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お誓い

・
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
。
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新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。

　

祖
山
仏
殿
の
前
庭
に
、
紅
白
一
対
の
老

梅
樹
が
あ
り
ま
す
。
時
節
の
到
来
の
ま
ま

年
毎
に
、
嫩ど
ん

芽が

を
生
じ
蕾つ
ぼ
みを
つ
け
て
、
ほ

ど
な
く
一
輪
二
輪
と
花
を
咲
か
せ
ま
す
。

梅
は
早
春
を
開
く
所
以
で
す
。
陰
暦
で
は

立
春
は
新
年
に
も
あ
た
り
ま
す
の
で
、
梅

は
松
竹
に
加
え
て
正
月
に
ふ
さ
わ
し
い
樹

木
と
さ
れ
ま
し
た
。

　

香
里
と
は
花
も
香
り
も
高
雅
な
梅
花
の

家
郷
を
指
す
と
思
い
ま
す
。
ま
し
て
雪
裏

に
凛
と
咲
く
梅
は
私
た
ち
の
生
き
る
指
標

と
も
な
り
ま
す
。

　

梅
花
流
の
詠
道
は
仏
道
を
行
ず
る
こ
と

に
外
な
り
ま
せ
ん
。
三
宝
を
敬
い
仏
祖
の

御
教
え
を
学
ん
で
い
れ
ば
、
謙
虚
で
し
か

も
智
慧
の
具
わ
る
人
と
な
る
で
し
ょ
う
。

宗
門
の
詠
讃
歌
は
布
教
伝
道
の
大
き
な
役

割
を
担
っ
て
い
ま
す
。
創
設
以
来
多
く
の

方
々
が
努
力
と
研
鑽
を
重
ね
て
、
今
日
ま

で
の
発
展
に
尽
く
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
徳
行
を
忘
れ

る
訳
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
老
梅
樹
の
一
華
が
五
葉
を

開
き
、
古
今
に
わ
た
り
無
数
に
華
を
点
じ
つ
づ
け
て

ま
い
り
ま
し
た
。
梅
花
の
名
を
頂
い
て
い
る
こ
と
の

喜
び
を
感
じ
ま
す
。

　

梅
花
講
員
み
な
さ
ま
に
は
、
お
誓
い
の
文
に
即
し

て
和
合
を
旨
と
し
、
上
手
に
流
れ
ず
下
手
に
屈
せ
ず

三
宝
帰
依
の
念
を
篤
く
も
ち
、
真
心
を
も
っ
て
お
唱

え
く
だ
さ
い
。
詠
唱
に
お
け
る
所
作
す
べ
て
に
お
い

て
、
宗
旨
に
適
っ
た
威
儀
が
人
々
の
心
を
う
つ
こ
と

で
し
ょ
う
。
梅
花
の
詠
道
を
通
じ
て
一
仏
両
祖
の
正

法
を
お
伝
え
く
だ
さ
い
。

　

平
和
な
香
里
に

春
風
が
吹
き
渡

り
、
笑
顔
の
花
が

咲
き
ま
す
こ
と
を

祈
念
し
て
挨
拶
と

い
た
し
ま
す
。

曹
洞
宗
管
長

大
本
山
永
平
寺
貫
首

福ふ
く

山や
ま

諦た
い

法ほ
う

梅
開
早
春
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オ
ー
プ
ニ
ン
グ

　

大
梵
鐘
が
打
ち
鳴
ら
さ
れ
た
後
、
横

浜
中
華
学
校
校
友
会
国
術
団
の
演
奏
に

あ
わ
せ
二
頭
の
中
国
獅
子
が
登
場
、
副

大
会
長
の
横
井
真
之
伝
道
部
長
が
獅
子

に
導
か
れ
ス
テ
ー
ジ
中
央
に
進
み
、
高

ら
か
に
開
会
を
宣
言
し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
地
元
横
浜
市
の
三
松
幼
稚

園
、
總
持
寺
保
育
園
の
園
児
の
皆
さ
ん

が
登
場
し
「
の
の
さ
ま
に
」・「
の
ん
の

ん
の
の
さ
ま
」
の
可
愛
ら
し
い
合
唱
と

献
灯
献
花
を
披
露
。
整
列
し
て
の
ご
挨

拶
に
会
場
か
ら
大
き
な
拍
手
と
歓
声
が

あ
が
り
ま
し
た
。

第
一
部

開
会
式

　

会
場
の
全
員
で
「
三
宝
御
和
讃
」
を

お
唱
え
す
る
中
、大
本
山
永
平
寺
貫
首
・

福
山
諦
法
禅
師
さ
ま
、
曹
洞
宗
管
長
大

本
山
總
持
寺
貫
首
・
江
川
辰
三
禅
師
さ

ま
が
入
堂
さ
れ
ま
し
た
。

　

拈
香
法
語
に
引
続
き
般
若
心
経
が
唱

え
ら
れ
た
後
、「
大
聖
釈
迦
牟
尼
如
来

讃
仰
御
詠
歌
（
高
嶺
）」
の
奉
詠
が
行

わ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
昨
年
は
戦
後
七
十
年
目
の
節

目
で
あ
り
、
戦
災
で
お
亡
く
な
り
に
な

ら
れ
た
方
が
た
と
、
自
然
災
害
で
亡
く

な
ら
れ
た
方
が
た
の
ご
冥
福
を
祈
り
、

「
自
然
災
害
被
災
物
故
者
諸
精
霊
並
び

に
戦
後
七
十
年
追
悼
法
要
」
が
福
山
禅

師
さ
ま
ご
親
修
の
も
と
厳
か
に
行
わ

れ
、
読
経
に
引
き
続
き
会
場
中
が
心
を

一
つ
に
「
追
善
供
養
御
詠
歌
（
妙
鐘
）」

を
お
唱
え
し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
曹
洞
宗
管
長
・
江
川
辰
三

禅
師
さ
ま
、
大
本
山
永
平
寺
貫
首
・
福

山
諦
法
禅
師
さ
ま
と
会
場
の
参
加
者
と

梅
花
流
全
国
奉
詠
大
会

平
成
二
十
七
年
度 

●平成27年5月27日・28日
　神奈川県パシフィコ横浜

　
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
七
日
・

二
十
八
日
の
二
日
間
、神
奈
川
県「
パ

シ
フ
ィ
コ
横
浜
」
を
会
場
に
平
成

二
十
七
年
度
梅
花
流
全
国
奉
詠
大
会

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
大
本
山
總
持

寺
二
祖
峨
山
韶
碩
禅
師
六
百
五
十
回

大
遠
忌
の
年
の
開
催
と
な
っ
た
今
大

会
は
、
大
本
山
總
持
寺
二
祖
峨
山
韶

碩
禅
師
六
百
五
十
回
大
遠
忌
奉
讃
奉

詠
が
行
わ
れ
、
二
日
間
で
九
千
人
を

越
え
る
参
加
者
を
集
め
ま
し
た
。
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の
相
見
の
拝
が
行
わ
れ
、
江
川
辰
三
禅

師
さ
ま
よ
り
「
梅
花
講
員
の
方
々
の
奉

詠
に
よ
っ
て
、
曹
洞
宗
の
礎
を
築
か
れ

た
峨
山
禅
師
さ
ま
を
お
讃
え
申
し
上

げ
、
報
恩
感
謝
の
誠
を
捧
げ
て
い
た
だ

き
た
い
」と
の
御
垂
示
を
賜
り
ま
し
た
。

第
二
部

式 

典

　

第
二
部
の
式
典
で
は
、
大
会
長
で
あ

る
釜
田
隆
文
宗
務
総
長
が
「
恒
久
平
和

と
被
災
地
の
早
期
復
興
を
願
い
、
全
て

の
人
び
と
と
寄
り
添
い
、
助
け
合
い
な

が
ら
歩
ん
で
い
く
と
い
う
誓
い
の
心

で
、
お
唱
え
い
た
し
ま
し
ょ
う
」
と
式

辞
を
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　

引
続
き
、地
元
神
奈
川
県
を
代
表
し
、

一
日
目
は
暘
ひ
の
で

道
雄
神
奈
川
県
第
一
宗
務

所
長
、
二
日
目
は
、
程
木
昭
徳
神
奈
川

県
第
二
宗
務
所
長
が
地
元
梅
花
講
員
と

と
も
に
感
謝
と
歓
迎
の
意
を
述
べ
ら
れ

ま
し
た
。

　

お
誓
い
は
、
一
日
目
が
神
奈
川
県
秦

野
市
玉
伝
寺
講 

小
泉
時
江
さ
ん
、
小

泉
セ
ツ
子
さ
ん
、
須
山
満
子
さ
ん
、
二

日
目
は
綾
瀬
市
報
恩
寺
講 

笠
間
綾
子

さ
ん
、
茅
ヶ
崎
市
玄
珊
寺
講 

古
菅
ヒ

ロ
子
さ
ん
、
海
老
名
市
龍
昌
院
講 

小

島
久
子
さ
ん
に
挙
唱
司
を
お
つ
と
め
い

た
だ
き
ま
し
た
。

第
三
部

登
壇
奉
詠

　

大
会
両
日
と
も
に
十
二
組
ず
つ
の
登

壇
と
な
り
、
日
々
詠
道
を
重
ね
た
成
果

を
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
各
組
百
名
の
代

表
登
壇
者
以
外
の
参
加
者
も
自
席
に
て

お
唱
え
さ
れ
る
な
か
、
本
年
よ
り
登
壇

奉
詠
の
合
間
に
各
地
か
ら
寄
せ
ら
れ
た

応
援
の
ビ
デ
オ
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
映
し
出

さ
れ
ま
し
た
。

第
四
部

大
本
山
總
持
寺

二
祖
峨
山
韶
碩
禅
師

六
百
五
十
回
大
遠
忌

奉
讃
奉
詠

　

石
川
県
・
能
登
の
伝
統
芸
能
で
あ
る

「
御
陣
乗
太
鼓
」（
県
無
形
文
化
財
）
の

迫
力
溢
れ
る
演
奏
で
幕
が
開
か
れ
る

と
、
飯
面
雅
子
氏
に
よ
る
サ
ン
ド
ア
ー

ト
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
ス
ク
リ
ー
ン
に

映
し
出
さ
れ
、
次
々
と
移
り
変
わ
る
峨

山
禅
師
の
砂
絵
物
語
に
会
場
全
体
が
引

き
込
ま
れ
ま
し
た
。

　

続
い
て
大
本
山
總
持
寺
か
ら
参
列
の
雲

水
四
十
人
に
よ
る
「
大
悲
心
陀
羅
尼
」
の

真
読
に
合
わ
せ
て
大
本
山
永
平
寺
貫
首・

福
山
諦
法
禅
師
さ
ま
、曹
洞
宗
管
長・
江

川
辰
三
禅
師
さ
ま
が
入
堂
さ
れ
ま
し
た
。

　
「
大
本
山
總
持
寺
二
祖
峨
山
禅
師
讃

仰
御
和
讃
」
で
は
、
詠
題
司
を
江
川
辰

三
禅
師
さ
ま
自
ら
が
お
勤
め
に
な
ら
れ
、

参
加
者
全
員
こ
こ
ろ
を
一
つ
に
し
て
峨

山
禅
師
の
御
遺
徳
を
讃
え
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
特
派
師
範
に
よ
り
「
大
本

山
總
持
寺
二
祖
峨
山
禅
師
讃
仰
御
詠
歌

（
永
光
）」
が
奉
詠
さ
れ
、
江
川
禅
師
さ

ま
は
「
峨
山
禅
師
の
ご
遺
徳
を
感
じ
、

相
承
の
大
切
さ
を
受
け
止
め
て
い
た
だ

き
た
い
。
今
後
も
詠
讃
歌
を
通
じ
て
あ

ま
ね
く
自
他
を
利
す
る
安
楽
の
境
涯
を

と
も
に
分
か
ち
合
っ
て
参
り
ま
し
ょ

う
」
と
お
示
し
に
な
ら
れ
ま
し
た
。

第
五
部

閉
会
式

　

詠
讃
師
に
よ
る
『
坐
禅
御
詠
歌
』（
浄

心
）
独
詠
の
な
か
、
心
静
か
に
椅
子
坐

禅
を
し
た
後
、
副
大
会
長
の
横
井
真
之

伝
道
部
長
よ
り
閉
会
の
ご
挨
拶
が
あ
り

ま
し
た
。
続
い
て
次
回
開
催
地
で
あ
る

富
山
県
宗
務
所
の
伍
香
修
道
所
長
が

「
北
陸
新
幹
線
が
開
通
し
、大
変
賑
わ
っ

て
い
る
富
山
に
是
非
お
越
し
く
だ
さ

い
」
と
ご
挨
拶
さ
れ
、
多
く
の
方
が
た

の
参
加
を
呼
び
か
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

最
後
に
、
参
加
者
全
員
に
よ
る
「
ま

ご
こ
ろ
に
生
き
る
」
の
大
合
唱
で
大
会

の
フ
ィ
ナ
ー
レ
が
か
ざ
ら
れ
、
盛
会
の

う
ち
に
幕
を
閉
じ
ま
し
た
。
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上
の
写
真
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。
こ
れ
は
、
梅
花
流
が
誕
生

し
た
際
に
、
最
初
に
で
き
た
教

典
な
ん
で
す
。

　

曲
は
「
大
聖
釈
迦
牟
尼
如
来

御
詠
歌
（
紫
雲
）」
で
す
。

　

よ
く
見
て
い
た
だ
く
と
、
現

在
の
梅
花
譜
と
少
し
違
う
の
が

わ
か
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
冒

頭
の
「
く
さ
の
」
の
「
く
」
の

音
符
は
、
現
在
は
棒
が
左
の
方

向
に
向
い
て
い
ま
す
が
、
こ
の

譜
面
で
は
棒
が
上
の
方
向
に
向

い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。

　

じ
つ
は
、
こ
の
教
典
が
で
き

た
当
時
は
、
ま
だ
梅
花
流
独
自

の
譜
面
が
な
か
っ
た
の
で
す
。

梅
花
流
は
、
昭
和
二
十
六
〜

二
十
七
年
あ
た
り
に
生
ま
れ
た

の
で
す
が
、
最
初
は
真
言
宗
智

山
派
の
「
密
厳
流
」
と
い
う
流

派
を
お
手
本
と
し
て
い
ま
し
た
。「
紫

雲
」
は
密
厳
流
の
「
木き

揚あ
げ

」
と
い
う

曲
に
詩
を
つ
け
て
、
梅
花
流
の
曲
と

し
て
発
表
さ
れ
た
の
で
す
。

　

ほ
か
に
も
、「
梅
花
」「
渓
声
」「
法

灯
」
な
ど
合
計
九
つ
の
曲
が
、
こ
の

と
き
に
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
密
厳
流

か
ら
伝
わ
っ
て
い
る
の
で
、「
伝
承

曲
」
と
呼
ん
で
今
で
も
お
唱
え
し
て

い
ま
す
。

　

さ
て
、
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン

タ
ー
で
は
梅
花
流
の
歴
史
や
意
義
、

現
代
の
人
び
と
に
親
し
ん
で
い
た
だ

く
た
め
の
方
法
な
ど
に
つ
い
て
考
え

る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
立
ち
上
げ
ま
し

た
。
こ
れ
か
ら
も
発
足
当
時
の
事
柄

を
い
ろ
い
ろ
調
べ
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。

知
って
い
ま
す
か？ 

梅
花
流
の
歴
史

知
って
い
ま
す
か？ 

梅
花
流
の
歴
史

曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
　
梅
花
流
詠
讃
歌
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

梅花流の教典、レコード、冊子を探しています！
　上の写真一枚からもたくさんのことがわかるように、梅花流が誕生した昭和20〜30年代にかけて作
られた教典やレコード、カセットテープあるいは梅花流に関係する地域の会報誌などは、現在ではとても
貴重な資料です。もし、これらをお持ちの講員さん・ご寺院がありましたら、研究の資料とさせていただ
きたいと思いますのでご一報いただけましたら幸いです（拝見させていただいた後は必ず返却いたします）。

○亡くなったおばあちゃんが持っていた、よくわからない
　古い教典やカセットがある。
○先代住職が行っていたころの通知類や冊子があるが、
　処分していいか困っている…。

こんな方は
是非！

お問い合わせ／０３−３４５４−７１７０（曹洞宗総合研究センター）
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霊
峰
斜
里
岳
の
麓
に
あ
る　

龍
寺

に
、『
つ
ぼ
み
会
』
が
誕
生
し
た
の
は

今
か
ら
五
年
前
の
冬
の
頃
で
し
た
。

　

梅
花
を
始
め
た
ば
か
り
の
お
檀
家
さ

ん
の
二
人
の
お
孫
さ
ん
が
、お
ば
あ
ち
ゃ

ん
と
一
緒
に
お
寺
へ
行
く
事
が
楽
し
み

で
、
ご
詠
歌
の
お
稽
古
の
間
、
側
で
そ

の
お
唱
え
を
聞
い
て
い
ま
し
た
。
そ
の

う
ち
に
、
お
寺
の
三
人
の
子
ど
も
た
ち

と
一
緒
に
、
五
人
そ
ろ
っ
て
「
プ

レ
ゼ
ン
ト
に
法
具
を
買
っ
て
! !
」

と
の
嬉
し
い
リ
ク
エ
ス
ト
が
あ

り
、
子
ど
も
た
ち
五
人
で
の
お
唱

え
が
か
わ
い
ら
し
く
響
く
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
ご
一
緒
に
お
稽
古

を
し
て
い
る
他
の
講
員
さ
ん
方
と

一
緒
に
様
々
な
お
話
を
さ
せ
て
い

た
だ
く
事
も
、
楽
し
み
の
一
つ
と

な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

子
ど
も
た
ち
の
素
直
で
一
生

懸
命
な
姿
は
、
他
の
講
員
さ
ん
に

も
多
く
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
分
け

て
く
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
い
つ

も
笑
顔
が
か
わ
い
ら
し
い
子
ど

も
た
ち
も
、
お
稽
古
の
時
は
真
剣

で
、
ぐ
ん
ぐ
ん
上
達
し
て
い
く
姿

に
励
ま
さ
れ
て
、
講
員
さ
ん
皆
で

一
生
懸
命
お
唱
え
を
さ
せ
て
い

た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

六
十
周
年
の
梅
花
流
全
国
奉

詠
大
会
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
時

に
は
、
藤
色
の
T
シ
ャ
ツ
を
着
た
か
わ

い
ら
し
い
『
つ
ぼ
み
会
』
の
五
人
が
大

き
な
会
場
で
お
唱
え
を
さ
せ
て
い
た
だ

く
姿
に
、
感
動
と
感
謝
で
胸
が
一
杯
に

な
っ
た
事
を
思
い
出
し
ま
す
。

　

当
時
、
五
歳
、
二
年
生
、
四
年
生
、

五
年
生
だ
っ
た
五
人
も
、
今
で
は
そ
れ

ぞ
れ
に
活
動
の
範
囲
が
広
が
り
、
な
か

な
か
そ
ろ
っ
て
お
稽
古
す
る
こ
と
は
難

し
く
な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
年
間

の
法
要
の
中
で
、
す
っ
か
り
上
達
し
た

お
唱
え
を
き
か
せ
て
く
れ
て
い
ま
す
。

　
『
つ
ぼ
み
会
』
の
中
の
お
二
人
の
お

檀
家
さ
ん
の
お
孫
さ
ん
が
「
お
寺
に
来

る
と
、心
が
ホ
ッ
と
し
て
気
持
ち
い
い
」

と
話
し
て
く
れ
る
こ
と
を
と
て
も
嬉
し

く
感
じ
て
い
ま
す
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と

ご
一
緒
に
、
梅
花
に
親
し
ん
で
い
た
だ

い
た
時
間
は
、
お
二
人
の
お
孫
さ
ん
の

人
生
に
と
っ
て
、
か
け
が
え
の
な
い
宝

物
に
な
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。
そ
ん
な

す
ば
ら
し
い
姿
を
側
で
拝
見
さ
せ
て
い

た
だ
い
て
い
る
講
員
の
皆
さ
ま
方
も
、

一
緒
に
貴
重
な
時
を
過
ご
さ
せ
て
い
た

だ
い
て
お
り
ま
す
。

（
北
海
道 　

龍
寺　
門
田
眞
由
美
）

　

佐
賀
県
梅
花
流
奉
詠
大
会
の
子
ど
も

登
壇
は
、
後
継
者
を
育
て
る
事
を
目
的

と
し
て
3
年
前
に
始
ま
り
ま
し
た
。
今

年
は
、
子
ど
も
だ
け
で
は
な
く
、
講
員

さ
ん
や
お
母
さ
ん
も
一
緒
に
登
壇
し
て

頂
き
、
家
族
の
想
い
出
と
な
る
よ
う
に

企
画
し
ま
し
た
。

おち の
唱
え

た
も子

ど

登

子

ど

も

壇
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石
川
県
輪
島
市
の
大
本

山
總
持
寺
祖
院
の
境
内
、

峨
山
道
入
口
の
す
ぐ
近
く

に
新
た
な
歌
碑
が
建
立
さ

れ
ま
し
た
。

　

こ
の
歌
碑
建
立
は
、
峨

山
韶
碩
禅
師
の
六
百
五
十

回
大
遠
忌
を
迎
え
た
平
成

二
十
七
年
度
梅
花
流
全
国

奉
詠
大
会
の
記
念
事
業
と

し
て
企
画
さ
れ
た
も
の

で
、
峨
山
禅
師
が
修
行
さ

れ
、
曹
洞
宗
の
教
え
を
全

国
に
広
め
ら
れ
た
拠
点
で

あ
る
能
登
の
地
か
ら
、
梅

花
流
が
更
に
発
展
す
る
よ

う
に
と
の
願
い
が
込
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

石
碑
に
は
、
曹
洞
宗
管

長
大
本
山
總
持
寺
貫
首
・

江
川
辰
三
禅
師
御
揮
毫
に

よ
る
『
大
本
山
總
持
寺
二

祖
峨
山
禅
師
讃
仰
御
詠
歌
（
永
光
）』

の
歌
詞
が
刻
ま
れ
て
お
り
、
平
成

二
十
七
年
九
月
十
八
日
、
大
本
山
總
持

寺
祖
院
に
お
い
て
そ
の
除
幕
式
が
と
り

行
わ
れ
ま
し
た
。
式
に
は
、
梅
花
流
専

門
委
員
と
全
国
よ
り
参
集
し
た
梅
花
流

特
派
師
範
有
志
一
同
、
地
元
梅
花
講
講

員
・
師
範
会
の
他
、
同
日
ま
で
祖
院
に

て
開
催
さ
れ
て
い
た
宗
務
庁
主
催
講
習

会
受
講
者
の
大
勢
の
参
加
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　

法
要
で
は
横
井
真
之
伝
道
部
長
が
導

師
を
務
め
、
地
元
梅
花
講
員
が
除
幕
を

行
い
、
読
経
の
後
、
百
名
を
超
え
る
参

加
者
全
員
で
『
永
光
』
を
お
唱
え
し
ま

し
た
。
ま
た
、
大
本
山
總
持
寺
祖
院
鈴

木
永
一
監
院
老
師
、
石
川
県
宗
務
所
長

藏
定
伸
老
師
、
横
井
真
之
伝
道
部
長
が

そ
れ
ぞ
れ
挨
拶
な
さ
れ
、
一
同
が
峨
山
禅

師
に
思
い
を
は
せ
る
式
と
な
り
ま
し
た
。

　

能
登
を
訪
れ
の
際
は
是
非
お
立
ち
寄

り
く
だ
さ
い
。

永
光 

歌
碑

　
　
　
　
除
幕
式

http://www.wannet.jp/noto-soin/
HPあり

能登空港より車で約 30分、
金沢駅よりバスで約 2時間半

アクセス

石川県輪島市門前町門前 1-18-1

TEL

0768-42-0005
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二
〇
一
五
（
平
成
二
十
七
）
年
十
月
六
日
〜
九
日
、

和
歌
山
県
高
野
山
に
お
い
て
『
高
野
山
開
創
千
二
百

年
記
念
並
び
に
高
野
山
金
剛
講
創
立
九
十
周
年
記
念

慶
讃
全
国
奉
詠
舞
大
会
』
が
開
催
さ
れ
、
梅
花
流
も

記
念
式
典
に
ご
招
待
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

記
念
式
典
第
一
部
の
交
流
奉
詠
で
は
、
金
剛
流
の

他
、
梅
花
流
・
叡
山
流
・
密
厳
流
・
花
園
流
が
登
壇

し
各
流
派
の
お
唱
え
を
披
露
さ
れ
、梅
花
流
か
ら
は
、

福
原
利
行
・
小
池
泰
元
の
両
梅
花
流
特
派
師
範
と
大

阪
府
安
養
寺
講
講
員
の
合
計
十
九
名
が
「
三
宝
御
和

讃
」「
大
聖
釈
迦
牟
尼
如
来
御
詠
歌
」
を
披
露
し
ま

し
た
。

　

参
加
さ
れ
た
講
員
さ
ん
に
ご
感
想
を
お
伺
い
し
た

と
こ
ろ
、「
大
変
貴
重
な
機
会
。
精
一
杯
お
唱
え
し

た
。」「
よ
そ
の
流
派
の
お
唱
え
を
初
め
て
み
た
が
、

同
じ
『
御
詠
歌
』
と
し
て
梅
花
流
と
他
流
派
と
の
つ

な
が
り
を
感
じ
た
。」
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
感
想
が

寄
せ
ら
れ
、
参
加
さ
れ
た
男
性
講
員
さ
ん
は
、「
お

唱
え
・
所
作
に
各
流
派
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
が
あ
り
刺

激
に
な
っ
た
が
、
梅
花
流
が
私
に
は
合
っ
て
い
る
と

感
じ
る
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。

　

続
く
第
二
部
は
金
剛
流
に
よ
る
特
別
奉
詠
舞
『
阿

字
の
道
』
が
披
露
さ
れ
ま
し
た
。
金
剛
流
流
祖
曽
我

部
俊
雄
和
尚
の
創
流
か
ら
の
思
い
を
、
御
詠
歌
と
舞

踊
に
よ
る
物
語
形
式
で
表
現
し
た
も
の
で
会
場
全
体

が
感
動
に
包
ま
れ
ま
し
た
。

　

金
剛
流
は
一
九
二
六

（
大
正
五
）
年
に
誕
生
し
、

後
に
続
く
流
派
に
影
響
を

与
え
て
き
た
と
い
う
歴
史

が
あ
り
、
梅
花
流
創
立
の

際
に
指
導
を
受
け
た
密
厳

流
も
そ
の
一
つ
で
す
。

　

こ
れ
か
ら
も
、
他
流
派

と
の
交
流
を
深
め
て
行
き

た
い
も
の
で
す
。

高
野
山
開
創
千
二
百
年
記
念
並
び
に

高
野
山
金
剛
講
九
十
周
年
記
念

全
国
奉
詠
舞
大
会

▼金剛流のお唱えと舞踊

▲梅花流のお唱え

高野山金剛流と梅花流が交流
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●
教
階
特
別
昇
等
に
つ
い
て

　

大
本
山
總
持
寺
二
祖
峨
山
韶

碩
禅
師
六
五
〇
回
大
遠
忌
を
記

念
し
、梅
花
講
の
発
展
に
功
績
、

功
労
が
あ
り
、
他
の
範
と
な
る

講
員
に
対
し
、
一
教
階
の
昇
等

を
行
い
ま
す
。
下
記
一
覧
表
の

条
件
に
該
当
す
る
方
が
昇
等
の

対
象
者
と
な
り
ま
す
。
詳
細
に

つ
き
ま
し
て
は
所
属
の
講
長
さ

ま
ま
で
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

●
二
級
教
範
の
受
検
に
つ
い
て

　

平
成
二
十
七
年
度
よ
り
、
二
級
教
範
の
受
検

が
宗
務
所
検
定
で
も
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
所
属
の
講
長
さ

ま
ま
で
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

●
梅
花
服
に
つ
い
て

　

こ
の
度
「
夏
用
梅
花
服
」
の
生
地
を
変
更
さ

せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
小
・
中

サ
イ
ズ
は
既
に
新
し
い
生
地
の
も
の
が
販
売
さ

れ
、
大
・
特
大
サ
イ
ズ
も
従
来
の
在
庫
が
な
く

な
り
次
第
新
し
い
梅
花
服
を
販
売
す
る
予
定
で

す
。

　

※
価
格
・
申
込
方
法
は
従
来
ど
お
り
で
す
。

●
梅
花
流
書
籍
・
C
D
に
つ
い
て

　

曹
洞
宗
ブ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
に
て
梅
花
流
書

籍
・
C
D
の
頒
布
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
お
求

め
の
際
は
左
記
ま
で
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

・
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

　
　
0
1
2
0
－
4
9
8
－
9
7
1
　
　

（
受
付
時
間
／
午
前
9
時
〜
午
後
5
時
）

（
休
日
／
土
日
な
ら
び
に
祝
日
・
年
末
年
始
）

・
F
A
X

　
　
0
3
－
3
7
6
8
－
3
5
6
1
　
　

（
24
時
間
受
付
）

　

講
員
の
方
々
に
伺
っ
て
み
る
と
、

　
⃝
お
寺
の
法
要
や
大
本
山
で
の
御
授
戒
で
聴
い
て

　
⃝
生
活
の
中
で
自
分
の
時
間
が
で
き
た
の
で

　
⃝
お
寺
へ
お
参
り
す
る
き
っ
か
け
と
し
て

　

な
ど
な
ど
数
多
く
お
答
え
を
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。

　

始
め
た
理
由
は
さ
ま
ざ
ま
で
し
た
が
、
皆
さ
ま
に
共
通
し

て
い
た
の
は
、「
梅
花
が
好
き
」「
こ
れ
か
ら
も
梅
花
を
続
け

て
い
き
た
い
」
と
い
う
お
気
持
ち
で
す
。

　

そ
ん
な
素
敵
な
梅
花
流
、
ぜ
ひ
よ
り
多
く
の
方
々
に
知
っ

て
も
ら
い
た
い
で
す
ね
！

　

法
要
や
行
事
な
ど
に
お
唱
え
を
取
り
入
れ
る
お
寺
も
ま
す

ま
す
増
え
て
い
ま
す
し
、
お
休
み
し
て
い
た
講
で
も
、
ご
住

職
と
講
員
さ
ん
が
一
致
団
結
し
て
活
動
を
再
開
し
お
仲
間
を

増
や
し
続
け
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。

　

み
な
さ
ん
の
お
唱
え
が
、
ま
だ
梅
花
を
知
ら
な
い
誰
か
の

「
き
っ
か
け
」
と
な
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

現教階 昇等できる
教階

現教階の
補任日 生年月日

二級師範 一級師範 平成8年
3月31日以前

昭和21年
3月31日以前
（70歳以上）

三級師範 二級師範 平成8年
3月31日以前

昭和21年
3月31日以前
（70歳以上）

一級詠範 正流詠範 平成8年
3月31日以前

昭和11年
3月31日以前
（80歳以上）

二級詠範 一級詠範 平成8年
3月31日以前

昭和21年
3月31日以前
（70歳以上）

三級詠範 二級詠範 平成8年
3月31日以前

昭和21年
3月31日以前
（70歳以上）

一級教範 正詠教範 平成8年
3月31日以前

昭和11年
3月31日以前
（80歳以上）

二級教範 一級教範 平成8年
3月31日以前

昭和21年
3月31日以前
（70歳以上）

三級教範 二級教範 平成8年
3月31日以前

昭和21年
3月31日以前
（70歳以上）

詠
道
課
便
り

  
つ  
ぶ  

や  

き  

…

梅
花
を
始
め
る
理
由
は

人
そ
れ
ぞ
れ
。

み
な
さ
ん
の
き
っ
か
け
は

何
で
す
か
？

ば
い
か
く
ん
の 
ば
い
か
く
ん
の 


