
　

若
く
し
て
日
本
音
楽
界
の

第
一
線
で
活
躍
し
て
い
た
山

田
耕
筰
は
大
正
６
年
、
ア
メ

リ
カ
の
音
楽
界
に
デ
ビ
ュ
ー

す
る
た
め
、
航
路
ニ
ュ
ー
ヨ

ー
ク
に
向
か
い
ま
し
た
。
し

か
し
、
そ
の
途
上
で
体
調
を

崩
し
、
静
養
の
た
め
に
ハ
ワ

イ
に
立
ち
寄
り
ま
す
。

　

弟
子
で
あ
る
澤
康
雄
（
本

願
寺
派
僧
侶
）
が
ハ
ワ
イ
在

住
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
ホ
ノ

ル
ル
市
に
あ
る
ハ
ワ
イ
別
院

が
静
養
場
所
に
選
ば
れ
ま
し

た
。
熱
心
な
ク
リ
ス
チ
ャ
ン

の
家
庭
に
育
っ
た
山
田
は
後

年
、
ハ
ワ
イ
で
の
僧
侶
た
ち

と
の
触
れ
合
い
の
中
で
、
仏

教
に
関
心
を
も
つ
よ
う
に
な

っ
た
、
と
語
っ
て
い
ま
す
。

　

静
養
の
お
礼
に
何
か
し
た

い
と
い
う
山
田
に
対
し
、
澤

は
仏
教
讃
歌
の
創
作
を
願
い

し
て
、
山
田
は
仏
教
関
係
の

作
品
を
書
く
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
そ
し
て
昭
和
１２
年
、

宗
門
校
の
相
愛
女
子
専
門
学

校
音
楽
科（
現
相
愛
大
学
）が

山
田
を
顧
問
に
迎
え
ま
す
。

　

山
田
は
、
創
作
活
動
と
後

進
の
指
導
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
専
門
学
校
の
短
期
大
学

化
、
４
年
制
大
学
へ
の
昇
格

に
力
を
尽
く
し
ま
し
た
。
音

楽
科
長
や
音
楽
学
部
長
な
ど

の
重
職
を
歴
任
し
、
自
ら
の

人
脈
を
生
か
し
て
、
当
時
ま

だ
ま
だ
乏
し
か
っ
た
音
楽
教

育
の
環
境
整
備
を
進
め
ま

す
。
こ
の
山
田
の
取
り
組
み

に
よ
っ
て
相
愛
は
関
西
楽
壇

の
一
翼
を
担
う
ま
で
に
育
ち

ま
し
た
。

　

ま
た
山
田
は
、
宗
教
音
楽

科
の
設
立
を
目
指
し
て
、
宗

教
界
や
音
楽
界
の
重
鎮
と
連

携
し
、
宗
教
音
楽
に
関
す
る

研
究
会
や
演
奏
会
な
ど
を
開

催
し
ま
し
た
。
現
在
、
龍
谷

総
合
学
園
が
主
催
し
て
毎
年

　

昭
和
４０
年
に
山
田
が
亡
く

な
り
、
宗
教
音
楽
科
の
創
設

は
幻
と
な
り
ま
し
た
。
し
か

し
、
そ
の
思
い
は
、
音
楽
法

要
や
新
し
い
仏
教
讃
歌
な

ど
、
新
し
い
時
代
の
宗
門
文

化
と
し
て
結
実
し
、
今
日
ま

で
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

　

澤
の
「
恩
徳
讃
」
発
表
か

ら
３４
年
後
の
昭
和
２７
年
、
新

譜
の
「
恩
徳
讃
」（
清
水
脩お

さ
む

作
曲
）
が
発
表
さ
れ
ま
す
。

こ
の
時
も
山
田
は
、
本
願
寺

出
ま
し
た
。
そ
し
て
、
山
田

耕
筰
に
よ
る
初
め
て
の
仏
教

讃
歌
「
摂
取
と
光
明
」
な
ど

８
曲
が
誕
生
し
た
の
で
す
。

こ
れ
ら
は
大
正
７
年
、
ハ
ワ

イ
別
院
落
慶
入
仏
法
要
記
念

の
讃
歌
集
『
ら
い
さ
ん
』
に

発
表
さ
れ
ま
し
た
。
合
唱
形

式
の
作
品
を
採
り
入
れ
た
初

め
て
の
讃
歌
集
で
す
。

　

ち
な
み
に
、
こ
の
澤
康
雄

こ
そ
が
、
宗
門
で
最
も
親
し

ま
れ
て
い
る
仏
教
讃
歌
「
恩

徳
讃
」
の
旧
譜
を
作
曲
し
た

人
物
で
す
。
し
か
も
、「
恩

徳
讃
」
は
『
ら
い
さ
ん
』
に

発
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
あ
く

ま
で
も
想
像
の
域
を
超
え
ま

せ
ん
が
、
弟
子
の
澤
に
対
し

て
、
山
田
か
ら
何
ら
か
の
ア

ド
バ
イ
ス
が
あ
っ
た
か
も
し

れ
ま
せ
ん
ね
。

　

ハ
ワ
イ
で
の
縁
を
契
機
と

夏
に
開
い
て
い
る
宗
教
教
育

研
究
会
に
は
、
音
楽
教
師
が

集
っ
て
学
ぶ
音
楽
部
門
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
が
当
時
、
相

愛
で
開
催
さ
れ
た
研
究
会
を

起
源
に
し
て
い
る
こ
と
は
あ

ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

派
の
委
嘱
で「
芬
陀
利
華
」

な
ど
３
作
品
を
書
い
て
お

り
、偶
然
に
も
２
つ
の「
恩

徳
讃
」
の
発
表
に
関
わ
っ

て
い
ま
す
。

　

山
田
は
さ
ら
に
、
宗
教

音
楽
に
関
す
る
講
演
を
本

願
寺
や
平
安
中
学
校
で
開

い
た
ほ
か
、
龍
谷
大
学
や

京
都
女
子
大
学
な
ど
の
校

歌
作
曲
な
ど
、
宗
門
や
宗

門
校
で
も
活
躍
を
見
せ
て

い
ま
す
。

　

葬
儀
は
、
東
京
の
築
地

本
願
寺
で
営
ま
れ
ま
し

た
。
法
名
は
「
響
流
院
釈

耕
筰
」
、
築
地
本
願
寺
の

墓
苑
に
お
墓
と
歌
碑
が
建

て
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

遺
さ
れ
た
数
々
の
名
曲

や
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
界
の

巨
星
と
し
て
あ
ま
り
に
も

有
名
な
た
め
か
、
山
田
の

こ
う
し
た
仏
教
音
楽
、
そ

し
て
宗
門
と
の
関
係
は
、

残
念
な
が
ら
人
々
の
記
憶

か
ら
失
わ
れ
た
感
が
あ
り

ま
す
。

　

し
か
し
、
今
日
の
宗
門

に
お
け
る
仏
教
音
楽
の
興

隆
を
考
え
た
時
、
山
田
の

功
績
は
忘
れ
ら
れ
な
い
も

の
で
す
。
没
後
５０
年
を
機

に
あ
ら
た
め
て
、
そ
の
こ

と
を
広
く
知
っ
て
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

教壇に立ち女子学生に音楽を教える山田耕筰。昭和１４年５月、相愛
女子専門学校（現相愛大学）の授業（『相愛学園百周年記念誌』より）

作曲家・山田耕筰 宗門と深い縁没後５０年

相
愛
大
学
の
音
楽
教
育
を
推
進

「
芬ふ

ん

陀だ

利り

華け

」な
ど
仏
教
讃
歌
を
数
々
創
作

「赤とんぼ」「からたちの花」など数々の名曲を創り、日本の

音楽界をリードした作曲家・山田耕筰（１８８６～１９６５、

写真＝日本楽劇協会提供）。今年は没後５０年にあたる。仏

教讃歌の創作や宗門校・相愛大学の教授を務めるなど、一般

には知られていない宗門との深い縁を、本願寺派総合研究所

仏教音楽・儀礼研究室長の福本康之さんに寄稿してもらった。

船
旅
の
静
養
に
立
ち

寄
っ
た
ハ
ワ
イ
で
…

昭
和
１２
年
か
ら

相
愛
大
学
に

龍
谷
大
、京
女
大
の

校
歌
を
作
曲


