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峰
の
色

　
渓
の
響
き
も
み
な
な
が
ら

　
　
我
が
釈
迦
牟
尼
の

　
声
と
姿
と

大
本
山
永
平
寺
第
一
番
御
詠
歌

（
渓
声
）

 

『
写
真
と
歌
詞
』

　
　

元
梅
花
流
特
派
師
範

　
　

眞
源
寺
住
職 

齋
藤 

政
裕

　

齋
藤
政
裕
先
生
に
は
、
今
年
も
素

晴
ら
し
い
写
真
と
文
章
を
賜
り
ま

し
た
。

　

写
真
と
テ
ー
マ
解
説
の
全
文
は
、

６
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
せ
て
頂
き
ま
し

た
の
で
、
ぜ
ひ
ご
覧
下
さ
い
。　
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令
和
五
年
十
月
三
日
、
仙
台
サ

ン
プ
ラ
ザ
ホ
ー
ル
に
て
創
立
七
十

周
年
記
念
奉
賛
大
会
が
開
催
さ
れ

ま
し
た
。
本
来
は
令
和
四
年
が

七
十
周
年
の
年
で
あ
り
ま
し
た

が
、
コ
ロ
ナ
禍
を
鑑
み
一
年
順
延

し
て
の
開
催
と
な
り
ま
し
た
。
清

興
で
は
南
こ
う
せ
つ
さ
ん
の
コ
ン

サ
ー
ト
で
花
を
添
え
て
い
た
だ
き

盛
会
裡
と
な
り
ま
し
た
。
久
し
ぶ

り
の
県
大
会
と
い
う
こ
と
も
あ
り

八
〇
〇
名
を
超
え
る
参
加
者
は
登

壇
の
緊
張
も
あ
り
な
が
ら
も
多
く

の
人
が
集
ま
る
大
会
に
終
始
笑
顔

で
お
過
ご
し
に
な
り
ま
し
た
。

新
緑
全
山
に
萌
え
、
百
鳥
樹
林

に
さ
え
ず
る
好
時
節
、
各
講
講
長

講
員
の
皆
々
様
方
に
は
愈
々
ご
清

祥
の
こ
と
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま

す
。
常
々
宗
務
所
梅
花
講
ま
た
各

講
発
展
の
為
に
、
深
い
ご
理
解
と

ご
協
力
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す

こ
と
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

昨
年
、
世
界
中
を
震
撼
さ
せ

た
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
も
終
息
と
な

り
、
五
月
の
連
休
明
け
か
ら
は
日

常
が
戻
り
安
堵
致
し
ま
し
た
。
コ

ロ
ナ
禍
に
よ
る
四
年
間
の
事
業
延

期
ま
た
は
中
止
に
よ
る
影
響
は
、

現
在
も
散
見
し
て
お
り
ま
す
が
、

評
議
委
員
会
を
始
め
関
係
各
位
の

ご
理
解
に
よ
り
、
梅
花
主
事
を
中

心
に
事
業
を
実
施
し
て
ま
い
り
ま

す
。宗

務
庁
で
は
数
年
前
よ
り
機

構
改
革
が
審
議
さ
れ
、
宗
務
行
政

の
ス
リ
ム
化
が
検
討
さ
れ
て
お
り

ま
す
。
令
和
五
年
に
東
京
で
開
催

さ
れ
た
梅
花
流
創
立
七
十
周
年
記

念
大
会
も
従
来
の
大
会
に
比
す
る

と
コ
ン
パ
ク
ト
な
形
態
で
の
開
催

と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
に
習

い
、
宮
城
県
で
の
記
念
大
会
も
コ

ン
パ
ク
ト
な
が
ら
も
千
人
以
上
の

参
加
申
込
み
を
い
た
だ
い
て
無
事

円
成
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
今
後
の
全
国
大

会
は
隔
年
の
開
催
と
な
っ
た
こ
と

を
受
け
、
宮
城
県
大
会
も
令
和
六

年
は
実
施
し
ま
す
が
、
次
回
大
会

か
ら
は
隔
年
開
催
と
し
て
令
和
八

年
を
考
え
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、

本
年
二
月
に
開
催
し
た
一
泊
二
日

の
特
別
講
習
会
は
百
名
を
超
え
る

講
習
会
と
な
り
、
参
加
さ
れ
た
講

員
様
方
に
も
大
変
好
評
で
主
催
者

と
し
て
大
変
嬉
し
く
思
い
ま
し

た
。去

る
三
月
十
五
日
「
宗
務
所
定

例
所
会
」
が
開
催
さ
れ
、
令
和
六

年
度
の
事
業
計
画
及
び
予
算
案
等

の
議
案
は
全
て
承
認
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。

三
月
に
は
宗
務
所
指
導
者
養

成
所
第
二
十
二
期
生
が
卒
業
さ

れ
、
四
月
に
は
養
成
所
第
二
十
三

期
が
初
級
十
一
名
、
上
級
五
名
で

ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
検
定
会
は

例
年
の
通
り
に
実
施
し
、
宗
務
所

講
習
等
は
希
望
に
応
じ
て
開
催
を

予
定
し
て
お
り
ま
す
。
宜
し
く
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

本
年
は
瑩
山
禅
師
様
七
百
回

忌
の
ご
勝
縁
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。
曹
洞
宗
管
長
南
澤
道
人
禅
師

は
、
令
和
六
年
度
「
布
教
教
化
に

関
す
る
告
諭
」
の
文
中
、
『
瑩
山

禅
師
は
「
必
ず
和
合
和
睦
の
思
い

を
生
ず
べ
し
」
と
示
さ
れ
ま
し
た
。

和
合
調
和
を
乱
す
の
は
、
何
時
の

世
も
人
間
の
我
利
・
我
欲
、
す
な

わ
ち
貪
り
で
あ
り
ま
す
。
（
中
略
）

合
掌
は
、
御
仏
に
自
ら
を
重
ね
合

わ
せ
る
こ
と
で
す
。
（
中
略
）
和

合
の
み
心
を
我
が
心
、
和
合
の
み

教
え
を
我
が
行
い
と
し
て
、
太
祖

様
に
ま
み
え
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ

ん
か
。
』
と
お
示
し
で
あ
り
ま
す
。

各
講
長
様
方
や
寺
族
様
方
の

ご
指
導
の
下
、
講
員
様
方
と
共
々

に
「
お
誓
い
」
の
如
く
、
正
し
い

信
仰
に
生
き
、
仲
よ
い
生
活
を
し
、

明
る
い
世
の
中
を
つ
く
る
こ
と
こ

そ
、
太
祖
様
の
お
示
し
に
か
な
う

姿
で
あ
る
と
存
じ
ま
す
。
共
々
に

ご
精
進
さ
れ
ん
こ
と
を
ご
期
待
申

し
上
げ
る
と
共
に
、
各
講
の
益
々

の
ご
発
展
と
講
員
皆
様
方
の
ご
多

幸
と
ご
健
勝
を
ご
祈
念
申
し
上
げ

ご
挨
拶
と
致
し
ま
す
。

梅
花
流
創
立
七
十
周
年
記
念

宮
城
県
奉
讃
大
会
報
告

梅
花
流
創
立
七
十
周
年
記
念

宮
城
県
奉
讃
大
会
報
告

御
　
挨
　
拶

御
　
挨
　
拶
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梅
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梅
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長
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守
弘

伊
藤
　
守
弘

清興　南こうせつさんミニコンサート
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松
岩
寺
梅
花
講
は
、
平
成
元
年

に
発
足
し
現
在
に
至
る
ベ
テ
ラ
ン

講
員
と
、
令
和
元
年
に
発
足
し
た

新
米
講
員
で
構
成
さ
れ
る
二
つ
の

グ
ル
ー
プ
が
あ
り
ま
す
。
発
足
時

に
は
五
十
名
を
超
え
た
ベ
テ
ラ
ン

講
員
も
今
は
十
名
弱
と
な
り
、
外

部
行
事
へ
の
参
加
は
主
に
私
た
ち

新
米
講
員
に
託
さ
れ
、
昨
年
の
宮

城
県
奉
詠
大
会
に
は
新
米
講
員

十
四
名
、
ベ
テ
ラ
ン
講
員
二
名
が

参
加
し
ま
し
た
。
登
壇
奉
詠
の
課

題
曲
は
「
誓
願
御
和
讃
（
全
曲
）
」

で
し
た
。
当
梅
花
講
の
月
二
回
の

練
習
会
や
第
十
八
教
区
の
講
員
さ

ん
と
の
合
同
練
習
は
行
い
ま
し
た

が
、
今
回
は
第
十
七
教
区
、
二
十

教
区
と
の
合
同
で
の
登
壇
で
し

た
。
全
体
で
の
合
同
練
習
は
叶
わ

ず
、
ず
れ
る
事
無
く
皆
さ
ん
と
上

手
く
合
わ
せ
て
お
唱
え
で
き
る
か

不
安
で
し
た
が
、
詠
題
と
詠
頭
は

二
十
教
区
の
講
員
さ
ん
が
担
当
で

し
た
の
で
一
安
心
で
し
た
。
登
壇

奉
詠
は
初
め
て
で
し
た
の
で
、
段

取
り
や
ら
作
法
や
ら
不
安
だ
ら
け

で
し
た
。
当
日
は
、
厳
か
な
雰
囲

気
の
中
粛
々
と
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
進

み
、
割
り
当
て
ら
れ
た
登
壇
の
順

番
は
最
後
の
師
範
・
詠
範
の
前
の

番
だ
っ
た
の
で
午
前
中
は
他
の
教

区
の
登
壇
奉
詠
を
聞
き
な
が
ら
少

し
ゆ
っ
た
り
と
過
ご
す
こ
と
が
出

来
ま
し
た
。
午
後
の
部
が
再
開
さ

れ
る
と
慌
た
だ
し
く
登
壇
準
備
が

始
ま
り
、
並
び
順
や
何
や
ら
で
バ

タ
バ
タ
し
て
、
緊
張
す
る
間
も
無

く
登
壇
と
な
り
ま
し
た
が
、
深
呼

吸
を
し
て
（
落
ち
着
い
て
）
と
心

の
中
で
自
分
に
言
い
聞
か
せ
、
詠

題
・
詠
頭
を
待
ち
ま
し
た
。
ス
テ
ー

ジ
の
ラ
イ
ト
が
眩
し
く
て
客
席
が

良
く
見
え
な
か
っ
た
の
が
緊
張
の

緩
和
に
な
り
ま
し
た
。
ず
れ
な
い

よ
う
に
、
所
作
を
合
わ
せ
る
様
に

と
気
に
留
め
な
が
ら
の
奉
詠
で
し

た
が
、
そ
の
時
ど
う
だ
っ
た
の
か

は
覚
え
て
い
ま
せ
ん
。
あ
っ
と
い

う
間
の
時
間
だ
っ
た
よ
う
な
気
も

し
ま
し
た
。
席
に
戻
り
師
範
・
詠

範
の
皆
さ
ん
の
奉
詠
を
拝
見
し
、

所
作
が
と
て
も
美
し
か
っ
た
事
を

覚
え
て
い
ま
す
。

南
こ
う
せ
つ
さ
ん
の
ミ
ニ
コ
ン

サ
ー
ト
は
懐
か
し
い
歌
の
数
々
に

弾
け
る
様
に
一
緒
に
歌
い
楽
し
い

ひ
と
時
で
し
た
。
そ
し
て
閉
会
式

で
拝
聴
し
た
、独
詠
に
よ
る
「
浄
心
」

は
心
に
浸
み
わ
た
る
響
き
が
忘
れ

ら
れ
ま
せ
ん
。
日
々
の
練
習
に
精

進
し
、
少
し
で
も
上
手
に
お
唱
え

で
き
る
様
に
頑
張
り
た
い
で
す
。

令
和
六
年
二
月
二
十
八
～

二
十
九
日
、
ホ
テ
ル
ニ
ュ
ー
水
戸

屋
に
て
特
別
講
習
会
が
開
催
さ
れ

県
内
外
の
講
師
五
名
に
講
習
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。
夕
食
の
懇
親
会

で
は
久
し
ぶ
り
に
カ
ラ
オ
ケ
大
会

も
始
ま
り
、
先
生
が
た
に
も
歌
声

を
披
露
い
た
だ
き
大
喝
采
と
な
り

ま
し
た
。
一
一
〇
名
を
超
え
る
参

加
者
は
二
日
間
の
有
意
義
な
時
間

を
過
ご
さ
れ
ま
し
た
。

私
た
ち
が
お
世
話
に
な
っ
て
い

る
明
川
寺
講
は
最
近
新
し
い
お
仲

間
が
増
え
て
、
総
勢
九
名
で
活
動

し
て
お
り
ま
す
。

当
明
川
寺
講
で
は
毎
月
二
回
、

主
に
金
曜
日
の
午
前
中
に
講
習

を
行
っ
て
お
り
、
一
月
、
八
月
、

十
二
月
の
三
カ
月
は
お
休
み
と

な
っ
て
お
り
ま
す
。

主
な
活
動
は
春
彼
岸
の
お
中
日

に
、
え
に
し
観
音
様
の
前
で
の
奉

詠
と
八
月
盆
供
養
で
の
法
要
中
に

お
唱
え
す
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

特
に
え
に
し
観
音
様
の
台
座
に

は
様
々
な
ご
事
情
で
お
祀
り
さ
れ

て
る
仏
様
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
、

そ
の
ご
供
養
の
一
端
を
任
さ
れ
て

い
る
こ
と
も
あ
り
、
練
習
に
も
熱

が
入
り
ま
す
。

今
回
、
コ
ロ
ナ
禍
前
に
参
加
し

て
い
た
特
別
講
習
会
に
約
四
年
ぶ

り
に
参
加
致
し
ま
し
た
。

特
に
印
象
に
残
っ
た
こ
と
は
音

の
表
情
（
の
ど
を
開
く
。
舌
根
を

下
げ
る
）
で
す
。
例
え
ば
、
ア
の

音
は
口
に
指
三
本
縦
に
入
れ
て
、

感
情
的
に
豊
か
な
声
を
出
す
な
ど

音
に
も
表
情
が
あ
る
こ
と
を
知
り

ま
し
た
。
ま
た
、
閉
講
式
で
の
浄

心
（
独
詠
）
は
と
て
も
す
ば
ら
し
く
、

も
う
一
曲
ぐ
ら
い
聞
か
せ
て
い
た

だ
き
た
か
っ
た
で
す
。

夕
食
の
懇
親
会
で
は
明
川
寺
講

が
カ
ラ
オ

ケ
の
ト
ッ

プ

バ

ッ

タ
ー
を
務

め
さ
せ
て

頂
き
、
他

の
講
員
さ

ん
も
次
々

登
場
し
大

い
に
盛
り

上
が
り
ま

し
た
。

梅
花
流
創
立
七
十
周
年
記
念

宮
城
県
奉
詠
大
会
に
参
加
し
て

　
　
　
　

第
十
八
教
区 

松
岩
寺
講
員　

川　

本　

あ
け
み

特

別

講

習

会

報

告

特

別

講

習

会

報

告

楽
し
く
、
意
義
あ
る特

別
講
習
会

　
　
　
　

第
一
教
区 

明
川
寺
講
員　

若
生
勝
利
、
き
よ
子

明るい講員の皆様
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先
生
方
の
歌
も
最
高
で
舞
台
に

は
次
々
お
ひ
ね
り
が
届
き
、
そ
れ

が
す
べ
て
能
登
半
島
地
震
へ
の
義

援
金
に
な
さ
る
と
い
う
こ
と
で
、

な
る
ほ
ど
と
感
心
致
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
カ
ラ
オ
ケ
に
行
き
ご

住
職
様
と
去
年
の
秋
に
御
本
山
修

行
を
終
え
て
帰
っ
て
こ
ら
れ
た
お

弟
子
様
と
デ
ュ
エ
ッ
ト
を
し
た
り
、

ダ
ン
ス
を
し
た
り
し
て
、
こ
ち
ら

も
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。

あ
ち
ら
こ
ち
ら
身
体
が
痛
い
と

こ
ろ
も
あ
る
の
で
す
が
、
御
詠
歌

が
生
き
が
い
の
一
つ
に
な
っ
て
お

り
ま
す
の
で
、
病
院
や
マ
ッ
サ
ー

ジ
に
通
い
な
が
ら
も
続
け
て
い
き

た
い
で
す
。
来
年
の
特
別
講
習
会

も
楽
し
み
に
し
て
お
り
ま
す
。

昨
年
、
宮
城
県
宗
務
所
講
師
を

拝
命
い
た
し
ま
し
た
石
巻
市
松
巖

寺
永
井
直
心
と
申
し
ま
す
。

九
月
に
は
十
六
教
区
の
み
な
さ

ま
に
、
十
月
に
は
一
教
区
の
み
な

さ
ま
に
、
大
変
お
世
話
に
な
り
ま

し
た
。

初
講
習
の
不
慣
れ
な
指
導
で

し
た
が
、
講
員
の
み
な
さ
ま
が
あ

た
た
か
く
迎
え
て
く
だ
さ
い
ま
し

た
。
講
習
が
始
ま
り
ま
す
と
み
な

さ
ま
に
真
剣
な
眼
差
し
で
取
り
組

ん
で
い
た
だ
き
、
講
師
と
い
た
し

ま
し
て
あ
り
が
た
い
時
間
を
過
ご

す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
各
梅
花

講
で
日
々
、
講
員
さ
ん
達
が
練
習

を
重
ね
て
い
る
こ
と
を
感
じ
る
二

日
間
で
し
た
。
ほ
ん
の
少
し
ア
ド

バ
イ
ス
を
す
る
だ
け
で
良
い
反
応

を
く
だ
さ
り
、
さ
ら
に
心
の
こ

も
っ
た
お
唱
え
を
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

十
六
教
区
さ
ん
が
初
講
習
と
な

り
ま
し
た
。
前
日
か
ら
の
緊
張
で

胃
痛
が
始
ま
り
、
気
仙
沼
に
向
か

う
道
中
で
は
土
砂
降
り
と
い
う
悪

天
候
…
で
し
た
が
、
会
場
に
到
着

し
ま
す
と
和
や
か
な
雰
囲
気
で
迎

え
て
く
だ
さ
り
、
指
導
者
養
成
所

時
代
の
恩
師
や
同
期
に
見
守
ら
れ

な
が
ら
、
安
心
し
て
講
習
を
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
作
法
に
つ

い
て
お
伝
え
し
ま
す
と
、『
先
生
、

こ
れ
で
い
い
で
す
か
？
』
と
何
度

も
練
習
を
し
て
く
だ
さ
る
お
姿
が

大
変
印
象
に
残
っ
て
お
り
ま
す
。

一
教
区
さ
ん
で
は
、
始
め
た
ば

か
り
の
方
が
参
加
し
て
く
だ
さ
っ

て
い
ま
し
た
の
で
、
ベ
テ
ラ
ン
講

員
さ
ん
達
に
ご
協
力
を
い
た
だ
き

午
前
中
の
課
題
曲
を
変
更
し
、「
三

宝
御
和
讃
」
を
練
習
い
た
し
ま
し

た
。
ベ
テ
ラ
ン
の
皆
さ
ん
に
は
復

習
が
て
ら
強
弱
に
重
き
を
、
新
人

さ
ん
に
は
音
と
拍
の
基
本
を
覚
え

て
も
ら
え
る
よ
う
に
と
、
繰
り
返

し
お
唱
え
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

梅
花
流
の
凄
い
と
こ
ろ
は
、
同
行

同
修
、
経
験
に
関
わ
ら
ず
、
こ
の

よ
う
に
一
緒
に
取
り
組
め
る
と
こ

ろ
だ
と
感
じ
た
ひ
と
と
き
で
し

た
。わ

た
し
は
詠
範
と
し
て
約
二
十

年
ほ
ど
活
動
し
た
後
、
自
坊
の
後

継
者
問
題
か
ら
出
家
し
、
現
在
に

至
り
ま
す
。
梅
花
と
共
に
、
私
の

四
半
世
紀
が
過
ぎ
ま
し
た
。
修
行

中
、
辛
い
と
き
に
は
詠
讃
歌
を
お

唱
え
し
、
心
の
支
え
に
し
て
自
分

を
励
ま
し
て
お
り
ま
し
た
。
大
好

き
な
梅
花
が
あ
っ
て
本
当
に
良

か
っ
た
！
と
、
感
じ
た
修
行
期
間

で
あ
っ
た
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
か
ら
多
く
の
講
員
さ
ん

達
に
お
会
い
で
き
る
日
を
楽
し
み

に
、
わ
た
し
も
勉
強
を
続
け
て
参

り
ま
す
！

声
帯
は
筋
肉
で
す
か
ら
、
み
な

さ
ま
も
ぜ
ひ
声
を
出
す
機
会
を
増

や
し
て
、
お
唱
え
し
て
鍛
え
て
い

き
ま
し
ょ
う
。
お
線
香
を
供
え
た

時
に
一
曲
、
家
事
を
し
な
が
ら
一

曲
…
ど
ん
な
形
で
も
い
い
で
す
か

ら
梅
花
時
間
を
楽
し
み
な
が
ら
、

穏
や
か
に
日
々
を
お
過
ご
し
く
だ

さ
い
。

 

合
掌

梅
花
流
詠
讃
歌
が
始
ま
り
七
十

年
が
経
過
し
た
。
そ
の
立
ち
上
げ

に
は
曹
洞
宗
の
教
え
を
広
く
伝
え

る
事
が
目
的
だ
っ
た
と
想
像
さ
れ

る
。道

元
禅
師
や
瑩
山
禅
師
の
教
え
、

ま
た
釈
尊
の
生
き
方
を
わ
か
り
や

す
い
言
葉
に
し
て
、
檀
信
徒
と
共
々

に
お
唱
え
を
す
る
修
行
が
そ
の
ス

タ
ー
ト
で
あ
る
な
ら
ば
、
今
日
の

梅
花
講
の
在
り
方
も
自
ず
と
見
え

初
め
て
の
宗
務
所
講
師

　
　
　
　

第
十
三
教
区 

松
巖
寺　

永
井　

直
心 

師
範

所　

感

　
　
　
　

第
一
教
区
松
源
寺
講

講
長　

東
海　

泰
典

永井　直心 師範

講長　東海　泰典 師
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て
く
る
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
。

自
分
の
口
か
ら
出
た
言
葉
を
一

番
初
め
に
聞
く
の
は
自
分
の
耳
で

あ
る
。
と
教
わ
っ
た
。
お
唱
え
を

通
じ
て
尊
い
教
え
を
一
番
先
に
み

ず
か
ら
耳
に
す
る
行
為
は
布
教
の

最
先
端
で
は
な
い
の
か
？

イ
ン
ド
か
ら
中
国
そ
し
て
仏
教

が
日
本
に
伝
え
ら
れ
、
日
本
人
に

合
っ
た
教
え
と
日
本
文
化
と
融
合

し
た
布
教
は
日
本
人
の
身
に
染
み

込
ん
で
い
る
形
と
な
っ
て
続
い
て

い
る
。

北
米
や
南
米
の
信
者
は
日
本
を

懐
か
し
ん
で
い
る
の
か
、
梅
花
が

盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は

日
本
人
と
し
て
の
琴
線
に
触
れ
る

も
の
が
梅
花
流
に
潜
ん
で
い
る
か

な
の
で
は
と
感
じ
て
い
る
。

時
代
に
応
じ
て
布
教
や
教
化
の

方
法
も
模
索
し
な
く
て
ら
な
ら
な

い
が
、
今
あ
る
貴
重
な
手
段
を
工

夫
に
よ
っ
て
展
開
し
て
い
く
こ
と

を
優
先
し
て
い
く
べ
き
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

私
は
、
令
和
二
年
よ
り
四
年

間
二
十
二
期
指
導
者
養
成
所
に

入
所
し
梅
花
流
詠
讃
歌
を
学
ば

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

宗
務
所
講
習
を
受
け
る
に
あ

た
っ
て
は
師
匠
の
勧
め
で
あ
り

ま
し
た
が
、
実
家
の
父
が
梅
花
の

師
範
を
し
て
い
て
、
小
さ
い
頃
か

ら
詠
讃
歌
は
身
近
な
環
境
に
あ

り
、
た
め
ら
い
も
な
く
は
じ
め
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
し
か
し
、

法
具
の
作
法
、
お
唱
え
の
仕
方
な

ど
事
細
か
く
定
め
て
あ
る
作
法

は
想
像
し
て
い
た
こ
と
よ
り
も

簡
単
な
も
の
で
は
な
く
、
頭
の
中

が
混
乱
し
た
こ
と
を
今
で
も
覚

え
て
い
ま
す
。

宗
務
所
指
導
者
養
成
所
に

入
っ
た
時
期
は
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
が
ま
ん
延
し
始
め
た
年
だ
っ

た
た
め
、
宮
城
県
奉
詠
大
会
は
中

止
が
重
な
り
修
了
す
る
年
に
よ

う
や
く
開
催
さ
れ
、
大
会
に
参
加

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

そ
の
時
に
お
唱
え
し
た
「
太

祖
常
済
大
師
瑩
山
禅
師
御
詠
歌
」

は
瑩
山
禅
師
の
大
き
な
お
慈
悲

で
あ
ま
ね
く
人
々
を
救
済
す
る

願
い
を
歌
っ
た
も
の
で
、
コ
ロ

ナ
禍
で
苦
し
い
思
い
を
さ
れ
た

方
々
や
世
の
中
で
起
き
て
い
る

事
象
す
べ
て
の
苦
し
み
が
救
わ

れ
て
い
く
こ
と
を
願
う
気
持
ち

で
お
唱
え
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

お
唱
え
が
終
わ
り
、
顔
を
上
げ
会

場
を
見
渡
す
と
、
講
員
さ
ん
方
か

ら
の
視
線
は
ま
さ
に
慈
悲
の
温

か
さ
を
感
じ
、
優
し
さ
に
包
ま
れ

て
い
る
よ
う
で
し
た
。

梅
花
を
通
し
て
仏
の
教
え
を

学
ぶ
と
共
に
、
檀
信
徒
の
方
々
に

向
き
合
っ
て
い
く
心
を
学
ん
だ
と

感
じ
て
い
ま
す
。
こ
の
四
年
間
宗

務
所
の
皆

様
や
詠
讃

歌
を
教
え

て
い
た
だ

い
た
先
生

方
に
感
謝

を
し
、
こ

れ
か
ら
も

日
々
研
鑽

し
て
参
り

た
い
と
思

い
ま
す
。

こ
の
春
無
事
に
、
梅
花
流
指

導
者
養
成
所
の
上
級
課
程
を
修

了
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

コ
ロ
ナ
禍
で
あ
っ
て
も
可
能
な

限
り
学
び
の
場
を
作
り
、
指
導

し
て
く
だ
さ
っ
た
先
生
方
、
宗

務
所
の
皆
様
方
、
本
当
に
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
し

て
、
共
に
学
ん
だ
養
成
所
員
の

皆
様
の
優
し
さ
と
、
毎
回
送
り

出
し
て
く
れ
た
家
族
の
支
え
が

あ
っ
て
、
学
び
通
す
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
今
改
め
て
、
あ
り

が
た
さ
と
幸
せ
を
か
み
し
め
て

お
り
ま
す
。

振
り
返
っ
て
み
る
と
、
最
初

は
何
も
分
か
ら
ず
、
不
安
し
か
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
覚
え
る
こ
と

も
、
身
に
着
け
る
こ
と
も
思
い
通

り
に
は
い
か
ず
、
焦
る
ば
か
り
で

し
た
。
し
か
し
、
先
生
方
の
懇
切

丁
寧
な
ご
指
導
、
さ
ら
に
は
同
じ

志
を
も
つ
方
々
と
机
を
並
べ
、
共

に
学
ぶ
楽
し
さ
、
集
う
喜
び
も
相

ま
っ
て
、
少
し
ず
つ
で
は
あ
り
ま

す
が
、
成
長
を
感
じ
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
さ
ら
に
は
、
心
を
落

ち
着
け
て
、
自
分
自
身
と
じ
っ
く

り
向
き
合
え
る
大
切
な
時
間
に
も

な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

私
の
中
で
、
こ
の
四
年
間
は
か
け

が
え
の
な

い
も
の
と

な
り
ま
し

た
。
今
後

は
、
梅
花

の
お
誓
い

の
精
神
を

大

切

に
、

精
進
し
て

ま
い
り
た

い
と
思
い

ま
す
。

第
二
十
二
期
養
成
所
卒
業
生

　
　
　
　

第
十
三
教
区
陽
山
寺
講

柿
崎　

隆
允 

師
範

第
二
十
二
期
養
成
所
卒
業
生

　
　
　
　

第
十
七
教
区
洞
林
寺
講

三
宅　

真
佑
子 

詠
範
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表 

紙 

説 

明

「
峰
の
色
　
渓
の
響
き
も
み
な
な
が
ら

　
我
が
釈
迦
牟
尼
の
　
声
と
姿
と
」

令
和
六
年
の
幕
開
け
は
、
元
旦
夕
刻
の
、

数
千
年
に
一
度
の
発
生
確
率
と
言
わ
れ
る
壊

滅
的
な
能
登
半
島 

地
震
に
始
ま
り
、
翌
二
日

の
、
羽
田
空
港
に
於
け
る
航
空
機
衝
突
の
重
大

事
故
と
、
大
変
衝
撃
的
な
年
初
め
で
ご
ざ
い
ま

し
た
。
又
、
ロ
シ
ア
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
紛
争
を
は

じ
め
イ
ス
ラ
エ
ル
に
お
け
る
ガ
ザ
地
区
の
諸

問
題
な
ど
、
世
界
情
勢
的
に
も
、
ま
た
国
内
情

勢
的
に
も
、
多
く
の
不
安
を
抱
え
て
の
年
の
初

め
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
又
、

世
界
的
な
温
暖
化
の
影
響
か
、
気
候
に
も
変
調

を
き
た
し
て
い
る
よ
う
で
、
例
年
と
比
べ
寒
暖

差
が
激
し
く
、
又
、
強
風
吹
き
荒
れ
る
日
が
多

く
感
じ
た
の
は
私
だ
け
で
は
な
い
と
思
い
ま

す
。
そ
ん
な
連
日
強
風
吹
き
続
く
二
月
の
あ
る

日
、
隣
町
に
行
く
近
道
の
山
道
を
走
行
中
、 

道

路
近
く
の
枝
に
、
白
い
レ
ジ
袋
が
引
っ
掛
か
っ

て
い
る
よ
う
な
も
の
を
見
つ
け
ま
し
た
。
車
を

止
め
、 
よ
く
見
る
と
、
レ
ジ
袋
な
ら
ぬ
、
鳥
の

フ
ク
ロ
ウ
で
し
た
。
こ
ち
ら
を
気
に
し
て
い
る

の
か
、
し
き
り
首
を
く
る
く
る
回
し
こ
ち
ら
を

見
て
い
ま
す
。
静
か
に
レ
ン
ズ
を
出
し
、
カ
メ

ラ
に
無
事
収
め
る
事
が
出
来
ま
し
た
。

フ
ク
ロ
ウ
と
言
え
ば
夜
の
鳥
の
印
象
が
強

い
鳥
で
す
。
実
際
、
生
活
の
ほ
と
ん
ど
が
夜
間

で
、
昼
は
目
を
つ
む
っ
て
ひ
た
す
ら
休
息
し
、

日
暮
を
待
っ
て
、
黒
く
大
き
な
目
を
開
け
、
ネ

ズ
ミ
な
ど
小
動
物
を
獲
物
に
し
て
森
の
中
で

活
動
し
ま
す
。
暗
闇
で
獲
物
を
探
す
た
め
、
耳

が
普
通
の
鳥
類
の
数
十
倍
発
達
し
て
い
る
と

い
わ
れ
、
目
で
見
な
く
と
も
耳
だ
け
で
、
獲
物

を
捉
え
る
事
が
出
来
る
と
も
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
し
か
し
な
が
ら
、
強
風
吹
き
荒
れ
る
夜
間

は
、
風
の
音
が
影
響
し
獲
物
を
捕
ら
え
る
事
が

出
来
な
く
な
り
、
や
む
を
得
ず
、
不
得
意
な
日

中
に
、
眠
そ
う
な
目
し
な
が
ら
、
餌
探
し
を
し

て
い
る
の
で
す
。
背
に
腹
は
代
え
ら
れ
な
い
で

す
も
の
ね
。
私
に
と
っ
て
は
と
て
も
幸
運
で
し

た
。自

ず
と
道
元
様
の
御
歌
「
峰
の
色　

渓

の
響
き
も
み
な
な
が
ら　

我
が
釈
迦
牟
尼
の　

声
と
姿
と
」 

渓
声
の
一
節
が 

心
に
浮
か
ん
で
き
ま
し

た
。
心
を
澄
ま
し
て
世
の
中
の
色
々
な
事
象
を

見
れ
ば
、
有
難
い 

尊
い
お
釈
迦
様
の
教
え
と

し
て
心
に
響
き
、
心
に
叶
っ
て
く
る
も
の
で
あ

り
ま
し
ょ
う
。

フ
ク
ロ
ウ
は
、「
ホ
ウ
、
ホ
ウ
」
と
鳴
き
ま

す
が
、こ
れ
ま
た
お
釈
迦
様
の
説
か
れ
た
「
法
、

法
」
と
も
聞 

こ
え
ま
す
よ
ね
。
ま
た
フ
ク
ロ

ウ
は
（
福
朗
）
と
も
書
き
、
福
を
呼
ん
で
く
る

幸
福
の
鳥
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
皆
様
に
と

り
、
良
い
幸
福
な
御
年
で
あ
り
ま
す
よ
う
心
よ

り
祈
念
す
る
も
の
で
御
座
い
ま
す
。

 

合
掌

　
　

元
梅
花
流
特
派
師
範

　

眞
源
寺
住
職　

齋
藤　

政
裕



77777 み　や　ぎ　梅　花

　

今
年
度
も
希
望
教
区
に
て
開
催
し
ま
す
。

　

瑩
山
禅
師
七
〇
〇
回
大
遠
忌
を
記
念
し
て
、

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
、
級
階
の
特
別
昇
等

を
行
い
ま
す
。
詳
細
は
令
和
六
年
曹
洞
宗
報

四
月
号
に
掲
載
さ
れ
ま
す
の
で
ご
確
認
下
さ

い
。

一
、 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
現
在
に
お
い

て
、
入
講
後
二
十
年
以
上
を
経
過
し
た 

一
級
教
範
の
教
階
を
有
す
る
者
の
う
ち
、

年
齢
八
十
歳
以
上
で
あ
る
も
の

ニ
、 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
現
在
に
お
い

て
、
入
講
後
二
十
年
以
上
を
経
過
し
た 

ニ
級
教
範
の
教
階
を
有
す
る
者
の
う
ち
、

年
齢
七
十
歳
以
上
で
あ
る
も
の

宗 

務 

所 

講 

習 

会

宗 

務 

所 

講 

習 

会

瑩
山
禅
師
七
〇
〇
回
大
遠
忌

記
念
特
別
昇
等
の
お
知
ら
せ

令
和
六
年
度

令
和
六
年
度

特
別
講
習
会
の
お
知
ら
せ

特
別
講
習
会
の
お
知
ら
せ

令
和
六
年
度

令
和
六
年
度

特
別
講
習
会
の
お
知
ら
せ

特
別
講
習
会
の
お
知
ら
せ

期　

日　

二
月
十
七
日
（
月
）
～

　
　
　
　
　

 

午
後
〇
時
半　

受
付

　
　
　
　
　
　

十
八
日
（
火
）

　
　
　
　
　

 

午
後
一
時　
　

解
散

《
一
泊
二
日
》

会　

場　

秋
保
温
泉
ホ
テ
ル
ニ
ュ
ー
水
戸
屋

 

℡ 

〇
二
二-

三
九
八-

二
三
〇
一

受
講
料　

・
宿　

泊　

 

二
万
四
千
円

　
　
　
　

・
日
帰
り　

 

一
万
六
千
円

申　

込　

詳
し
く
は
、
後
日
各
講
宛
に

　
　
　
　

ご
案
内
い
た
し
ま
す
。

講　

師　

県
内
及
び
県
外
講
師

三
、 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
現
在
に
お
い

て
、
入
講
後
二
十
年
以
上
を
経
過
し
た
三

級
教
範
の
教
階
を
有
す
る
者
の
う
ち
、
年

齢
七
十
歳
以
上
で
あ
る
も
の

※  

特
別
昇
等
は
、
ひ
と
り1

回
、1

教
階
の

昇
等
に
限
り
、
越
級
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

令
和
五
年
度
は
次
の
方
が
宗
務
庁
検
定
で

合
格
さ
れ
ま
し
た
。

二
級
師
範

　

古
川
市 

龍
興
院　

高　

橋　

恵　

一

三
級
師
範

　

石
巻
市 

松
巖
寺　

永　

井　

直　

心

　

大
崎
市 

光
明
寺　

伊　

藤　

大　

輝

一
級
教
範

　

石
巻
市 

満
照
寺　

五　

島　

さ
よ
子

　

ニ
会
場
で
開
催
致
し
ま
す
。

　

教
階
が
削
減
さ
れ
課
題
曲
の
範
囲
が
広
く
な

り
ま
し
た
。
先
生
に
ご
指
導
を
仰
ぎ
十
分
勉
強

さ
れ
て
か
ら
受
検
し
て
下
さ
い
。

合
格
お
め
で
と
う

　
　
　
　
　
ご
ざ
い
ま
す

宗
務
所
検
定
会
お
知
ら
せ

宗
務
所
検
定
会
お
知
ら
せ

十
一
月 

五 

日
（
火
）

 

石
巻
市 

法
山
寺
様

十
一
月
十
三
日
（
水
）
～
十
五
日
（
金
）

宮
城
県
宗
務
所

　

〇
検
定
料
は
お
一
人 

四
千
円

　

詳
細
は
改
め
て
ご
案
内
い
た
し
ま
す
。

瑩
山
禅
師
七
〇
〇
回
大
遠
忌

記
念
特
別
昇
等
の
お
知
ら
せ
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登壇順 教　　区 課　　　　　題　　　　　曲 頁

１ 養成所 太祖常済大師瑩山禅師御詠歌 ( 紫雲替節 ) 45 

２ ⑰・18・20 太祖常済大師瑩山禅師誕生御和讃（１・３番） 127 

３ ⑭・15・16 太祖常済大師瑩山禅師修行御和讃（1 番と 4 番の御詠歌） 137 

４ 13 太祖常済大師瑩山禅師第二番御詠歌（梅花替節） 57 

５ ４・５・⑥・19 太祖常済大師瑩山禅師入寂御和讃（１・３番） 145 

６ １２ 太祖常済大師瑩山禅師讃仰御和讃（１・４番） 155 

７ ⑨・10 大本山總持寺第一番御詠歌（渓声替節） 65 

８ ③・７・８・11 太祖常済大師瑩山禅師影向御和讃（１・２番） 169 

９ ①・２・21 太祖常済大師瑩山禅師影向御詠歌（伝光） 171 

10 師範・詠範
太祖常済大師瑩山禅師讃仰御詠歌（法灯） 159 

まごころに生きる 275 

登 壇 奉 詠 課 題 曲

「太祖常済大師瑩山禅師 700 回大遠忌慶讃」

令和 6 年度  梅花流宮城県奉詠大会
１，期　日　　令和６年 10 月９日（水）　午後 12 時受付　午後４時散会予定

２．会　場　　マルホンまきあーとテラス　　石巻市開成１－８

３．会　費　　参加費　一人 金 5,000 円

　　　　　　　寺院協賛金（任意）一口 金 10,000 円

４．〆　切　　７月 31 日（予定）

☆詳しい要項は後日各講宛ご案内いたします。

☆申込後の会費は返却はいたしません。

★予定です

☆　教典頁は、平成28年改訂第五版のものです。
☆　○印は、合同登壇される組の、詠題・詠頭 担当教区です。


