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仏
教
讃
歌
の
新
曲
と
新
編
曲
に
つ
い
て

宗
門
長
期
振
興
計
画
の
重
点
項
目
④
「
伝
道
態
勢
の
整
備
」
の
う
ち
、
教
学

伝
道
研
究
セ
ン
タ
ー
（
本
願
寺
仏
教
音
楽

・
儀
礼
研
究
所
）
で
取
り
組
ん
で
い
る
、

仏
教
讃
歌
の
新
曲
制
作
と
既
存
曲
の
新
編
曲
に
つ
い
て
紹
介
い
た
し
ま
す
。

1 

現
代
の
仏
教
文
化
と
し
て

仏
教
讃
歌
は
、
明
治
時
代
に
生
ま
れ
た
、
新

し
い
仏
教
文
化
の
ひ
と
つ
で
す
。

仏
教
あ
る
い
は
浄
土
真
宗
の
歴
史
、
そ
し
て

は

ぐ

〈

し

よ

う

み

ょ

う

が

が

〈

そ
れ
ら
の
な
か
で
育
ま
れ
た
声
明
や
雅
楽
な

ど
の
仏
教
音
楽
の
歴
史
に
比
す
れ
ば
、
仏
教
讃

歌
の
そ
れ
は
、
わ
ず
か
に
百
年
ほ
ど
の
短
い
も

の
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
現
代
に
お

け
る
そ
の
隆
盛
｜
｜
特
に
私
た
ち
の
宗
門
に
お

い
て

i
lは
、
仏
教
文
化
と
し
て
特
筆
す
べ
き

も
の
が
あ
り
ま
す
。

本
願
寺
仏
教
音
楽
・
儀
礼
研
究
所
で
は
、
仏

教
讃
歌
と
い
う
文
化
の
さ
ら
な
る
興
隆
に
資
す

る
た
め
、
長
期
振
興
計
画
の
一
環
と
し
て
、
新

曲
制
作
と
既
存
曲
の
新
編
曲
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。2 

歌
｜の

求杏1
め易2
らと
ひ流
薪行
し（1)

讃
歌

歌
は
世
に
つ
れ
、
世
は
歌
に
つ
れ
｜
｜
と

は 言
わ

流はれ
行ゃる
りよ
廃Zう
りに
が
あ好
りま
まれ
する。三乞

日
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い
ま

親
鷲
聖
人
は
、
当
時
の
流
行
歌
で
あ
っ
た
今

様
の
節
で
、
人
々
が
口
ず
さ
む
こ
と
を
念
頭
に
、

ご
和
讃
を
執
筆
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

．， 



宗門長期振興計画の現状

広
く
み
教
え
を
伝
え
る
こ
と
が
、
仏
教
讃
歌
の

役
割
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
仏
教

讃
歌
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
あ
っ
た
ス
タ

イ
ル
が
求
め
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

特
に
、
情
報
流
通
の
ス
ピ
ー
ド
が
速
い

現
代
で
は
、
流
行
り
の
ス
タ
イ
ル
も
め
ま

ぐ
る
し
く
変
化
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
だ
け

に
、
新
し
い
ス
タ
イ
ル
に
よ
る
作
品
の
創
作
は
、

仏
教
讃
歌
に
対
す
る
取
り
組
み
に
お
い
て
、
常

に
考
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
点
の
ひ
と
つ
で

す。

6 

3 

歌
の
不
易
と
流
行
②

｜
世
代
を
超
え
る
讃
歌
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ま
た
同
時
に
、
研
究
所
で
は
、
世
代
を
超
え

て
一
緒
に
歌
わ
れ
る
仏
教
讃
歌
の
大
切
さ
に

も
、
着
目
し
て
い
ま
す
。

行
事例
のえ
際ば

歌私
わた
れ ち
るの
戸、 刀て

思f門
徳7の
讃i場
h戸メL

ロ
や
《法
真要
宗や

宗
歌
》
、
愛
唱
歌
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
る

《
旅
ゆ
く
し
ん
ら
ん
》
や
《
聖
夜
》
な
ど
が
挙

げ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

一
般
の
社
会
で
い
え
ば
、
そ
れ
ら
の
作
品
は
、

校
歌
や
社
歌
な
ど
、
い
わ
ゆ
る

H

共
同
体
の
歌
山

に
あ
た
り
ま
す
。
例
え
ば
校
歌
の
主
た
る
目
的

は
、
生
徒
が
各
種
の
学
校
行
事
で
歌
う
こ
と
で
、

マ
し
な

そ
の
学
校
の
生
徒
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
養

つ
こ
と
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
、

共
同
体
の
歌
に
は
、
人
々
の
帰
属
意
識
を
高
め

はる
先 と

こにい
の挙う
晋げ働
長たき

て貧品
－~徳を
所；き宅
にやす；
フRど グ『

う真
も宗
の宗
が歌

、、》ダ

世
代
を
超
え
て
一
緒
に
口
ず
さ
め
る
讃
歌
と
な

｛（ ） 



新たな始まり

っ
て
い
ま
す
。
ま
さ
に
、

親
鷲
聖
人
の
み
教
え

御fを
同fい
朋7た
と だ
し、 しミ

うた
自 仲
覚問

主；， あ
し仰る
てい
く は
れ浄
る土
庁真
サ宗
ンの

ガ
の
歌
山
な
の
で
す
。

4 

歌
の
不
易
と
流
行
③

｜
心
に
刻
ま
れ
た
メ
ロ
デ
ィ
ー

そ
し
て
、
共
同
体
の
歌
が
も
た
ら
す
効
果
と

し
て
は
、
人
が
そ
の
共
同
体
か
ら
一
旦
離
れ
た

親鷲聖人750回大遠忌

宗門長期振興計画

［基本的な考え方（コンセプト）］

0 f新たな始まりj

～明日の宗門の基盤作り～

後
の
こ
と
も
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
、
卒
業
後
に
行
わ
れ
る
同
窓
会
に
お

い
て
は
、
校
歌
を
み
ん
な
で
歌
う
こ
と
に
よ
っ

て
、
場
が
一

層
の
盛
り
上
が
り
を
見
せ
ま
す
。

こ
れ
は
、
校
歌
と
い
う
ア
イ
テ
ム
が
、

に
歌
う
者
同
士
「
仲
間
で
あ
る
」
と
改
め
て
意

の
居
場
所

で
あ
る
こ つ
とま
をり
認そ
識・の
さ場
せが
て「
く自
れ分

識
さ
せ
て
く
れ
る
、

る
か
ら
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
を
仏
教
讃
歌
の
ケ

1
ス
に
あ
て
は
め
て

標］

0親麓聖人750回大遠忌法要の修行

0現代社会に応える教学・伝道態勢の

構築とみ教えに生きる「人Jの育成

①法要の修行

②記念行事等の推進

①協賛行事

［重点項目］

［目

み
る
と
｜
｜
例
え
ば
、
お
寺
か
ら
少
し
離
れ
た

生
活
を
送
っ
て
い
る
時
に
、
何
ら
か
の
縁
で
、

久
し
ぶ
り
に
お
寺
に
足
を
運
ぶ
こ
と
が
あ
っ
た

と
し
ま
し
ょ
う
。
そ
の
時
、
幼
き
日
に
お
寺
の

緒

日
曜
学
校
や
幼
稚
園
で
歌
っ
た
曲
、
あ
る
い
は

両
親
や
祖
父
母
に
連
れ
ら
れ
て
お
寺
に
お
参
り

かし
した
さ時
とに
同聴
時い
にて
ちい
よ た
つ曲
とを
し耳
たに
安fす
堵どる
を と
覚、

え懐

る
方
は
、
決
し
て
少
な
く
な
い
は
ず
で
す
。

メ
ロ
デ
ィ
ー
と
は
、
そ
の
時
々
に
人
の
感
情

一備一
一整一

一の一
一塾均一

一態一
一道一

一
一
五
一

一
！

一④一

①時代に即応する教学の振興

⑤新たな門徒の誕生（教線の拡充）

⑦国際伝道の推進

③寺院の活性化対策

⑨過疎・過密対策

⑪地域社会との受流

。現代社会への貢献

⑫人材育成の新規対策

⑬既存の人材育成施策の強化

⑪宗務機能の点検と拡充

⑬境内地等の整備

.. 
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宗門長期振興計画の現状

J'~ 

を
揺
り
動
か
す
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な

思
い
出
と
と
も
に
人
の
心
に
刻
ま
れ
る
も
の
で

も
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
だ
け
に
、
時
代
を
超
え

て
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
受
け
継
い
で
い
く
こ
と
も
ま

た
、
大
切
な
こ
と
な
の
で
す
。

5 

具
体
的
な
取
り
組
み

こ
の
よ
う
な
音
楽
の
も
っ
さ
ま
ざ
ま
な
性
質

長；
み”

研
究
所
で
は
、

新
曲
の
制
作
と
既
存

曲
の
新
編
曲
と
い
う
両
面
か
ら
、
仏
教
讃
歌
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

詞
と 新
し作
てと
、し

二て
O は。、
七親
年鷲
に聖
発人
表の
しご
た和
《讃
相fを
好5歌

弥ご
陀と
仏に
の百
御み千
名なの
を v

き存
、曲
、＂＂

作室
曲荘
平弥） 

野ゃ

竪箭

f讃歌集 二部合唱J（既刊分6巻）

を
は
じ
め
、
仏
教
讃
歌
を
必
要
と
す
る
関
連
機

関
と
連
携
の
上
、
今
年
度
ま
で
に
十
数
点
の
作

品
を
制
作

・
発
表
し
て
き
ま
し
た
。
写
真
は
、

本
年
度
の
奉
讃
演
奏
会
（
一
月
十
五
日
、
開
法

会
館
）

で
、
《
あ
な
た
と
出
逢
っ
て
》
（
作
詞
作

曲

・
江
崎
と
し
子
）

や
全
日
十
ぶ
え
ふ
い
て
い
こ

う
》
（
作
詞
・
中
川
正
文
／
作
曲

・
松
園
洋
二
）

が
発
表
さ
れ
た
時
の
模
様
で
す
。

ま
た
新
編
曲
の
多
く
は
、
既
存
曲
と
は
い
え
、

時
代
に
沿
っ
た
も
の
と
し
て
手
を
加
え
る
必
要

ょ

が
生
じ
た
こ
と
に
拠
っ
て
い
ま
す
。
現
在
の
私

た
ち
の
宗
門
で
は
、
特
に
仏
教
婦
人
会
を
中
心

に
、
二
部
合
唱
で
の
演
奏
活
動
や
大
正
琴
で
の

演
奏
が
大
き
な
割
合
を
占
め
て
い
ま
す
。
こ
う

し
た
状
況
に
鑑
み
、
研
究
所
で
は
、
そ
れ
ら
に

向
け
た
既
存
作
品
の
編
曲
に
も
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。

＊ 

＊ 

＊ 

な
お
、
こ
れ
ら
の
作
品
に
関
し
て
は
、
す
で

に
そ
の
一
部
が
「
讃
歌
集

二
部
合
唱
』
（
全

十
巻
、
第
六
巻
ま
で
既
刊
）

や
大
正
琴
の
ピ

i

ス
と
し
て
、
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に

。

（
平
成
二
十
一
三
年
度
に
刊
行
予
定
の

楽
譜
集
に
も
収
録
の
予
定
で
す
。

各
種
の
活
動
に
、
仏
教
讃
歌
を
活
か
し
て
い

た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

（教
学
伝
道
研
究
セ
ン
タ
ー
）

※
「
不
易
」
と
は
、
俳
人
・
松
尾
芭
蕉
の
生
み

出
し
た
概
念
「
不
易
流
行
」
か
ら
生
ま
れ
た

言
葉
で
、
芸
術
や
文
化
等
に
お
い
て
、
不
変

の
真
理
や
精
神
を
意
味
す
る
。
転
じ
て
現
在

で
は
、
時
代
や
環
境
に
よ
っ
て
も
「
変
わ
ら

な
い
も
の
」
の
意
で
用
い
ら
れ
る
。
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