
・�

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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昨
年
十
月
に
伝
道
部
長
を
拝
命

致
し
ま
し
た
髙
橋
英
寛
で
ご
ざ
い

ま
す
。
二
年
間
の
任
期
の
中
で
、

宗
務
所
職
員
（
梅
花
主
事
）
と
し

て
経
験
し
た
こ
と
を
活
か
し
、
今

後
の
梅
花
流
発
展
に
鋭
意
努
力
し

て
ま
い
り
ま
す
。

　

さ
て
、
戦
後
八
〇
年
を
迎
え
る

年
、
そ
し
て
沖
縄
県
が
本
土
に
復

帰
し
た
五
月
十
五
日
に
、
梅
花
流

全
国
奉
詠
大
会
が
初
め
て
沖
縄
県

で
開
催
さ
れ
ま
す
。
世
界
を
見
渡

す
と
様
々
な
地
域
で
紛
争
が
絶
え

ま
せ
ん
。
南
澤
道
人
禅
師
さ
ま
、

そ
し
て
皆
さ
ま
と
ご
一
緒
に
梅
花

流
詠
讃
歌
の
調
べ
で
世
界
平
和
の

祈
り
を
捧
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

意
義
の
あ
る
大
会
と
な
る
よ
う
、

詠
道
課
一
丸
と
な
っ
て
準
備
を
進

め
て
お
り
ま
す
。

　

ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し

ま
す
。

ご
あ
い
さ
つ�

南み
な
み�

澤さ
わ��

道ど
う�

人に
ん

曹
洞
宗
管
長

大
本
山
永
平
寺
貫
首

と
は
申
し
上
げ
る
ま
で
も
な
く
梅
花
流
詠
讃
歌
で
あ

り
、
一
仏
両
祖
の
御
教
え
で
あ
り
ま
す
。
梅
花
流
詠

讃
歌
は
既
に
国
境
を
超
え
、
日
系
の
人
々
を
中
心
に

多
く
の
方
々
に
広
が
り
、
そ
の
旋
律
と
共
に
一
仏
両

祖
の
御
教
え
が
文
化
と
な
っ
て
異
国
に
根
付
い
て
お

り
ま
す
。

　

ま
た
、
本
年
五
月
に
は
「
終
戦
八
〇
周
年
平
和
祈

念
法
要
」
を
併
修
し
て
「
令
和
七
年
度
梅
花
流
全
国

奉
詠
大
会
」
が
沖
縄
ア
リ
ー
ナ
を
会
場
に
開
催
さ
れ

ま
す
。
あ
の
大
戦
の
終
盤
に
在
っ
て
沖
縄
は
悲
惨
を

極
め
ま
し
た
。
梅
花
流
詠
讃
歌
が
彼
の
地
で
尊
命
を

落
と
さ
れ
た
方
々
に
は
鎮
魂
を
、
今
在
る
方
々
に
は

安
ら
ぎ
を
も
た
ら
す
布

施
行
と
な
り
ま
す
こ
と

を
祈
念
し
て
止
み
ま
せ

ん
。
梅
花
流
詠
讃
歌
へ

の
ご
精
進
は
、
人
々
に

癒
や
し
と
安
ら
ぎ
を
齎
も
た
ら

し
ま
す
。
ど
う
か
、
ご

精
励
下
さ
い
。�

合
掌

　

乙き
の
と
み巳

の
新
年
を
迎
え
ま
し
た
。
梅
花
流
詠
讃
歌
に

親
し
ま
れ
て
お
い
で
の
皆
さ
ま
が
、
新
春
の
陽
光
に

包
ま
れ
て
お
ら
れ
ま
す
よ
う
に
、
と
願
い
つ
つ
新
年

の
御
祝
詞
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
御
座
い
ま
す
。

　

新
年
が
皆
さ
ま
に
と
っ
て
新
春
の
陽
光
に
包
ま
れ

た
如
く
、
光
明
に
抱
か
れ
た
よ
う
な
年
と
な
り
ま
す

こ
と
を
念
じ
て
お
り
ま
す
。

　

さ
て
、年
頭
の
一
語
と
し
て
認
め
ま
し
た
の
は「
梅

花
遍
界
に
香
る
」
で
す
。

　

清
楚
な
梅
花
の
香
り
が
世
界
の
隅
々
ま
で
行
き
届

き
ま
す
よ
う
に
、
と
の
意
味
で
あ
り
ま
す
が
、
梅
花

誠
心
に
お
唱
え
す
る

誠
心
に
お
唱
え
す
る

　

令
和
七
年
度
梅
花
流
全
国

奉
詠
大
会
の
ロ
ゴ
が
決
定
し

た
。
開
催
地
の
沖
縄
に
ち
な

み
、
海
や
南
国
、
シ
ー
サ
ー

等
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
爽
や

か
な
デ
ザ
イ
ン
と
な
っ
た
。

記
念
バ
ッ
ジ
を
は
じ
め
、
各

種
参
加
記
念
品
に
こ
の
ロ
ゴ

が
使
用
さ
れ
る
予
定
だ
。

全国大会
� ロゴ決まる！

髙橋英寛（たかはしえいかん）
新潟県第一宗務所梅花主事・
学校法人栴壇学園理事長等を歴任
平成 18 年より曹洞宗宗議会議員
第二次服部内局で伝道部長に就任
新潟県長岡市満光寺住職

髙�

橋��

英�

寛

伝
道
部
長
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令
和
六
年
十
一
月
十
二
日
、
徳
島
県
海

部
郡
城

寺
に
て
、
梅
花
流
歌
碑
除
幕
式

が
厳
修
さ
れ
た
。「
太
祖
常
済
大
師
瑩
山
禅

師
修
行
御
和
讃
（
菩
提
）」
の
四
番
に
、
瑩

山
禅
師
さ
ま
が
城

寺
で
住
職
を
務
め
て

い
た
際
に
お
授
戒
を
行
な
っ
た
こ
と
が
詠

わ
れ
て
お
り
、
ま
た
令
和
六
年
が
太
祖
瑩

山
紹
瑾
禅
師
七
〇
〇
回
大
遠
忌
に
あ
た
る

こ
と
を
記
念
し
て
、
こ
の
た
び
歌
碑
が
建

立
さ
れ
た
。
式
は
徳
島
県
宗
務
所
管
内
の

寺
院
住
職
を
は
じ
め
と
し
て
、
徳
島
県
の

　

挨
拶
が
終
わ
る
と
、
除
幕
が
行
な
わ
れ

た
。
徳
島
県
の
梅
花
講
員
に
よ
り
幕
が
と

ら
れ
る
と
、
会
場
か
ら
は
感
嘆
の
声
と
拍

手
が
起
こ
っ
た
。
今
回
の
歌
碑
を
建
立
す

る
に
あ
た
り
、
大
本
山
總
持
寺
石い

し

附づ
き

周し
ゅ
う

行こ
う

禅
師
さ
ま
に
ご
揮
毫
を
い
た
だ
き
、
ま
た

徳
島
県
國
分
寺
様
よ
り
徳
島
県
の
銘
石（
青

石
）
を
ご
寄
贈
い
た
だ
い
た
。

　

除
幕
の
の
ち
、
徳
島
県
の
千
光
寺
梅
花

講
浜は

ま

内う
ち

幸さ
ち

子こ

様
、
江
音
寺
梅
花
講
八や

幡は
た

節せ
つ

子こ

様
、
洞
雲
寺
梅
花
講
谷た

に

口ぐ
ち

美み

恵え

子こ

様
に

「
お
誓
い
」
を
お
勤
め
い
た
だ
い
た
。

　

そ
の
後
大
梵
鐘
が
五
回
鳴
り
響
い
た
の

を
合
図
に
、
法
要
が
始
ま
っ
た
。
法
要
に

お
い
て
は
徳
島
県
の
千
光
寺
梅
花
講
、
江

音
寺
梅
花
講
、
洞
雲
寺
梅
花
講
の
三
つ
の

梅
花
講
の
講
員
の
皆
さ
ま
に
よ
り
、
太
祖

常
済
大
師
瑩
山
禅
師
修
行
御
和
讃（
菩
提
）、

慶
祝
御
和
讃
が
唱
え
ら
れ
た
。
三
方
を
山

に
囲
ま
れ
た
城

寺
の
境
内
に
、
荘
厳
な

詠
唱
が
響
き
渡
っ
た
。
ま
た
、
城

寺
の

近
隣
に
あ
る
、
高こ

う

野や

山さ
ん

金こ
ん

剛ご
う

講こ
う

徳と
く

島し
ま

宍し
し

喰く
い

支し

部ぶ

の
講
員
の
皆
さ
ま
に
も
お
越
し
い
た

だ
い
た
。
金
剛
流
は
高
野
山
真
言
宗
の
流

派
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
記
念
す
べ
き
式

典
に
お
越
し
い
た
だ
き
、
交
流
を
深
め
る

機
会
が
で
き
た
の
は
大
変
あ
り
が
た
い
こ

と
で
あ
っ
た
。

梅花講員皆さまでお唱え

高野山金剛講徳島宍喰支部の皆さまのお唱え

維
いのう

那は愛媛県上
うえもとえいしょう

本英昭師範が務めた

特
集
～
城じ

ょ
う
ま
ん

寺じ

歌
碑
除
幕
式
～

梅
花
講
員
、
北
海
道
谷た

に
ぎ
ょ
う
う
ん

暁
雲
師
範
、
宮
崎

県
久く

峩が

章し
ょ
う
ね
ん稔

師
範
、
梅
花
流
特
派
師
範
有

志
十
三
名
が
出
席
さ
れ
た
。
こ
の
ほ
か
地

元
の
方
々
等
を
含
め
る
と
、
総
勢
一
五
〇

名
が
こ
の
日
の
式
に
出
席
さ
れ
た
。

　

式
は
午
前
十
時
に
開
始
さ
れ
、
導
師
を

務
め
た
髙
橋
英
寛
伝
道
部
長
が
参
加
者
に

向
け
て
挨
拶
を
行
な
い
、「
こ
の
度
の
歌
碑

建
立
で
、
よ
り
多
く
の
方
に
梅
花
流
に
関

心
を
持
っ
て
い
た
だ
き
た
い
」
と
今
回
の

歌
碑
建
立
の
思
い
を
語
っ
た
。

　

法
要
が
終
わ
っ
た
後
、
城

寺
住
職
田た

村む
ら

航こ
う

也や

老
師
に
よ
る
ご
挨
拶
が
行
な
わ
れ

た
。
田
村
老
師
は
「
歌
碑
の
建
立
を
機
に
、

城

寺
に
訪
れ
て
い
た
だ
き
、
ご
縁
を
結

ん
で
い
た
だ
き
た
い
。」
と
述
べ
ら
れ
た
。

　

法
要
が
終
わ
る
と
、
今
回
ご
協
力
い
た

だ
い
た
皆
さ
ま
で
記
念
撮
影
を
行
な
っ
た
。

今
回
の
歌
碑
建
立
が
き
っ
か
け
で
、
数
多

く
の
方
々
と
互
い
に
ご
縁
を
深
め
る
こ
と

が
で
き
た
。

　

ち
な
み
に
、
歌
碑
の
す
ぐ
後
ろ
の
山
に

は
瑩
山
禅
師
さ
ま
の
御
遺
骨
が
祀
ら
れ
て

い
る
御
霊
塔
が
あ
る
。
御
霊
塔
の
方
を
見
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上
げ
て
歌
碑
を
参
拝
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

山
を
登
る
の
が
難
し
い
と
い
う
方
で
も
歌

碑
を
通
し
て
拝
む
こ
と
が
で
き
る
た
め
、

山
の
ふ
も
と
に
こ
の
た
び
建
立
さ
れ
た
次

第
で
あ
る
。

　

ぜ
ひ
と
も
多
く
の
方
々
に
足
を
運
ん
で

い
た
だ
き
た
い
。

今回建立された歌碑

除幕式のために多くの方が集まった

歌碑の前で記念撮影

大
本
山
總
持
寺
で「
梅
花
講
員
の
集
い
」開
催

集いの様子参加された皆さまでのお唱え

北野良昭正伝師範

　

令
和
六
年
十
月
十
八
日
、
大
本
山
總
持

寺
で
「
太
祖
瑩
山
紹
瑾
禅
師
七
〇
〇
回
大

遠
忌
慶
讃　

瑩
山
禅
師
さ
ま
を
慶
讃
す
る

梅
花
講
員
の
集
い
」
が
開
催
さ
れ
た
。
全

国
各
地
で
「
ス
マ
イ
ル
ア
ゲ
イ
ン
梅
花
の
つ

ど
い
」
を
開
催
し
て
い
る
北き

た

野の

良り
ょ
う

昭し
ょ
う

正
伝

師
範
が
全
国
の
梅
花
講
に
呼
び
か
け
、
約

三
六
〇
名
が
参
加
さ
れ
た
。

　

冒
頭
は
梅
花
講
員
の
み
な
さ
ま
の
お
唱

え
で
、
石
附
周
行
禅
師
さ
ま
を
お
迎
え
し

た
。「
瑩
山
禅
師
七
〇
〇
回
大
遠
忌
の
年
に
、

多
く
の
梅
花
講
員
の
皆
様
の
お
声
で
お
参

り
い
た
だ
け
る
、
こ
ん
な
に
う
れ
し
い
こ

と
は
な
い
と
思
い
ま
す
。」
と
の
お
話
を
い

た
だ
い
た
。

　

そ
の
後
、
北
野
師
範
に
よ
る
講
習
や
、
大

本
山
總
持
寺
祖
院
監
院
関せ
き
ぐ
ち口

道ど
う
じ
ゅ
ん潤

老
師
に

よ
る
法
話
が
行
な
わ
れ
た
。
参
加
さ
れ
た
講

員
の
方
々
は
、
大
祖
堂
で
梅
花
流
詠
讃
歌
を

唱
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

な
お
、
こ
の
た
び
の
集
い
の
参
加
者
に
よ

る
義
援
金
が
、
大
本
山
總
持
寺
祖
院
の
復

旧
支
援
と
し
て
寄
贈
さ
れ
た
。
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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・梅花服・梅花トレーナーなどの
梅花に関するお品物は……
曹洞宗ブックセンターでお取り扱いしています

梅
花
新
聞
五
〇
号
に
誤
表
記
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
。

一
頁
上
段
中
九
行
目

誤
　
眼
晴
打
失
　
　
正
　
眼
睛
打
失

一
頁
上
段
十
一
行
目

誤
　
迦
　
　
正
　
迦

訂正・お詫び

　

令
和
六
年
十
二
月
十
六
日
、
神
奈
川
県
鶴
見
区

の
大
本
山
總
持
寺
大
祖
堂
に
て
、
駒
澤
大
学
附
属

苫
小
牧
高
等
学
校
吹
奏
楽
局〝
Ｓ
ｈ
ｅ
ｌ
ｔ
ｉ
ｅ
ｓ
〟

に
よ
る
奉
納
演
奏
会
が
開
催
さ
れ
、
太
祖
瑩
山
紹

瑾
禅
師
七
〇
〇
回
大
遠
忌
記
念
事
業
の
一
環
と
し

て
、
瑩
山
禅
師
さ
ま
へ
演
奏
を
奉
納
し
た
。

　

演
奏
会
で
は
八
〇
人
以
上
の
メ
ン
バ
ー
が
、
三

宝
御
和
讃
を
吹
奏
楽
曲
に
ア
レ
ン
ジ
し
て
披
露
し

た
。
本
格
的
フ
ル
マ
ー
チ
ン
グ
バ
ン
ド
に
よ
る
荘

厳
な
御
和
讃
が
大
祖
堂
い
っ
ぱ
い
に
響
き
わ
た
り
、

集
ま
っ
た
お
よ
そ
三
〇
〇
人
の
観
客
か
ら
、
大
き

な
拍
手
や
歓
声
が
送
ら
れ
た
。

　

演
奏
会
で
は
、
石
附
周
行
禅
師
さ
ま
も
、
生
徒

の
み
な
さ
ん
の
活
気
あ
る
演
奏
を
楽
し
く
鑑
賞
さ

れ
た
。

　

な
お
、
駒
澤
大
学
附
属
苫
小
牧
高
等
学
校
吹
奏

楽
局
は
、
過
去
に
大
本
山
永
平
寺
山
門
で
も
演
奏

会
を
行
な
っ
て
い
る
。

大本山總持寺大祖堂で演奏

駒
大
苫
小
牧
高
等
学
校
吹
奏
楽
局

〝
Ｓシ

ェ

ル

テ

ィ

ー

ズ

ｈｅ
ｌ
ｔ
ｉｅｓ
〟に
よ
る
奉
納
演
奏
会

　
島
根
県
知
足
寺
梅
花
講
の
木き

村む
ら

悦え
つ

子こ

さ

ん
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
な
っ
た
。
木

村
さ
ん
は
御
年
九
十
六
歳
。
二
〇
一
七

年
に
は
正
詠
教
範
に
補
命
さ
れ
、
日
々

梅
花
流
詠
讃
歌
に
取
り
組
ま
れ
て
い
る
。

ま
た
、
水
泳
が
好
き
で
、
大
会
に
お
い

て
世
界
記
録
を
持
つ
な
ど
、
精
力
的
に

活
動
を
さ
れ
て
い
る
。
そ
ん
な
木
村
さ

ん
に
梅
花
流
詠
讃
歌
に
対
す
る
思
い
を

語
っ
て
い
た
だ
い
た
。

―�

梅
花
流
詠
讃
歌
を
始
め
た
き
っ
か
け

を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

〇�

私
の
母
が
檀
家
の
方
を
お
誘
い
し
、

月
二
回
の
練
習
を
方
丈
さ
ん
に
お
願

い
し
て
始
め
た
の
が
き
っ
か
け
で
す
。

私
も
誘
っ
て
も
ら
い
、
は
じ
め
は
親

孝
行
の
つ
も
り
で
仲
間
に
入
れ
て
も

ら
い
ま
し
た
が
、
練
習
す
る
に
つ
れ

て
何
か
ひ
か
れ
る
も
の
が
あ
り
、
次

第
に
熱
心
に
練
習
す
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

―�

日
々
の
お
唱
え
に
関
し
ま
し
て
、
気

を
付
け
て
い
る
こ
と
や
気
づ
き
が
あ

り
ま
し
た
ら
教
え
て
く
だ
さ
い
。

〇�

毎
日
一
曲
ず
つ
仏
前
で
お
唱
え
し
て

い
ま
す
。
そ
れ
が
習
慣
と
な
り
、
鈴

鉦
を
つ
け
る
と
拍
も
落
ち
着
き
、
ま

た
主
と
し
て
曲
想
を
考
え
、
ア
ヤ
・

ツ
ヤ
・
イ
ロ
等
を
心
掛
け
る
よ
う
に

し
て
い
ま
す
。

―�

梅
花
流
詠
讃
歌
を
通
じ
て
、
思
い
出

に
残
る
出
会
い
等
は
あ
り
ま
す
か
。

〇�

八
十
七
歳
の
と
き
か
ら
、
島
根
県
明

元
寺
森も

り

山や
ま

祐ゆ
う

光こ
う

師
範
に
教
え
て
も
ら

う
よ
う
に
な
り
、
熱
心
な
指
導
を
受

け
て
き
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
平
成

二
十
九
年
に
正
詠
教
範
を
補
命
し
て

い
た
だ
き
、
ま
た
、
お
唱
え
も
さ
る

こ
と
な
が
ら
歌
詞
の
意
味
の
判
ら
な

い
こ
と
も
多
く
あ
っ
た
た
め
、
月
に

一
度
の
個
人
指
導
を
お
願
い
し
、
勉

強
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
指
導
の
日
が
楽
し
み

で
待
ち
遠
し
か
っ
た
の
に
、
十
月
に

先
生
が
突
然
亡
く
な
ら
れ
て
し
ま
い

ま
し
た
。
ま
だ
ま
だ
学
び
た
い
こ
と

が
あ
り
ま
し
た
の
に
残
念
で
た
ま
り

ま
せ
ん
。
先
生
の
ご
冥
福
を
お
祈
り

い
た
し
ま
す
と
と
も
に
、
感
謝
の
意

を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

―�

木
村
さ
ん
に
と
っ
て
、
梅
花
流
の
面

白
い
と
こ
ろ
は
ど
う
い
っ
た
点
に
あ

り
ま
す
か
。

〇�

私
に
と
っ
て
梅
花
は
心
の
安
ら
ぐ
拠

り
所
で
す
。
梅
花
の
意
味
を
し
っ
か

り
把
握
し
そ
れ
を
楽
譜
に
の
せ
て
お

唱
え
す
る
こ
と
、
皆
さ
ん
と
鈴
鉦
を

あ
わ
せ
て
お
唱
え
す
る
こ
と
、
御
詠

歌
を
通
し
て
心
の
輪
が
出
来
る
よ
ろ

こ
び
が
あ
る
こ
と
で
す
。

　

木
村
さ
ん
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。
今
後
の
ご
活
躍
も
期
待
し
て

お
り
ま
す
。
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