
　

東
京
ガ
ー
デ
ン
シ
ア
タ
ー
は
、
世
界
に

誇
る
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
ホ
ー
ル
と
し
て

２
０
２
０
年
に
開
業
。
最
新
の
設
備
と
立

体
的
な
大
空
間
を
有
す
る
日
本
屈
指
の
イ

ベ
ン
ト
会
場
で
あ
り
、
国
内
外
の
大
物
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
が
コ
ン
サ
ー
ト
を
行
な
う
壮
麗
な

施
設
が
、
梅
花
流
全
国
奉
詠
大
会
の
舞
台

と
な
っ
た
。

　

午
前
９
時
に
開
場
す
る
と
、
到
着
し
た

大
型
バ
ス
か
ら
続
々
と
梅
花
講
員
が
会
場

に
入
り
、
４
年
ぶ
り
の
賑
わ
い
が
戻
っ
て
き

た
。
感
染
症
対
策
の
た
め
マ
ス
ク
着
用
が
入

場
条
件
で
は
あ
る
が
、
コ
ロ
ナ
禍
を
経
て
一

堂
に
会
す
る
こ
と
が
で
き
た
歓
喜
が
伺
え
、

明
る
い
笑
い
声
が
溢
れ
て
い
た
。

　

今
大
会
は
、
管
区
で
ま
と
め
た
８
組
が
奉

詠
し
、
登
壇
者
は
最
大
50
人
。
登
壇
し
な

い
講
員
は
観
客
席
で
一
緒
に
お
唱
え
し
て
ま

ご
こ
ろ
を
捧
げ
た
。
会
場
の
構
造
か
ら
、
ど

の
観
客
席
か
ら
で
も
ス
テ
ー
ジ
と
の
距
離
が

近
く
感
じ
ら
れ
る
た
め
、
両
者
と
も
一
体
感

を
持
っ
て
奉
詠
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
。

　

清
興
は
、
梅
花
流
の
23
曲
を
二
部
合

唱
に
編
曲
し
た
平
林　

龍
氏
ほ
か
の
コ
ン

サ
ー
ト
。
梅
花
流
創
立
70
周
年
の
際
に
発

表
は
し
て
い
た
も
の
の
、
改
め
て
、
編
曲
者

本
人
に
よ
る
お
披
露
目
の
機
会
と
な
っ
た
。

観
客
と
と
も
に
歌
う
場
面
も
あ
り
、
大
い

に
盛
り
上
が
り
を
み
せ
た
。

　
「
浄
心
」
の
お
唱
え
で
し
ば
し
心
静
か
に
坐

り
、
フ
ィ
ナ
ー
レ
で
「
ま
ご
こ
ろ
に
生
き
る
」

を
歌
っ
て
大
会
は
終
了
。
曹
洞
宗
梅
花
講
規

程
が
変
更
さ
れ
、
全
国
大
会
が
隔
年
開
催
と

な
っ
た
た
め
、次
の
大
会
は
令
和
７
年
と
な
る
。

　

東
京
都
江
東
区
有
明
の
「
東
京
ガ
ー
デ
ン
シ
ア
タ
ー
」
で
５
月
24
日
、
令
和
５
年

度
梅
花
流
全
国
奉
詠
大
会
が
行
な
わ
れ
た
。
お
よ
そ
３
６
０
０
人
の
講
員
が
参
加
し
、

８
組
が
登
壇
奉
詠
し
た
。
清
興
で
は
梅
花
流
楽
曲
の
二
部
合
唱
を
披
露
し
、
コ
ロ
ナ

禍
か
ら
の
幕
開
け
と
な
っ
た
大
会
を
華
麗
に
彩
っ
た
。�

（
詳
細
は
第
２
面
）

４
年
ぶ
り
の
開
催
に
歓
喜
！

登壇奉詠の様子お誓い挙唱司　左から兼子喜美子さん　吉田吉子さん　星澤茂子さん

導師を務められる石附周行管長猊下

開会宣言　服部秀世宗務総長

・�

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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【 

大
会
概
要 

】

　

12
時
25
分
、
大
梵
鐘
が
鳴
り
、
ソ
プ
ラ

ノ
歌
手
の
北
野
里
沙
さ
ん
が
登
場
。
東
日

本
大
震
災
か
ら
12
年
、
犠
牲
者
の
13
回
忌

を
迎
え
た
こ
と
か
ら
、
復
興
支
援
曲
と
さ

れ
る
「
あ
す
と
い
う
日
が
」
を
歌
い
令
和

５
年
度
梅
花
流
全
国
奉
詠
大
会
が
幕
を
開

け
た
。
大
型
ス
ク
リ
ー
ン
に
復
興
へ
の
歩

み
の
様
子
が
映
さ
れ
て
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
を

演
出
。
続
い
て
、
大
会
長
の
服
部
秀
世
宗

務
総
長
が
登
場
し
、
４
年
ぶ
り
に
開
催
で

き
た
喜
び
と
感
謝
を
伝
え
て
開
会
を
宣
言

し
た
。

　

福
島
県
・
宮
城
県
・
岩
手
県
の
梅
花
講

員
が
挙
唱
司
と
な
り
「
お
誓
い
」
を
全
員

で
唱
和
。
法
要
は
、
大
会
総
裁
で
あ
る
大

本
山
總
持
寺
貫
首
の
石
附
周
行
管
長
猊
下

ご
親
修
で
厳
か
に
執
り
行
な
わ
れ
た
。「
般

若
心
経
」
の
読
経
と
「
大
聖
釈
迦
牟
尼
如

来
御
詠
歌
」
の
奉
詠
で
一
仏
両
祖
に
回
向
。

引
き
続
き
、
梅
花
講
員
物
故
者
・
自
然
災

害
物
故
者
追
悼
法
要
が
営
ま
れ
、「
舎
利
礼

文
」と「
追
善
供
養
御
和
讃
」で
供
養
し
た
。

相
見
の
拝
の
あ
と
の
御
垂
示
で
は
、
石
附

禅
師
よ
り
「
皆
さ
ま
の
お
唱
え
は
、
ご
自

身
の
信
仰
と
誓
願
だ
け
で
な
く
、
至
る
と

こ
ろ
に
響
き
渡
っ
て
人
々
を
導
い
て
い
る
」

と
あ
り
が
た
い
お
言
葉
を
賜
っ
た
。

　

登
壇
奉
詠
で
は
、
観
客
席
で
の
お
唱
え

と
和
合
し
て
歌
声
が
響
き
合
い
、
妙
音
に

包
ま
れ
る
よ
う
な
素
晴
ら
し
い
奉
詠
が
続

い
た
。
最
終
第
８
組
の
関
東
管
区
内
梅
花

講
の
方
々
の
「
平
和
祈
念
御
和
讃
」
の
お

唱
え
に
は
、
戦
争
の
惨
禍
に
思
い
を
馳
せ
、

平
和
へ
の
祈
り
を
一
層
強
く
し
た
様
子

だ
っ
た
。
各
組
そ
れ
ぞ
れ
に
大
き
な
拍
手

盛り上がる観客席登壇奉詠　平和祈念御和讃

清興は平林　龍さん・北野里沙さんのコンサート

司会　左から永松隆賢師範　金山晃道師範　倉田昌典師範 詠讃師　左から山㟢隆宏師範　上本英昭師範
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で
称
え
合
い
、
梅
花
流
に
よ
っ
て
結
ば
れ

た
絆
を
深
め
た
こ
と
が
窺
え
た
。

　

舞
台
の
準
備
が
整
い
、
二
部
合
唱
曲
編

曲
者
の
平
林　

龍
さ
ん
が
登
場
。
才
能
豊

か
な
ク
ラ
シ
ッ
ク
界
の
貴
公
子
と
の
出
会

い
を
楽
し
み
に
し
て
い
た
方
が
多
か
っ
た

の
だ
ろ
う
。
一
曲
目
の
「
花
」
の
歌
唱
の

あ
と
に
は
、
割
れ
ん
ば
か
り
の
大
歓
声
と

拍
手
が
鳴
り
響
い
た
。
明
年
が
七
〇
〇
回

大
遠
忌
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
太
祖
常
済
大

師
瑩
山
禅
師
影
向
御
和
讃
」
の
二
部
合
唱

を
参
加
者
に
指
導
し
、
一
緒
に
ハ
ー
モ

ニ
ー
を
奏
で
て
瑩
山
禅
師
を
讃
え
る
一
幕

も
あ
っ
た
。
平
林
さ
ん
は
お
よ
そ
30
分
間
、

北
野
里
沙
さ
ん
と
と
も
に
11
曲
を
披
露
し

て
会
場
を
沸
か
せ
た
。「
今
日
を
ご
縁
に
、

興
味
を
持
っ
て
い
た
だ
け
る
と
幸
い
で
す
」

と
、
二
部
合
唱
曲
へ
の
思
い
を
語
り
、
編

曲
者
と
し
て
挨
拶
し
て
い
た
。

　

楽
し
い
時
間
は
瞬
く
間
に
す
ぎ
、
し
ば

し
詠
讃
師
の
「
坐
禅
御
詠
歌
」
の
独
詠
の

な
か
で
心
静
か
に
坐
り
、
閉
会
の
時
を
迎

え
た
。
副
大
会
長
の
戸
田
光
隆
伝
道
部
長

が
登
壇
し
、
次
回
の
大
会
を
令
和
７
年
度

に
東
京
で
開
催
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
を

発
表
し
て
、閉
会
宣
言
を
行
な
っ
た
。
フ
ィ

ナ
ー
レ
恒
例
の
「
ま
ご
こ
ろ
に
生
き
る
」

の
大
合
唱
で
は
、
平
林
さ
ん
他
が
再
び
登

場
し
て
一
緒
に
歌
い
、
最
後
ま
で
盛
り
上

げ
て
い
た
。

　

以
前
よ
り
も
小
規
模
で
内
容
を
凝
縮
し

た
運
営
だ
っ
た
が
、
そ
の
分
洗
練
さ
れ
た

印
象
と
な
っ
た
令
和
５
年
度
の
全
国
大
会
。

コ
ロ
ナ
禍
な
ど
で
参
加
で
き
な
か
っ
た
と

い
う
方
は
、
ぜ
ひ
次
回
こ
そ
は
足
を
運
ん

で
い
た
だ
き
た
い
。

曹洞禅ネット → 梅花流詠讃歌 → 映像教材 → 
梅花流創立七〇周年記念事業～二部合唱～ スマートフォンはこちらから▶︎

閉会宣言　戸田光隆伝道部長

なにこのぷっくり！？
こんな目玉焼き食べたことないぞ。
黄身がもっちり、しっとり・・・
濃厚な味わいがたまらない！！

生卵を殻のまま冷凍。
それだけで黄身がくちどけ食感に。
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

　

梅
花
流
創
立
70
周
年
記
念

で
二
部
合
唱
に
編
曲
し
た
23

曲
が
ピ
ア
ノ
伴
奏
で
楽
し
め

る
。
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
で
、
ハ
モ

リ
パ
ー
ト
が
練
習
で
き
る
教

材
と
と
も
に
配
信
さ
れ
て
い

て
、
ピ
ア
ノ
伴
奏
は
カ
ラ
オ

ケ
の
よ
う
に
も
活
用
可
能
。

　

澄
ん
だ
ピ
ア
ノ
の
音
色
で

慣
れ
親
し
ん
で
い
る
曲
を
口

ず
さ
め
る
た
め
、
穏
や
か
に

癒
さ
れ
る
と
い
う
感
想
が
寄

せ
ら
れ
て
い
る
。

　
一
方
、
編
曲
者
の
平
林　

龍

さ
ん
と
、
北
野
里
沙
さ
ん
と

ハ
ー
モ
ニ
ー
が
で
き
る
こ
と

も
楽
し
い
。
全
国
大
会
で
素

敵
な
歌
声
を
披
露
し
て
く
れ

た
２
人
が
ハ
モ
リ
パ
ー
ト
を

歌
っ
て
い
る
た
め
、
親
し
み

も
沸
い
て
く
る
。

　
「
二
部
合
唱
は
難
し
い
」
と

言
う
声
も
多
い
が
、『
聖
号
』

や
『
ま
ご
こ
ろ
に
生
き
る
』

な
ど
か
ら
取
り
組
ん
で
み
て

は
ど
う
か
。
新
し
い
響
き
を

奏
で
る
こ
と
で
、
よ
り
一
層

梅
花
流
が
好
き
に
な
る
こ
と

請
け
合
い
だ
。

▼YouTube

▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼

手
軽
に
歌
え
る
と
好
評

さ
て
、

こ
の
曲
は

何
で
し
ょ
う
？

ばば

いい

かか

クク

イイ

ズズ
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洋
楽
譜
を
見
慣
れ
な
い
方
は
不
安
に
な
る
か
も

知
れ
ま
せ
ん
が
、
五
線
譜
は
階
段
式
に
音
を
取
り

ま
す
。
上
に
上
が
れ
ば
そ
の
分
高
く
、
下
が
れ
ば

低
く
な
り
ま
す
。
正
確
に
音
を
取
る
為
に
調
子

笛
や
鍵
盤
楽
器
な
ど
で
確
認
す
る
と
良
い
で
し
ょ

う
。
今
回
は
特
別
に
梅
花
符
に
し
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。

　

両
声
部
を
練
習
し
、
ど
の
よ
う
な
響
き
か
理
解

し
て
歌
う
と
安
定
感
が
増
し
ま
す
。
伴
奏
を
つ
け

た
こ
と
に
よ
り
和
声
の
調
和
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

さ
ら
に
ハ
モ
リ
が
メ
ロ
デ
ィ
に
呼
応
し
て
音
楽
に

彩
り
、
陰
影
を
与
え
立
体
感
を
出
し
て
い
る
こ
と

を
意
識
し
て
下
さ
い
。
ハ
モ
リ
パ
ー
ト
は
、
音
取

り
し
や
す
い
よ
う
に
な
る
べ
く
同
じ
音
の
連
続
で

歌
え
る
よ
う
に
し
て
あ
り
ま
す
。

　

発
声
に
つ
い
て
は
、
二
声
を
同
じ
響
き
で
共
鳴

さ
せ
る
た
め
に
大
き
く
口
を
開
け
て
発
音
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
歌
う
寸
前
に
欠
伸
の
位
置
で
、

子
音
は
は
っ
き
り
と
母
音
は
伸
び
や
か
に
出
し
て

み
ま
し
ょ
う
。
そ
う
す
る
と
歌
声
も
表
情
豊
か
に

表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

ハ
モ
リ
や
伴
奏
付
な
ど
新
し
い
試
み
で
す
が
、

瑩
山
禅
師
七
〇
〇
回
大
遠
忌
と
い
う
特
別
な
機
会

に
合
唱
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
た
こ
の
作
品
を
、

是
非
皆
様
で
繰
返
し
お
唱
え
く
だ
さ
い
。
数
々
の

梅
花
流
詠
讃
歌
が
、
美
し
い
ハ
ー
モ
ニ
ー
で
奏
で

ら
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。

梅
花
妙
楽

■
旧
暦
の
８
月
15
日
に
見
え
る
月

を
「
中
秋
の
名
月
（
十
五
夜
）」
と

い
う
。
今
年
は
９
月
29
日
。
ス
ス
キ

を
飾
り
団
子
を
お
供
え
し
て
…
と

い
う
家
庭
は
少
な
い
か
も
し
れ
な
い

が
、
そ
れ
で
も
、
夜
空
を
見
上
げ
て

満
月
を
め
で
る
心
の
ゆ
と
り
は
持

ち
た
い
も
の
だ
。

■
月
（
太
陰
）
の
満
ち
欠
け
に
よ
る

暦
が
太
陰
暦
で
、
地
球
が
太
陽
の
周

り
を
回
る
周
期
に
よ
る
の
が
太
陽

暦
。
現
在
の
カ
レ
ン
ダ
ー
は
太
陽
暦

で
、
太
陰
暦
を
基
に
す
る
旧
暦
と
は

一
か
月
以
上
の
ズ
レ
が
あ
る
。
９
月

29
日
な
の
に
十
五
夜
な
の
も
そ
れ

が
理
由
だ
。

■
梅
花
流
で
月
と
い
え
ば
、
お
釈
迦

さ
ま
や
仏
法
を
譬
え
た
歌
詞
が
す

ぐ
に
思
い
浮
か
ぶ
。
心
の
闇
を
明
る

く
照
ら
し
、
私
た
ち
を
導
く
も
の
の

象
徴
と
し
て
詠
わ
れ
て
い
る
。「
秋

は
月
」
と
い
う
道
元
禅
師
も
、「
月

が
二
つ
あ
る
」と
い
う
瑩
山
禅
師
も
、

お
釈
迦
さ
ま
を
仰
ぐ
よ
う
に
掌
を

合
わ
せ
て
い
た
に
違
い
な
い
。

■
イ
ン
ド
の
寓
話
『
ジ
ャ
ー
タ
カ
』

に
は
、
お
釈
迦
さ
ま
の
前
世
の
姿
の

一
つ
が
ウ
サ
ギ
で
、
そ
の
尊
い
行
な

い
故
に
月
に
描
か
れ
た
、
と
い
う
有

名
な
物
語
が
あ
る
。
走
っ
て
も
つ
い

て
く
る
月
。
雲
に
覆
わ
れ
て
い
て
も

必
ず
浮
か
ん
で
い
る
月
。
両
祖
忌
の

日
が
十
五
夜
の
今
年
、
丁
寧
に
お
月

見
を
営
ん
で
一
仏
両
祖
に
供
養
し
て

み
て
は
？�

（
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
御
和
讃

編曲者

平林　龍
洋楽譜は
こちらから

「
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
。

22
ペ
ー
ジ
下
段
楽
譜
中
　
２
番
歌
詞

誤
　
て・

ん
こ
う
ろ
く

正
　
で・

ん
こ
う
ろ
く

訂正・お詫び

◆
ク
イ
ズ
の
答
え
は
　

　
供
華

2023（令和５）年８月１日	 香　里	 梅花新聞　第 49 号		⑷


