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龍　

 

水 
◆

「
私
達
は
梅
花
流
詠
讃
歌
を 

し
て
、
正
し
い
信
仰
に
生
き
ま

す
。
仲
よ
い
生
活
を
い
た
し
ま

す
。
明
る
い
世
の
中
を
つ
く
り

ま
す
。
」
こ
れ
は
曹
洞
宗
梅
花

流
の
「
お
誓
い
」
で
あ
る
。

◆

御
詠
歌
と
聞
く
と
口
先
の
上

手
、
下
手
を
論
じ
が
ち
で
あ
る

が
そ
こ
に
捕
ら
わ
れ
る
と
た
だ

の
唄
に
な
る
。
心
の
こ
も
っ
た

声
と
作
法
で
、
教
え
と
、
安
心

と
、
生
き
る
力
を
運
ぶ
の
で
あ

る
。◆

仏
典
︵
お
経
︶
と
同
じ

く
死
後
の
教
え
で
は
な
く
、
生

き
抜
く
た
め
の
言
葉
の
数
々
。

楽
器
を
用
い
ず
、
命
の
リ
ズ
ム

で
唱
え
る
の
で
あ
る
。
体
調
の

良
い
と
き
も
あ
れ
ば
悪
い
と
き

も
あ
る
。
緊
張
の
と
き
も
あ

れ
ば
悲
し
み
の
と
き
も
あ
る
。

こ
れ
ぞ
大
自
然
の
姿
。
そ
の
全

て
を
い
た
だ
き
て
、
命
の
リ
ズ

ム
で
唱
え
る
の
で
あ
る
。◆

﹃

峰
の
色
、
谷
の
響
き
も
皆
な
が

ら
、
我
が
釈
迦
牟
尼
の
、
声
と

姿
と
﹄　
　
　
　
　
︵
世
︶

コ
ラ
ム

(1)

◎
是
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私
は
昭
和56
年
に
お
寺
の
奥
様
や
先
輩
の
方
に
進
め
ら
れ
て
、
梅
花
講

に
入
会
致
し
ま
し
た
。
最
初
は
何
も
わ
か
ら
ず
に
お
唱
え
を
し
て
お
り
ま
し

た
が
、
和
尚
様
の
ご
指
導
に
よ
り
、 

御
詠
歌
を 

し
て
仏
教
の
教
え
を
、
少

し
づ
つ
身
に
つ
け
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。 

　
曹
洞
宗
で
は
、
大
聖
釈
迦
如
来
、
高
祖
承
陽
大
師
道
元
禅
師
、
太
祖
常
済

大
師
瑩
山
禅
師
を
「
一
仏
両
祖
様
」
と
お
呼
び
し
ま
す
。
そ
し
て
お
釈
迦
様

の
お
誕
生
の
日
を
「
降
誕
会
」 

、
悟
ら
れ
た
日
を
「
成
道
会
」
、
亡
く
な

ら
れ
た
日
を
「
涅
槃
会
」
と
い
い
、
﹃
三
仏
忌
﹄
と
し
て
大
切
に
お
つ
と
め

す
る
の
で
す
。

 　
曹
洞
宗
は
今
か
ら
七
八
〇
年
前
に
道
元
禅
師
さ
ま
が
博
多
か
ら
中
国
に

渡
ら
れ
、
達
磨
大
師
さ
ま
が
イ
ン
ド
か
ら
伝
え
ら
れ
た
禅
︵
仏
道
︶
を
お
受

け
に
な
ら
れ
、
日
本
に
持
ち
帰
ら
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
を
お
弟
子
の
瑩
山
禅

師
さ
ま
が
日
本
全
国
に
広
め
ら
れ
た
の
だ
そ
う
で
す
。 

　
何
も
知
ら
な
か
っ
た
私
で
し
た
が
、
御
詠
歌
を
習
っ
て
す
こ
し
づ
つ
知
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
修
証
義
の
お
経
の
中
に
、
一
つ
に
は
布
施
、
二
つ

に
は
愛
語
、
三
つ
に
は
利
行
、
四
つ
に
は
同
事
、
と
あ
り
ま
す
。
「
お
し
み

な
い
心
で
、
や
さ
し
い
言
葉
で
、
相
手
の
為
に
、 

相
手
の
気
持
で
」
は
げ

ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
後
も
三
宝
を
敬
い
詠
道
に
精
進
い
た
し
ま

す
。 

　
ど
う
か
皆
様
、
お
一
人
で
も
多
く
の
方
々
、
御
詠
歌
を
さ
れ
て
ご
修
行
さ

れ
て
く
だ
さ
い
。 

辛
い
こ
と
よ
り
も
楽
し
い
こ
と
が
い
っ
ぱ
い
で
す
。
合
掌

　　
　
　
　
　
　
　
　
寺
上
免　
山
本
ヨ
シ
エ
さ
ん
︵
24
年
目
・
三
級
教
範
︶

　
曹
洞
宗
で
、
梅
花
流
詠
讃
歌
が
発
足
し
た
の
は
昭
和
27
年
、
そ
れ
か
ら

53
年
あ
ま
り
が
経
ち
ま
し
た
。
現
在
、
長
崎
県
第
一
宗
務
所
に
は
64
の
梅

花
講
が
あ
り
、
約
千
七
百
八
十
名
が
活
動
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。 

　
そ
し
て
宛
陵
寺
で
御
詠
歌
が
始
ま
っ
た
の
が
昭
和
31
年
。
先
々
代
の
得

之
老
師
様
の
時
代
で
す
。
実
は
長
崎
県
で
登
録
第
一
号
だ
っ
た
そ
う
で
長
い

歴
史
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
得
之
老
師
様
が
大
本
山
総
持
寺
で
四
年
間
修
行

を
さ
れ
た
縁
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
田
舎
に
も
関
わ
ら
ず
、
中
央
と
の
パ
イ

プ
が
で
き
て
い
た
か
ら
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

 　
出
来
た
当
初
は
、
先
輩
講
員
の
方
々
が
ご
苦
労
、
努
力
な
さ
り
︵
当
時

の
経
典
に
は
音
符
が
つ
い
て
な
か
っ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
︶
現
在
に
受
け
継

が
れ
て
い
ま
す
。
先
代
老
師
様
、 

年
奥
様
、
そ
し
て
現
在
の
方
丈
様
の
お

導
き
で
、
50
数
名
の
講
員
が
仲
良
く
、
楽
し
く
、
修
行
さ
せ
て
い
た
だ
い

て
お
り
ま
す
。
ユ
ー
モ
ア
を
交
え
な
が
ら
の
御
指
導
に
、
声
を
上
げ
て
笑
っ

た
り
、
う
ま
く
で
き
な
く
て
細
々
と
し
た
声
を
出
せ
ば
、
も
っ
と
お
腹
に
力

を
入
れ
て
太
い
声
を
出
す
よ
う
に
と
た
し
な
め
ら
れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
曲
想

や
歌
詞
の
解
釈
に
つ
い
て
や
、
お
釈
迦
様
、
道
元
禅
師
様
方
が
お
示
し
下
さ

い
ま
し
た
ご
法
話
も
し
っ
か
り
い
た
だ
き
ま
す
。 

　

そ
う
し
た
み
仏
様
の
お
慈
悲
を
頂
き
な
が
ら
修
行
を
続
け
て
参
り
ま
し

た
。
お
陰
様
で
各
法
要
に
も
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
あ
り
が
た
い
仏

縁
に
巡
り
会
い
、
特
に
先
日
行
わ
れ
ま
し
た
「
晋
山
式
」
で
は
、
新
命
方
丈

様
を
お
迎
え
の
行
列
の
先
導
を
努
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
緊
張

と
感
激
は
、
梅
花
講
員
み
ん
な
の
誇
り
と
宝
物
と
し
て
、
ま
す
ま
す
詠
道

に
親
し
み
、
精
進
し
、
仏
弟
子
と
し
て
﹃
正
し
い
信
仰
に
生
き
、
仲
良
い
生

活
を
し
、
明
る
い
世
の
中
を
つ
く
り
ま
す
﹄
と
い
う
お
誓
い
の
実
践
に
近
づ

き
、
ま
す
ま
す
梅
花
の
輪
が
広
が
り
ま
す
よ
う
、
努
め
て
参
り
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。
合
掌

　
　
　
　
　
　
　
　
仏
坂
免　
武
部
瑠
瑪
子
さ
ん
︵
23
年
目
・
三
級
教
範
︶

御
詠
歌
つ
れ
づ
れ①

今
回
は
大
ベ
テ
ラ
ン
の
お
二
人
に

　
　
　
　
原
稿
を
お
寄
せ
い
た
だ
き
ま
し
た

盂う

蘭ら

盆ぼ
ん
会え

秋
彼ひ

岸が
ん
会え

こ
れ
か
ら
の
御
案
内

八
月
八
日
︵
月
︶
は
、
「
施せ

餓が

鬼き

法
要
」
を
修
行
し
ま
す
。

　
各
家
庭
の
ご
先
祖
様
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
縁
の
有
る
無
し
に
と
ら
わ
れ

ず
、
《
三
界
の
万
霊
》
に
思
い
を
寄
せ
る
法
要
で
す
。

　
現
代
科
学
の
研
究
に
よ
る
と
、
こ
の
宇
宙
空
間
が
形
成
さ
れ
た
の
は
、
今

か
ら

137
億
年
前
の
こ
と
だ
そ
う
で
、
最
初
は
ほ
ん
の
ひ
と
に
ぎ
り
の
原
子

の
光
︵
エ
ネ
ル
ギ
ー
︶
の
固
ま
り
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
れ
が
ど
ん
ど
ん
広

が
っ
て
、
原
子
の
濃
い
と
こ
ろ
が
固
体
︵
星
︶
に
な
り
、
薄
い
と
こ
ろ
が
空

間
に
な
り
ま
し
た
。
地
球
が
誕
生
し
た
の
は
60
億
年
前
。
そ
し
て
人
類
の

誕
生
は

400
万
年
前
。
実
は
も
と
も
と
す
べ
て
の
命
は
繋
が
っ
て
い
た
の
で

す
ね
。
私
の
命
も
、
過
去
の
多
く
の
、
命
の
つ
な
が
り
の
お
陰
さ
ま
。
そ
し

て
宇
宙
は
今
も
広
が
り
続
け
て
い
る
そ
う
で
す
。

　
九
時
三
十
分
か
ら
「
総
回
向
」

　
十
一
時
か
ら
「
初
盆
回
向
」

ご
多
用
の
と
こ
ろ
枉
げ
て
、
ご
参
詣
下
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。

九
月
廿
二
日
「
戒
名
授
戒
式
」
戒
名
を
授
か
り
た
い
方
は
、
お
早
め
に
お
申

し
込
み
下
さ
い
。

九
月
廿
三
日
午
前
十
時
よ
り
「
中
日
法
要
」
を
修
行
い
た
し
ま
す
。
お
繰
り

合
わ
せ
ご
参
詣
下
さ
い
。

経典をよむ

●

摩
訶 

若
波
羅
蜜
多
心 
経 ②

　
　
　
　
　
　
︵
経
典5P

の
４
行
目
︶
︵
経
典8P
の
６
行
〜9P

の
１
行
︶

「
シ
ャ
ー
リ
プ
ト
ラ
よ
、
聞
き
な
さ
い
」
と
、
話
を
続
け
ら
れ
ま

し
た
。
た
と
え
ば
、
た
っ
た
今
の
〈
今
〉
は
た
し
か
に
「
あ
る
」

の
だ
け
れ
ど
、
す
ぐ
に
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
っ
て
「
な
い
」
、
つ
ま

り
今
の
〈
今
〉
は
ち
ょ
っ
と
前
の
未
来
で
、
今
の
〈
今
〉
は
す

ぐ
に
過
去
に
な
り
ま
す
。
未
来
は
す
ぐ
に
〈
今
〉
に
な
っ
て
、
過

去
は
ち
ょ
っ
と
前
の
〈
今
〉
で
す
。
こ
の
〈
今
〉
は
た
し
か
に
あ

る
け
れ
ど
、
じ
つ
は
〈
今
〉
は
な
く
て
、
つ
ま
り
《
空
》
な
の

で
す
。
こ
れ
を
「
諸
法
空
相
」
と
い
い
ま
す
。
物
事
の
成
り
立
ち

の
本
質
は
「
空
」
な
の
だ
と
い
う
、
お
釈
迦
様
の
教
え
で
す
。
同

じ
物
事
で
も
一
方
か
ら
見
れ
ば
形
が
あ
り
︵
色
︶
、
も
う
一
方
か

ら
見
れ
ば
実
体
が
な
い
︵
空
︶
の
で
す
。
つ
ま
り
形
あ
る
物
は
、

そ
の
ま
ま
ず
っ
と
そ
の
状
態
を
留
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
本
当
の

中
身
は
じ
つ
は
《
空
》
で
あ
っ
て
、
空
だ
か
ら
こ
そ
い
ろ
い
ろ
な

形
が
「
あ
ら
わ
れ
る
」
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
色
と
空
は
異
な

る
も
の
で
は
な
く
同
じ
事
だ
と
い
う
わ
け
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、

五
つ
の
要
素
に
つ
い
て
も
同
じ
で
す
。
「
感
じ
る
こ
と
」
も
「
思

う
こ
と
」
も
「
は
た
ら
き
か
け
る
こ
と
」
も
「
知
る
こ
と
」
も
す

べ
て
本
当
の
中
身
は
空
で
常
に
変
わ
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
う
い

う
わ
け
で
、
生
じ
る
こ
と
︵
始
ま
り
︶
も
な
け
れ
ば
滅
す
る
こ
と

︵
終
わ
り
︶
も
な
い
。
汚
れ
も
な
け
れ
ば
、
き
れ
い
な
ま
ま
と
い

う
こ
と
も
な
い
。
増
え
る
と
い
う
こ
と
も
実
体
が
な
い
し
、
減
る

と
い
う
こ
と
も
実
体
が
な
い
の
で
す
。
︵
以
下
次
号
︶

宛陵寺要典に収録したお経を現代文になおして掲載
します。原文はさし上げた「経典」をご覧下さい。

(3)



平成17年7月8日発行はすのは

仏事の深意 「結婚式」 第３回
　
私
達
は
命
を
授
か
っ
た
お
か
げ
で
、
人
と
し
て
の
営
み
が
始
ま

り
ま
し
た
。
例
え
ば
、
ご
は
ん
を
い
た
だ
く
こ
と
も
、
お
互
い
の

命
の
お
か
げ
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
「
手
を
合
わ
せ
て
」
い
た
だ
き

ま
す
。
そ
の
よ
う
に
、
す
べ
て
は
命
有
っ
て
の
人
と
し
て
の
営
み

で
す
か
ら
、
そ
の
命
を
戴
い
た
ご
先
祖
様
に
、
私
達
は
日
頃
か
ら

「
手
を
合
わ
せ
て
」
い
る
の
で
し
ょ
う
。

　
命
の
み
な
も
と
は
、
男
と
女
の
出
会
い
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
そ

う
な
れ
ば
そ
の
本
人
た
ち
の
出
会
い
は
当
然
、
ご
先
祖
様
か
ら
戴

い
た
命
の
縁
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　
「
仏
前
結
婚
式
」
。
こ
れ
は
両
家
の
ご
先
祖
の
お 

牌
の
前
で
、

「
こ
の
良
縁
を
い
た
だ
い
て
あ
り
が
と
う
」
と
「
手
を
合
わ
せ
」
、

そ
し
て
本
人
ど
う
し
と
家
族
ど
う
し
が
が
お
互
い
に
「
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
」
と
「
手
を
合
わ
せ
」
あ
う
、
喜
び
と
感
謝
に
満

ち
た
挙
式
な
の
で
す
。

　
最
近
は
世
の
中
が
合
理
的
、
経
済
的
な
方
向
に
進
み
す
ぎ
、
ホ

テ
ル
の
中
に
取
っ
て
付
け
た
よ
う
な
神
殿
や
教
会
が
備
え
て
あ
り

ま
す
。
本
当
は
披
露
宴
よ
り
も
挙
式
が
大
事
で
あ
る
べ
き
な
の
に
。

　
い
か
が
で
し
ょ
う
？
葬
式
や
法
事
だ
け
が
仏
事
と
思
い
こ
ん
で

い
ま
せ
ん
か
？
伝
統
あ
る
宛
陵
寺
の
御
本
尊
と
、
ご
先
祖
の
お 
牌

の
前
で
「
仏
前
結
婚
式
」
を
挙
げ
て
み
ま
せ
ん
か
？
諸
事
情
に
対

応
で
き
る
よ
う
に
準
備
で
き
ま
す
。
詳
し
い
説
明
も
致
し
ま
す
。

　
必
ず
感
動
し
て
い
た
だ
け
る
式
に
な
る
と
自
負
し
て
い
ま
す
。

な
ぜ
な
ら
私
自
身
が
そ
の
経
験
者
な
の
で
す
か
ら
・
・
・
。
︵
世
︶

︻
祥
月
命
日
の
回
向
を
致
し
ま
し
ょ
う
︼

　
三
仏
忌(

降
誕
会
・
成
道
会
・
涅
槃
会)

、
彼
岸
会
、
施
餓
鬼
会
、
八
日

講
で
ご
先
祖
の
「
祥
月
命
日
」
の
回
向
を
勤
め
て
お
り
ま
す
。

　
毎
月
行
う
公
式
法
要
の
中
で
卒
塔
婆
︵
ソ
ト
バ
︶
を
書
い
て
戒
名
を
読

み
上
げ
て
ご
回
向
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
合
同
回
向
と
な
り
ま
す
が
、

敬
し
い
法
縁
と
思
い
ま
す
。
法
要
日
の
前
日
ま
で
受
け
付
け
致
し
ま
す
。

回
向
料
〜
五
千
円
︵
卒
塔
婆
代
含
む
︶

︻
坐
禅
会
に
参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か
︼

▼
 

出
会
い
も
ご
先
祖
か
ら
頂
い
た
!? ▲

(4)

　
毎
週
土
曜
日
の
夜
７
時
よ
り
一
時
間
ほ
ど
で
す
。
老
若
男
女
ど
な
た
で
も

無
料
で
自
由
に
参
加
で
き
ま
す
。
一
度
き
り
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。
初
め
て

の
坐
禅
も
そ
の
ま
ま
仏
の
姿
で
す
。
初
め
て
の
方
は
20
分
前
に
。

会　
長　
高
橋
祐
一
︵
仲　
町
︶

副
会
長　
石
井　
光
︵
土
肥
浦
︶

副
会
長　
福
浦
長
生
︵
寺　
上
︶

会　
計　
浦
辺　
勝
︵
新
本
町
︶

監　
事　
寺
澤
初
義
︵
北
東
一
︶

監　
事　
丸
田
精
一
︵
平　
尾
︶

評
議
員　
末
永　
馨
︵
坂　
野
︶

評
議
員　
永
戸
博
士
︵
北
東
二
︶

評
議
員　
川
原　
忠
︵
元　
浦
︶

評
議
員　
田
中
一
行
︵
白　
浜
︶

評
議
員　
坂
本
晴
二
︵
仏　
坂
︶

評
議
員　
太
田
黒
寛
︵
木
場
二
︶

評
議
員　
百
枝
義
人
︵
仲　
町
︶

評
議
員　
渡
口
誠
一
︵
北
東
三
︶

評
議
員　
寺
澤
正
夫
︵
人　
柱
︶

評
議
員　
山
口
喜
二
︵
飛　
島
︶

評
議
員　
磯
本　
保
︵
滑　
栄
︶

評
議
員　
渡
口
次
夫
︵
木
場
一
︶

評
議
員　
徳
永
貞
義
︵
浜　
脇
︶

　
　
　

※

評
議
員
は
就
任
順

【護持会新役員の紹


