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昨
年
よ
り
学
び
始
め
た
梅
花
養
成
所
も
上
級
に

上
が
り
一
年
目
が
始
ま
り
ま
し
た
。
上
級
に
上
が

り
ま
す
と
曲
の
習
得
だ
け
で
な
く
イ
ロ
や
ツ
ヤ

と
い
っ
た
声
を
震
わ
せ
る
発
声
法
も
用
い
る
為
、

よ
り
細
か
い
お
唱
え
を
学
ぶ
こ
と
に
な
り
ま
す
。

松
源
寺
梅
花
講
も
開
講
し
一
年
が
経
ち
ま
し
た

が
講
員
が
私
一
人
と
い
う
状
況
で
す
。
も
し
梅

花
に
興
味
が
あ
り
ま
し
た
ら
気
軽
に
ご
連
絡
下

さ
い
。
共
に
梅
花
を
学
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。

僧
侶

助
教
⇩
師
範
補
⇩
五
級
師
範
⇩
四
級
師
範
⇩
三
級
師
範
⇩

二
級
師
範
⇩
一
級
師
範　

※
【
正
伝
師
範
】　

檀
信
徒

教
導
⇩
権
正
教
導
⇩
正
教
導
⇩
権
中
教
導
⇩
中
教
導
⇩

権
大
教
導
⇩
大
教
導
⇩
三
級
教
導
⇩
二
級
教
導
⇩
一
級
教
導

　

今
年
は
お
正
月
に
能
登
半
島
の
地
震
が
発
災
し
ま
し
た
。
そ
の
後

も
余
震
が
続
い
て
い
ま
す
。
い
ち
早
く
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
駆
け

付
け
支
援
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
半
島
の
特
徴
で
物
資
を
届
け
る
路
が

確
保
で
き
ず
孤
立
し
た
集
落
が
あ
り
ま
し
た
。

【
同
事
ど
う
じ
】
道
元
禅
師
は
こ
の
同
事
と
い
う
禅
語
を
端
的
に
こ
う

説
明
し
て
い
る
。

「
同
事
と
い
ふ
は
不
違
（
ふ
い
）
な
り
」

　

同
事
と
い
う
の
は
「
違
わ
な
い
こ
と
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　

相
手
と
自
分
と
が
違
わ
な
い
こ
と
。
相
手
の
立
場
に
立
つ
と
は
、

ま
さ
に
自
分
と
相
手
と
が
違
わ
な
い
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
被
災

し
た
人
、
支
援
す
る
人
が
違
わ
な
い
事
。

　

世
界
の
戦
争
や
貧
困
な
ど
我
が
事
と
と
し
て
注
視
し
て
行
き
た
い
。

開創1521年（大永元年）
2024年（503）

つ

大大
輝
の

大
輝
の

ぶ
や
き

梅
花
流　

教
階
の
一
覧
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他
人
が
喜
ぶ
の
を
み
る
と
と
も
に
喜
び
、

他
人
が
悲
し
む
の
を
み
る
と
と
も
に
悲
し

む
と
い
う
よ
う
に
、
他
人
と
同
じ
感
情
を

も
つ
こ
と
を
い
う
。
こ
の
場
合
、あ
る
人（
他

人
）
が
ま
ず
あ
る
感
情
を
体
験
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
前
提
条
件
で
、
そ
の
感
情

の
表
出
を
観
察
者
（
自
分
）
が
み
て
、
自

分
も
同
じ
よ
う
な
感
情
を
体
験
す
る
こ
と

を
い
う
。
他
人
が
ど
の
よ
う
な
感
情
を
抱

い
て
い
る
か
を
観
察
し
な
い
で
、
た
ぶ
ん

あ
の
人
は
悲
し
ん
で
い
る
で
あ
ろ
う
と
自

分
か
っ
て
に
推
測
し
て
、
悲
し
ん
で
み
せ

る
と
い
う
の
は
共
感
と
は
い
え
な
い
。
ま

た
、
他
人
が
悲
し
み
の
情
動
を
体
験
し
て

い
る
の
を
確
か
に
理
解
で
き
て
も
、
自
分

は
悲
し
く
な
れ
な
い
と
い
う
の
も
共
感
で

は
な
い
。
あ
る
人
と
と
も
に
悲
し
む
た
め

に
は
、
自
分
も
そ
の
人
と
同
じ
よ
う
な
悲

し
い
体
験
を
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
と
も

い
え
る
。
親
を
失
っ
た
人
の
悲
し
み
は
、

自
分
も
親
を
失
っ
て
悲
し
い
体
験
を
し
た

と
い
う
人
に
よ
っ
て
初
め
て
共
感
で
き
る

と
い
う
よ
う
に
、
あ
る
感
情
へ
の
共
感
は
、

そ
の
感
情
に
つ
い
て
の
先
行
体
験
が
必
要

条
件
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
カ
ウ
ン
セ

リ
ン
グ
や
心
理
療
法
な
ど
で
、
カ
ウ
ン
セ

ラ
ー
は
来
談
者
を
共
感
的
に
理
解
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
共
感

【
共
感
】

　
　　

他
人
の
考
え
、
主
張
、
感
情
を
、

自
分
も
そ
の
通
り
だ
と
感
じ
る
こ
と
。

ま
た
、
そ
の
気
持
。
同
感
。

地
域
防
災
訓
練

地
域
防
災
訓
練

青
葉
土
樋
町
内
会
と
共
に

毎
年
七
月
十
日
に
開
催
。

　

地
球
を
取
り
巻
く
環
境
は
変
化
し
、

人
間
の
影
響
か
ら
温
暖
化
や
気
候
変
動

が
起
こ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
日
は

仙
台
空
襲
で
多
く
の
人
が
犠
牲
に
な
っ

た
。
我
が
事
と
し
て
捉
え
、
日
ご
ろ
か

ら
備
え
る
こ
と
の
大
切
さ
を
学
び
た
い
。

は
こ
の
よ
う
な
専
門

領
域
に
お
け
る
対
人

関
係
だ
け
で
は
な

く
、
一
般
の
日
常
生

活
に
お
い
て
も
人
間

関
係
を
円
滑
に
し
て

い
く
た
め
に
必
要
な

こ
と
で
あ
る
。

令
和
六
年　

盂
蘭
盆
大
施
食
法
要

　

八
月
十
四
日　

午
後一時
三
〇
分

松
源
寺
檀
信
徒　

各
位
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令
和
六
年
九
月
二
十
五
日
（
水
）

　

十
六
時
三
〇
分
受
付　

十
七
時
三
〇
分
開
始

　
　

会
場
は
秋
保　

向
泉
寺　
【
一
霊　

二
千
円
】

　

令
和
元
年
九
月
に
松
源
寺
が
会
場
で
開
催
さ
れ
た
法
要

は
、
コ
ロ
ナ
禍
で
中
止
と
な
っ
て
い
た
。
五
年
ぶ
り
に
再

開
さ
れ
る
。

　
「
貧
女
の
一
灯
」
の
お
話
は
、
昔
、
お
シ
ャ
カ
さ
ま
が

説
法
な
さ
る
時
、
貧
し
い
女
性
が
自
分
の
髪
を
切
っ
て
売

り
、
明
か
り
を
一
つ
買
い
、
差
し
上
げ
ま
し
た
。
強
い
風

が
吹
い
て
き
た
時
、
お
金
持
ち
の
人
の
寄
付
の
た
く
さ
ん

の
明
か
り
は
消
え
た
の

に
、
そ
の
女
の
人
の
寄
付

の
明
か
り
だ
け
は
消
え
な

か
っ
た
お
話
か
ら
来
て
い

ま
す
。
お
釈
迦
さ
ま
の
尊

い
教
え
を
請
い
、
説
法
の

場
を
明
る
く
灯
す
油
を
お

供
え
し
た
女
性
の
逸
話
か

ら
、
今
日
ま
で
各
地
で
開

催
さ
れ
て
い
る
法
要
。

収入総額 　 8,979,020 円
支出総額　10,843,376 円
差引差額　-1,864,356 円

令和 5年度
（宗）松源寺護寺費収支

決算書

萬
燈
供
養
法
要

第
一
教
区
主
催　

清
掃
会
計

　

毎
年
８
月
の
お
盆
の
こ
ろ
に

境
内
墓
地
の
檀
家
に
は
清
掃
活

動
の
為
に
５
千
円
を
お
納
め
頂

い
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
年
末
に
は
檀
家
全
戸
か

ら
１
万
円
の
佛
供
米
料
と
維
持

費
を
お
納
め
頂
い
て
い
る
。

　

墓
参
の
折
の
ゴ
ミ
箱
の
処
理

に
か
か
る
経
費
や
ト
イ
レ
の
定

期
的
な
清
掃
な
ど
は
専
門
業
者

に
依
頼
し
て
い
る
。
昨
今
の
物

価
高
で
こ
れ
ら
の
金
額
も
上

が
っ
て
き
て
い
る
。

仏具紹介

洒水器
　

ゴ
ミ
は
持
ち
帰
り
と
し
て
境

内
の
ゴ
ミ
箱
を
撤
去
し
た
お
寺

も
あ
る
が
、
先
祖
供
養
の
た
め

各
地
か
ら
お
参
り
に
来
ら
れ
る

方
々
の
為
に
も
、
現
在
の
形
を

続
け
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お

り
ま
す
。

（令和5年4月1日～令和6年3月31日）

しゃすいき

洒は注ぐの意。洒水とは
水を注ぐこと。行持にお
いて、道場を浄めたり、
智慧を水に托して四方に
渡らせるなどの意義があ
るとされる。その際には、
主として真鍮などで出来
た洒水器に水を入れ、洒
水枝でもって注ぐ。
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禅
の
小
窓
24

喜
心　

老
心　

大
心

き
し
ん　
　
　

ろ
う
し
ん　
　
　

だ
い
し
ん

瑩
山
禅
師
が
開
創
し
た
洞
谷
山
永
光
寺
（
34
ペ
ー
ジ
参
照
）

の
伝
燈
院
に
祀
ら
れ
て
い
る
『
木
造
瑩
山
紹
瑾
禅
師
坐
像
』

（
南
北
朝
時
代
、
寄
木
造
り
・
玉
眼
嵌
入
・
下
地
布
貼

り
・
漆
彩
色
、
像
高
１
１
２
㎝
、
石
川
県
指
定
有
形
文
化

財
）。
瑩
山
禅
師
の
高
弟
で
永
光
寺
を
つ
い
だ
明め

い

峯ほ
う

素そ

哲て
つ

禅
師
に
よ
る
「
釈
迦
牟
尼
佛
五
十
四
世
法
孫
大
乗
二
代
洞

谷
山
開
闢
」「
真
像
正
中
二
年
八
月
十
五
日
巳
剋
於
当
寺
」

と
い
う
裏
書
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
瑩
山
禅
師
が
正
中
2
年

（
一
三
二
五
）
に
遷
化
す
る
直
前
の
容
貌
を
刻
ん
だ
も
の
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

太
祖
瑩
山
禅
師
の
生
涯

衆
生
と
と
も
に
歩
む

21 禅の風
第五十三号

禅
の
風
五
十
三
号　

発
行
所　

曹
洞
宗
宗
務
庁

発
売
所　

水
曜
社　

定
価　

一
三
〇
〇
円
＋
税

　

施
食
棚
に
お
飾
り
す
る
五
色
旗
の
こ
と
、

五
色
と
は
青
・
黄
・
赤
・
白
・
黒
と
さ
れ
て

お
り
、
仏
教
に
お
け
る
如
来
の
精
神
や
知
慧

を
表
す
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
青
の
変
わ

り
に
緑
、
黒
の
代
わ
り
に
紫
を
使
う
事
も
あ

り
ま
す
。
そ
の
ル
ー
ツ
は
イ
ン
ド
の
「
五
大

思
想
」
に
基
づ
く
も
の
で
古
代
仏
教
に
お
い

て
宇
宙
の
構
成
と
考
え
ら
れ
た
五
大
要
素

「
地
・
水
・
火
・
風
・
空
」
の
五
つ
の
象
徴

を
意
味
し
ま
す
。


