
二
月
十
五
日
は
お
釈
迦
さ
ま
が
入
滅
さ
れ
た
日
（
涅ね

槃は
ん

会え

）
で
す
。

御
詠
歌
を
お
唱
え
し
て
、
ご
遺
徳
を
偲
び
ま
し
ょ
う
。

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
生く

ら
し活
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

梅
花
新
聞�【
香
里
】

第
42
号

題
字�

管
長
江
川
辰
三
禅
師

発
行
者
　
鬼
生
田
　
俊
英

発
行
所
　
曹
洞
宗
宗
務
庁

企
画
編
集
　
伝
道
部
詠
道
課

　

昭
和
三
四
年
に
久
我
尚
寛
師
範
の
作

詞
、
権
藤
円
立
先
生
の
作
曲
に
よ
り
制

作
さ
れ
ま
し
た
。

　

お
釈
迦
さ
ま
は
八
〇
歳
の
ご
生
涯
を

終
え
ら
れ
て
涅
槃
に
入
ら
れ
ま
す
が
、

そ
の
尊
い
み
す
が
た
は
多
く
の
弟
子
達
の

心
に
映
る
『
法
身
』
と
し
て
、
闇
を
照
ら

す
「
月
」
の
光
に
象
徴
さ
れ
る
『
教
え
』

と
し
て
、
合
掌
・
礼
拝
さ
せ
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。
曲
想
が
示
す
よ
う

に
、
敬
虔
な
ま
ご
こ
ろ
を
捧
げ
て
の
お
唱

え
を
願
っ
て
お
り
ま
す
。

　

梅
花
譜
の
音
階
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
音

と
シ
音
の
音
程
の
箇
所
が
多
く
、
ソ
音
が

あ
り
ま
せ
ん
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　

休
止
符
に
つ
い
て
は
、
半
拍
休
止
が

八
ヵ
所
あ
り
、
首
や
肩
な
ど
の
力
を
抜
い

て
息
を
入
れ
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

呼
吸
の
息
で
あ
り
ま
す
が
、
吸
う
と
い

う
よ
り
は
「
入
れ
る
」
と
い
う
感
覚
が

望
ま
し
い
で
し
ょ
う
。

　

こ
う
し
て
詠
讃
歌
を
学
び
、
お
唱
え

で
き
る
法
縁
の
恵
み
は
、
得
難
く
尊
い
も

の
で
あ
り
ま
す
。
皆
さ
ま
の
ご
精
進
を
祈

念
申
し
上
げ
ま
す
。

梅
花
妙
楽

■
梅
花
新
聞
『
香
里
』
の
編
集
担
当

と
な
り
、
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
を
読
み

返
し
た
。
過
去
の
出
来
事
を
知
る
と

同
時
に
、
梅
花
流
の
発
展
に
多
大
な

功
績
を
残
し
て
き
た
方
々
の
文
章
を

読
む
こ
と
が
で
き
、
な
か
な
か
に
面

白
い
。
ま
た
、
見
知
っ
た
先
生
達
の

若
か
り
し
日
の
写
真
に
出
会
い
、
思

わ
ず
何
度
も
笑
み
が
こ
ぼ
れ
た
。

■
創
刊
は
昭
和
五
六
年
一
月
で
あ

る
。
梅
花
流
が
産
声
を
あ
げ
て
か

ら
二
八
年
の
歳
月
が
過
ぎ
た
頃
だ
。

数
々
の
名
曲
を
作
曲
さ
れ
た
安
田
博

道
正
伝
師
範
が
、
創
立
当
時
を
回
顧

し
て
寄
稿
し
て
い
る
。
半
年
後
の
第

二
号
で
は
、
多
く
の
作
詞
を
担
わ
れ

た
赤
松
月
船
名
誉
師
範
が
、
今
で
言

う
「
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
レ
ッ
ス
ン
」
を

行
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
は
、
毎
年

一
回
発
刊
し
て
き
た
が
、
今
号
よ
り

年
に
二
回
と
な
っ
た
。
こ
れ
を
機
に

紙
面
を
大
幅
に
変
え
て
お
届
け
し
た

が
、
読
み
易
さ
は
い
か
が
か
。

■
創
刊
号
よ
り
編
集
後
記
が
あ
り
、

時
ど
き
の
担
当
者
の
労
苦
が
垣
間
見

え
る
。
し
か
し
、「
編
集
後
記
」
で

は
無
粋
と
思
い
、
タ
イ
ト
ル
を
「
梅

花
妙
楽
」
と
し
た
。
こ
れ
は
、
香
里

第
一
〇
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
信
心
の

ま
ご
こ
ろ
で
お
唱
え
す
れ
ば
、
一
声

一
声
が
梅
花
妙
楽
の
声
と
な
る
」
と

い
う
、丹
羽
廉
芳
禅
師
（
正
伝
師
範
）

の
お
言
葉
か
ら
頂
戴
し
た
。

■
こ
こ
で
は
、
伝
道
部
詠
道
課
の
苦

楽
や
悲
喜
こ
も
ご
も
、
取
材
を
通
し

て
感
じ
た
こ
と
や
お
伝
え
し
た
い
出

来
事
な
ど
を
記
し
て
い
く
予
定
だ
。

ど
う
か
、
こ
の
コ
ラ
ム
も
楽
し
み
に

『
香
里
』
を
末
永
く
ご
愛
顧
い
た
だ

き
た
い
。�

（
詠
道
課
）

⃝法具寄贈のお願い⃝
詠道課では、中古の梅花法具
を収集し自然災害などで被災
された講員や僧堂にお送りし
て活用しています。眠ってい
る法具がありましたら、下記
までご送付ください。
〒105-8544
東京都港区芝2-5-2
伝道部詠道課「中古法具」係
03-5454-5416
※送料はご負担願います。

【お詫び・訂正】
下記発行物に誤りがありました。
謹んでお詫びし、訂正いたします。

国際布教用冊子（英語版）
『Encounter with the Buddha』
24頁  Shōgō  上段五線譜  第三小節
誤「ソ‐ラ‐レ」　　正「ソ‐ラ‐ド」

無
我
の
慈
悲
行�

江え�

川が
わ��

辰し
ん�

三ざ
ん

妙
な
る
梅
花  

降
ら
し
浄
め
ん

梅
花
新
発
～
ば
い
か
あ
ら
た
に
ひ
ら
く
～

曹
洞
宗
管
長

大
本
山
總
持
寺
貫
首

め
る
こ
と
で
す
が
、
わ
れ
わ
れ
仏
様
の
教
え

に
随
順
す
る
者
に
と
っ
て
、
こ
の
行
と
は
「
仏

行
」
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。「
修
行
」
と
は
、

行
住
坐
臥
に
お
い
て
仏
と
し
て
の
行
い
を
実

践
す
る
こ
と
を
指
し
ま
す
。

　

そ
し
て
両
祖
様
は
、
各
自
が
日
々
仏
道
に
徹

し
、
誠
実
に
行
ず
る
こ
と
こ
そ
が
即
ち
慈
悲
行

の
実
践
に
他
な
ら
な
い
と
お
示
し
に
な
り
ま
し

た
。
一
つ
ひ
と
つ
の
行
い
に
よ
っ
て
自
ず
と
周

り
全
体
が
教
化
さ
れ
て
い
く
境
界
で
す
。

　

詠
道
に
お
い
て
は
、
皆
様
が
余
念
を
は
さ

ま
ず
に
至
心
に
お
唱
え
を
実
践
す
る
こ
と
が
、

何
よ
り
も
重
要
で
す
。
そ
の
と
き
に
身
心
は

ま
さ
に
無
我
の
状
態
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ

れ
に
よ
っ
て
、
知
ら
ぬ
間
に
周
り
の
方
々
は

安あ
ん

心じ
ん

に
導
か
れ
、
自
ら
も
法
悦
に
至
り
ま
す
。

こ
れ
こ
そ
、
菩
薩
の
慈
悲
行
に
相
応
し
い
浄

行
で
あ
り
ま
す
。
ど
う
か

今
後
と
も
、
皆
様
相あ

い

和わ

し

て
実
践
に
勤い

そ

し
ん
で
い
た

だ
き
た
い
と
念
願
い
た
し

ま
す
。

　

年
頭
に
あ
た
り
、
皆
様

の
ご
多
祥
と
ご
精
進
を
切

に
お
祈
り
申
し
上
げ
、
ご

挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。

　

平
成
三
十
一
年
（
二
〇
一
九
）
の
新
春
を
謹

ん
で
お
祝
い
申
し
上
げ
、
こ
こ
に
梅
花
講
講

員
の
皆
様
の
ご
多
幸
を
祈
念
い
た
し
ま
す
。

　

旧
年
中
の
宗
門
各
方
面
へ
の
ご
支
援
ご
尽
力

に
、
心
よ
り
敬
意
を
表
し
ま
す
。
本
年
も
お

力
添
え
を
お
寄
せ
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
、
何
卒

よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

昨
年
も
日
本
各
地
に
お
い
て
、
自
然
災
害

に
よ
る
多
く
の
甚
大
な
る
被
害
が
発
生
い
た

し
ま
し
た
。

　

被
災
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
方
々
に
お
見
舞
い

を
申
し
上
げ
る
と
共
に
、
被
災
地
の
速
や
か

な
復
興
を
衷
心
よ
り
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

す
べ
て
の
被
災
地
再
生
へ
の
信
念
を
絶
え
ず

お
互
い
に
共
有
し
、
力
を
合
わ
せ
て
前
に
歩

み
を
進
め
て
参
り
ま
し
ょ
う
。

　

さ
て
、「
修
行
」
と
は
文
字
通
り
行
い
を
修

　

あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

昨
年
十
月
十
六
日
に
宗
務
総
長
に
就

任
し
ま
し
た
鬼
生
田
俊
英
で
す
。
よ
ろ

し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

私
は
、
二
十
代
の
頃
、
梅
花
流
の
持

つ
豊
か
な
表
現
、
深
い
法
悦
感
に
魅
せ

ら
れ
て
梅
花
流
を
始
め
、
昭
和
五
八
年

よ
り
平
成
八
年
ま
で
梅
花
流
特
派
師
範

の
任
を
命
じ
ら
れ
、
全
国
を
巡
回
し
ま

し
た
。
伺
っ
た
先
々
の
会
場
で
は
、
い

つ
も
講
員
の
皆
様
が
作
り
出
す
温
か
い

雰
囲
気
に
包
ま
れ
、
長
旅
の
疲
れ
も
飛

ん
で
い
く
よ
う
で
し
た
。

　

梅
花
流
の
持
つ
親
し
み
や
す
さ
、
和

や
か
さ
と
い
う
特
長
は
、
長
年
に
わ
た

る
梅
花
流
の
あ
ゆ
み
の
中
で
育
ま
れ
た

も
の
か
と
思
い
ま
す
。

　

宗
務
総
長
の
任
期
中
、
多
く
の
方
に

梅
花
流
の
良
さ
を
伝
え
て
参
り
た
い
と

思
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
皆
様
、
熊
本
の
全
国
大

会
で
お
目
に
か
か
り
ま
し
ょ
う
。

　

昨
年
十
月
に
、
伝
道
部
長
に
就
任
い

た
し
ま
し
た
中
村
見
自
で
ご
ざ
い
ま
す
。

二
年
間
の
任
期
の
な
か
で
、
皆
さ
ま
と

梅
花
流
詠
讃
歌
を
通
し
て
親
し
く
お
会

い
で
き
ま
す
こ
と
を
楽
し
み
に
し
て
お

り
ま
す
。

　

さ
て
、
ま
ず
は
五
月
に
熊
本
県
で
行

な
い
ま
す
全
国
奉
詠
大
会
が
大
き
な
仕

事
と
な
り
ま
す
。
詠
道
課
の
職
員
共
々
、

綿
密
に
諸
準
備
を
進
め
て
参
り
た
い
と

思
い
ま
す
。

　

梅
花
流
の
お
唱
え
は
心
に
沁
み
ま
す
。

未
だ
聴
い
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
人
に
、

ど
れ
だ
け
梅
花
流
の
歌
声
を
届
け
る
こ

と
が
出
来
る
か
が
、私
の
務
め
だ
と
思
っ

て
お
り
ま
す
。

　

と
は
言
え
、
音
楽
の
成
績
は
常
に
最

低
ラ
ン
ク
で
し
た
の
で
、
お
唱
え
は
皆

様
に
お
任
せ
し
て
、
そ
れ
以
外
の
と
こ

ろ
で
尽
力
す
る
所
存
で
す
。

　

ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。

中村見自
（なかむらけんじ）
平成14年より
曹洞宗宗議会議員
曹洞宗教化部長・梅花
講審議会参与などを歴任
鳥取県倉吉市　
大岳院住職

鬼生田俊英
（おにうだしゅんえい）
梅花流特派師範・梅花
流専門委員などを経て、
平成9年より
曹洞宗宗議会議員　
福島県郡山市　
廣度寺住職

梅
花
流
専
門
委
員

福
島
県 

恵
倫
寺
住
職

佐
藤 

憲
晃

◆
ク
イ
ズ
の
答
え
は
　

　
観
世
音
菩
薩
御
和
讃

大
聖
釈
迦
如
来
涅
槃
御
詠
歌（
不
滅
）

69

詠　唱　法

軽
く
発
音
す
る

軽
く
発
音
す
る

68

(Everyone)

Sha Ka

(Everyone)

Sha Ka
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来
る
五
月
二
二
日
・
二
三
日
、
熊
本
県
上
益
城
郡
益
城
町
「
グ
ラ
ン
メ
ッ
セ
熊
本
」
で

平
成
三
一
年
度
梅
花
流
全
国
奉
詠
大
会
が
開
催
さ
れ
る
。
テ
ー
マ
は
「
復
興
」。
熊
本
地
震

か
ら
三
年
、
未
だ
復
興
途
上
で
あ
る
熊
本
に
梅
花
流
の
妙
な
る
お
唱
え
が
響
き
渡
る
。

■
大
本
山
に
お
唱
え
が
響
く

　
梅
花
流
檀
信
徒
講
習
会
が
十
一
月
七
日
・
八
日
、
大
本
山
總
持
寺

を
会
場
に
開
催
さ
れ
た
。
一
一
四
名
が
各
地
よ
り
参
集
し
『
太
祖
常

済
大
師
瑩
山
禅
師
第
二
番
御
詠
歌
』
な
ど
を
学
ん
だ
。

（
大
本
山
永
平
寺
で
は
七
月
十
一
日
・
十
二
日
に
開
催
）

　
震
災
被
災
地
支
援
を
掲
げ
「
歌
声
で 

捧
げ
よ
う
祈
り 

届

け
よ
う
ま
ご
こ
ろ
」
を
テ
ー
マ
に
有
志
が
開
催
し
て
い
る

「
ス
マ
イ
ル
ア
ゲ
イ
ン
梅
花
の
つ
ど
い
」
が
十
一
月
十
二
日

東
京
都
青
梅
市
の
天
寧
寺
を
会
場
に
、
翌
十
三
日
に
八
王

子
市
の
高
乘
寺
を
会
場
に
開
催
さ
れ
た
。

第
13
回
　
第
14
回
　
ス
マ
イ
ル
ア
ゲ
イ
ン

うめちゃん ▼
受
け
入
れ
準
備
進
む
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼

　

平
成
二
九
年
十
月
三
日
、
宮
城
県
亘
理

町
の
當
行
寺
で
、「
東
日
本
大
震
災
」
物

故
者
の
七
回
忌
追
善
法
要
と
梅
花
流
詠

讃
歌
の
講
習
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。
梅
花

流
特
派
師
範
の
有
志
の
方
々
の
ご
厚
情
に

よ
っ
て
開
催
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

有
難
い
仏
縁
を
無
駄
に
す
る
こ
と
の
な

い
よ
う
に
と
思
い
、
宮
城
県
内
の
全
梅
花

講
に
御
案
内
を
差
し
上
げ
た
と
こ
ろ
、
気

仙
沼
、
女
川
、
東
松
島
な
ど
か
ら
、
約

百
三
十
名
の
師
範
、
詠
範
、
檀
信
徒
講
員

の
方
々
が
お
集
ま
り
に
な
り
ま
し
た
。
物

故
者
の
追
悼
と
被
災
地
の
復
興
を
願
い
な

が
ら
、
心
の
温
ま
る
一
日
を
過
ご
す
こ
と

が
で
き
大
変
嬉
し
く
思
い
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
形
で
特
派
師
範
の
方
々
に

足
を
運
ん
で
い
た
だ
く
の
は
、
震
災
の
当

年
と
一
周
忌
、
三
回
忌
、
そ
し
て
今
回
の

七
回
忌
で
四
回
目
に
な
り
ま
し
た
。

　

被
災
地
に
対
す
る
慈
愛
の
満
ち
た
ご
支

援
に
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。ま
た
、

色
々
と
御
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
宮
城
県

内
の
梅
花
講
の
皆
様
に
も
御
礼
申
し
上
げ

ま
す
。

　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

當
行
寺
寺
族　

岡
崎
る
み
子

　

平
成
三
〇
・
三
一
年
度
梅
花
流
研
修
員
が
委

嘱
さ
れ
十
月
二
三
日
～
二
六
日
、
第
一
回
研
修

会
が
行
わ
れ
た
。
再
任
の
十
三
名
に
新
任
を
加

え
総
勢
三
〇
名
が
顔
を
揃
え
た
。
主
任
講
師
は

梅
花
流
専
門
委
員
の
小
野
田
秀
貴
師
範
。
片
岡

修
一
、
谷
口
充
洋
の
両
梅
花
流
特
派
師
範
を
講

師
に
迎
え
、
曹
洞
宗
檀
信
徒
会
館
を
会
場
に
濃

密
な
研
修
を
終
え
た
。

　

新
任
の
本
間
秋
彦
さ
ん
（
秋
田
県
恵
林
寺
）

は
「
選
ば
れ
た
者
と
し
て
の
自
覚
と
責
任
を
持

ち
、
誰
よ
り
も
真
摯
に
梅
花
流
に
向
き
合
い
た

い
」
と
抱
負
を
語
り
、
再
任
の
櫛
本
淳
道
さ
ん

（
島
根
県
地
久
寺
）は「
詠
唱
が
小
さ
く
ま
と
ま
っ

て
し
ま
い
、
想
い
を
表
現
で
き
て
い
な
い
」
と

課
題
を
挙
げ
る
。

　

今
後
の
梅
花
流
を
担
っ
て
い
く
若
き
師
範
達

の
成
長
と
活
躍
に
期
待
が
か
か
る
。
第
二
回
は

本
年
一
月
に
開
催
。

■
祈
り
の
梅
花
、
九
州
・
熊
本
の
地
で

　

平
成
二
八
年
四
月
、
熊
本
に
激
震
が
走
っ

た
。
益
城
町
は
、
十
四
日
と
十
六
日
の
二

度
に
渡
り
震
度
七
を
記
録
。
グ
ラ
ン
メ
ッ
セ

熊
本
も
広
範
囲
に
ガ
ラ
ス
が
割
れ
天
井
が

剥
が
れ
る
な
ど
し
、
一
年
以
上
休
館
を
強
い

ら
れ
た
。
耐
震
性
を
強
化
し
機
能
を
向
上

さ
せ
て
平
成
二
九
年
七
月
に
改
め
て
開
館
。

　

近
隣
の
埼
玉
県
や
神
奈
川
県
か
ら
の
参
加
も
あ
り
、

天
寧
寺
法
堂
は
一
一
六
人
の
梅
花
講
員
で
埋
め
尽
く
さ

れ
た
。
笑
顔
あ
ふ
れ
る
楽
し
い
講
習
で
『
無
常
御
和
讃
』

な
ど
三
曲
を
練
習
。
講
習
後
の
全
国
災
害
物
故
者
追
悼

法
要
で
奉
詠
し
て
祈
り
を
捧
げ
た
。
三
回
目
の
参
加
と

い
う
久
保
田
信
子
さ
ん（
横
浜
市
大
林
寺
梅
花
講
）は「
な

か
な
か
被
災
地
に
は
行
け
な
い
が
、
皆
で
心
を
一
つ
に
お

唱
え
し
て
追
善
供
養
で
き
る
機
会
が
あ
り
が
た
い
」
と
、

梅
花
流
を
通
じ
た
心
の
触
れ
合
い
に
感
謝
し
て
い
た
。

　

後
日
、
参
加
協
力
費
か
ら
昼
食
代
を
差
し
引
い
た
金

額
他
が
北
野
良
昭
師
範
に
よ
り
曹
洞
宗
義
援
金
に
寄
託

さ
れ
た
。
第
十
三
回
（
天
寧

寺
会
場
）は
二
九
万
七
千
円
、

六
七
名
の
参
加
が
あ
っ
た
第

十
四
回
（
高
乘
寺
会
場
）
は

二
十
万
七
千
円
。

　

な
お
、
昨
年
十
月
に
は
道

心
利
行
の
活
動
に
対
し
て
曹

洞
宗
管
長
か
ら
表
彰
状
が
贈

ら
れ
て
い
る
。

よ
り
一
層
安
全
な
施
設
と
な
っ
て
全
国
の
梅

花
講
員
を
待
ち
侘
び
て
い
る
。

　

大
会
で
は
、
両
日
合
わ
せ
て
約
九
千
人

が
会
場
に
集
う
。
参
加
申
込
み
も
締
め
切

ら
れ
、
今
後
は
具
体
的
な
受
け
入
れ
準
備

が
進
め
ら
れ
て
い
く
。
最
も
気
を
配
る
の

は
円
滑
な
登
壇
奉
詠
。
登
壇
者
が
お
唱
え

に
専
念
で
き
る
よ
う
、
伝
道
部
詠
道
課
と

関
係
各
方
面
が
協
議
し
工
夫
を
凝
ら
し
て

い
る
。
梅
花
流
の
清
ら
か
な
調
べ
が
犠
牲

と
な
ら
れ
た
方
々
に
届
き
、
参
加
者
の
笑

顔
が
熊
本
の
復
興
を
力
強
く
後
押
し
で
き

る
よ
う
万
全
の
体
制
を
整
え
て
い
く
。

詠
道
に
邁
進

─
研
修
員
が
始
動
─

梅
花
流
研
修
員
―
指
導
者
と
し
て
の
素
養
が
認
め

ら
れ
る
者
を
選
び
、
そ
の
資
質
向
上
を
図
る
た
め

宗
門
が
研
修
を
受
け
さ
せ
る
制
度
。
任
期
中
は
、

詠
讃
歌
の
研
究
や
技
能
の
習
熟
に
努
め
る
こ
と
が

義
務
付
け
ら
れ
、
専
門
的
な
知
識
と
指
導
力
を
身

に
つ
け
る
。

さ
て
、
こ
の
曲
は
何
で
し
ょ
う
？答

え
は
四
頁
左
下
に
記
載

梅
花
流
詠
讃
歌

　
　
　
練
習
ア
プ
リ

　

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
タ
ブ
レ
ッ

ト
端
末
で
お
使
い
い
た
だ
け
る

「
梅
花
流
詠
讃
歌
練
習
ア
プ
リ
」

を
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
し
ま
し
た
。

　

日
々
の
練
習
な
ど
に
ご
活
用

く
だ
さ
い
。

ア
ッ
プ
デ
ー
ト
内
容

●
演
奏
時
の
音
質
の
改
善

●
自
動
再
生
機
能
の
曲
目
追
加

●
キ
ー
ボ
ー
ド
画
面
の
キ
ー
配
置
の
変
更

●�

自
動
再
生
で
の
同
じ
音
が
連
続
し
て
聞

こ
え
る
部
分
の
修
正

※�

機
種
・
O
S
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
に
よ
っ
て
は
、

　

ア
ッ
プ
デ
ー
ト
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

回
を
重
ね
ま
ご
こ
ろ
届
け
る

ア
ッ
プ
デ
ー
ト
方
法

●アンドロイド版
　Play ストア→「梅花流詠讃歌練習アプリ」

● iOS版（iOS9.0 以上）
　App Store →「梅花流詠讃歌練習アプリ」

精鋭集結

追善奉詠する當行寺本堂＝東日本
大震災で犠牲となられた檀信徒の
供養のために、一人ひとりの御名
が書かれた提灯がびっしりと吊る
されている

被
災
地
だ
よ
り

ば

い

か

ク

イ

ズ

平
成
三
一
年
度
梅
花
流
全
国
奉
詠
大
会

熊本産業展示場グランメッセ熊本外観

見た目はちゃんぽん、
でも麺が春雨…揚げタマゴ？！
その名は太平燕（タイピーエン）。
具材たっぷり。コクがあって、
おーうまいっ！！
春雨が喉をすべり落ちていく！

功徳のグルメ

熊本市民のソウルフードらしい。ぜひご賞味あれ。
願わくは此の功徳を以て…ごちそうさまでした。

熱心に指導する北野良昭正伝師範

　

梅
花
流
を
通
し
て
全
国
各
地
で
多
発
す
る

自
然
災
害
か
ら
の
復
興
に
対
し
『
祈
り
』
を

捧
げ
ま
す
。
一
人
ひ
と
り
の
持
つ
祈
り
の
力

を
信
じ
、
詠
讃
歌
の
お
唱
え
に
よ
る
調
和
を

も
っ
て
心
の
平
安
を
切
に
願
う
機
会
に
な
れ

ば
と
思
い
ま
す
。
今
も
尚
大
変
な
状
況
に
お

ら
れ
る
人
々
に
想
い
を
重
ね
て
祈
り
を
捧
げ

る
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
に
心
の
安
寧
に
つ
な

が
っ
て
い
く
と
信
じ
ま
す
。

　

熊
本
地
震
か
ら
三
年
が
経
と
う
と
し
て
お

り
ま
す
が
、
今
な
お
約
二
万
三
千
人
が
仮
設

住
宅
や
み
な
し
仮
設
住
宅
や
復
興
住
宅
に
住

ん
で
お
ら
れ
ま
す
。

　

全
国
各
地
か
ら
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
、

そ
し
て
富
山
県
・
福
井
県
・
静
岡
県
の
全
国

大
会
に
お
い
て
皆
様
か
ら
多
額
の
ご
浄
財
を

賜
り
ま
し
た
こ
と
に
対
し
心
か
ら
感
謝
申
し

上
げ
る
次
第
で
す
。
誠
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

　

熊
本
の
観
光
と
し
て
は
、
カ
ル
デ
ラ
火
山

の
阿
蘇
や
、
イ
ル
カ
が
泳
ぐ
天
草
の
海
、
日

本
三
大
急
流
の
球
磨
川
、
数
多
く
の
温
泉
地

が
あ
り
、
自
然
が
と
て
も
豊
か
で
す
。
伝
統

芸
能
と
し
て
活
力
み
な
ぎ
る
牛
深
ハ
イ
ヤ
節

や
、
幻
想
的
な
山
鹿
灯
籠
踊
り
、
水
前
寺
の

曹
洞
宗
の
和
尚
様
が
考
案
し
た
黄
色
い
辛
子

レ
ン
コ
ン
、
馬
刺
し
・
球
磨
焼
酎
と
美
味
し

い
も
の
が
沢
山
あ
り
ま
す
。
日
本
三
大
名
城

の
「
熊
本
城
」
は
、
お
城
の
修
復
の
様
子
が

見
れ
る
大
変
貴
重
な
機
会
で
す
。

　

皆
様
の
お
越
し
を
心
か
ら
お
待
ち
し
て
お

り
ま
す
。

　

九
州
・
熊
本
の
地
で
共
に
お
唱
え
し
、
共

に
『
祈
り
』
を
紡
ぎ
ま
し
ょ
う
。

　

来
て
は
い
よ
！

曹
洞
宗
熊
本
県
第
一
宗
務
所

曹
洞
宗
熊
本
県
第
二
宗
務
所

平
成
30
年
度

宗
務
庁
主
催

　

爽
や
か
な
秋
晴
れ
の
下
、
大
祖
堂
で
勝
田
浩
之
副
監
院
老
師
を
導
師

に
一
仏
両
祖
に
献
詠
し
て
開
講
。
三
松
閣
に
会
場
を
移
し
山
中
律
雄
、

西
村
宏
司
、
近
藤
如
生
、
宮
澤
匡
俊
の
各
梅
花
流
特
派
師
範
に
よ
り
講

習
が
行
な
わ
れ
た
。

　

今
期
で
特
派
師
範
の
任
を
終
え
る
山
中
師
範
は
「
御
本
山
で
お
唱
え

で
き
る
と
い
う
の
は
梅
花
冥
利
に
尽
き
る
。
参
加
さ
れ
た
皆
さ
ま
と
共

に
有
難
い
功
徳
を
積
む
こ
と
が
で
き
た
」
と
感
慨
深
げ
に
語
っ
て
い
た
。

　

次
年
度
の
予
定
は
左
記
の
と
お
り
。

　
　

大
本
山
永
平
寺
会
場　

七
月
十
一
日
～
十
二
日

　
　

大
本
山
總
持
寺
会
場　

十
一
月
十
八
日
～
十
九
日
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来
る
五
月
二
二
日
・
二
三
日
、
熊
本
県
上
益
城
郡
益
城
町
「
グ
ラ
ン
メ
ッ
セ
熊
本
」
で

平
成
三
一
年
度
梅
花
流
全
国
奉
詠
大
会
が
開
催
さ
れ
る
。
テ
ー
マ
は
「
復
興
」。
熊
本
地
震

か
ら
三
年
、
未
だ
復
興
途
上
で
あ
る
熊
本
に
梅
花
流
の
妙
な
る
お
唱
え
が
響
き
渡
る
。

■
大
本
山
に
お
唱
え
が
響
く

　
梅
花
流
檀
信
徒
講
習
会
が
十
一
月
七
日
・
八
日
、
大
本
山
總
持
寺

を
会
場
に
開
催
さ
れ
た
。
一
一
四
名
が
各
地
よ
り
参
集
し
『
太
祖
常

済
大
師
瑩
山
禅
師
第
二
番
御
詠
歌
』
な
ど
を
学
ん
だ
。

（
大
本
山
永
平
寺
で
は
七
月
十
一
日
・
十
二
日
に
開
催
）

　
震
災
被
災
地
支
援
を
掲
げ
「
歌
声
で 

捧
げ
よ
う
祈
り 

届

け
よ
う
ま
ご
こ
ろ
」
を
テ
ー
マ
に
有
志
が
開
催
し
て
い
る

「
ス
マ
イ
ル
ア
ゲ
イ
ン
梅
花
の
つ
ど
い
」
が
十
一
月
十
二
日

東
京
都
青
梅
市
の
天
寧
寺
を
会
場
に
、
翌
十
三
日
に
八
王

子
市
の
高
乘
寺
を
会
場
に
開
催
さ
れ
た
。

第
13
回
　
第
14
回
　
ス
マ
イ
ル
ア
ゲ
イ
ン

うめちゃん ▼
受
け
入
れ
準
備
進
む
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼

　

平
成
二
九
年
十
月
三
日
、
宮
城
県
亘
理

町
の
當
行
寺
で
、「
東
日
本
大
震
災
」
物

故
者
の
七
回
忌
追
善
法
要
と
梅
花
流
詠

讃
歌
の
講
習
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。
梅
花

流
特
派
師
範
の
有
志
の
方
々
の
ご
厚
情
に

よ
っ
て
開
催
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

有
難
い
仏
縁
を
無
駄
に
す
る
こ
と
の
な

い
よ
う
に
と
思
い
、
宮
城
県
内
の
全
梅
花

講
に
御
案
内
を
差
し
上
げ
た
と
こ
ろ
、
気

仙
沼
、
女
川
、
東
松
島
な
ど
か
ら
、
約

百
三
十
名
の
師
範
、
詠
範
、
檀
信
徒
講
員

の
方
々
が
お
集
ま
り
に
な
り
ま
し
た
。
物

故
者
の
追
悼
と
被
災
地
の
復
興
を
願
い
な

が
ら
、
心
の
温
ま
る
一
日
を
過
ご
す
こ
と

が
で
き
大
変
嬉
し
く
思
い
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
形
で
特
派
師
範
の
方
々
に

足
を
運
ん
で
い
た
だ
く
の
は
、
震
災
の
当

年
と
一
周
忌
、
三
回
忌
、
そ
し
て
今
回
の

七
回
忌
で
四
回
目
に
な
り
ま
し
た
。

　

被
災
地
に
対
す
る
慈
愛
の
満
ち
た
ご
支

援
に
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。ま
た
、

色
々
と
御
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
宮
城
県

内
の
梅
花
講
の
皆
様
に
も
御
礼
申
し
上
げ

ま
す
。

　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

當
行
寺
寺
族　

岡
崎
る
み
子

　

平
成
三
〇
・
三
一
年
度
梅
花
流
研
修
員
が
委

嘱
さ
れ
十
月
二
三
日
～
二
六
日
、
第
一
回
研
修

会
が
行
わ
れ
た
。
再
任
の
十
三
名
に
新
任
を
加

え
総
勢
三
〇
名
が
顔
を
揃
え
た
。
主
任
講
師
は

梅
花
流
専
門
委
員
の
小
野
田
秀
貴
師
範
。
片
岡

修
一
、
谷
口
充
洋
の
両
梅
花
流
特
派
師
範
を
講

師
に
迎
え
、
曹
洞
宗
檀
信
徒
会
館
を
会
場
に
濃

密
な
研
修
を
終
え
た
。

　

新
任
の
本
間
秋
彦
さ
ん
（
秋
田
県
恵
林
寺
）

は
「
選
ば
れ
た
者
と
し
て
の
自
覚
と
責
任
を
持

ち
、
誰
よ
り
も
真
摯
に
梅
花
流
に
向
き
合
い
た

い
」
と
抱
負
を
語
り
、
再
任
の
櫛
本
淳
道
さ
ん

（
島
根
県
地
久
寺
）は「
詠
唱
が
小
さ
く
ま
と
ま
っ

て
し
ま
い
、
想
い
を
表
現
で
き
て
い
な
い
」
と

課
題
を
挙
げ
る
。

　

今
後
の
梅
花
流
を
担
っ
て
い
く
若
き
師
範
達

の
成
長
と
活
躍
に
期
待
が
か
か
る
。
第
二
回
は

本
年
一
月
に
開
催
。

■
祈
り
の
梅
花
、
九
州
・
熊
本
の
地
で

　

平
成
二
八
年
四
月
、
熊
本
に
激
震
が
走
っ

た
。
益
城
町
は
、
十
四
日
と
十
六
日
の
二

度
に
渡
り
震
度
七
を
記
録
。
グ
ラ
ン
メ
ッ
セ

熊
本
も
広
範
囲
に
ガ
ラ
ス
が
割
れ
天
井
が

剥
が
れ
る
な
ど
し
、
一
年
以
上
休
館
を
強
い

ら
れ
た
。
耐
震
性
を
強
化
し
機
能
を
向
上

さ
せ
て
平
成
二
九
年
七
月
に
改
め
て
開
館
。

　

近
隣
の
埼
玉
県
や
神
奈
川
県
か
ら
の
参
加
も
あ
り
、

天
寧
寺
法
堂
は
一
一
六
人
の
梅
花
講
員
で
埋
め
尽
く
さ

れ
た
。
笑
顔
あ
ふ
れ
る
楽
し
い
講
習
で
『
無
常
御
和
讃
』

な
ど
三
曲
を
練
習
。
講
習
後
の
全
国
災
害
物
故
者
追
悼

法
要
で
奉
詠
し
て
祈
り
を
捧
げ
た
。
三
回
目
の
参
加
と

い
う
久
保
田
信
子
さ
ん（
横
浜
市
大
林
寺
梅
花
講
）は「
な

か
な
か
被
災
地
に
は
行
け
な
い
が
、
皆
で
心
を
一
つ
に
お

唱
え
し
て
追
善
供
養
で
き
る
機
会
が
あ
り
が
た
い
」
と
、

梅
花
流
を
通
じ
た
心
の
触
れ
合
い
に
感
謝
し
て
い
た
。

　

後
日
、
参
加
協
力
費
か
ら
昼
食
代
を
差
し
引
い
た
金

額
他
が
北
野
良
昭
師
範
に
よ
り
曹
洞
宗
義
援
金
に
寄
託

さ
れ
た
。
第
十
三
回
（
天
寧

寺
会
場
）は
二
九
万
七
千
円
、

六
七
名
の
参
加
が
あ
っ
た
第

十
四
回
（
高
乘
寺
会
場
）
は

二
十
万
七
千
円
。

　

な
お
、
昨
年
十
月
に
は
道

心
利
行
の
活
動
に
対
し
て
曹

洞
宗
管
長
か
ら
表
彰
状
が
贈

ら
れ
て
い
る
。

よ
り
一
層
安
全
な
施
設
と
な
っ
て
全
国
の
梅

花
講
員
を
待
ち
侘
び
て
い
る
。

　

大
会
で
は
、
両
日
合
わ
せ
て
約
九
千
人

が
会
場
に
集
う
。
参
加
申
込
み
も
締
め
切

ら
れ
、
今
後
は
具
体
的
な
受
け
入
れ
準
備

が
進
め
ら
れ
て
い
く
。
最
も
気
を
配
る
の

は
円
滑
な
登
壇
奉
詠
。
登
壇
者
が
お
唱
え

に
専
念
で
き
る
よ
う
、
伝
道
部
詠
道
課
と

関
係
各
方
面
が
協
議
し
工
夫
を
凝
ら
し
て

い
る
。
梅
花
流
の
清
ら
か
な
調
べ
が
犠
牲

と
な
ら
れ
た
方
々
に
届
き
、
参
加
者
の
笑

顔
が
熊
本
の
復
興
を
力
強
く
後
押
し
で
き

る
よ
う
万
全
の
体
制
を
整
え
て
い
く
。

詠
道
に
邁
進

─
研
修
員
が
始
動
─

梅
花
流
研
修
員
―
指
導
者
と
し
て
の
素
養
が
認
め

ら
れ
る
者
を
選
び
、
そ
の
資
質
向
上
を
図
る
た
め

宗
門
が
研
修
を
受
け
さ
せ
る
制
度
。
任
期
中
は
、

詠
讃
歌
の
研
究
や
技
能
の
習
熟
に
努
め
る
こ
と
が

義
務
付
け
ら
れ
、
専
門
的
な
知
識
と
指
導
力
を
身

に
つ
け
る
。

さ
て
、
こ
の
曲
は
何
で
し
ょ
う
？答

え
は
四
頁
左
下
に
記
載

梅
花
流
詠
讃
歌

　
　
　
練
習
ア
プ
リ

　

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
タ
ブ
レ
ッ

ト
端
末
で
お
使
い
い
た
だ
け
る

「
梅
花
流
詠
讃
歌
練
習
ア
プ
リ
」

を
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
し
ま
し
た
。

　

日
々
の
練
習
な
ど
に
ご
活
用

く
だ
さ
い
。

ア
ッ
プ
デ
ー
ト
内
容

●
演
奏
時
の
音
質
の
改
善

●
自
動
再
生
機
能
の
曲
目
追
加

●
キ
ー
ボ
ー
ド
画
面
の
キ
ー
配
置
の
変
更

●�

自
動
再
生
で
の
同
じ
音
が
連
続
し
て
聞

こ
え
る
部
分
の
修
正

※�

機
種
・
O
S
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
に
よ
っ
て
は
、

　

ア
ッ
プ
デ
ー
ト
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

回
を
重
ね
ま
ご
こ
ろ
届
け
る

ア
ッ
プ
デ
ー
ト
方
法

●アンドロイド版
　Play ストア→「梅花流詠讃歌練習アプリ」

● iOS版（iOS9.0 以上）
　App Store →「梅花流詠讃歌練習アプリ」

精鋭集結

追善奉詠する當行寺本堂＝東日本
大震災で犠牲となられた檀信徒の
供養のために、一人ひとりの御名
が書かれた提灯がびっしりと吊る
されている

被
災
地
だ
よ
り

ば

い

か

ク

イ

ズ

平
成
三
一
年
度
梅
花
流
全
国
奉
詠
大
会

熊本産業展示場グランメッセ熊本外観

見た目はちゃんぽん、
でも麺が春雨…揚げタマゴ？！
その名は太平燕（タイピーエン）。
具材たっぷり。コクがあって、
おーうまいっ！！
春雨が喉をすべり落ちていく！

功徳のグルメ

熊本市民のソウルフードらしい。ぜひご賞味あれ。
願わくは此の功徳を以て…ごちそうさまでした。

熱心に指導する北野良昭正伝師範

　

梅
花
流
を
通
し
て
全
国
各
地
で
多
発
す
る

自
然
災
害
か
ら
の
復
興
に
対
し
『
祈
り
』
を

捧
げ
ま
す
。
一
人
ひ
と
り
の
持
つ
祈
り
の
力

を
信
じ
、
詠
讃
歌
の
お
唱
え
に
よ
る
調
和
を

も
っ
て
心
の
平
安
を
切
に
願
う
機
会
に
な
れ

ば
と
思
い
ま
す
。
今
も
尚
大
変
な
状
況
に
お

ら
れ
る
人
々
に
想
い
を
重
ね
て
祈
り
を
捧
げ

る
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
に
心
の
安
寧
に
つ
な

が
っ
て
い
く
と
信
じ
ま
す
。

　

熊
本
地
震
か
ら
三
年
が
経
と
う
と
し
て
お

り
ま
す
が
、
今
な
お
約
二
万
三
千
人
が
仮
設

住
宅
や
み
な
し
仮
設
住
宅
や
復
興
住
宅
に
住

ん
で
お
ら
れ
ま
す
。

　

全
国
各
地
か
ら
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
、

そ
し
て
富
山
県
・
福
井
県
・
静
岡
県
の
全
国

大
会
に
お
い
て
皆
様
か
ら
多
額
の
ご
浄
財
を

賜
り
ま
し
た
こ
と
に
対
し
心
か
ら
感
謝
申
し

上
げ
る
次
第
で
す
。
誠
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

　

熊
本
の
観
光
と
し
て
は
、
カ
ル
デ
ラ
火
山

の
阿
蘇
や
、
イ
ル
カ
が
泳
ぐ
天
草
の
海
、
日

本
三
大
急
流
の
球
磨
川
、
数
多
く
の
温
泉
地

が
あ
り
、
自
然
が
と
て
も
豊
か
で
す
。
伝
統

芸
能
と
し
て
活
力
み
な
ぎ
る
牛
深
ハ
イ
ヤ
節

や
、
幻
想
的
な
山
鹿
灯
籠
踊
り
、
水
前
寺
の

曹
洞
宗
の
和
尚
様
が
考
案
し
た
黄
色
い
辛
子

レ
ン
コ
ン
、
馬
刺
し
・
球
磨
焼
酎
と
美
味
し

い
も
の
が
沢
山
あ
り
ま
す
。
日
本
三
大
名
城

の
「
熊
本
城
」
は
、
お
城
の
修
復
の
様
子
が

見
れ
る
大
変
貴
重
な
機
会
で
す
。

　

皆
様
の
お
越
し
を
心
か
ら
お
待
ち
し
て
お

り
ま
す
。

　

九
州
・
熊
本
の
地
で
共
に
お
唱
え
し
、
共

に
『
祈
り
』
を
紡
ぎ
ま
し
ょ
う
。

　

来
て
は
い
よ
！

曹
洞
宗
熊
本
県
第
一
宗
務
所

曹
洞
宗
熊
本
県
第
二
宗
務
所

平
成
30
年
度

宗
務
庁
主
催

　

爽
や
か
な
秋
晴
れ
の
下
、
大
祖
堂
で
勝
田
浩
之
副
監
院
老
師
を
導
師

に
一
仏
両
祖
に
献
詠
し
て
開
講
。
三
松
閣
に
会
場
を
移
し
山
中
律
雄
、

西
村
宏
司
、
近
藤
如
生
、
宮
澤
匡
俊
の
各
梅
花
流
特
派
師
範
に
よ
り
講

習
が
行
な
わ
れ
た
。

　

今
期
で
特
派
師
範
の
任
を
終
え
る
山
中
師
範
は
「
御
本
山
で
お
唱
え

で
き
る
と
い
う
の
は
梅
花
冥
利
に
尽
き
る
。
参
加
さ
れ
た
皆
さ
ま
と
共

に
有
難
い
功
徳
を
積
む
こ
と
が
で
き
た
」
と
感
慨
深
げ
に
語
っ
て
い
た
。

　

次
年
度
の
予
定
は
左
記
の
と
お
り
。

　
　

大
本
山
永
平
寺
会
場　

七
月
十
一
日
～
十
二
日

　
　

大
本
山
總
持
寺
会
場　

十
一
月
十
八
日
～
十
九
日

⑶��梅花新聞　第 42 号� 香　里� 2019（平成 31）年 1月 1日 2019（平成 31）年 1月 1日� 香　里� 梅花新聞　第 42 号��⑵



二
月
十
五
日
は
お
釈
迦
さ
ま
が
入
滅
さ
れ
た
日
（
涅ね

槃は
ん

会え

）
で
す
。

御
詠
歌
を
お
唱
え
し
て
、
ご
遺
徳
を
偲
び
ま
し
ょ
う
。

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
生く

ら
し活
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

梅
花
新
聞�【
香
里
】

第
42
号

題
字�

管
長
江
川
辰
三
禅
師

発
行
者
　
鬼
生
田
　
俊
英

発
行
所
　
曹
洞
宗
宗
務
庁

企
画
編
集
　
伝
道
部
詠
道
課

　

昭
和
三
四
年
に
久
我
尚
寛
師
範
の
作

詞
、
権
藤
円
立
先
生
の
作
曲
に
よ
り
制

作
さ
れ
ま
し
た
。

　

お
釈
迦
さ
ま
は
八
〇
歳
の
ご
生
涯
を

終
え
ら
れ
て
涅
槃
に
入
ら
れ
ま
す
が
、

そ
の
尊
い
み
す
が
た
は
多
く
の
弟
子
達
の

心
に
映
る
『
法
身
』
と
し
て
、
闇
を
照
ら

す
「
月
」
の
光
に
象
徴
さ
れ
る
『
教
え
』

と
し
て
、
合
掌
・
礼
拝
さ
せ
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。
曲
想
が
示
す
よ
う

に
、
敬
虔
な
ま
ご
こ
ろ
を
捧
げ
て
の
お
唱

え
を
願
っ
て
お
り
ま
す
。

　

梅
花
譜
の
音
階
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
音

と
シ
音
の
音
程
の
箇
所
が
多
く
、
ソ
音
が

あ
り
ま
せ
ん
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　

休
止
符
に
つ
い
て
は
、
半
拍
休
止
が

八
ヵ
所
あ
り
、
首
や
肩
な
ど
の
力
を
抜
い

て
息
を
入
れ
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

呼
吸
の
息
で
あ
り
ま
す
が
、
吸
う
と
い

う
よ
り
は
「
入
れ
る
」
と
い
う
感
覚
が

望
ま
し
い
で
し
ょ
う
。

　

こ
う
し
て
詠
讃
歌
を
学
び
、
お
唱
え

で
き
る
法
縁
の
恵
み
は
、
得
難
く
尊
い
も

の
で
あ
り
ま
す
。
皆
さ
ま
の
ご
精
進
を
祈

念
申
し
上
げ
ま
す
。

梅
花
妙
楽

■
梅
花
新
聞
『
香
里
』
の
編
集
担
当

と
な
り
、
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
を
読
み

返
し
た
。
過
去
の
出
来
事
を
知
る
と

同
時
に
、
梅
花
流
の
発
展
に
多
大
な

功
績
を
残
し
て
き
た
方
々
の
文
章
を

読
む
こ
と
が
で
き
、
な
か
な
か
に
面

白
い
。
ま
た
、
見
知
っ
た
先
生
達
の

若
か
り
し
日
の
写
真
に
出
会
い
、
思

わ
ず
何
度
も
笑
み
が
こ
ぼ
れ
た
。

■
創
刊
は
昭
和
五
六
年
一
月
で
あ

る
。
梅
花
流
が
産
声
を
あ
げ
て
か

ら
二
八
年
の
歳
月
が
過
ぎ
た
頃
だ
。

数
々
の
名
曲
を
作
曲
さ
れ
た
安
田
博

道
正
伝
師
範
が
、
創
立
当
時
を
回
顧

し
て
寄
稿
し
て
い
る
。
半
年
後
の
第

二
号
で
は
、
多
く
の
作
詞
を
担
わ
れ

た
赤
松
月
船
名
誉
師
範
が
、
今
で
言

う
「
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
レ
ッ
ス
ン
」
を

行
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
は
、
毎
年

一
回
発
刊
し
て
き
た
が
、
今
号
よ
り

年
に
二
回
と
な
っ
た
。
こ
れ
を
機
に

紙
面
を
大
幅
に
変
え
て
お
届
け
し
た

が
、
読
み
易
さ
は
い
か
が
か
。

■
創
刊
号
よ
り
編
集
後
記
が
あ
り
、

時
ど
き
の
担
当
者
の
労
苦
が
垣
間
見

え
る
。
し
か
し
、「
編
集
後
記
」
で

は
無
粋
と
思
い
、
タ
イ
ト
ル
を
「
梅

花
妙
楽
」
と
し
た
。
こ
れ
は
、
香
里

第
一
〇
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
信
心
の

ま
ご
こ
ろ
で
お
唱
え
す
れ
ば
、
一
声

一
声
が
梅
花
妙
楽
の
声
と
な
る
」
と

い
う
、丹
羽
廉
芳
禅
師
（
正
伝
師
範
）

の
お
言
葉
か
ら
頂
戴
し
た
。

■
こ
こ
で
は
、
伝
道
部
詠
道
課
の
苦

楽
や
悲
喜
こ
も
ご
も
、
取
材
を
通
し

て
感
じ
た
こ
と
や
お
伝
え
し
た
い
出

来
事
な
ど
を
記
し
て
い
く
予
定
だ
。

ど
う
か
、
こ
の
コ
ラ
ム
も
楽
し
み
に

『
香
里
』
を
末
永
く
ご
愛
顧
い
た
だ

き
た
い
。�

（
詠
道
課
）

⃝法具寄贈のお願い⃝
詠道課では、中古の梅花法具
を収集し自然災害などで被災
された講員や僧堂にお送りし
て活用しています。眠ってい
る法具がありましたら、下記
までご送付ください。
〒105-8544
東京都港区芝2-5-2
伝道部詠道課「中古法具」係
03-5454-5416
※送料はご負担願います。

【お詫び・訂正】
下記発行物に誤りがありました。
謹んでお詫びし、訂正いたします。

国際布教用冊子（英語版）
『Encounter with the Buddha』
24頁  Shōgō  上段五線譜  第三小節
誤「ソ‐ラ‐レ」　　正「ソ‐ラ‐ド」

無
我
の
慈
悲
行�

江え�

川が
わ��

辰し
ん�

三ざ
ん

妙
な
る
梅
花  

降
ら
し
浄
め
ん

梅
花
新
発
～
ば
い
か
あ
ら
た
に
ひ
ら
く
～

曹
洞
宗
管
長

大
本
山
總
持
寺
貫
首

め
る
こ
と
で
す
が
、
わ
れ
わ
れ
仏
様
の
教
え

に
随
順
す
る
者
に
と
っ
て
、
こ
の
行
と
は
「
仏

行
」
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。「
修
行
」
と
は
、

行
住
坐
臥
に
お
い
て
仏
と
し
て
の
行
い
を
実

践
す
る
こ
と
を
指
し
ま
す
。

　

そ
し
て
両
祖
様
は
、
各
自
が
日
々
仏
道
に
徹

し
、
誠
実
に
行
ず
る
こ
と
こ
そ
が
即
ち
慈
悲
行

の
実
践
に
他
な
ら
な
い
と
お
示
し
に
な
り
ま
し

た
。
一
つ
ひ
と
つ
の
行
い
に
よ
っ
て
自
ず
と
周

り
全
体
が
教
化
さ
れ
て
い
く
境
界
で
す
。

　

詠
道
に
お
い
て
は
、
皆
様
が
余
念
を
は
さ

ま
ず
に
至
心
に
お
唱
え
を
実
践
す
る
こ
と
が
、

何
よ
り
も
重
要
で
す
。
そ
の
と
き
に
身
心
は

ま
さ
に
無
我
の
状
態
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ

れ
に
よ
っ
て
、
知
ら
ぬ
間
に
周
り
の
方
々
は

安あ
ん

心じ
ん

に
導
か
れ
、
自
ら
も
法
悦
に
至
り
ま
す
。

こ
れ
こ
そ
、
菩
薩
の
慈
悲
行
に
相
応
し
い
浄

行
で
あ
り
ま
す
。
ど
う
か

今
後
と
も
、
皆
様
相あ

い

和わ

し

て
実
践
に
勤い

そ

し
ん
で
い
た

だ
き
た
い
と
念
願
い
た
し

ま
す
。

　

年
頭
に
あ
た
り
、
皆
様

の
ご
多
祥
と
ご
精
進
を
切

に
お
祈
り
申
し
上
げ
、
ご

挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。

　

平
成
三
十
一
年
（
二
〇
一
九
）
の
新
春
を
謹

ん
で
お
祝
い
申
し
上
げ
、
こ
こ
に
梅
花
講
講

員
の
皆
様
の
ご
多
幸
を
祈
念
い
た
し
ま
す
。

　

旧
年
中
の
宗
門
各
方
面
へ
の
ご
支
援
ご
尽
力

に
、
心
よ
り
敬
意
を
表
し
ま
す
。
本
年
も
お

力
添
え
を
お
寄
せ
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
、
何
卒

よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

昨
年
も
日
本
各
地
に
お
い
て
、
自
然
災
害

に
よ
る
多
く
の
甚
大
な
る
被
害
が
発
生
い
た

し
ま
し
た
。

　

被
災
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
方
々
に
お
見
舞
い

を
申
し
上
げ
る
と
共
に
、
被
災
地
の
速
や
か

な
復
興
を
衷
心
よ
り
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

す
べ
て
の
被
災
地
再
生
へ
の
信
念
を
絶
え
ず

お
互
い
に
共
有
し
、
力
を
合
わ
せ
て
前
に
歩

み
を
進
め
て
参
り
ま
し
ょ
う
。

　

さ
て
、「
修
行
」
と
は
文
字
通
り
行
い
を
修

　

あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

昨
年
十
月
十
六
日
に
宗
務
総
長
に
就

任
し
ま
し
た
鬼
生
田
俊
英
で
す
。
よ
ろ

し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

私
は
、
二
十
代
の
頃
、
梅
花
流
の
持

つ
豊
か
な
表
現
、
深
い
法
悦
感
に
魅
せ

ら
れ
て
梅
花
流
を
始
め
、
昭
和
五
八
年

よ
り
平
成
八
年
ま
で
梅
花
流
特
派
師
範

の
任
を
命
じ
ら
れ
、
全
国
を
巡
回
し
ま

し
た
。
伺
っ
た
先
々
の
会
場
で
は
、
い

つ
も
講
員
の
皆
様
が
作
り
出
す
温
か
い

雰
囲
気
に
包
ま
れ
、
長
旅
の
疲
れ
も
飛

ん
で
い
く
よ
う
で
し
た
。

　

梅
花
流
の
持
つ
親
し
み
や
す
さ
、
和

や
か
さ
と
い
う
特
長
は
、
長
年
に
わ
た

る
梅
花
流
の
あ
ゆ
み
の
中
で
育
ま
れ
た

も
の
か
と
思
い
ま
す
。

　

宗
務
総
長
の
任
期
中
、
多
く
の
方
に

梅
花
流
の
良
さ
を
伝
え
て
参
り
た
い
と

思
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
皆
様
、
熊
本
の
全
国
大

会
で
お
目
に
か
か
り
ま
し
ょ
う
。

　

昨
年
十
月
に
、
伝
道
部
長
に
就
任
い

た
し
ま
し
た
中
村
見
自
で
ご
ざ
い
ま
す
。

二
年
間
の
任
期
の
な
か
で
、
皆
さ
ま
と

梅
花
流
詠
讃
歌
を
通
し
て
親
し
く
お
会

い
で
き
ま
す
こ
と
を
楽
し
み
に
し
て
お

り
ま
す
。

　

さ
て
、
ま
ず
は
五
月
に
熊
本
県
で
行

な
い
ま
す
全
国
奉
詠
大
会
が
大
き
な
仕

事
と
な
り
ま
す
。
詠
道
課
の
職
員
共
々
、

綿
密
に
諸
準
備
を
進
め
て
参
り
た
い
と

思
い
ま
す
。

　

梅
花
流
の
お
唱
え
は
心
に
沁
み
ま
す
。

未
だ
聴
い
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
人
に
、

ど
れ
だ
け
梅
花
流
の
歌
声
を
届
け
る
こ

と
が
出
来
る
か
が
、私
の
務
め
だ
と
思
っ

て
お
り
ま
す
。

　

と
は
言
え
、
音
楽
の
成
績
は
常
に
最

低
ラ
ン
ク
で
し
た
の
で
、
お
唱
え
は
皆

様
に
お
任
せ
し
て
、
そ
れ
以
外
の
と
こ

ろ
で
尽
力
す
る
所
存
で
す
。

　

ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。

中村見自
（なかむらけんじ）
平成14年より
曹洞宗宗議会議員
曹洞宗教化部長・梅花
講審議会参与などを歴任
鳥取県倉吉市　
大岳院住職

鬼生田俊英
（おにうだしゅんえい）
梅花流特派師範・梅花
流専門委員などを経て、
平成9年より
曹洞宗宗議会議員　
福島県郡山市　
廣度寺住職

梅
花
流
専
門
委
員

福
島
県 

恵
倫
寺
住
職

佐
藤 

憲
晃

◆
ク
イ
ズ
の
答
え
は
　

　
観
世
音
菩
薩
御
和
讃

大
聖
釈
迦
如
来
涅
槃
御
詠
歌（
不
滅
）

69

詠　唱　法

軽
く
発
音
す
る

軽
く
発
音
す
る

68

(Everyone)

Sha Ka

(Everyone)

Sha Ka
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