
・�

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
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あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。

　

昨
年
10
月
16
日
に
宗
務
総
長
に

就
任
し
ま
し
た
服
部
秀
世
で
す
。

ど
う
ぞ
宜
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

70
年
余
り
前
、
梅
花
流
は
静
岡

を
舞
台
に
発
祥
し
ま
し
た
。
以
来
、

全
国
各
地
に
伝
道
さ
れ
、
今
日
の

成
熟
を
迎
え
て
い
ま
す
。
改
め
て

梅
花
流
に
注
が
れ
た
先
人
た
ち
の

ご
苦
労
に
思
い
を
馳
せ
、
大
切
に

守
り
伝
え
て
い
く
よ
う
努
め
て
参

る
所
存
で
す
。

　

長
引
く
コ
ロ
ナ
禍
で
、
各
寺
院

の
活
動
は
冬
ご
も
り
の
よ
う
な
状

態
が
続
い
て
い
る
感
が
あ
り
ま
す
。

梅
の
花
が
開
い
て
春
を
誘い
ざ
なう

よ
う

に
、
梅
花
流
の
明
る
い
歌
声
か
ら
、

活
発
な
宗
門
を
取
り
戻
し
て
い
き

た
い
も
の
で
す
。

　

皆
様
の
元
気
な
笑
顔
と
お
唱
え

に
期
待
し
て
い
ま
す
。

　

昨
年
10
月
に
伝
道
部
長
に
就
任

し
ま
し
た
戸
田
光
隆
で
ご
ざ
い
ま

す
。
２
年
間
の
任
期
中
、
梅
花
流

の
維
持
発
展
に
精
一
杯
努
め
て
参
り

ま
す
。

　

さ
て
、
5
月
に
は
、
4
年
ぶ
り

と
な
る
梅
花
流
全
国
奉
詠
大
会
を

開
催
い
た
し
ま
す
。
従
来
と
比
べ
規

模
を
縮
小
し
て
の
実
施
と
な
り
ま

す
が
、
今
後
の
指
針
と
な
る
よ
う

な
大
会
に
す
べ
く
準
備
を
進
め
て

お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
次
年
度
よ
り
、
檀
信
徒

の
検
定
教
階
削
減
等
の
諸
改
革
が

施
行
さ
れ
ま
す
。
講
員
の
皆
様
が
、

い
つ
ま
で
も
活
き
活
き
と
お
唱
え
続

け
ら
れ
る
よ
う
、
制
度
面
の
充
実

を
図
っ
て
参
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　

梅
花
流
を
通
し
て
、
皆
様
と
出

会
え
る
こ
と
を
楽
し
み
に
し
て
お

り
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願

い
致
し
ま
す
。

「
衆
善
奉
行
」の
実
践�

石い
し�

附づ
き��

周し
ゅ
う�

行こ
う

曹
洞
宗
管
長

大
本
山
總
持
寺
貫
首

で
い
た
と
い
う
風
変
わ
り
な
道ど

う
り
ん林

和お
し
ょ
う尚

と
い
う
お

坊
さ
ん
が
い
ま
し
た
。
そ
こ
へ
、
有
名
な
詩
人

白は
く
ら
く
て
ん

楽
天
が
や
っ
て
き
て
問
い
ま
す
。「
仏
教
の
根
本

の
心
は
何
ん
で
す
か
」
と
。
道
林
和
尚
の
答
え
は

「
諸し

ょ
あ
く
ま
く
さ

悪
莫
作　

衆し
ゅ
ぜ
ん
ぶ
ぎ
ょ
う

善
奉
行
―
悪
い
こ
と
を
せ
ず　

善

い
こ
と
を
す
る
こ
と
」
で
し
た
。
白
楽
天
は
「
そ

ん
な
こ
と
は
三
歳
の
童
子
で
も
知
っ
て
い
る
」
と

道
林
和
尚
を
や
り
込
め
ま
す
。
道
林
和
尚
は
即
座

に
「
善
悪
の
別
は
三
歳
の
童
子
で
も
わ
か
る
が
、

実
行
は
八
十
歳
の
翁
に
も
難
し
い
」
と
言
い
返
し

ま
す
。

　

つ
ま
り
、「
知
る
」
と
「
実
行
す
る
」
と
の
間
に

は
大
き
な
隔
た
り
が
あ

る
こ
と
を
心
す
る
こ
と

で
す
。「
絵
に
画
い
た

餅
」
で
な
く
、
お
正
月

の
本
当
の
お
餅
を
よ
く

か
み
し
め
た
い
と
思
い

ま
す
。

合
掌

　

明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
年
が

改
ま
り
ま
す
と
、
心
が
清
々
し
く
、
そ
し
て
身
を

律
し
て
引
き
締
ま
る
思
い
が
し
ま
す
。

　

今
年
は
、
大
本
山
總
持
寺
に
お
き
ま
し
て
は
、

明
年
の
開
山
太
祖
瑩
山
紹
瑾
禅
師
七
〇
〇
回
大
遠

忌
の
予
修
法
要
を
迎
え
る
こ
と
と
な
り
、
報
恩
行

に
一
層
の
精
進
を
期
す
る
年
と
な
り
ま
し
た
。

　

梅
花
流
講
員
の
み
な
さ
ま
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、

詠
讃
歌
を
通
し
て「
お
誓
い
」の
実
践
に
精
進
さ
れ
、

コ
ロ
ナ
禍
を
克
復
さ
れ
て
の
日
々
を
お
過
ご
し
の

こ
と
と
思
い
ま
す
。

　

中
国
の
唐
代
に
、
お
寺
の
松
の
木
の
上
に
住
ん

梅　
早
春
を
開
く

梅　
早
春
を
開
く

瑞
気
梅
花
に
満
つ

瑞
気
梅
花
に
満
つ

服部秀世（はっとりしゅうせい）
平成26年より曹洞宗宗議会議員
曹洞宗財政部長・梅花講審議会
参与などを歴任
静岡県静岡市
浄元寺住職

戸田光隆（とだこうりゅう）
富山県宗務所長・北信越管区
管区長などを歴任し平成 25年
より曹洞宗宗議会議員
梅花流 4級師範
富山県中新川郡
立山寺住職
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「
梅
花
服
を
着
た
方
が
こ
ん
な
に
集
ま
る

の
は
久
し
ぶ
り
で
嬉
し
い
。
今
日
は
肩
肘
張

ら
ず
に
楽
し
ん
で
ほ
し
い
」
と
、
鬼
頭
広
安

住
職
が
挨
拶
し
て
始
ま
っ
た
歌
の
会
。
温
か

く
迎
え
ら
れ
た
平
林
さ
ん
が
、
ま
ず
は
『
荒

城
の
月
』
を
歌
い
バ
リ
ト
ン
歌
手
の
美
声
を

披
露
し
た
。

　

軽
く
発
声
練
習
を
し
て
、
最
初
の
レ
ッ
ス

ン
曲
『
聖
号
』
へ
。
ハ
モ
リ
パ
ー
ト
を
、
平

林
さ
ん
が
丁
寧
に
指
導
し
て
い
く
。
何
度
か

練
習
し
て
、
い
ざ
合
唱
し
て
み
る
と
…
…
見

事
に
ハ
ー
モ
ニ
ー
と
な
り
、
自
分
た

ち
で
も
驚
き
の
拍
手
！
ほ
ん
の
数
分

で
コ
ー
ラ
ス
隊
が
出
来
上
が
っ
て
い

た
。

　

そ
の
後
は
『
三
宝
讃
歌
』
や
『
太

祖
常
済
大
師
瑩
山
禅
師
讃
仰
御
和

讃
』
な
ど
を
練
習
。「
難
し
そ
う
で

と
て
も
無
理
」
と
言
っ
て
い
た
方
々

が
、
指
導
に
よ
り
上
手
に
二
部
合
唱
で
き
、

ピ
ア
ノ
伴
奏
で
活
き
活
き
と
歌
っ
て
い
る
様

子
は
新
鮮
だ
っ
た
。
平
林
さ
ん
の
ミ
ニ
コ
ン

サ
ー
ト
も
あ
り
「
す
ご
く
楽
し
か
っ
た
、
元

気
が
で
た
」
と
の
感
激
の
声
が
聞
か
れ
た
。

　
「
皆
さ
ん
よ
く
声
も
出
て
、
と
て
も
お
上

手
で
し
た
」
と
平
林
さ
ん
。
新
し
い
学
び
が

あ
る
と
、
詠
讃
歌
は
も
っ
と
楽
し
く
な
る
と

教
え
て
く
れ
た
。
平
林
さ
ん
は
、
令
和
５
年

度
梅
花
流
全
国
奉
詠
大
会
に
出
演
す
る
こ
と

が
決
定
し
て
い
る
。

平
林
さ
ん
が
合
唱
を
指
導

　

東
京
都
町
田
市
の
宗そ

う

保ほ

院い
ん

で
12
月
２
日
、
梅
花
流
詠
讃
歌
を
二
部
合
唱
に
編
曲
し
た

平ひ
ら

林ば
や
し

龍り
ゅ
うさ

ん
を
招
い
て
レ
ッ
ス
ン
が
催
さ
れ
た
。
近
隣
寺
院
の
檀
信
徒
も
含
め
、
38
人

が
参
加
し
美
し
い
ハ
ー
モ
ニ
ー
を
響
か
せ
た
。

　

曹
洞
宗
宗
務
庁
は
昨
年
10
月
、『
梅
花
流

詠
讃
歌
洋
楽
譜
1
伝
承
曲
編
』
と
、
そ
の

他
の
全
曲
を
収
め
た
『
梅
花
流
詠
讃
歌
洋

楽
譜
2
』
の
二
冊
を
出
版
・
発
売
し
た
。

　

こ
の
度
の
出
版
は
、
前
宗
務
総
長
の
鬼

生
田
俊
英
正
伝
師
範
の
強
い
希
望
で
実
現

し
た
。

　

こ
の
洋
楽
譜
を
き
っ
か
け
に
「
よ
り
多

く
の
人
に
詠
讃
歌
に
触
れ
て
ほ
し
い
」、「
梅

花
流
を
知
ら
な
い
人
た
ち
に
も
詠
讃
歌
に

親
し
ん
で
も
ら
い
た
い
」、「
童
謡
を
口
ず

さ
む
よ
う
に
楽
し
ん
で
お
唱
え
し
て
ほ
し

い
」
と
い
う
想
い
が
形
と
な
っ
た
。

　

鬼
生
田
師
範
は
、
か
つ
て
梅
花
流
特
派

師
範
と
し
て
全
国
各
地
を
巡
回
し
て
梅
花

流
の
魅
力
を
伝
え
る
と
と
も
に
、
梅
花
流

師
範
養
成
所
の
主
任
講
師
を
務
め
る
な
ど

後
進
の
育
成
に
も
力
を
注
い
で
き
た
。
養

成
所
で
は
、
五
線
譜
の
テ
キ
ス
ト
に
ピ
ア

ノ
や
フ
ル
ー
ト
も
用
い
て
指
導
し
て
い
た

そ
う
だ
。
通
常
、
梅
花
流
の
詠
唱
に
は
梅

花
符
の
教
典
を
用
い
る
が
、
学
ぶ
人
の
立

場
に
な
っ
て
分
か
り
や
す
く
伝
え
る
た
め

に
は
、
洋
楽
譜
が
有
効
な
手
段
と
の
こ
と
。

　

令
和
４
年
の
梅
花
流
創
立
70
周
年
に
際
し

て
は
、
23
曲
を
二
部
合
唱
に
し
た
譜
面
を
配

布
す
る
な
ど
、新
し
い
試
み
も
行
な
っ
て
き
た
。

梅
花
講
員
だ
け
が
お
唱
え
す
る
の
で
は
な
く
、

み
ん
な
が
一
緒
に
歌
え
る
仏
教
音
楽
と
し
た
い

と
い
う
方
針
の
顕
れ
で
、
こ
れ
か
ら
の
梅
花

流
に
必
要
な
要
素
を
示
し
た
と
言
え
る
。

　

鬼
生
田
師
範
は
、
こ
の
洋
楽
譜
が
広
い

世
代
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
梅
花
流
が
再
び

活
気
に
満
ち
溢
れ
る
こ
と
に
期
待
を
寄
せ

る
。
ま
た
、
音
楽
に
国
境
は
な
く
、「
世
界

中
に
梅
花
流
の
素
晴
ら
し
さ
を
届
け
た
い
」

と
い
う
鬼
生
田
師
範
の
願
い
が
、
こ
の
洋

楽
譜
に
込
め
ら
れ
て
い
る
。

　

両
冊
共
に
A
４
サ
イ
ズ
で
、『
梅
花
流
詠

讃
歌
教
典
』
の
曲
順
に
楽
譜
と
歌
詞
を
掲

載
し
て
い
る
。

　

な
お
、
伝
承
曲
編
は
令
和
５
年
度
梅
花

流
全
国
奉
詠
大
会
参
加
者
に
記
念
品
と
し

て
配
布
す
る
。

　
　
　
　
　
　
さ
て
、
こ
の
曲
は
何
で
し
ょ
う
？

ばば

いい

かか

クク

イイ

ズズ

価格　1,650 円（税込）

価格　3,850 円（税込）

梅
花
流
詠
讃
歌
洋
楽
譜
発
刊

合
唱
レ
ッ
ス
ン

優しく指導する平林さん

ハモリパートを練習する参加者
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新
た
な
連
載
が
ス
タ
ー
ト

　

曹
洞
宗
の
月
刊
誌『
禅
の
友
』。
令
和
５
年
１
月
号
よ
り
、「
諸
行
無
常
の
ひ
び
き
」

と
題
し
て
山
中
律
雄
師
範
が
寄
稿
す
る
コ
ー
ナ
ー
が
始
ま
っ
た
。

禅の友禅の友

　

自
然
災
害
の
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
令
和
4
年
9
月
30
日
、
神
奈
川
県
南
足
柄
市
の
大
雄

山
最
乗
寺
で
開
催
さ
れ
た
。

　

山
中
師
範
は
1
9
9
6
年
か
ら
24
年

間
特
派
師
範
を
務
め
、
現
在
は
専
門
委
員

と
し
て
梅
花
流
の
興
隆
に
寄
与
し
て
い

る
。
一
方
、
歌
人
と
し
て
も
名
高
い
。
こ

れ
ま
で
に
出
版
し
た
歌
集
は
5
作
を
数
え
、

禅
僧
な
ら
で
は
の
世
界
観
が
滲
む
作
品
の

数
々
に
は
定
評
が
あ
る
。
近
作
は
『
淡
黄
』

（
2
0
2
2
年�

現
代
短
歌
社
）。

　
「
諸
行
無
常
の
ひ
び
き
」
で
は
、
心
を
見

つ
め
、
言
葉
に
向
き
合
い
続
け
て
き
た
山

中
師
範
が
、
梅
花
流
詠
讃
歌
の
歌
詞
を
日

常
の
暮
ら
し
の
な
か
に
ひ
も
解
い
て
い
く
。

初
回
は
タ
イ
ト
ル
に
ふ
さ
わ
し
く
『
無
常

御
和
讃
』。
人
の
此
の
世
の
儚
さ
は
…
あ
わ

れ
常
な
き
世
な
り
け
り
…
歌
詞
に
込
め
ら

れ
た
仏
の
教
え
を
、
よ
り
良
く
生
き
る
た

め
の
糧
と
な
る
よ
う
わ
か
り
易
く
説
き
明

か
す
。

　

他
に
も
一
部
の
コ
ー
ナ
ー
を
リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
し
た
『
禅
の
友
』。
時
事
や
芸
術
な

ど
、
興
味
深
い
記
事
を
満
載
し
て
い
る
の

で
、
ぜ
ひ
お
手
に
と
っ
て
ご
一
読
い
た
だ

き
た
い
。
菩
提
寺
に
置
い
て
い
な
い
場
合

は
、
個
人
で
購

読
す
る
こ
と
も

で
き
る
。

　

な
お
、「
諸
行

無
常
の
ひ
び
き
」

は
公
式
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
「
曹
洞

禅
ネ
ッ
ト
」
で

も
配
信
す
る
。

　

爽
や
か
な
秋
晴
れ
の
下
、
天
狗
伝
説
で

有
名
な
古
刹
霊
場
に
1
2
1
名
の
参
加

者
が
集
っ
て
梅
花
流
詠
讃
歌
の
歌
声
を
響

か
せ
た
。
感
染
症
対
策
も
し
っ
か
り
と
行

な
わ
れ
、
安
全
安
心
の
た
め
の
ス
タ
ッ
フ

の
配
慮
が
随
所
に
伺
え
た
。

　

午
前
中
は
、
代
表
の
北
野
良
昭
正
伝
師

範
に
よ
る
『
無
常
御
詠
歌
（
月
影
）』
の

全
体
講
習
。
そ
し
て
、
本
堂
前
に
移
動
し

て
の
記
念
撮
影
後
に
『
梅
花
流
創
立
記
念

奉
讃
御
和
讃
』
を
全
員
で
高
ら
か
に
歌
い

上
げ
た
。
こ
の
様
子
に
、
最
乗
寺
山
主
の

増
田
友
厚
老
師
は
「
素
晴
ら
し
い
で
す
ね
。

あ
り
が
と
う
」
と
感
激
の
言
葉
を
述
べ
て

い
た
。

　

午
後
は
、
御
真
殿
で
祈
祷
法
要
が
厳
修

さ
れ
、
分
科
会
講
習
で
は
『
正
法
御
和
讃
』

『
花
供
養
御
和
讃
』
な
ど
を
練
習
し
た
。

最
後
に
奉
詠
と
読
経
で
法
要
を
営
み
、
被

災
地
復
興
と
自
然
災
害
被
災
物
故
者
追
悼

の
祈
り
が
捧
げ
ら
れ
た
。

　

参
加
協
力
費
他
か
ら
昼
食
代
等
を
差
し

引
い
た
、
五
七
万
四
三
七
〇
円
が
曹
洞
宗

義
援
金
に
託
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
道

心
利
行
の
ス
マ
イ
ル
ア
ゲ
イ
ン
梅
花
の
つ

ど
い
よ
り
寄
託
さ
れ
た
累
計
は
一
千
万
円

以
上
と
な
っ
た
。
尊
い
浄
財
は
、
被
災
地

復
興
支
援
の
た
め
に
役
立
て
ら
れ
る
。

これがサツマイモの天ぷら！？
お、重い…迫力がすごい。
焼芋みたいにネットリホックリ。
揚げてコクが出て、あま―い！！

20分以上揚げ、キッチンペー
パーでくるんで 15分蒸らす。
〝じっくり〟が秘訣とか。
ぜひご賞味あれ。
願わくは此の功徳を以って・・・
ごちそうさまでした。

功徳のグルメ

第23回
スマイルアゲイン

『禅の友』購読申し込みは
曹洞宗ブックセンターへ。

フリーダイヤル　0120-498-971
価格（1冊）　80 円（税込）
送料（1回）100 円（税込）
年間購読
180 円× 12 ヶ月＝ 2,160 円（税込）

指揮をする北野良昭代表

『梅花流創立記念奉讃御和讃』の大合唱

⑶		梅花新聞　第 48 号	 香　里	 2023（令和５）年１月１日



補
足

『
太
祖
常
済
大
師
瑩
山
禅
師
影
向
御
和
讃
』
と

『
太
祖
常
済
大
師
瑩
山
禅
師
影
向
御
詠
歌

（
伝
光
）』
は
、

そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
唱
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
曲
は
、
瑩
山
禅
師
六
五
〇
回
大
遠
忌
の
記

念
曲
で
す
。
単
独
で
お
唱
え
せ
ず
に
影
向
御
和
讃

に
引
き
続
き
唱
え
ま
す
。
従
っ
て
、
詠
題
は
挙
唱

し
ま
せ
ん
。
詠
頭
司
は
、
御
和
讃
の
奉
詠
後
の
唱

念
を
せ
ず
、
一
拍
休
止
の
後
に
頭
句
を
唱
え
ま
す
。

詠
衆
は
、
御
和
讃
の
奉
詠
後
の
唱
念
を
せ
ず
、
鈴

を
作
法
通
り
に
膝
上
に
置
き
頭
句
に
続
き
唱
和
し

ま
す
。

　

詠
唱
で
は
、「
1
・
1
・
1
・
1
」
符
の
発
音
を

大
切
に
、
発
声
を
軽
快
に
し
ま
し
ょ
う
。
一
行
目

「
た
」
の
二
拍
目
は
「
レ
・
ド
・
ラ
」
の
「
1
・

1
・
2
」
に
な
ら
な
い
よ
う
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　

瑩
山
禅
師
は
、
１
３
２
１
年
、「
一
切
の
衆
生
を

救
う
」
と
の
誓
願
を
た
て
能
登
に
總
持
寺
を
開
創

し
、
そ
の
誓
願
は
峨
山
禅
師
に
受
け
継
が
れ
、
多

く
の
弟
子
達
に
よ
り
全
国
に
広
め
ら
れ
ま
し
た
。

總
持
寺
は
、
１
８
９
８
年
大
火
で
多
く
の
伽
藍
を

失
い
、
１
９
１
１
年
鶴
見
に
移
転
し
現
在
に
到
っ

て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
歌
詞
は
、
遠
忌
を
迎
え
禅
師
の
ご
遺
徳
を

お
偲
び
し
、
全
国
に
教
線
を
拡
大
し
た
ご
功
績
を

日
本
一
の
霊
峰
富
士
に
重
ね
併
せ
た
も
の
で
す
。

　

令
和
6
年
の
禅
師
の
七
〇
〇
回
大
遠
忌
を
前
に
、

御
本
山
で
は
今
年
か
ら
予
修
法
要
が
勤
ま
り
ま
す
。

「
影よ
う
ご
う向
」
と
は
、
禅
師
が
こ
の
場
に
現
れ
て
く
る
事

を
意
味
し
ま
す
。
私
達
は
、
御
詠
歌
を
通
し
て
み

教
え
を
学
び
、
日
々
の
暮
ら
し
に
活
か
し
て
い
く

中
で
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
益
々

の
ご
精
進
を
ご
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。

梅
花
妙
楽

■
「
土
を
喰
ら
う
十
二
ヵ
月
」
と
い

う
映
画
を
観
た
。
土
の
匂
い
や
山
の

幸
の
香
り
が
感
じ
ら
れ
る
何
と
も
豊

か
な
食
生
活
が
描
か
れ
て
い
て
、
よ

だ
れ
を
垂
ら
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い

作
品
だ
っ
た
。
主
演
は
沢
田
研
二
。

こ
ち
ら
も
ふ
く
ら
か
と
い
い
味
を
出

し
て
い
る
。

■
料
理
研
究
家
の
土
井
善
晴
が
監

修
し
て
い
る
た
め
、
季
節
の
食
材
が

素
朴
な
が
ら
も
滋
味
深
い
ご
馳
走
と

な
っ
て
登
場
す
る
。
余
計
な
装
飾
は

な
く
て
い
い
、
素
材
の
お
い
し
さ
を

素
直
に
頂
く
こ
と
が
贅
沢
な
ん
だ
と

語
り
か
け
て
く
る
。

■
冒
頭
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、

制
作
の
源
流
を
辿
る
と
道
元
禅
師

の
『
典て
ん
ぞ
き
ょ
う
く
ん

座
教
訓
』
に
行
き
つ
く
。
食

事
は
仏
道
修
行
、
菜
っ
葉
の
一
本
で

も
大
事
に
調
理
し
、
あ
り
が
た
く
頂

く
─
─
食
材
の
い
の
ち
、
自
分
の
い

の
ち
、
そ
し
て
仏
の
慧い
の
ち命
を
思
う
ご

は
ん
。
詠
讃
歌
を
通
し
て
仏
祖
の
教

え
を
学
ん
で
い
る
皆
さ
ん
な
ら
、
こ

の
映
画
を
よ
り
深
く
堪
能
で
き
る
は

ず
だ
。

■
も
ち
ろ
ん
、
物
語
は
食
べ
る
こ
と

ば
か
り
で
は
な
い
。
生
き
る
こ
と
、

死
ぬ
こ
と
を
見
つ
め
て
自
己
と
向
き

合
う
男
の
心
操
が
テ
ー
マ
と
な
っ
て

い
る
。
音
も
い
い
。
景
色
も
い
い
。

全
体
が
纏ま
と

う
無
常
観
も
い
い
。
し
み

じ
み
と
心
が
満
た
さ
れ
る
と
て
も
素

敵
な
映
画
だ
。
た
だ
、
反
対
に
、
絶

対
に
、
お
な
か
は
減
る
。（

詠
道
課
）

曹洞宗梅花流

梅花法具のお求めは
曹洞宗ブックセンターへ

梅花法具は、令和４年４月１日より
梅花流指定店制度の廃止に伴い
曹洞宗ブックセンターでお取り扱いをしています

太
祖
常
済
大
師
瑩
山
禅
師
影
向

第
一
番
御
詠
歌（
伝
光
）

梅花流専門委員
北海道

千走寺住職

村上 秀典

「
梅
花
流
創
立
70
周
年
記
念　

梅
花
流
詠
讃
歌
洋

楽
譜
～
二
部
合
唱
～
」
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。

謹
ん
で
お
詫
び
申
し
上
げ
、
左
記
の
通
り
訂
正
い

た
し
ま
す
。

38
ペ
ー
ジ
上
段　
一
番
歌
詞
中

　
　
・

誤　

天て
ん
と
地ち

と

　
　
・

正　

天そ
ら

と
地ち

と

訂正・お詫び

◆
ク
イ
ズ
の
答
え
は
　

無
常
御
和
讃
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