
・
私
達
は
梅
花
流
詠
讃
歌
を
通
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
正
し
い
信
仰
に
生
き
ま
す
。

・
私
達
は
梅
花
流
詠
讃
歌
を
通
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
仲
よ
い
生
活
を
い
た
し
ま
す
。

・
私
達
は
梅
花
流
詠
讃
歌
を
通
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
明
る
い
世
の
中
を
つ
く
り
ま
す
。

お誓い

　

明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

年
が
改
ま
り
ま
す
と
、
水
の
音
も
空
の
青
さ
も
万
物
が
新
鮮
に
感
じ

ら
れ
ま
す
。
高
祖
さ
ま
は
、
峰
の
色
谷
の
響
き
も
み
な
な
が
ら
、
我

が
釈
迦
牟
尼
の
声
と
姿
と
、
と
詠
じ
て
お
ら
れ
ま
す
。
全
て
の
事
象

は
真
理
を
説
い
て
止
む
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
同
じ
く
梅
樹
の
開
花

落
葉
も
真
如
の
相
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

香
里
に
集
う
皆
さ
ん
は
梅
花
流
詠
讃
歌
を
通
し
て
、
正
し
い
信
仰

に
生
き
ま
す
、
仲
良
き
生
活
を
し
ま
す
、
明
る
い
世
の
中
を
つ
く
り

ま
す
、
と
お
誓
い
を
し
て
い
る
訳
で
す
。
姿
勢
を
正
し
作
法
に
則
り

詠
唱
を
し
て
い
る
事
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
清
ら
か
な
身
心
を
養
う
修

行
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
師
範
詠
範
の
指
導
の
も
と
に
、
梅
花
流
の
詠

道
に
ご
精
進
さ
れ
ま
す
こ
と
を
願
い
言
葉
と
致
し
ま
す
。

梅
花
新
聞�【
香
里
】

第
39
号

題
字	

管
長
福
山
諦
法
禅
師

発
行
者　

釜
田　
　

隆
文

発
行
所　

曹
洞
宗
宗
務
庁

企
画
編
集　

伝
道
部
詠
道
課
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五
月
十
八
日
（
水
）・
十
九
日
（
木
）

の
両
日
、
平
成
二
十
八
年
度
梅
花
流
全

国
奉
詠
大
会
が
富
山
市
総
合
体
育
館
で

開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

二
日
間
で
約
八
〇
〇
〇
人
の
参
加
者

を
集
め
、
本
年
四
月
に
発
生
し
た
熊
本

地
震
を
は
じ
め
、
近
年
相
次
ぐ
自
然
災

害
の
被
災
物
故
者
を
追
悼
す
る
法
要
も

営
ま
れ
ま
し
た
。

入
場
・
オ
ー
プ
ニ
ン
グ

　

定
刻
と
な
り
、
大
梵
鐘
が
鳴
り
響
く

中
、
大
会
の
幕
が
開
き
ま
し
た
。

　

横
井
真
之
伝
道
部
長
が
声
高
ら
か
に

開
会
を
宣
言
し
、
続
い
て
地
元
富
山
県

内
在
住
の
幼
稚
園
児
に
よ
る
献
灯
献
花

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

第
一
部　

開
会
式
・
法
要

　

開
会
式
に
移
り
、
会
場
内
の
全
員
で

「
三
宝
御
和
讃
」
を
お
唱
え
す
る
中
、

大
会
総
裁
・
曹
洞
宗
管
長
福
山
諦
法
禅

師
が
入
堂
さ
れ
、
記
念
法
要
が
執
り
行

わ
れ
ま
し
た
。
今
大
会
で
は
引
き
続
き

「
自
然
災
害
並
び
に
熊
本
地
震
被
災
物

故
者
追
悼
法
要
」
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
会
場
の
参
加
者
と
の
相
見

の
拝
が
行
わ
れ
、「
高
祖
道
元
禅
師
も

好
ま
れ
た
梅
の
花
は
、
仏
道
に
咲
い
た

美
し
い
花
な
の
で
あ
り
ま
す
。
私
た
ち

も
こ
の
花
の
よ
う
に
凛
と
し
た
生
き
方

を
し
ま
し
ょ
う
。
移
り
変
わ
る
世
の
中

で
、
一
日
一
日
を
大
切
に
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
」
と
の
ご
垂
示
が
あ
り
ま

し
た
。

第
二
部
　
式
典

　

大
会
長
の
釜
田
隆
文
宗
務
総
長
が
式

辞
を
述
べ
、
続
い
て
開
催
地
で
あ
る
富

山
県
宗
務
所
の
伍
香
修
道
宗
務
所
長
が

歓
迎
の
意
を
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　

最
後
に
、
挙
唱
司
と
会
場
の
参
加
者

全
員
に
よ
り
「
お
誓
い
」
が
唱
和
さ
れ

ま
し
た
。
挙
唱
司
は
、
一
日
目
が
富
山

県
長
興
寺
梅
花
講
の
松
倉
喜
好
さ
ん
、

牧
野
美
香
子
さ
ん
、
貞
昌
寺
梅
花
講
の

松
里
律
子
さ
ん
、
二
日
目
が
報
恩
寺
梅

花
講
の
野
﨑
美
智
子
さ
ん
、
龍
光
寺
梅

梅
花
流
全
国
奉
詠
大
会

平
成
二
十
八
年
度

（
平
成
二
十
八
年
五
月
十
八
日
・
十
九
日
　
富
山
市
総
合
体
育
館
）
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花
講
の
佐
伯
ハ
ナ
子
さ
ん
、
佐
伯
照
代

子
さ
ん
が
務
め
ら
れ
ま
し
た
。

第
三
部
　
登
壇
奉
詠

　

今
回
は
希
望
者
全
員
で
の
登
壇
奉
詠

と
な
り
ま
し
た
。

　

多
い
組
で
四
〇
〇
名
を
越
え
る
登
壇

と
な
り
ま
し
た
が
、
一
糸
乱
れ
ぬ
お
作

法
で
、厳
か
に
奉
詠
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
奉
詠
の
合
間
に
は
各
宗
務
所
か

ら
の
個
性
あ
ふ
れ
る
暖
か
な
応
援
メ
ッ

セ
ー
ジ
が
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
し
出
さ
れ

ま
し
た
。

　

お
昼
の
休
憩
で
は
、
金
子
清
学
総
務

部
長
の
呼
び
か
け
に
よ
り
曹
洞
宗
義
援

金
の
勧
募
が
行
わ
れ
、
続
い
て
富
山
市

市
長
の
森
雅
志
さ
ま
よ
り
参
加
者
に
対

し
歓
迎
の
ご
挨
拶
が
あ
り
ま
し
た
。

第
四
部
　
清
興

　

今
回
の
清
興
は
、
富
山
県
を
代
表
す

る
伝
統
芸
能
で
あ
る
「
越
中
八
尾
お
わ

ら
節
」
が
披
露
さ
れ
ま
し
た
。

　

僧
侶
に
よ
り
灯
さ
れ
た
ろ
う
そ
く
が

並
ぶ
ス
テ
ー
ジ
上
に
踊
り
手
た
ち
が
現

れ
、
哀
愁
漂
う
演
奏
と
艶
や
か
な
舞
で

観
客
を
魅
了
し
ま
し
た
。

第
五
部
　
閉
会
式

　

閉
会
式
に
あ
た
り
、
詠
讃
師
に
よ
る

「
坐
禅
御
詠
歌
（
浄
心
）」
の
独
詠
の
な

か
、
参
加
者
一
同
椅
子
坐
禅
を
行
い
ま

し
た
。
続
い
て
副
大
会
長
の
横
井
伝
道

部
長
よ
り
本
大
会
に
参
加
い
た
だ
い
た

講
員
の
皆
さ
ま
と
関
係
者
へ
の
御
礼
の

ご
挨
拶
が
あ
り
、
あ
わ
せ
て
次
回
の
開

催
地
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

　

最
後
は
恒
例
と
な
っ
た
参
加
者
全
員

に
よ
る
「
ま
ご
こ
ろ
に
生
き
る
」
の
大

合
唱
で
し
た
。
今
回
は
特
別
に
講
員
の

皆
さ
ん
に
よ
る
コ
ー
ラ
ス
隊
が
編
成
さ

れ
、
舞
台
上
で
合
唱
を
リ
ー
ド
し
て

フ
ィ
ナ
ー
レ
に
花
を
添
え
ま
し
た
。

　

次
回
は
梅
花
流
創
立
六
十
五
周
年
を

迎
え
ま
す
。
梅
花
流
の
原
点
で
あ
る
大

本
山
永
平
寺
で
日
頃
の
詠
道
の
成
果
を

披
露
し
て
い
た
だ
け
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

⑶		梅花新聞　第 39 号	 香　里	 2017（平成 29）年 1月 22 日



梅
花
流
は
今
年
創
立
六
十
五
周
年
を
迎
え
ま
す
。

五
月
に
記
念
大
会
が
開
催
さ
れ
ま
す
が
、
五
十
年
前
に
同
じ

く
大
本
山
永
平
寺
を
会
場
に
梅
花
流
創
立
十
五
周
年
記
念

奉
讃
大
会
が
開
催
さ
れ
た
こ
と
は
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。

当
時
の
様
子
を
梅
花
流
正
伝
師
範
の
笹
川
亮
宣
先
生
に
伺
い

ま
し
た
。当

時
の
梅
花
流
の
様
子
を
教
え
て

い
た
だ
け
ま
す
か
？

　

師
範
、
詠
範
、
一
般
講
員
さ
ん
、
本
当
に
真
剣
に
梅
花
に

と
り
く
ま
れ
た
時
代
で
す
。
今
の
よ
う
に
た
く
さ
ん
の
曲
が

あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
で
す
が
・
・
夢
中
で
し
た
。

　

戦
後
の
辛
苦
を
か
か
え
、
梅
花
の
世
界
に
取
り
つ
か
れ
た

よ
う
に
お
も
い
ま
す
。

　

此
の
頃
は
、
師
範
も
少
な
く
曲
を
覚
え
る
の
に
必
死
で
、

み
な
さ
ん
夢
中
で
お
稽
古
し
た
時
代
で
す
。
時
に
は
、
昼
、
夜

問
わ
ず
「
今
、
稽
古
し
て
い
る
の
で
す
が
こ
こ
の
と
こ
ろ
が
わ

か
ら
な
い
の
で
、
教
え
て
下
さ
い
」
と
、
電
話
が
か
か
り
、
受

話
器
ご
し
に
お
唱
え
し
て
ご
指
導
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

永
平
寺
で
の
大
会
は
ど
の
よ
う
な
様
子
で
し
た
か
？

　

永
平
寺
の
法
堂
が
人
、
人
、
人
、
で
は
み
出
る
ほ
ど
で
し

た
。
あ
ま
り
に
も
大
勢

で
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。

　

二
日
間
に
わ
た
る
大

会
で
し
た
か
ら
、
朝
課
の

と
き
も
座
る
場
所
の
な
い

ほ
ど
い
っ
ぱ
い
の
人
で
、

こ
ん
な
に
梅
花
が
伸
び

た
の
か
と
驚
き
ま
し
た
。

　

私
は
大
会
の
度
に
詠
讃

師
を
命
じ
ら
れ
ま
し
た
。

管
長
さ
ま
、
禅
師
さ
ま
を

は
じ
め
大
勢
の
前
で
大
変

「
永
平
寺
で
の

お
唱
え
」

緊
張
い
た
し
ま
し
た
が
、
一
生
懸

命
つ
と
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
あ

り
が
た
い
こ
と
で
し
た
。

　

強
烈
な
印
象
と
し
て
今
で
も

は
っ
き
り
残
っ
て
い
ま
す
の
は

永
平
寺
貫
首
熊
沢
禅
師
さ
ま
が
、

お
山
い
っ
ぱ
い
に
聖
号
が
響
き

わ
た
る
中
、
小
ぶ
り
の
梅
の
枝

を
胸
に
携
え
て
入
堂
さ
れ
て
こ

ら
れ
た
お
姿
で
す
。
み
な
さ
ん

禅
師
さ
ま
の
お
姿
を
一
目
で
も
・・
と
感
激
の
ご
様
子
で
し
た
。

来
年
は
福
井
県
・
大
本
山
永
平
寺
に
て
六
十
五
周

年
大
会
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
梅
花
流
に
励
む
皆
さ

ん
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
！

　

私
も
元
気
で
あ
れ
ば
永
平
寺
ま
で
飛
ん
で
い
き
た
い
で
す
。

　

詠
讃
歌
の
言
葉
は
、
仏
さ
ま
の
お
し
え
で
す
。
み
ん
な
お

寺
に
集
ま
っ
て
、
人
数
の
大
小
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
か
よ
く

和
や
か
に
仏
さ
ま
の
教
え
に
親
し
ん
で
い
く
よ
う
お
努
め
く

だ
さ
い
。
心
穏
や
か
な
素
晴
ら
し
い
世
界
で
、
平
和
な
生
活

が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　

私
は
九
十
二
歳
に
な
り
ま
す
が
、
若
い
時
に
覚
え
た
曲
は

年
を
と
っ
て
も
自
然
に
出
て

き
ま
す
。

　

一
生
懸
命
お
稽
古
し
た
時

の
こ
と
、
楽
し
か
っ
た
こ
と
、

全
国
大
会
に
行
っ
た
と
き
の

こ
と
な
ど
い
ろ
い
ろ
思
い
出

し
た
り
し
て
い
る
と
、
楽
し

い
ひ
と
時
で
す
。

　

仏
命
を
頂
い
て
い
る
間
、

力
の
限
り
お
唱
え
し
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
み
な
さ

ん
も
頑
張
り
ま
し
ょ
う
。

東
京
都
観
音
庵

正
伝
師
範　

笹
川 
亮
宣

梅の枝を持たれた熊沢禅師さま。手前には若き日の宮崎禅師さまのお姿が

大勢の方が永平寺に集まりました。

お唱えをされる笹川先生（右）

ばいかくん
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り
ま
す
。
競
争
が
な
く
な
り
、
体
と
心
が

穏
や
か
に
な
る
音
楽
―
音
楽
の
坐
禅
で
す
。

　

二
〇
一
一
年
に
は
山
形
県
第
三
宗
務
所

の
奉
詠
大
会
に
、
二
〇
一
二
年
に
は
梅
花

流
創
立
六
十
周
年
記
念
奉
讃
大
会
に
参

加
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
梅
花
流

の
修
行
を
す
る
沢
山
の
人
々
と
一
緒
に
居

る
こ
と
が
で
き
本
当
に
嬉
し
か
っ
た
！
他

の
参
加
者
と
肌
の
色
が
違
う
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
仲
間
と
し
て
気
持
ち
良
く
受

け
い
れ
ら
れ
て
い
る
と
感
じ
ま
し
た
。

　

私
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
は
相
変
わ
ら
ず

小
さ
く
、
練
習
の
た
め
の
集
会
は
最
低

月
に
一
回
に
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で

も
し
っ
か
り
、
お
釈
迦
さ
ま
、
道
元
禅
師
、

瑩
山
禅
師
の
教
え
を
喜
び
の
心
で
お
唱

え
す
る
た
め
に
集
い
ま
す
。
人
の
心
へ
呼

び
か
け
る
こ
の
歌
を
も
っ
と
広
く
知
ら
せ

る
た
め
に
も
私
た
ち
は
が
ん
ば
り
ま
す
。

　

梅
花
流
で
出
会
っ
た
先
生
方
か
ら
受

け
た
教
え
と
愛
情
に
心
か
ら
感
謝
し
ま

す
。�

合
掌

�

I
s
s
h
i
n�

H
a
v
e
n
s
�

�

ヘ
ブ
ン
ス
一
心

　
両
大
本
山
で
の
檀
信
徒
講
習
会
、

国
内
外
の
梅
花
ニ
ュ
ー
ス
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

深
山
幽
谷
の
凜
と
し
た
空
気
の
中
、
総

勢
五
十
三
名
の
受
講
者
の
方
々
が
講
習
に

励
ま
れ
ま
し
た
。

　

今
回
は
特
別
に
、
山
門
に
て
『
渓
声
』・

法
堂
に
て
『
紫
雲
（
高
祖
）』
を
お
唱
え

す
る
と
い
う
貴
重
な
経
験
が
得
ら
れ
ま

し
た
。

　

総
勢
八
十
七
名
の
受
講
者
の
方
々
が

集
ま
り
、熱
心
に
講
習
に
励
ま
れ
ま
し
た
。

　

和
や
か
な
雰
囲
気
の
中
お
唱
え
を
学

び
、
最
後
の
時
間
に
は
大
祖
堂
に
て
『
紫

雲
（
太
祖
）』
を
献
詠
し
ま
し
た
。

【
大
本
山
永
平
寺
】

（
平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日
～
二
日
）

【
大
本
山
總
持
寺
】

（
平
成
二
十
八
年

十
一
月
二
十
八
日
～
二
十
九
日
）

【
ポ
ル
ト
・
ア
レ
グ
レ
の
梅
花
流
に
つ
い
て
―
ブ
ラ
ジ
ル
か
ら
の
お
便
り
―
】

【
奈
良
東
大
寺
で
奉
詠
大
会
開
催
】

　

サ
ン
・
パ
ウ
ロ
市
の
佛
心
寺
で
禅
の
修

行
を
始
め
た
こ
ろ
、
禅
に
音
楽
ス
タ
イ
ル

が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
驚
き
ま
し
た
！
西

洋
で
読
ん
だ
本
に
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
私
に
は
新
し
い
発

見
で
し
た
。

　

実
際
に
梅
花
流
の
グ
ル
ー
プ
が
法
要
で

お
唱
え
し
て
い
る
の
を
拝
見
し
て
、
幸
せ

な
気
分
に
な
り
、
ベ
ス
ト
を
尽
く
し
て
こ

の
音
楽
を
ブ
ラ
ジ
ル
に
持
っ
て
行
き
た
い

と
思
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
ポ
ル
ト
・
ア
レ
グ
レ
に
移
り
、

サ
ン
ガ
「
慈
水
」（
Ｊ
ｉ
ｓ
ｕ
ｉ
）
で
梅

花
流
の
勉
強
会
を
始
め
ま
し
た
。
月
に
一

回
、参
加
者
三
名
、法
具
二
組
で
の
ス
タ
ー

ト
で
し
た
。
所
作
の
練
習
も
必
要
で
あ
る

た
め
、
メ
ン
バ
ー
の
一
人
が
建
築
材
店
で

見
付
け
た
道
具
で
代
用
し
ま
し
た
。

　

メ
ン
バ
ー
た
ち
は
、
梅
花
流
が
音
楽
と

し
て
、
ま
た
禅
の
修
行
の
一
つ
と
し
て
、
と

て
も
特
別
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。

声
が
綺
麗
で
あ
る
と
か
、
音
痴
で
あ
る
と

か
関
係
な
く
、
心
で
歌
い
喜
び
を
感
じ
ま

す
。
メ
ン
バ
ー
た
ち
の
中
で
調
和
が
広
が

　

十
一
月
十
日
に
奈
良
市
の
華
厳
宗
東
大
寺
大
仏
殿
内
に

て
兵
庫
県
第
一
宗
務
所
主
催
平
成
二
十
八
年
度
梅
花
流
地

方
奉
詠
大
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

五
百
名
を
超
え
る
講
員
さ
ん
が
参
加
さ
れ
、
前
日
ま
で

小
雨
交
じ
り
だ
っ
た
天
気
も
当
日
は
晴
れ
間
が
出
る
ぐ
ら

い
に
な
り
、
梅
花
流
を
大
仏
様
が
迎
え
入
れ
て
く
だ
さ
っ

た
よ
う
で
し
た
。

　

東
大
寺
の
入
り
口
で
あ
る
南
大
門
か
ら
中
門
、
大
仏
殿
内

ま
で
は
聖
号
（「
釈
迦
牟
尼
仏
」
か
ら
「
廬
舎
那
仏
」
に
変
更
）

を
お
唱
え
し
な
が
ら
歩
き
、
大
仏
様
（
廬
舎
那
仏
）
が
お
座

り
に
な
ら
れ
て
い
る
高
さ
二・五
メ
ー
ト
ル
の
須
弥
壇
に
参

加
者
全
員
が
登
壇
し
『
紫
雲
』・『
高
嶺
』
を
献
詠
し
ま
し
た
。

　

大
仏
様
の
間
近
で
お
唱
え
さ
れ
た
講
員
さ
ん
の
中
に
は

お
唱
え
し
な
が
ら
歓
喜
の
涙
を
浮
か
べ
て
い
る
方
、
声
を

震
わ
せ
て
い
る
方
な
ど
が
み
ら
れ
、
皆
さ
ん
練
習
し
た
梅

花
流
の
御
詠
歌
と
気
持
ち
を

精
一
杯
、
声
に
乗
せ
て
献
詠
さ

れ
て
い
ま
し
た
。

◀�山門にて、仏殿・法堂を仰ぎ『渓声』
をお唱えしました。

▲�法堂にて厳かに開講式が行われました。

▲�朝課（朝のお勤め）にてご焼香させてい
ただきました。

◀法堂にて『紫雲』を献詠。

◀穏やかな雰囲気の講習

◀大祖堂にて『紫雲』を献詠。

ば
い
か
く
ん
ニ
ュ
ー
ス

講習風景

▼大仏様の足元で献詠

間に合わせのセット

▲『聖号』をお唱えしながら大仏殿へ
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宗
務
総
長
…

は
じ
め
ま
し

て
、
曹
洞
宗
宗

務
総
長
を
つ
と

め
て
お
り
ま
す

釜
田
隆
文
と
申

し
ま
す
。

ど
う
ぞ
よ
ろ

し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

伝
道
部
長
…

伝
道
部
長
の

渡
部
卓
史
で
ご

ざ
い
ま
す
。

こ
の
た
び
は
梅
花
流
の
新
曲
を
お
つ
く
り
い
た
だ

き
、
ま
た
梅
花
創
立
六
十
五
周
年
記
念
奉
讃
大
会

に
て
ご
出
演
、
発
表
を
し
て
い
た
だ
く
運
び
と
な
り

ま
し
た
。
ま
こ
と
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

南
さ
ん
…
…

こ
ち
ら
こ
そ
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

宗
務
総
長
…

南
さ
ん
に
は
平
成
十
八
年
度
大
会
に
ご
出
演
、

そ
の
際
に
「
ま
ご
こ
ろ
に
生
き
る
」
を
お
つ
く
り

い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
や
み
な
さ
ん
の
心
の
な
か

に
ふ
つ
ふ
つ
と
い
き
づ
き
歌
わ
れ
て
お
り
、
本
当

に
い
い
歌
を
お
つ
く
り
い
た
だ
い
た
と
思
っ
て
お

り
ま
す
。

南
さ
ん
…
…

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

私
も
曹
洞
宗
の
お
寺
の
息
子
と
し
て
生
ま
れ
た

お
陰
で
、
父
の
木
魚
の
音
や
リ
ズ
ム
、
お
線
香
の

匂
い
、
本
堂
で
の
か
く
れ
ん
ぼ
等
々
、
お
寺
の
雰

囲
気
す
べ
て
が
、
私
に
と
っ
て
の
日
常
で
し
た
。

歌
の
ご
依
頼
が
あ
っ
た
時
は
、
仏
さ
ま
の
ご
縁

か
な
と
思
い
感
謝
の
念
を
覚
え
ま
し
た
。

宗
務
総
長
…

や
は
り
仏
縁
を
お
持
ち
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
ね
。

南
さ
ん
…
…

仏
縁
と
い
う
の
は
す
ご
く
感
じ
ま
す
ね
。

伝
道
部
長
…

今
回
の
新
曲
を
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
で
お
つ
く

り
に
な
ら
れ
た
の
か
お
聞
か
せ
い
た
だ
け
ま
す

か
。

南
さ
ん
…
…

人
は
奇
跡
的
に
こ
の
世
に
生
を
受
け
、
そ
れ
ぞ

れ
の
道
を
歩
ん
で
行
き
ま
す
。
が
、
平
坦
な
道
は

あ
り
ま
せ
ん
。あ
る
時
は
石
こ
ろ
の
坂
道
を
登
り
、

あ
る
時
は
激
し
い
雨
に
打
た
れ
、
苦
し
い
思
い
を

し
な
が
ら
、
気
が
つ
け
ば
そ
の
日
が
暮
れ
て
い
き

ま
す
。
そ
ん
な
日
々
の
中
で
、
朝
露
の
美
し
さ
に

目
を
奪
わ
れ
た
り
、
そ
の
露
が
消
え
て
ゆ
く
儚
さ

に
虚
し
さ
を
感
じ
た
り
、
は
た
ま
た
さ
さ
い
な
事

で
他
人
を
妬
ん
だ
り
、
自
己
嫌
悪
に
落
ち
入
っ
た

り
と
…

人
は
本
当
に
大
変
で
す
ね
。
だ
か
ら
愛
お
し
い

ん
で
す
ね
。

ち
ょ
っ
と
長
く
な
り
ま
し
た
が
、
全
て
こ
の
身

の
ま
ま
に
、
あ
る
が
ま
ま
に
と
い
う
思
い
を
込
め

て
作
っ
た
歌
で
す
。

対　　談
伝
道
部
長

渡
部
卓
史

宗
務
総
長

釜
田
隆
文

シ
ン
ガ
ー
ソ
ン
グ
ラ
イ
タ
ー

南
　
こ
う
せ
つ

�
南
こ
う
せ
つ
さ
ん
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

梅
花
流
へ
の
思
い

　
こ
の
度
、
南
こ
う
せ
つ
さ
ん
と
の
特
別
対
談
が
実
現
し
、
梅
花
流
創
立
六
十
五
周
年
記
念
奉
讃
大

会
に
て
発
表
さ
れ
る
新
曲
に
込
め
ら
れ
た
思
い
、
梅
花
流
へ
の
思
い
を
伺
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
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伝
道
部
長
…

梅
花
流
は
「
お
誓
い
」
を
お
唱
え
の
前
に
い
た

し
ま
す
。
そ
の
中
に
も
掲
げ
て
お
り
ま
す
が
梅
花

流
は
信
仰
を
ま
ず
拠
り
所
と
し
て
お
り
ま
す
。
梅

花
流
に
対
し
て
南
さ
ん
の
お
気
持
ち
を
お
聞
か
せ

い
た
だ
け
ま
す
か
。

南
さ
ん
…
…

そ
う
で
す
ね
。
人
間
が
本
来
持
っ
て
い
る
命
の

波
動
と
言
う
ん
で
す
か
ね
。そ
れ
を
感
じ
ま
し
た
。

こ
の
国
の
自
然
を
愛
で
、
四
季
折
々
の
情
緒
を
歌

う
“
梅
花
流
”
は
素
敵
な
声
明
で
す
ね
。
今
や
世

界
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
な
っ
て
、
せ
わ
し
な
く
動

い
て
い
ま
す
。
国
も
民
族
も
宗
教
も
関
係
な
く
、

経
済
活
動
の
う
ね
り
に
呑
み
込
ま
れ
て
い
く
様
を

見
聞
き
す
る
度
に
、
悲
し
く
な
り
ま
す
。
日
々
の

暮
ら
し
に
お
い
て
、
人
間
が
そ
の
暮
ら
し
の
真
ん

中
に
い
る
の
だ
ろ
う
か
?
も
っ
と
人
と
人
が
感
じ

合
い
、
触
れ
合
っ
て
こ
そ
、
本
当
の
幸
せ
に
辿
り

着
け
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

梅
花
流
の
歌
に
は
、
そ
の
答
え
と
な
る
大
切
な

想
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

伝
道
部
長
…

記
念
奉
讃
大
会
に
は
多
く
の
方
が
集
ま
り
ま

す
。
そ
こ
で
新
曲
を
お
聴
か
せ
い
た
だ
く
の
は
本

当
に
楽
し
み
で
あ
り
ま
す
が
、
来
年
の
会
場
に
来

ら
れ
な
い
方
の
中
に
も
毎
日
梅
花
流
に
励
ん
で
お

ら
れ
る
方
も
大
勢
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
南
さ
ん

か
ら
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
い
た
だ
け
ま
す
か
。

南
さ
ん
…
…

皆
さ
ま
と
一
緒
に
新
曲
を
歌
え
る
事
を
、
心
か

ら
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

忙
し
い
毎
日
の
中
で
、
一
瞬
で
も
目
を
閉
じ
自

分
の
い
の
ち
と
向
き
合
っ
て
祈
り
ま
し
ょ
う
。　

　

き
っ
と
仏
さ
ま
の
歌
が
聞
こ
え
て
き
ま
す
。	

宗
務
総
長
…

南
さ
ん
の
今
お
話
に
な
ら
れ
た
仏
縁
を
感
じ
て

お
ら
れ
る
心
が
そ
の
ま
ま
こ
の
新
曲
に
出
て
き
て

い
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
新
曲
を
全
国
の
梅
花
講

員
が
声
高
ら
か
に
歌
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
梅
花
が

ま
す
ま
す
発
展
す
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

総
長
・
部
長
…

　

本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

1949 年、大分に生まれる。
1970 年からバンド「かぐや姫」で活躍。
その独特の音楽性とバイタリティで、創世期
のフォークミュージックシーンに強烈なイン
パクトを与えた。「神田川」「赤ちょうちん」「妹」
等、ミリオンセラーを数多く発表。
1975 年 、かぐや姫解散後も「夏の少女」「夢
一夜」等のヒット作品を発表、深夜放送など
でもそのユニークなキャラクターと巧みな語
り口で人気パーソナリティーとなる。
　また、日本人として初の武道館ワンマン公
演を成功させ、1981 年より「南こうせつサ
マーピクニック」、1986 年より、新しい原爆

養護ホーム建設を目的とした「広島ピースコ
ンサート」、1992 年からは音楽を通し減少
しつつある都会の緑の大切さをメッセージす
る“自然”とのふれ合いコンサート「GREEN 
PARADISE」を開催するなど勢力的に活動を
展開する。
　デビュー以来、コンサート活動をベースに
多くの支持を得てきたが、近年その活動領域
は多方面へと広がりをみせ、アーティストと
してだけでなく一生活人として時代を見据え
る彼の姿勢は大地に根ざした独自のライフス
タイルと共に多くの共感と支持を得ている。

プ ロ フ ィ ー ル …………………………………………
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今
回
の
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
レ
ッ
ス
ン
は
来
年
度
の
記
念
奉
讃

大
会
で
の
献
詠
曲
で
も
あ
る
「
大
本
山
永
平
寺
第
一
番
御
詠

歌
（
渓
声
）」
で
す
。

◦
渡
部
卓
史
伝
道
部
長
就
任

　

昨
年
十
月
、
第
二
次
釜
田
内
局
伝
道
部
長
を
拝
命
し
ま
し
た
渡

部
卓
史
（
島
根
県
神
光
寺
）
で
す
。
今
年
は
梅
花
流
創
立
六
十
五

周
年
を
迎
え
、
大
本
山
永
平
寺
に
お
い
て
献
詠
、
サ
ン
ド
ー
ム
福

井
に
お
い
て
記
念
式
典
を
行
い
ま
す
。
伝
道
部
詠
道
課
一
同
、
一

丸
と
な
っ
て
素
晴
ら
し
い
大
会
と
な
る
よ
う
頑
張
り
ま
す
。
ど
う

ぞ
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
合
掌

◦
Ｃ
Ｄ
『
追
慕
』
製
作
中

　

梅
花
流
創
立
六
五
周
年
記
念
奉
讃
大
会
の
記
念
事
業
と
し
て
、
Ｃ
Ｄ
『
追
慕
』

の
発
表
を
企
画
し
て
お
り
ま
す
。
尺
八
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
よ
る
カ
ラ
オ
ケ
版
と
な
る

予
定
で
す
。

　
【
収
録
予
定
曲
】『
追
善
供
養
御
和
讃
』『
追
善
供
養
御
詠
歌
（
妙
鐘
）』『
無
常
御
和
讃
』『
無
常
御

詠
歌
（
月
影
）』『
報
恩
供
養
御
和
讃
』『
報
恩
供
養
御
詠
歌
（
澄
心
）』『
追
弔
御
和
讃
』『
新
亡
精
霊

供
養
御
和
讃
』『
盂
蘭
盆
会
御
和
讃
』『
盂
蘭
盆
会
御
詠
歌
（
迎
火
）』（
予
定
）

◦
檀
信
徒
講
習
会
の
ご
案
内

　

今
年
度
は
檀
信
徒
講
習
会
を
一
泊
二
日
の
日
程
に
て
永
平
寺
・
總
持
寺
の
両
大
本
山
で
開
催
い
た

し
ま
し
た
。
来
年
度
も
同
様
の
形
式
で
開
催
す
る
予
定
で
す
。

　

ご
本
山
で
の
貴
重
な
講
習
会
と
な
り
ま
す
の
で
、
ふ
る
っ
て
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

詳
細
に
関
し
ま
し
て
は
四
月
ご
ろ
の
発
表
と
な
り
ま
す
の
で
、
所
属
の
梅
花
講
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。（
中
教
導
以
上
の
檀
信
徒
講
員
が
対
象
と
な
り
ま
す
）

◦
頒
布
物
に
つ
い
て

◇
梅
花
流
詠
讃
歌
教
典

用
紙
を
越
前
和
紙
に
変
更
。

カ
バ
ー
、
表
紙
の
色
合
い
も
変
更
し
て
お
り
ま
す
。

価
格　

一
八
〇
〇
円
（
税
込
）

◇
夏
用
梅
花
服

夏
用
梅
花
服
の
生
地
を
変
更
い
た
し
ま
し
た
。
従
前
よ
り
明
る
い
色
合
い
で

涼
し
げ
な
風
合
で
す
。
是
非
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

小
・
中
・
大
・
特
大　

各
サ
イ
ズ　

価
格　

八
〇
〇
〇
円
（
税
込
）
特
注
。

サ
イ
ズ
の
作
製
も
承
り
ま
す
。

（
従
前
の
頒
布
品
も
ご
使
用
い
た
だ
け
ま
す
。）

ご
注
文
は
曹
洞
宗
ブ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
ま
で

電
話
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
０
１
２
０-
４
９
８-

９
７
１　

Ｆ
Ａ
Ｘ
０
３-

３
７
６
８-

３
５
６
１

大
本
山
永
平
寺
第
一
番
御
詠
歌
（
渓
声
）

　

渓
声
を
お
唱
え
す
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
念
珠
の
掛
け
替
え
所
作
が
あ
る
こ
と
を

お
忘
れ
な
く
。

　

打
鉦
の
み
で
奉
詠
す
る
曲
で
大
切
な
こ
と
は
、
発
声
と
同
時
に
打
鉦
す
る
こ
と

で
す
。
ま
た
、
ほ
か
の
詠
讃
歌
よ
り
幾
分
強
め
の
打
鉦
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
声

の
不
揃
い
が
矯
正

さ
れ
ま
す
。

　

詠
唱
面
で
は
頭

句
「
み
」
の
ミ
音

に
留
意
。
詠
題
か

ら
お
唱
え
す
る
場

合
は
特
に
気
を
つ

け
ま
し
ょ
う
。

　

曲
中
の
唱
念
「
頭

下
」「
頭
上
」
と
あ

る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ

下
げ
始
め
る
、
上

げ
始
め
る
と
ご
理

解
く
だ
さ
い
。
最

後
の
文
節
「
が
た
ー

と
」
は
転
調
す
る

の
で
十
分
に
留
意

し
て
く
だ
さ
い
。

　

伝
承
曲
の
う
ち

の
一
曲
で
十
分
な

練
成
を
要
し
ま
す
。

梅
花
流
専
門
委
員　

静
岡
県　

然
正
院　

安
田　

光
彰

詠
道
課
だ
よ
り

ワ
ン
ポ
イ
ン
ト

　
レ
ッ
ス
ン

夏用梅花服
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