀
羅
尼
」
の
お
経
、
そ
の
全
て

が
身
体
中
に
沁
み
通
る
思
い
で
し
た
。
更
に
詠
讃

歌
を
組
み
込
み
、
瑩
山
禅
師
様
の
一
代
記
を
こ
の

よ
う
に
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
さ
れ
た
俊
晃
先
生
の
凄
さ

に
感
服
致
し
ま
し
た
。
法
要
に
参
加
で
き
た
喜
び

は
一
入
で
す
が
、
一
観
客
と
し
て
客
席
で
味
わ
っ

て
み
た
か
っ
た
と
い
う
思
い
も
あ
り
、
と
て
も
贅

沢
な
願
い
だ
と
笑
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　今
回
お
世
話
に
な
っ
た
師
範
・
詠
範
の
皆
様
に

は
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

「
常
済
の
光
」
に
参
加
し
て

「
常
済
の
光
」
に
参
加
し
て

詠範によるお唱え師範・詠範によるお唱え

ひ
と
し
お

　そ
も
そ
も
考
え
も
及
ば
な
か
っ
た
事
で
す
が
、
数
名
の
師
範
か
ら
背
中
を
押
さ
れ
そ
の

気
に
な
り
、
少
し
高
め
の
テ
ン
シ
ョ
ン
の
ま
ま
先
生
方
に
ご
相
談
申
し
上
げ
検
定
表
を
提

出
し
ま
し
た
。
た
だ
、
令
和
一
年
に
浅
田
先
生
か
ら
一
級
合
格
の
朗
報
を
頂
戴
し
た
際
に
、

「
浅
田
先
生
な
ら
大
丈
夫
」
と
言
わ
れ
た
事
へ
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
伺
い
、
さ
ら
に
「
い

つ
か
そ
の
時
が
来
た
ら
、
道
広
さ
ん
な
ら
大
丈
夫
っ
て
言
っ
て
あ
げ
る
ね
」
と
い
う
お
言

葉
に
ゾ
ッ
と
し
ま
し
た
の
で
、
検
定
の
こ
と
は
な
る
べ
く
口
外
せ
ず
に
、
静
か
に
臨
み
ま

し
た
。「
○
○
さ
ん
な
ら
大
丈
夫
」
と
い
う
心
温
ま
る
お
言
葉
は
、
私
に
は
と
て
も
耐
え

ら
れ
ま
せ
ん
の
で
。
と
に
か
く
作
法
・
詠
唱
、
共
に
細
部
ま
で
こ
だ
わ
っ
て
チ
ェ
ッ
ク
し
、

不
出
来
を
痛
感
し
ま
し
た
。
確
か
に
稽
古
は
し
ま
し
た
が
、
努
力
不
足
だ
っ
た
の
で
は
と

自
問
自
答
を
繰
り
返
し
て
お
り
ま
す
。
常
に
ス
タ
ー
ト
地
点
、
こ
こ
か
ら
ま
た
励
ん
で
ま

い
り
ま
す
。
梅
花
人
口
減
少
が
囁
か
れ
て
お
り
ま
す
が
、
な
ん
の
そ
の
。
か
な
ら
ず
ま
た

盛
り
上
が
る
日
が
来
る
と
信
じ
て
い
ま
す
。
今
は
と
に
か
く
稽
古
を
重
ね
、
梅
花
流
を
楽

し
み
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　末
筆
乍
ら
、
日
頃
ご
指
導
を
頂
戴
し
て
お
り
ま
す
柴
田
先
生
始
め
諸
先
生
、
一
緒
に
梅

花
流
を
楽
し
ん
で
く
だ
さ
る
講
員
様
に
感
謝
申
し
上
げ
擱
筆
致
し
ま
す
。

　令
和
五
年
十
二
月
十
二
日
、
特
派
師
範
の
清
水

道
広
師
が
梅
花
流
一
級
師
範
に
補
任
さ
れ
ま
し
た
。

県
内
若
手
梅
花
流
指
導
者
の
エ
ー
ス
と
し
て
、
今

後
益
々
の
ご
活
躍
が
期
待
さ
れ
ま
す
。
こ
の
度
、

同
期
の
ご
友
人
・
上
本
師
範
か
ら
も
特
別
に
ご
寄

稿
い
た
だ
き
ま
し
た
。

祝
清
水
道
広
師  

梅
花
流
一
級
師
範
補
任

北
秋
田
市
鎌
沢
・
正
法
院
住
職

清

　水

　道

　広

し

み
ず

ど
う

こ
う

し
ょ
う
ぼ
う

か
ま
の
さ
わ

い
ん

清
水
道
広
さ
ん
、

　
　一
級
師
範
補
任
に
よ
せ
て

　道
広
さ
ん
と
私
は
第
十
六
期
梅
花
流
師
範
養
成
所
の
同
期
で
す
。
後
か
ら
顧
み
る
と
そ

ん
な
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
三
十
五
歳
で
入
所
し
た
私
は
「
こ
の
歳
で
は
知
り
合

い
も
い
な
い
し
、皆
さ
ん
と
心
を
寄
せ
合
う
の
は
難
し
い
か
な…

」
そ
う
思
っ
て
い
ま
し
た
。

極
め
て
過
密
な
研
修
の
日
々
を
こ
な
す
中
、
あ
る
と
き
ス
ー
ッ
と
極
め
て
軽
や
か
な
様
子

で
、
フ
レ
ン
ド
リ
ー
に
話
し
か
け
て
こ
ら
れ
た
の
が
道
広
さ
ん
で
し
た
。
と
て
も
綺
麗
な

標
準
語
を
話
す
彼
で
す
が
、
涼
や
か
な
笑
み
を
浮
か
べ
な
が
ら
少
し
話
し
て
は
去
り
、
ま

た
ス
ー
ッ
と
近
づ
い
て
は
ま
た
去
っ
て
い
く
。
ま
る
で
子
猫
ち
ゃ
ん
の
よ
う
に
ふ
る
ま
う

彼
の
様
子
に
、
私
は
い
つ
の
間
に
か
心
が
ほ
ぐ
さ
れ
て
い
た
の
で
し
た
。

　養
成
所
で
の
ひ
と
場
面
で
す
が
（
怒
ら
れ
る
か
な…

）、
ベ
ッ
ス
に
マ
ジ
ッ
ク
で
線
を

入
れ
て
タ
ビ
に
変
え
て
し
ま
う
可
愛
ら
し
い
一
面
も
あ
る
道
広
さ
ん
。
そ
れ
で
い
て
彼
は

と
て
も
宗
乗
（
曹
洞
宗
の
教
義
）
に
長
け
て
お
ら
れ
ま
す
。
さ
ぞ
講
員
さ
ま
方
も
楽
し
く
、

か
つ
頼
も
し
く
御
詠
歌
を
楽
し
ん
で
い
る
に
違
い
な
い
と
想
像
に
難
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　そ
ん
な
道
広
さ
ん
も
今
や
一
級
師
範
。
昨
今
の
梅
花
も
難
し
い
時
代
で
は
あ
り
ま
す
が
、

「
梅
は
寒
苦
を
経
て
清
香
を
発
す
」。
必
ず
や
「
道
を
切
り
開
き
広
め
て
」
く
だ
さ
る
と
ご

期
待
申
し
上
げ
ま
す
。
共
に
キ
バ
リ
ま
し
ょ
う
！
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
！

愛
媛
県
今
治
市
・
観
音
寺
住
職

上

　本

　英

　昭

う
え

も
と

え
い

し
ょ
う

安田光彰先生を囲んで

講習の様子

「慶祝御和讃」のお唱え動画でお祝い

明
る
く
楽
し
く
梅
花
流

祝賀会の様子
（令和６年５月２７日・
秋田キャッスルホテルにて）

ほ
う
え
つ

し
ゅ
う
じ
ょ
う

だ
い

ひ

し
ん

だ

ら

に
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　イ
ン
ド
か
ら
中
国
へ
や
っ
て
き
て
禅
の
教
え
を
開
い
た

達
磨
大
師
、
そ
の
本
師
で
あ
る
般
若
多
羅
尊
者
、
そ
し
て

達
磨
大
師
の
弟
子
で
あ
り
、
禅
宗
二
祖
と
し
て
教
え
を
受

け
つ
い
だ
慧
可
大
師
、
さ
ら
に
三
祖
、
四
祖
、
五
祖
と
次

第
し
て
禅
の
教
え
を
大
成
す
る
六
祖
慧
能
禅
師
。
こ
の
初

期
禅
宗
の
祖
師
た
ち
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
さ
と
り
の
言
葉
を

花
に
託
し
て
言
い
表
し
て
き
た
こ
と
を
前
回
述
べ
ま
し
た
。

そ
の
源
と
も
言
う
べ
き
般
若
多
羅
尊
者
の
言
葉
が
、

　
　花
開
い
て
世
界
起
こ
る
（
花
開
世
界
起
）

と
い
う
も
の
で
し
た
。
花
開
く
こ
と
に
よ
っ
て
新
し
い
世

界
が
始
ま
る
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
が
禅
の
伝
統
に
流
れ
て
い

た
の
で
す
。

　「
廓
然
」
の
作
詞
者
・
赤
松
月
船
師
が
こ
の
詩
を
作
る

時
に
踏
ま
え
て
い
た
も
の
も
こ
の
イ
メ
ー
ジ
で
し
た
。
こ

こ
か
ら
は
「
廓
然
」
の
意
味
を
考
え
る
も
う
一
つ
の
大
事

な
前
提
と
し
て
、
道
元
禅
師
の
「
花
開
世
界
起
（
花
開
い

て
世
界
起
こ
る
）」
の
教
え
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

　◇

　如
浄
禅
師
と
梅
花

　◇

　道
元
禅
師
の
代
表
的
な
著
作
に
『
正
法
眼
蔵
』
と
い
う

大
著
が
あ
り
ま
す
。
全
部
で
百
巻
近
く
に
な
る
も
の
で
す

が
、
そ
の
中
に
『
正
法
眼
蔵
梅
花
』
と
い
う
一
巻
が
あ
り

ま
す
。
そ
こ
に
は
道
元
禅
師
の
本
師
、
中
国
人
僧
・
如
浄

禅
師
が
梅
花
に
つ
い
て
述
べ
た
言
葉
が
数
種
類
採
り
上
げ

ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
道
元
禅
師
が
自
分
の
考
え
を
述
べ
て

い
ま
す
。
そ
れ
は
植
物
や
観
賞
物
と
し
て
の
梅
の
花
の
こ

と
を
言
う
の
で
は
な
く
、
禅
の
教
え
が
梅
花
と
し
て
あ
ら

わ
れ
て
い
る
、
も
し
く
は
梅
花
の
姿
そ
の
も
の
が
禅
の
教

え
で
あ
る
と
い
う
、
独
特
な
内
容
な
の
で
す
。
そ
の
一
部

を
こ
こ
に
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
如
浄
禅
師
の
言
葉
で

す
。

　天
童
山
の
仲
冬
（
旧
十
一
月
）
の
第
一
句
は
、

  〈
槎
々
た
り
牙
々
た
り
老
梅
樹
〉
で
あ
る
。

　そ
の
老
梅
樹
に
た
ち
ま
ち
に
、一
花
二
花
、三
四
五
花
、

無
数
花
と
花
が
咲
く
。
そ
の
清
ら
か
さ
と
香
は
あ
え
て

誇
る
べ
く
も
な
い
。
花
が
散
る
と
春
の
姿
と
な
っ
て
新

芽
を
吹
き
、
修
行
僧
一
人
ひ
と
り
は
剃
髪
の
頭
。
も
の

そ
こ
に
自
分
自
身
の
、
そ
し
て
天
童
山
に
集
う
修
行
僧

の
姿
を
重
ね
て
い
る
の
で
す
。

　◇

　道
元
禅
師
と
梅
花

　◇

　そ
し
て
如
浄
禅
師
の
言
葉
を
受
け
て
道
元
禅
師
は
さ
ら

に
「
梅
花
」
の
世
界
を
展
開
す
る
の
で
す
が
、
そ
の
一
節

は
次
の
よ
う
で
す
。

　老
梅
樹
の
「
忽
開
花
（
た
ち
ま
ち
に
開
花
す
）」
の

時
は
「
花
開
世
界
起
」
で
あ
り
、
花
開
世
界
起
の
時
節

は
と
り
も
な
お
さ
ず
春
の
訪
れ
で
あ
る
。
こ
の
時
節
に

「
一
花
」
が
あ
る
。
こ
の
「
一
花
」
の
時
に
、三
花
、四
花
、

五
花
が
あ
り
、
百
花
、
千
花
、
万
花
、
億
花
が
あ
り
、

ひ
い
て
は
無
数
花
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
「
花
開
」
は
、

み
な
老
梅
樹
の
一
枝
無
数
枝
の
「
誇
る
べ
か
ら
ざ
る
と

こ
ろ
」
で
あ
る
。（
中
略
）
一
切
の
花
開
は
、
老
梅
樹

の
め
ぐ
み
で
あ
る
。（
中
略
）
百
千
花
を
人
間
界
・
天

上
界
の
花
と
称
す
る
。
万
億
花
は
仏
祖
の
花
で
あ
る
。

こ
の
時
節
を
諸
仏
が
こ
の
世
に
出
現
さ
れ
る
時
節
と
喚

び
な
す
の
で
あ
り
、達
磨
祖
師
の「
本
来
茲
土
＝〈
わ
れ
〉

本
こ
の
土
に
来
た
る
」
と
喚
び
な
す
の
で
あ
る
。

　如
浄
禅
師
の
い
う
梅
花
が
た
ち
ま
ち
に
花
開
く
よ
う
す

を
、
道
元
禅
師
は
「
花
開
い
て
世
界
起
こ
る
」
こ
と
だ
と

述
べ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
老
梅
樹
の
花
満
ち
あ
ふ
れ
る
と

き
こ
そ
、
み
仏
た
ち
が
こ
の
世
に
現
れ
る
と
き
だ
と
言
う

の
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
達
磨
大
師
が
言
わ
れ
た
「
わ

れ
本
こ
の
土
に
来
た
る
」
と
こ
ろ
だ
と
言
う
の
で
す
。

　す
で
に
お
気
づ
き
の
よ
う
に
、
道
元
禅
師
は
前
回
ご
紹

介
し
た
般
若
多
羅
尊
者
の
言
葉
と
、達
磨
大
師
の
言
葉
「
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
」
を
踏

ま
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
お
そ
ら
く
如
浄
禅
師

も
同
じ
よ
う
に
二
人
の
言
葉
を
知
っ
て
い
た
の
だ
と
思
い

ま
す
が
、
道
元
禅
師
が
そ
の
意
味
を
よ
り
明
ら
か
に
説
明

し
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　如
浄
禅
師
の
言
葉
で
は
、
厳
寒
の
中
、
誇
ら
し
げ
に
花

開
き
清
香
を
放
つ
老
梅
樹
に
禅
僧
の
姿
が
重
ね
合
わ
さ
れ

て
い
た
の
で
す
が
、
道
元
禅
師
は
そ
こ
に
さ
ら
に
重
ね
て

般
若
多
羅
尊
者―

達
磨
大
師
に
さ
か
の
ぼ
る
禅
の
世
界
の

表
現
を
描
き
出
し
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　◇

　花
開
く
ひ
と
す
ぢ
の
道

　◇

　さ
て
「
廓
然
」
の
歌
詞
に
戻
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　「
伝
え
ま
し
う
け
つ
ぎ
来
た
り
有
難
や
」。
こ
れ
ま
で
の

こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
伝
え
受
け
つ
い
で
き
た
の
は
般
若

多
羅
尊
者
で
あ
り
、
達
磨
大
師
で
あ
り
、
そ
し
て
二
祖
慧
可
、

三
祖
、
四
祖
と
次
第
し
て
如
浄
禅
師
、
道
元
禅
師
に
至
り
、

さ
ら
に
そ
れ
以
後
も
伝
え
ら
れ
現
在
に
至
る
禅
の
祖
師
た

ち
と
言
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　そ
し
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
も
の
は
何
か
と
い
う
と
、「
花

開
世
界
起
」
と
い
う
言
葉
に
託
さ
れ
た
禅
の
お
し
え
・
禅

の
世
界
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
表
現
は
た
と
え

ば
達
磨
大
師
に
お
い
て
は
「
一
花
開
五
葉
」
と
表
さ
れ
ま

す
ご
い
勢
い
で
襲
い
来
る
狂
風
暴
雨
が
あ
り
、
大
地
に

は
漫
々
と
雪
が
満
ち
て
い
る
。
老
梅
樹
は
な
ん
と
も
手

出
し
の
し
よ
う
が
な
く
、
寒
さ
に
凍
え
て
こ
す
れ
ば
酸

い
匂
い
が
鼻
を
つ
く
。

    （
原
文
）

天
童
仲
冬
の
第
一
句
、
槎
々
た
り
牙
々
た
り
老
梅
樹
。

た
ち
ま
ち
に
開
花
す
一
花
両
花
、
三
四
五
花
、
無
数
花
。

清
誇
る
べ
か
ら
ず
、
香
誇
る
べ
か
ら
ず
。
散
じ
て
は
春

の
容
と
な
り
て
草
木
を
吹
く
、
衲
僧
箇
々
頂
門
禿
な
り
。

驀
剳
に
変
怪
す
る
狂
風
暴
雨
あ
り
、
な
い
し
大
地
に
交

袞
て
る
雪
漫
々
た
り
。
老
梅
樹
、
は
な
は
だ
無
端
な
り
。

寒
凍
摩
さ
と
し
て
鼻
孔
酸
し
。

　天
童
山
は
如
浄
禅
師
が
住
職
を
務
め
る
天
童
山
景
徳
寺

の
こ
と
。
こ
こ
で
修
行
僧
た
ち
に
仲
冬
に
ち
な
む
一
句
を

示
し
ま
す
。「
槎
々
た
り
牙
々
た
り
」
と
は
、
梅
の
枝
が

ご
つ
ご
つ
と
と
が
っ
て
入
り
く
ん
で
い
る
よ
う
す
。
そ
の

枝
に
ぽ
つ
ぽ
つ
と
梅
の
花
が
咲
い
た
か
と
思
う
と
、
た
ち

ま
ち
次
々
と
咲
き
始
め
無
数
の
花
が
い
っ
せ
い
に
咲
く
。

そ
の
老
梅
樹
の
姿
は
何
か
に
較
べ
て
誇
る
よ
う
な
相
手
さ

え
い
ら
な
い
（
ほ
ど
す
ば
ら
し
い
）。
花
が
散
る
と
春
が

訪
れ
、
修
行
僧
の
頭
は
若
芽
の
よ
う
に
清
々
し
い
。
激
し

く
厳
し
い
天
候
に
も
ま
っ
た
く
揺
ら
ぐ
こ
と
が
な
い
。
梅

が
力
強
く
寒
気
の
中
に
そ
の
清
香
を
発
し
て
い
る
。
お
よ

そ
こ
の
よ
う
に
意
味
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

寒
中
に
毅
然
と
し
て
姿
を
現
す
梅
の
老
木
、
如
浄
禅
師
は

梅
花
の
ふ
る
さ
と

〜 

詠
讃
歌
の
生
ま
れ
た
風
景 

〈
そ
の
三
十
一
　達
磨
大
師
御
詠
歌
・
廓
然
〉

花
開
い
て
世
界
起
こ
る
（
二
）

第５３号令和６年８月１日 令和６年８月１日

し
た
。
表
現
は
違
い
ま
す
が
、
そ
れ
が
指
し
示
す
禅
の
お

し
え
そ
の
も
の
は
変
わ
ら
な
い
も
の
で
す
。
だ
か
ら
「
五

葉
に
開
く
道
」
と
は
、
達
磨
大
師
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
そ

う
言
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
般
若
多
羅
尊
者
に
言

寄
せ
れ
ば
「
花
開
世
界
起
の
道
」
と
言
え
る
し
、
如
浄
禅

師
に
言
寄
せ
れ
ば
「
老
梅
樹
の
姿
」
と
も
言
う
こ
と
が
で

き
る
の
で
す
。

　こ
の
よ
う
に
代
々
受
け
つ
が
れ
た
お
し
え
は
ま
っ
す
ぐ

に
（
よ
こ
し
ま
な
混
じ
り
け
な
く
純
然
と
し
て
）
道
元
禅

師
へ
伝
え
ら
れ
、
今
日
へ
と
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ゆ

え
「
ひ
と
す
ぢ
」
と
言
う
の
で
す
。「
道
の
ひ
と
す
ぢ
」

と
言
う
と
、
複
数
の
道
の
中
の
ど
れ
か
一
つ
、
と
勘
違
い

し
そ
う
で
す
が
、
こ
こ
は
「
ひ
と
す
ぢ
の
道
」
の
言
い
換

え
と
受
け
と
め
た
方
が
よ
い
で
し
ょ
う
。

　前
回
、「
廓
然
」
は
達
磨
大
師
そ
の
人
だ
け
に
関
わ
る

御
詠
歌
で
は
な
く
、
梅
花
流
の
根
本
的
な
お
し
え
に
関
わ

る
も
の
と
述
べ
た
の
は
以
上
の
よ
う
な
わ
け
で
し
た
。

は
ん

に
ゃ

た

ら

そ
ん

じ
ゃ

え

か

だ
い

し

え

の
う

ぜ
ん

じ

し
ょ
う
ぼ
う

げ
ん

ぞ
う

し
ょ
う
ぼ
う

げ
ん

ぞ
う

ば
い

か

に
ょ
じ
ょ
う

ぜ
ん

じ

て
ん
ど
う
さ
ん

ち
ゅ
う
と
う

さ

さ

が

が

ろ
う
ば
い
じ
ゅ

い
つ

か

に

か

さ
ん
し

ご

か

む

す
う

か

し
ん

め

て
い
は
つ

き
ょ
う
ふ
う
ぼ
う
う

ま
ん
ま
ん

こ
ご

す

に
お

さ

さ

が

が

せ
い
ほ
こ

こ
う
ほ
こ

お
も

の
う
そ
う

か
ぶ
ろ

ま
く
さ
つ

み
ち

み

へ
ん
か
い

き
ょ
う
ふ
う
ぼ
う
う

ま
ん
ま
ん

む

た
ん

か
ん
と
う
も
さ

び

く
う
す

さ

さ

が

が

ろ
う

ば
い

じ
ゅ

す
が

す
が

き

ぜ
ん

こ
つ
か
い

か

い
つ

け

さ
ん
け

し

け

ご

け

せ
ん

け

ば
ん

け

お
く

け

ひ
ゃっ
け

ほ
こ

よ

も
と

ど

よ

も
と

ど

も
と

め
い
じ
ょ
う

あ
り

が
た

い
つ

け

ご

よ
う

け
っ

か

じ

ね
ん

じ
ょ
う

こ
と

よ
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　イ
ン
ド
か
ら
中
国
へ
や
っ
て
き
て
禅
の
教
え
を
開
い
た

達
磨
大
師
、
そ
の
本
師
で
あ
る
般
若
多
羅
尊
者
、
そ
し
て

達
磨
大
師
の
弟
子
で
あ
り
、
禅
宗
二
祖
と
し
て
教
え
を
受

け
つ
い
だ
慧
可
大
師
、
さ
ら
に
三
祖
、
四
祖
、
五
祖
と
次

第
し
て
禅
の
教
え
を
大
成
す
る
六
祖
慧
能
禅
師
。
こ
の
初

期
禅
宗
の
祖
師
た
ち
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
さ
と
り
の
言
葉
を

花
に
託
し
て
言
い
表
し
て
き
た
こ
と
を
前
回
述
べ
ま
し
た
。

そ
の
源
と
も
言
う
べ
き
般
若
多
羅
尊
者
の
言
葉
が
、

　
　花
開
い
て
世
界
起
こ
る
（
花
開
世
界
起
）

と
い
う
も
の
で
し
た
。
花
開
く
こ
と
に
よ
っ
て
新
し
い
世

界
が
始
ま
る
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
が
禅
の
伝
統
に
流
れ
て
い

た
の
で
す
。

　「
廓
然
」
の
作
詞
者
・
赤
松
月
船
師
が
こ
の
詩
を
作
る

時
に
踏
ま
え
て
い
た
も
の
も
こ
の
イ
メ
ー
ジ
で
し
た
。
こ

こ
か
ら
は
「
廓
然
」
の
意
味
を
考
え
る
も
う
一
つ
の
大
事

な
前
提
と
し
て
、
道
元
禅
師
の
「
花
開
世
界
起
（
花
開
い

て
世
界
起
こ
る
）」
の
教
え
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

　◇

　如
浄
禅
師
と
梅
花

　◇

　道
元
禅
師
の
代
表
的
な
著
作
に
『
正
法
眼
蔵
』
と
い
う

大
著
が
あ
り
ま
す
。
全
部
で
百
巻
近
く
に
な
る
も
の
で
す

が
、
そ
の
中
に
『
正
法
眼
蔵
梅
花
』
と
い
う
一
巻
が
あ
り

ま
す
。
そ
こ
に
は
道
元
禅
師
の
本
師
、
中
国
人
僧
・
如
浄

禅
師
が
梅
花
に
つ
い
て
述
べ
た
言
葉
が
数
種
類
採
り
上
げ

ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
道
元
禅
師
が
自
分
の
考
え
を
述
べ
て

い
ま
す
。
そ
れ
は
植
物
や
観
賞
物
と
し
て
の
梅
の
花
の
こ

と
を
言
う
の
で
は
な
く
、
禅
の
教
え
が
梅
花
と
し
て
あ
ら

わ
れ
て
い
る
、
も
し
く
は
梅
花
の
姿
そ
の
も
の
が
禅
の
教

え
で
あ
る
と
い
う
、
独
特
な
内
容
な
の
で
す
。
そ
の
一
部

を
こ
こ
に
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
如
浄
禅
師
の
言
葉
で

す
。

　天
童
山
の
仲
冬
（
旧
十
一
月
）
の
第
一
句
は
、

  〈
槎
々
た
り
牙
々
た
り
老
梅
樹
〉
で
あ
る
。

　そ
の
老
梅
樹
に
た
ち
ま
ち
に
、一
花
二
花
、三
四
五
花
、

無
数
花
と
花
が
咲
く
。
そ
の
清
ら
か
さ
と
香
は
あ
え
て

誇
る
べ
く
も
な
い
。
花
が
散
る
と
春
の
姿
と
な
っ
て
新

芽
を
吹
き
、
修
行
僧
一
人
ひ
と
り
は
剃
髪
の
頭
。
も
の

そ
こ
に
自
分
自
身
の
、
そ
し
て
天
童
山
に
集
う
修
行
僧

の
姿
を
重
ね
て
い
る
の
で
す
。

　◇

　道
元
禅
師
と
梅
花

　◇

　そ
し
て
如
浄
禅
師
の
言
葉
を
受
け
て
道
元
禅
師
は
さ
ら

に
「
梅
花
」
の
世
界
を
展
開
す
る
の
で
す
が
、
そ
の
一
節

は
次
の
よ
う
で
す
。

　老
梅
樹
の
「
忽
開
花
（
た
ち
ま
ち
に
開
花
す
）」
の

時
は
「
花
開
世
界
起
」
で
あ
り
、
花
開
世
界
起
の
時
節

は
と
り
も
な
お
さ
ず
春
の
訪
れ
で
あ
る
。
こ
の
時
節
に

「
一
花
」
が
あ
る
。
こ
の
「
一
花
」
の
時
に
、三
花
、四
花
、

五
花
が
あ
り
、
百
花
、
千
花
、
万
花
、
億
花
が
あ
り
、

ひ
い
て
は
無
数
花
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
「
花
開
」
は
、

み
な
老
梅
樹
の
一
枝
無
数
枝
の
「
誇
る
べ
か
ら
ざ
る
と

こ
ろ
」
で
あ
る
。（
中
略
）
一
切
の
花
開
は
、
老
梅
樹

の
め
ぐ
み
で
あ
る
。（
中
略
）
百
千
花
を
人
間
界
・
天

上
界
の
花
と
称
す
る
。
万
億
花
は
仏
祖
の
花
で
あ
る
。

こ
の
時
節
を
諸
仏
が
こ
の
世
に
出
現
さ
れ
る
時
節
と
喚

び
な
す
の
で
あ
り
、達
磨
祖
師
の「
本
来
茲
土
＝〈
わ
れ
〉

本
こ
の
土
に
来
た
る
」
と
喚
び
な
す
の
で
あ
る
。

　如
浄
禅
師
の
い
う
梅
花
が
た
ち
ま
ち
に
花
開
く
よ
う
す

を
、
道
元
禅
師
は
「
花
開
い
て
世
界
起
こ
る
」
こ
と
だ
と

述
べ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
老
梅
樹
の
花
満
ち
あ
ふ
れ
る
と

き
こ
そ
、
み
仏
た
ち
が
こ
の
世
に
現
れ
る
と
き
だ
と
言
う

の
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
達
磨
大
師
が
言
わ
れ
た
「
わ

れ
本
こ
の
土
に
来
た
る
」
と
こ
ろ
だ
と
言
う
の
で
す
。

　す
で
に
お
気
づ
き
の
よ
う
に
、
道
元
禅
師
は
前
回
ご
紹

介
し
た
般
若
多
羅
尊
者
の
言
葉
と
、達
磨
大
師
の
言
葉
「
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
」
を
踏

ま
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
お
そ
ら
く
如
浄
禅
師

も
同
じ
よ
う
に
二
人
の
言
葉
を
知
っ
て
い
た
の
だ
と
思
い

ま
す
が
、
道
元
禅
師
が
そ
の
意
味
を
よ
り
明
ら
か
に
説
明

し
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　如
浄
禅
師
の
言
葉
で
は
、
厳
寒
の
中
、
誇
ら
し
げ
に
花

開
き
清
香
を
放
つ
老
梅
樹
に
禅
僧
の
姿
が
重
ね
合
わ
さ
れ

て
い
た
の
で
す
が
、
道
元
禅
師
は
そ
こ
に
さ
ら
に
重
ね
て

般
若
多
羅
尊
者―

達
磨
大
師
に
さ
か
の
ぼ
る
禅
の
世
界
の

表
現
を
描
き
出
し
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　◇

　花
開
く
ひ
と
す
ぢ
の
道

　◇

　さ
て
「
廓
然
」
の
歌
詞
に
戻
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　「
伝
え
ま
し
う
け
つ
ぎ
来
た
り
有
難
や
」。
こ
れ
ま
で
の

こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
伝
え
受
け
つ
い
で
き
た
の
は
般
若

多
羅
尊
者
で
あ
り
、
達
磨
大
師
で
あ
り
、
そ
し
て
二
祖
慧
可
、

三
祖
、
四
祖
と
次
第
し
て
如
浄
禅
師
、
道
元
禅
師
に
至
り
、

さ
ら
に
そ
れ
以
後
も
伝
え
ら
れ
現
在
に
至
る
禅
の
祖
師
た

ち
と
言
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　そ
し
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
も
の
は
何
か
と
い
う
と
、「
花

開
世
界
起
」
と
い
う
言
葉
に
託
さ
れ
た
禅
の
お
し
え
・
禅

の
世
界
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
表
現
は
た
と
え

ば
達
磨
大
師
に
お
い
て
は
「
一
花
開
五
葉
」
と
表
さ
れ
ま

す
ご
い
勢
い
で
襲
い
来
る
狂
風
暴
雨
が
あ
り
、
大
地
に

は
漫
々
と
雪
が
満
ち
て
い
る
。
老
梅
樹
は
な
ん
と
も
手

出
し
の
し
よ
う
が
な
く
、
寒
さ
に
凍
え
て
こ
す
れ
ば
酸

い
匂
い
が
鼻
を
つ
く
。

    （
原
文
）

天
童
仲
冬
の
第
一
句
、
槎
々
た
り
牙
々
た
り
老
梅
樹
。

た
ち
ま
ち
に
開
花
す
一
花
両
花
、
三
四
五
花
、
無
数
花
。

清
誇
る
べ
か
ら
ず
、
香
誇
る
べ
か
ら
ず
。
散
じ
て
は
春

の
容
と
な
り
て
草
木
を
吹
く
、
衲
僧
箇
々
頂
門
禿
な
り
。

驀
剳
に
変
怪
す
る
狂
風
暴
雨
あ
り
、
な
い
し
大
地
に
交

袞
て
る
雪
漫
々
た
り
。
老
梅
樹
、
は
な
は
だ
無
端
な
り
。

寒
凍
摩
さ
と
し
て
鼻
孔
酸
し
。

　天
童
山
は
如
浄
禅
師
が
住
職
を
務
め
る
天
童
山
景
徳
寺

の
こ
と
。
こ
こ
で
修
行
僧
た
ち
に
仲
冬
に
ち
な
む
一
句
を

示
し
ま
す
。「
槎
々
た
り
牙
々
た
り
」
と
は
、
梅
の
枝
が

ご
つ
ご
つ
と
と
が
っ
て
入
り
く
ん
で
い
る
よ
う
す
。
そ
の

枝
に
ぽ
つ
ぽ
つ
と
梅
の
花
が
咲
い
た
か
と
思
う
と
、
た
ち

ま
ち
次
々
と
咲
き
始
め
無
数
の
花
が
い
っ
せ
い
に
咲
く
。

そ
の
老
梅
樹
の
姿
は
何
か
に
較
べ
て
誇
る
よ
う
な
相
手
さ

え
い
ら
な
い
（
ほ
ど
す
ば
ら
し
い
）。
花
が
散
る
と
春
が

訪
れ
、
修
行
僧
の
頭
は
若
芽
の
よ
う
に
清
々
し
い
。
激
し

く
厳
し
い
天
候
に
も
ま
っ
た
く
揺
ら
ぐ
こ
と
が
な
い
。
梅

が
力
強
く
寒
気
の
中
に
そ
の
清
香
を
発
し
て
い
る
。
お
よ

そ
こ
の
よ
う
に
意
味
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

寒
中
に
毅
然
と
し
て
姿
を
現
す
梅
の
老
木
、
如
浄
禅
師
は

梅
花
の
ふ
る
さ
と

〜 

詠
讃
歌
の
生
ま
れ
た
風
景 

〈
そ
の
三
十
一
　達
磨
大
師
御
詠
歌
・
廓
然
〉

花
開
い
て
世
界
起
こ
る
（
二
）
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し
た
。
表
現
は
違
い
ま
す
が
、
そ
れ
が
指
し
示
す
禅
の
お

し
え
そ
の
も
の
は
変
わ
ら
な
い
も
の
で
す
。
だ
か
ら
「
五

葉
に
開
く
道
」
と
は
、
達
磨
大
師
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
そ

う
言
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
般
若
多
羅
尊
者
に
言

寄
せ
れ
ば
「
花
開
世
界
起
の
道
」
と
言
え
る
し
、
如
浄
禅

師
に
言
寄
せ
れ
ば
「
老
梅
樹
の
姿
」
と
も
言
う
こ
と
が
で

き
る
の
で
す
。

　こ
の
よ
う
に
代
々
受
け
つ
が
れ
た
お
し
え
は
ま
っ
す
ぐ

に
（
よ
こ
し
ま
な
混
じ
り
け
な
く
純
然
と
し
て
）
道
元
禅

師
へ
伝
え
ら
れ
、
今
日
へ
と
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ゆ

え
「
ひ
と
す
ぢ
」
と
言
う
の
で
す
。「
道
の
ひ
と
す
ぢ
」

と
言
う
と
、
複
数
の
道
の
中
の
ど
れ
か
一
つ
、
と
勘
違
い

し
そ
う
で
す
が
、
こ
こ
は
「
ひ
と
す
ぢ
の
道
」
の
言
い
換

え
と
受
け
と
め
た
方
が
よ
い
で
し
ょ
う
。

　前
回
、「
廓
然
」
は
達
磨
大
師
そ
の
人
だ
け
に
関
わ
る

御
詠
歌
で
は
な
く
、
梅
花
流
の
根
本
的
な
お
し
え
に
関
わ

る
も
の
と
述
べ
た
の
は
以
上
の
よ
う
な
わ
け
で
し
た
。

は
ん

に
ゃ

た

ら

そ
ん

じ
ゃ

え

か

だ
い

し

え

の
う

ぜ
ん

じ

し
ょ
う
ぼ
う

げ
ん

ぞ
う

し
ょ
う
ぼ
う

げ
ん

ぞ
う

ば
い

か

に
ょ
じ
ょ
う

ぜ
ん

じ

て
ん
ど
う
さ
ん

ち
ゅ
う
と
う

さ

さ

が

が

ろ
う
ば
い
じ
ゅ

い
つ

か

に

か

さ
ん
し

ご

か

む

す
う

か

し
ん

め

て
い
は
つ

き
ょ
う
ふ
う
ぼ
う
う

ま
ん
ま
ん

こ
ご

す

に
お

さ

さ

が

が

せ
い
ほ
こ

こ
う
ほ
こ

お
も

の
う
そ
う

か
ぶ
ろ

ま
く
さ
つ

み
ち

み

へ
ん
か
い

き
ょ
う
ふ
う
ぼ
う
う

ま
ん
ま
ん

む

た
ん

か
ん
と
う
も
さ

び

く
う
す

さ

さ

が

が

ろ
う

ば
い

じ
ゅ

す
が

す
が

き

ぜ
ん

こ
つ
か
い

か

い
つ

け

さ
ん
け

し

け

ご

け

せ
ん

け

ば
ん

け

お
く

け

ひ
ゃっ
け

ほ
こ

よ

も
と

ど

よ

も
と

ど

も
と

め
い
じ
ょ
う

あ
り

が
た

い
つ

け

ご

よ
う

け
っ

か

じ

ね
ん

じ
ょ
う

こ
と

よ
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鈴

　木

　泰

　賢

す
ず

　
　
　き

た
い

　
　

  

け
ん

能
代
市
二
ツ
井
町
・
清
徳
寺
住
職

せ
い

と
く

じ

　六
月
の
管
区
集
会
で
行
わ
れ
た
「
常
済
の
光
」
を

客
席
か
ら
観
覧
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
そ
の

時
の
感
動
は
今
で
も
は
っ
き
り
と
覚
え
て
お
り
ま
す
。

し
か
し
、
そ
の
後
十
一
月
に
行
わ
れ
た
「
禅
を
聞
く

会
」
で
ま
さ
か
自
分
が
あ
の
ス
テ
ー
ジ
に
上
が
る
こ

と
に
な
ろ
う
と
は
全
く
予
測
も
で
き
ず
、
依
頼
を
受

け
た
際
に
は
戸
惑
う
ば
か
り
で
し
た
が
、
断
り
切
れ

ず
に
引
き
受
け
る
羽
目
に
。

　心
配
し
た
通
り
「
見
る
」
と
「
や
る
」
と
は
大
違
い
。

実
際
に
慣
ら
し
や
打
ち
合
わ
せ
を
重
ね
る
と
細
か
な

所
作
や
タ
イ
ミ
ン
グ
を
図
る
の
に
一
苦
労
し
、
引
き

受
け
た
事
を
後
悔
し
ま
し
た
が
時
す
で
に
遅
し
。「
ま

ぁ
、
何
と
か
な
る
か…

」
と
本
番
に
臨
み
ま
し
た
。

大
き
な
会
場
と
沢
山
の
聴
衆
の
方
々
に
圧
倒
さ
れ
つ

つ
も
、
他
の
師
範
・
詠
範
さ
ん
に
助
け
て
い
た
だ
き

な
が
ら
何
と
か
大
役
を
終
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

本
番
中
は
只
々
必
死
で
、「
法
悦
」
な
ど
と
い
う
言

葉
と
は
か
け
離
れ
た
心
境
で
し
た
が
、
思
い
起
こ
し

て
み
る
と
、
あ
の
ス
テ
ー
ジ
の
一
員
と
し
て
参
加
で

き
た
こ
と
は
大
き
な
喜
び
と
な
り
ま
し
た
。

　今
回
、
こ
の
よ
う
な
機
会
を
い
た
だ
い
た
事
、
そ

し
て
こ
の
度
の
ご
法
要
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た

全
て
の
方
々
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

「
常
済
の
光
」
に
参
加
し
て

「
常
済
の
光
」
に
参
加
し
て

維那・猪股尚典師／太鼓・鷹照悟堂師／堂行・奥山一英師般若心経読誦

佐

　藤

　房

　子

さ

と
う

ふ
さ

こ

大
館
市
本
宮
・
本
宮
寺
寺
族

ほ
ん
き
ゅ
う

も
と

み
や

じ

　六
月
二
十
一
日
の
管
区
集
会
、
そ
し
て
十
一
月

十
七
日
の
禅
を
聞
く
会
で
行
わ
れ
た
「
常
済
の
光
」

に
参
加
で
き
た
こ
と
を
嬉
し
く
思
い
ま
す
。
今
ま

で
こ
の
よ
う
な
法
要
を
見
聞
き
し
た
こ
と
も
な
く
、

初
め
て
の
経
験
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。「
常
済
の
光
」

は
秋
田
県
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
音
楽
法
要
と
の
こ
と
で
、

そ
れ
も
当
然
の
こ
と
と
驚
き
と
共
に
納
得
致
し
ま

し
た
。

　大
般
若
経
を
勢
い
よ
く
繰
り
広
げ
る
さ
ま
、
轟

く
太
鼓
の
音
、
ゆ
っ
く
り
と
独
特
な
節
回
し
で
読

ま
れ
る
「
大
悲
心
陀
羅
尼
」
の
お
経
、
そ
の
全
て

が
身
体
中
に
沁
み
通
る
思
い
で
し
た
。
更
に
詠
讃

歌
を
組
み
込
み
、
瑩
山
禅
師
様
の
一
代
記
を
こ
の

よ
う
に
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
さ
れ
た
俊
晃
先
生
の
凄
さ

に
感
服
致
し
ま
し
た
。
法
要
に
参
加
で
き
た
喜
び

は
一
入
で
す
が
、
一
観
客
と
し
て
客
席
で
味
わ
っ

て
み
た
か
っ
た
と
い
う
思
い
も
あ
り
、
と
て
も
贅

沢
な
願
い
だ
と
笑
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　今
回
お
世
話
に
な
っ
た
師
範
・
詠
範
の
皆
様
に

は
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

「
常
済
の
光
」
に
参
加
し
て

「
常
済
の
光
」
に
参
加
し
て

詠範によるお唱え師範・詠範によるお唱え

ひ
と
し
お

　そ
も
そ
も
考
え
も
及
ば
な
か
っ
た
事
で
す
が
、
数
名
の
師
範
か
ら
背
中
を
押
さ
れ
そ
の

気
に
な
り
、
少
し
高
め
の
テ
ン
シ
ョ
ン
の
ま
ま
先
生
方
に
ご
相
談
申
し
上
げ
検
定
表
を
提

出
し
ま
し
た
。
た
だ
、
令
和
一
年
に
浅
田
先
生
か
ら
一
級
合
格
の
朗
報
を
頂
戴
し
た
際
に
、

「
浅
田
先
生
な
ら
大
丈
夫
」
と
言
わ
れ
た
事
へ
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
伺
い
、
さ
ら
に
「
い

つ
か
そ
の
時
が
来
た
ら
、
道
広
さ
ん
な
ら
大
丈
夫
っ
て
言
っ
て
あ
げ
る
ね
」
と
い
う
お
言

葉
に
ゾ
ッ
と
し
ま
し
た
の
で
、
検
定
の
こ
と
は
な
る
べ
く
口
外
せ
ず
に
、
静
か
に
臨
み
ま

し
た
。「
○
○
さ
ん
な
ら
大
丈
夫
」
と
い
う
心
温
ま
る
お
言
葉
は
、
私
に
は
と
て
も
耐
え

ら
れ
ま
せ
ん
の
で
。
と
に
か
く
作
法
・
詠
唱
、
共
に
細
部
ま
で
こ
だ
わ
っ
て
チ
ェ
ッ
ク
し
、

不
出
来
を
痛
感
し
ま
し
た
。
確
か
に
稽
古
は
し
ま
し
た
が
、
努
力
不
足
だ
っ
た
の
で
は
と

自
問
自
答
を
繰
り
返
し
て
お
り
ま
す
。
常
に
ス
タ
ー
ト
地
点
、
こ
こ
か
ら
ま
た
励
ん
で
ま

い
り
ま
す
。
梅
花
人
口
減
少
が
囁
か
れ
て
お
り
ま
す
が
、
な
ん
の
そ
の
。
か
な
ら
ず
ま
た

盛
り
上
が
る
日
が
来
る
と
信
じ
て
い
ま
す
。
今
は
と
に
か
く
稽
古
を
重
ね
、
梅
花
流
を
楽

し
み
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　末
筆
乍
ら
、
日
頃
ご
指
導
を
頂
戴
し
て
お
り
ま
す
柴
田
先
生
始
め
諸
先
生
、
一
緒
に
梅

花
流
を
楽
し
ん
で
く
だ
さ
る
講
員
様
に
感
謝
申
し
上
げ
擱
筆
致
し
ま
す
。

　令
和
五
年
十
二
月
十
二
日
、
特
派
師
範
の
清
水

道
広
師
が
梅
花
流
一
級
師
範
に
補
任
さ
れ
ま
し
た
。

県
内
若
手
梅
花
流
指
導
者
の
エ
ー
ス
と
し
て
、
今

後
益
々
の
ご
活
躍
が
期
待
さ
れ
ま
す
。
こ
の
度
、

同
期
の
ご
友
人
・
上
本
師
範
か
ら
も
特
別
に
ご
寄

稿
い
た
だ
き
ま
し
た
。

祝
清
水
道
広
師  

梅
花
流
一
級
師
範
補
任

北
秋
田
市
鎌
沢
・
正
法
院
住
職

清

　水

　道

　広

し

み
ず

ど
う

こ
う

し
ょ
う
ぼ
う

か
ま
の
さ
わ

い
ん

清
水
道
広
さ
ん
、

　
　一
級
師
範
補
任
に
よ
せ
て

　道
広
さ
ん
と
私
は
第
十
六
期
梅
花
流
師
範
養
成
所
の
同
期
で
す
。
後
か
ら
顧
み
る
と
そ

ん
な
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
三
十
五
歳
で
入
所
し
た
私
は
「
こ
の
歳
で
は
知
り
合

い
も
い
な
い
し
、皆
さ
ん
と
心
を
寄
せ
合
う
の
は
難
し
い
か
な…

」
そ
う
思
っ
て
い
ま
し
た
。

極
め
て
過
密
な
研
修
の
日
々
を
こ
な
す
中
、
あ
る
と
き
ス
ー
ッ
と
極
め
て
軽
や
か
な
様
子

で
、
フ
レ
ン
ド
リ
ー
に
話
し
か
け
て
こ
ら
れ
た
の
が
道
広
さ
ん
で
し
た
。
と
て
も
綺
麗
な

標
準
語
を
話
す
彼
で
す
が
、
涼
や
か
な
笑
み
を
浮
か
べ
な
が
ら
少
し
話
し
て
は
去
り
、
ま

た
ス
ー
ッ
と
近
づ
い
て
は
ま
た
去
っ
て
い
く
。
ま
る
で
子
猫
ち
ゃ
ん
の
よ
う
に
ふ
る
ま
う

彼
の
様
子
に
、
私
は
い
つ
の
間
に
か
心
が
ほ
ぐ
さ
れ
て
い
た
の
で
し
た
。

　養
成
所
で
の
ひ
と
場
面
で
す
が
（
怒
ら
れ
る
か
な…

）、
ベ
ッ
ス
に
マ
ジ
ッ
ク
で
線
を

入
れ
て
タ
ビ
に
変
え
て
し
ま
う
可
愛
ら
し
い
一
面
も
あ
る
道
広
さ
ん
。
そ
れ
で
い
て
彼
は

と
て
も
宗
乗
（
曹
洞
宗
の
教
義
）
に
長
け
て
お
ら
れ
ま
す
。
さ
ぞ
講
員
さ
ま
方
も
楽
し
く
、

か
つ
頼
も
し
く
御
詠
歌
を
楽
し
ん
で
い
る
に
違
い
な
い
と
想
像
に
難
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　そ
ん
な
道
広
さ
ん
も
今
や
一
級
師
範
。
昨
今
の
梅
花
も
難
し
い
時
代
で
は
あ
り
ま
す
が
、

「
梅
は
寒
苦
を
経
て
清
香
を
発
す
」。
必
ず
や
「
道
を
切
り
開
き
広
め
て
」
く
だ
さ
る
と
ご

期
待
申
し
上
げ
ま
す
。
共
に
キ
バ
リ
ま
し
ょ
う
！
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
！

愛
媛
県
今
治
市
・
観
音
寺
住
職

上

　本

　英

　昭

う
え

も
と

え
い

し
ょ
う

安田光彰先生を囲んで

講習の様子

「慶祝御和讃」のお唱え動画でお祝い

明
る
く
楽
し
く
梅
花
流

祝賀会の様子
（令和６年５月２７日・
秋田キャッスルホテルにて）

ほ
う
え
つ

し
ゅ
う
じ
ょ
う

だ
い

ひ

し
ん

だ

ら

に
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浅

　田

　髙

　明

あ
さ

　
　
　だ

こ
う

　
　

  

め
い

由
利
本
荘
市
・
龍
門
寺
住
職

り
ゅ
う
も
ん  

じ

　本
年
は
太
祖
瑩
山
禅
師
様
の
七
百
回
大
遠
忌
の
年
で
す
。
こ
の
原
稿
を
書
い
て
い
る

場
所
は
大
本
山
總
持
寺
様
の
大
祖
堂
の
地
下
・
瑞
應
殿
で
す
。
そ
う
、
現
在
大
遠
忌
法

要
の
お
手
伝
い
中
で
す
。

　毎
日
沢
山
の
焼
香
師
を
お
勤
め
す
る
方
丈
様
が
上
山
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
要
の
導
師

を
お
勤
め
に
な
ら
れ
、
二
十
一
日
間
に
渡
る
遠
忌
が
厳
か
に
お
勤
め
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
勝
縁
に
随
喜
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
有
り
難
さ
を
感
じ
て
お
り
ま
す
。
が
、
随

喜
が
両
班
寮
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
足
の
痛
さ
に
半
泣
き
状
態
で
、
自
坊
に
帰
れ
る
ま

で
あ
と
何
日
と
指
折
り
数
え
て
過
ご
し
て
お
り
ま
す
。

　さ
て
、
昨
年
六
月
の
管
区
集
会
、
十
一
月
の
禅
を
聞
く
会
に
於
い
て
、
瑩
山
禅
師
様

◆
開

催

日

：

令
和
五
年
十
一
月
十
七
日
（
金
）
午
後
二
時
よ
り
（
約
三
十
分
）

　

◆
開

　
　場

：

秋
田
キ
ャ
ッ
ス
ル
ホ
テ
ル
・
四
階
「
放
光
の
間
」（
秋
田
市
）

◎
総

都

管

：

佐
藤
俊
晃

◎
都

　
　管

：

浅
田
髙
明

◎
詠
讃
師
（
師
範
）

：

清
水
道
広
、
鈴
木
泰
賢
、
松
井
祐
司
、
渡
邊
英
心
、
本
間
秋
彦

◎
詠
讃
師
（
詠
範
）

：

佐
藤
文
、
小
澤
兼
子
、
嶋
森
順
子
、
浅
田
依
子
、
深
川
典
子

清
水
恵
美
子
、
岩
舘
香
央
里
、
桑
名
佳
子
、
佐
藤
房
子

※

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

大
遠
忌
随
喜
最
中
に

大
遠
忌
随
喜
最
中
に

の
御
生
涯
を
梅
花
流
詠
讃
歌
を
通
し
て
お
伝
え
し
た
「
常
済
の
光
」
を
勤
め
ま
し
た
。

両
会
と
も
無
事
円
成
し
、
参
加
し
た
皆
様
か
ら
は
好
評
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
特
に
管

区
集
会
後
に
は
、
法
要
の
様
子
を
聞
い
た
各
県
の
方
々
か
ら
、
記
録
動
画
は
な
い
か
と

多
数
の
問
い
合
わ
せ
が
あ
り
、
反
響
の
大
き
さ
が
伺
い
知
れ
ま
し
た
。
法
要
で
は
瑩
山

禅
師
様
の
御
生
涯
を
伝
え
ら
れ
た
こ
と
は
勿
論
、
企
画
・
台
本
の
佐
藤
俊
晃
先
生
の
お

考
え
で
、
總
持
寺
に
て
毎
日
朝
課
で
勤
め
ら
れ
る
、

大
般
若
転
読
に
よ
る
ご
祈
祷
と
大
悲
真
読
（
大
悲

呪
を
非
常
に
ゆ
っ
く
り
読
む
読
経
法
）
を
取
り
入

れ
、
總
持
寺
ら
し
さ
も
十
分
表
現
で
き
た
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
法
要
を
終
え
、
改
め

て
梅
花
流
の
可
能
性
を
感
じ
た
と
共
に
、
リ
ハ
ー

サ
ル
を
重
ね
、
師
範
・
詠
範
で
智
慧
を
出
し
合
い
、

力
を
合
わ
せ
て
作
り
あ
げ
た
事
で
も
梅
花
の
有
り

難
さ
を
改
め
て
確
認
い
た
し
ま
し
た
。

　總
持
寺
様
で
は
、
今
年
一
年
を
通
し
て
大
遠
忌

に
因
ん
だ
法
要
が
勤
修
さ
れ
ま
す
。
機
会
が
あ
り

ま
し
た
ら
是
非
ご
本
山
に
も
お
参
り
い
た
だ
き
、

千
畳
敷
の
大
祖
堂
で
の
大
法
要
を
経
験
し
て
い
た

だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

梅
花
流
詠
讃
歌
で
つ
づ
る
大
本
山
總
持
寺
開
山
太
祖
瑩
山
紹
瑾
禅
師
の
御
生
涯

『  

常  

済  

の  

光  

』

じ
ょ
う

さ
い

ひ
か
り

だ
い
お
ん

き

た
い

そ

け
い
ざ
ん
ぜ
ん

じ

だ
い

そ

ど
う

ず
い
お
う
で
ん

黒衣を纏った殿行（でんなん）が大般若経を運ぶ大般若経の転飜（てんぽん）

法螺貝の吹奏が法要の始まりを告げる

（村松良周師範）

　「
う
ち
の
お
寺
で
は
梅
花
を
や
ら
な
け
れ
ば
住
職
に

な
れ
な
い
」
と
住
職
か
ら
言
わ
れ
、
私
は
梅
花
を
始
め

ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
ん
な
決
ま
り
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

修
行
を
終
え
た
ば
か
り
の
私
は
訳
も
わ
か
ら
ず
梅
花
を

始
め
る
事
と
な
り
ま
し
た
。
秋
田
に
帰
っ
て
き
て
二
日

後
か
ら
宗
務
所
の
養
成
所
に
入
所
し
、
今
年
で
七
年
に

な
り
ま
す
。
元
々
人
見
知
り
の
性
格
で
し
た
の
で
、
最

初
の
講
習
の
日
は
不
安
で
と
て
も
緊
張
し
た
事
を
今
で

も
覚
え
て
お
り
ま
す
。

　令
和
四
年
よ
り
二
年
間
、
ご
縁
を
い
た
だ
き
宗
務
庁

で
行
わ
れ
る
梅
花
流
師
範
養
成
所
に
通
わ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
私
た
ち
第
二
十
四
期
は
新
型
コ
ロ
ナ
の
影

響
も
あ
り
、
本
来
四
泊
五
日
の
日
程
で
行
わ
れ
る
講
習

を
二
泊
三
日
で
行
う
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
日
数
は
少

な
く
な
り
ま
し
た
が
少
人
数
の
班
に
分
か
れ
て
の
講
習

と
な
り
、
一
人
一
人
講
師
の
先
生
か
ら
指
導
を
い
た
だ

き
と
て
も
充
実
し
た
二
年
間
で
し
た
。

　東
京
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
に
翻
弄
さ
れ
た
前
期
よ

り
引
き
続
き
、
養
成
所
の
開
催
形
態
も
大
幅
に
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　今
回
、
第
二
十
四
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
。

第24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

　私
は
こ
の
度
、
東
京
都
の
曹
洞
宗
宗
務
庁
（
以
下
、

本
庁
）
に
て
行
わ
れ
た
第
二
十
四
期
梅
花
流
師
範
養
成

講員さんと楽しく講習中！

梅
花
流
師
範
養
成
所
を
終
え
て

梅
花
流
師
範
養
成
所
を
終
え
て

湯
沢
市
柳
町
・

         

東
山
寺
副
住
職

柿  

崎  

隆  

仁

と
う
ざ
ん  

じ

か
き

ざ
き

り
ゅ
う

じ
ん

そ
の
背
中
を
追
い
か
け
て

そ
の
背
中
を
追
い
か
け
て

由
利
本
荘
市
花
畑
町
・

　　　　　

 

東
林
寺
副
住
職

佐  

藤  

龍  

道

と
う
り
ん  

じ

さ

と
う

り
ゅ
う

ど
う

自己研鑽に励んでおります！

　現
在
、
当
寺
で
は
梅
花
講
の
活
動
を
休
止
し
て
い
ま

す
が
、
今
後
再
開
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
養
成
所
の
先

生
方
か
ら
学
ん
だ
事
を
多
く
の
人
に
伝
え
、
弁
道
精
進

し
長
く
活
動
を
続
け
て
参
り
ま
す
。

　最
後
に
な
り
ま
す
が
、
県
内
御
寺
院
様
を
は
じ
め
全

国
の
曹
洞
宗
御
寺
院
様
の
協
力
が
あ
り
、
今
回
本
庁
養

成
所
で
勉
強
す

る
事
が
で
き
ま

し
た
。
こ
の
場

を
お
借
り
し
て

感
謝
申
し
上
げ

ま
す
。

所
に
行
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　本
庁
の
養
成
所
の
お
話
を
い
た
だ
い
た
の
は
、
秋
田

県
宗
務
所
の
梅
花
流
師
範
養
成
所
に
通
い
始
め
て
二
年

が
過
ぎ
た
頃
で
し
た
。
そ
の
当
時
の
私
は
ま
だ
勉
強
し

た
こ
と
の
な
い
曲
が
多
く
あ
り
、
打
鉦
・
鳴
鈴
を
は
じ

め
と
し
た
お
唱
え
の
作
法
や
旋
揺
法
に
も
不
安
が
あ
り

ま
し
た
。
ま
た
、
県
内
に
は
ま
だ
本
庁
の
養
成
所
に
行

っ
て
い
な
い
師
範
の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
中
で
、
本
当

に
私
で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
思
い
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
ん
な
中
、
私
が
本
庁
の
養
成
所
に
行
か
せ
て
い
た
だ

こ
う
と
決
め
た
一
番
の
理
由
は
、
秋
田
県
宗
務
所
・
禅

セ
ン
タ
ー
に
て
行
わ
れ
た
梅
花
流
宗
務
所
講
師
等
研
修

会
で
し
た
。
こ
の
研
修
会
で
は
、
県
内
の
若
手
の
梅
花

師
範
の
方
々
が
短
い
持
ち
時
間
の
中
で
実
演
を
伴
っ
た

曲
の
解
説
を
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
実
演
解
説
を

聴
講
し
た
際
に
、
そ
の
素
晴
ら
し
さ
に
感
動
し
「
こ
の

先
輩
方
の
よ
う
な
梅
花
流
師
範
に
な
り
た
い
」
と
梅
花

を
勉
強
す
る
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
い
た
だ
き
、
本
庁
の

養
成
所
へ
行
か
せ
て
い
た
だ
く
事
を
決
意
致
し
ま
し
た
。

　本
庁
の
養
成
所
で
は
二
泊
三
日
の
間
、
朝
か
ら
晩
ま

で
梅
花
漬
け
の
時
間
を
宮
崎
県
の
久
峩
先
生
を
主
任
講

師
に
前
期
・
後
期
各

三
名
の
素
晴
ら
し
い

特
派
の
先
生
方
と
過

ご
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　本
庁
で
の
講
習
を

糧
に
、
今
度
は
私
が

後
輩
の
指
針
と
な
る

よ
う
な
梅
花
師
範
に

な
れ
る
よ
う
今
後
も

研
鑽
を
積
ん
で
い
き

た
い
で
す
。

だ
い

ひ

し
ん
ど
く



　秋
田
県
宗
務
所
長
を
拝
命
し
て
、
は
や
一
年
半
が
経
過
し
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
で
活
動

が
か
な
わ
な
か
っ
た
三
年
は
、
秋
田
県
の
梅
花
流
に
と
っ
て
も
大
き
な
ダ
メ
ー
ジ
で
し
た
。

し
か
し
、
令
和
四
年
か
ら
は
秋
田
県
奉
詠
大
会
や
そ
の
他
の
諸
行
事
も
再
開
さ
れ
、
そ
こ
に

参
加
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
皆
様
の
熱
気
は
少
し
も
衰
え
て
い
な
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　立
場
上
、
県
内
の
寺
院
法
要
に
出
席
す
る
の
で
す
が
、
法
要
の
中
で
梅
花
流
詠
讃
歌
が

お
唱
え
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
瞬
間
、
本
堂
内
の
空
気
が
一
瞬
に
し
て
変
わ
る

よ
う
に
感
じ
て
い
る
の
は
私
だ
け
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
慶
事
の
儀
式
は
晴
れ
や
か
に
、

弔
事
の
時
に
は
し
め
や
か
に
、
そ
し
て
ど
ち
ら
も
厳
か
な
雰
囲
気
を
生
み
出
し
ま
す
。
梅

花
の
持
つ
大
き
な
力
の
一
つ
が
こ
こ
に
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　も
と
よ
り
、
厳
か
さ
は
不
断
の
詠
道
精
進
よ
り
き
た
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
県
内
に

は
、
正
伝
師
範
の
東
泉
寺
東
堂
・
柴
田
弘
一
老
師
は
じ
め
、
一
級
師
範
が
三
名
、
特
派
師

範
が
三
名
と
、
錚
々
た
る
指
導
者
が
揃
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
他
県
垂
涎
の
環
境
の
中
、
益
々

の
ご
研
鑽
を
願
い
、
ま
た
梅
花
事
業
に
よ
り
一
層
の
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　最
後
に
鬼
の
笑
い
だ
す
よ
う
な
話
を
ひ
と
つ
。
来
年
度
の
梅
花
流
全
国
奉
詠
大
会
は
、

五
月
十
五
日
に
沖
縄
で
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
決
ま
り
ま
し
た
。
戦
後
八
十
年
の
節
目
に
当

た
り
、
慰
霊
を
重
視
し
た
旅
程
を
組
み
た

い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
遠
路
で
は
あ
り

ま
す
が
、
多
く
の
方
の
ご
参
加
を
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

　今
後
と
も
梅
花
流
詠
讃
歌
に
関
す
る
こ

と
の
み
な
ら
ず
、
宗
務
所
行
事
に
お
力
を

お
貸
し
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

そ
う

そ
う

す
い

ぜ
ん

ど う ぎ ょ う⑴ 第５３号 ど う ぎ ょ う ⑻第５３号

令和６年８月１日
第   ５３   号

発行　梅花流師範・詠範の会

梅花流師範・詠範の会事務局

TEL 0185-58-2302
倫勝寺（能代市）山田 卓爾

題字　初代会長・故 加藤信三師

編集者（広報部） 近　藤　 俊　彦

印刷所（資） 由　利　印　刷

会　長　本　間 　雅　憲

令和６年８月１日 令和６年８月１日

秋

田

県

の

梅

花

力

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、

『常済の光』（令和５年６月２１日

に行われた東北管区予修法要

の様子）の動画と当日配布の

ＰＤＦ資料がご覧いただけます！

梅花流詠讃歌でつづる瑩山禅師の一代記
『 常 済 の 光 』

（令和5年11月17日に行われた「禅を聞く会」にて披露）

曹
洞
宗
秋
田
県
宗
務
所 

所
長

山
本
郡
藤
里
町
・
月
宗
寺
住
職

袴

　田

　

 

俊

　英

は
か
ま

し
ゅ
ん

え
い

た

げ
っ
そ
う
じ

「
常
済
の
光
」
に
参
加
し
て

「
常
済
の
光
」
に
参
加
し
て

　法
螺
貝
の
響
き
、
太
鼓
の
音
、
荘
厳
な
読
経
に
鐘
の
音
。

静
か
に
染
み
渡
る
よ
う
な
語
り
に
導
か
れ
瑩
山
様
の
生
い

立
ち
や
偉
業
を
称
え
る
御
和
讃
や
御
詠
歌
が
唱
え
ら
れ
る
。

ま
る
で
一
編
の
映
画
を
観
て
い
る
よ
う
で
し
た
。
そ
の
中

に
自
分
も
参
加
し
て
い
る
こ
と
が
不
思
議
で
も
あ
り
、
こ

の
上
な
く
幸
せ
に
感
じ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
瑩
山
様
が
お

生
ま
れ
に
な
る
前
か
ら
仏
様
の
ご
縁
に
導
か
れ
て
い
た
よ

う
に
、
私
達
も
そ
れ
ぞ
れ
に
貴
重
な
ご
縁
に
支
え
ら
れ
て

　　大
館
市
・
玉
林
寺
寺
族

桑  
名  

佳  

子

ぎ
ょ
く
り
ん  

じ

く
わ

な

よ
し

こ

梅
花
流
詠
讃
歌
で
つ
づ
る
大
本
山
總
持
寺
開
山
太
祖
瑩
山
紹
瑾
禅
師
の
御
生
涯

『  

常  

済  

の  

光  

』

じ
ょ
う

さ
い

ひ
か
り

こ
こ
に
い
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
た
の
で
す
。

　こ
の
「
常
済
の
光
」
を
お
創
り
に
な
ら
れ
た
方
丈
様
に

初
め
て
法
具
の
解
き
方
か
ら
ご
指
導
い
た
だ
い
た
こ
と
、

今
ま
で
ご
指
導
い
た
だ
い
た
諸
先
生
方
や
い
つ
も
一
緒
に

楽
し
く
お
稽
古
し
て
下
さ
る
お
仲
間
達
、
私
の
拙
い
指
導

を
楽
し
み
に
集
ま
っ
て
下
さ
る
講
員
さ
ん
達
な
ど
、
数
々

の
ご
縁
に
支
え
ら
れ
て
梅
花
流
を
続
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

に
改
め
て
感
謝
の
念
が
溢
れ
ま
し
た
。

　瑩
山
様
が
生
涯
を
か
け
て
ご
尽
力
な
さ
っ
た
仏
の
教
え

を
広
め
る
こ
と
を
、
微
力
な
が
ら
私
も
梅
花
流
を
通
し
て

実
践
し
て
参
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
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　【
毎
週
土
曜
日
に
テ
ー
プ
が
更
新
さ
れ
ま
す
】

〜

テ

レ

ホ

ン

梅

花

〜

◎ 

平
成
六
（
一
九
九
四
）
年
発
行
の
「
同
行
」
第
九
号
か
ら
掲
載
が

始
ま
り
、
約
三
十
年
間
お
届
け
し
て
参
り
ま
し
た
テ
レ
ホ
ン
梅
花

も
、
大
変
残
念
で
す
が
今
年
十
月
い
っ
ぱ
い
を
以
っ
て
終
了
と
な

り
ま
す
。
柴
田
先
生
、
長
い
間
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

柴
田
弘
一
正
伝
師
範
の
貴
重
な
お
唱
え
、
ど
う
ぞ
じ
っ
く
り
ご
堪

能
く
だ
さ
い
！

【
令 

和 

六 

年
】

◆
七
　
月
　
　
六
日
　
開
山
忌
（
和
讃
）

　
　
　
　
　
十
三
日
　
真
清
水

　
　
　
　
　
二
十
日
　
影
　
向
（
和
讃
）

　
　
　
　
二
十
七
日
　
伝
　
光

◆
八
　
月
　
　
三
日
　
盂
蘭
盆
会
（
和
讃
）

　
　
　
　
　
　
十
日
　
新
亡
精
霊
（
和
讃
）

　
　
　
　
　
十
七
日
　
平
和
祈
念
（
和
讃
）

　
　
　
　
二
十
四
日
　
道
心
利
行
（
和
讃
）

　
　
　
　
三
十
一
日
　
同
　
行
（
和
讃
）

◆
九
　
月
　
　
七
日
　
讃
　
仰
（
高
祖
・
和
讃
）

　
　
　
　
　
十
四
日
　
讃
　
仰
（
高
祖
・
和
讃
）

　
　
　
　
二
十
一
日
　
法
　
灯
（
太
祖
）

　
　
　
　
二
十
八
日
　
法
　
灯
（
高
祖
）

◆
十
　
月
　
　
五
日
　
報
　
謝
（
和
讃
）

　
　
　
　
　
十
二
日
　
道
　
交

　
　
　
　
　
十
九
日
　
伝
　
心

　
　
　
　
二
十
六
日
　
浄
　
心

〒018-0604  由利本荘市西目町沼田字敷森27  円通寺（近藤） ☎0184-33-3049
投稿・感想等々、大歓迎です！

　大
変
お
待
た
せ
い
た
し
ま
し
た
。
昨
年
十
二
月

以
来
、
皆
様
の
お
手
元
に
よ
う
や
く
の
お
届
け
と

な
り
ま
す
（
涙
汗
）
お
忙
し
い
中
ご
寄
稿
く
だ

さ
っ
た
方
々
に
は
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　テ
レ
ホ
ン
梅
花
終
了
は
同
行
に
と
っ
て
一
大
事

で
あ
り
ま
す
（
涙
）
柴
田
先
生
御
本
人
に
よ
る
音

源
、
そ
の
都
度
吹
き
込
み
更
新
さ
れ
実
は
記
録
と

し
て
残
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
一
期
一
会
の
お
唱

え
、
十
月
ま
で
味
わ
っ
て
拝
聴
し
ま
し
ょ
う
！

　同
行
に
新
風
四
コ
マ
登
場
！
ね
こ
と
梅
花
の
出

会
い
、
今
後
の
展
開
が
気
に
な
り
ま
す
ね
。
読
者

皆
様
に
ほ
っ
こ
り
笑
顔
の
ひ
と
時
を
お
届
け
で
き

た
ら
幸
い
で
す
！
　
　
　
　
　
　
　
　 

（
俊
彦
）

〜 

編  

集  

後  

記 

〜


