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通　常　所　会

7 月 29 日、ソーシャルディスタンスを確保するため、秋田ビューホテルにて開催。

所会議長　藤原徳義老師

所会の様子 1

所会に先立ち人権学習

所会副議長　嵯峨義房老師

所会の様子 2

通常所会（決算）開会
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宗
務
所
管
内
御
寺
院
様
に
は
、
日
頃
、
宗
務
所
主

催
の
諸
行
事
に
積
極
的
に
ご
参
加
い
た
だ
き
心
よ
り

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

今
年
は
年
度
初
め
よ
り
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
蔓
延
阻
止
の
た
め
に
、
三
月
の
所
会
に
て
決

定
さ
れ
て
い
た
行
事
の
ほ
と
ん
ど
が
開
催
中
止
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
誠
に
残
念
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
中
、
去
る
七
月
二
十
九
日
、
参
与
、

所
会
議
員
諸
老
師
の
御
出
席
の
も
と
、
通
常
宗
務
所

会
が
秋
田
ビ
ュ
ー
ホ
テ
ル
を
会
場
に
開
催
さ
れ
、
案

件
す
べ
て
が
満
場
一
致
に
て
、
ご
承
認
い
た
だ
き
ま

し
た
こ
と
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ま
た
、
令
和
元
年
度
事
業
報
告
及
び
収
支
決
算
報

告
等
、
ご
承
認
い
た
だ
き
ま
し
た
案
件
の
詳
細
は
当

所
報
に
掲
載
致
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
確
認
い
た

だ
け
れ
ば
有
難
く
存
じ
ま
す
。

　

宗
務
所
に
お
い
て
は
、
年
度
初
め
の
四
月
か
ら
コ

本
当
に
大
切
な
も
の

秋
田
県
宗
務
所
　
所
長
　
齋
　
藤
　
昭
　
道

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
た
め
に
、
宗
務
所
主
催
の
す
べ
て

の
行
事
の
中
止
と
各
種
団
体
へ
会
場
を
お
貸
し
す
る

こ
と
を
中
止
し
、
対
応
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
の

関
係
上
、
宗
務
所
で
の
所
会
開
催
を
取
り
や
め
、
よ

り
ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
の
保
て
る
ホ
テ
ル
で

の
開
催
と
い
た
し
ま
し
た
。

　

九
月
か
ら
は
各
種
団
体
へ
の
会
場
の
貸
し
出
し

は
、
再
開
い
た
し
ま
す
が
、
宗
務
所
が
定
め
た
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
に
沿
っ
て
使
用
下
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い

致
し
ま
す
。

　

ま
た
、
本
年
度
開
催
す
る
予
定
で
あ
っ
た
行
事
の

中
で
、
現
職
研
修
会
は
元
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン

タ
ー
講
師
で
あ
っ
た
中
野
東
禅
先
生
を
お
迎
え
し

て
、
初
学
の
た
め
の
正
法
眼
蔵
を
ご
講
義
い
た
だ
く

内
容
で
あ
り
ま
し
た
。
も
し
、
来
年
度
開
催
で
き
る

な
ら
ば
、
是
非
お
い
で
い
た
だ
け
れ
ば
と
考
え
て
お

り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
十
一
月
九
日
に
開
催
予
定
で
あ
っ
た
宗

務
所
・
禅
セ
ン
タ
ー
設
立
三
十
年
記
念
集
会
も
開
催

で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
の
記
念
行
事

の
中
で
、
解
剖
学
者
の
養
老
孟
司
先
生
を
お
呼
び
し

て
記
念
講
演
を
開
催
す
る
予
定
で
あ
り
ま
し
た
。
残

念
な
が
ら
叶
わ
ぬ
こ
と
と
な
り
ま
し
た
が
、
記
念
集

会
の
一
年
延
期
を
決
定
し
た
と
同
時
に
、
一
年
後
の

記
念
講
演
の
講
師
も
快
諾
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

そ
の
養
老
先
生
が
、
コ
ロ
ナ
を
乗
り
切
る
「
心
を

た
も
つ
ヒ
ン
ト
」
を
新
聞
紙
上
に
掲
載
な
さ
っ
て
お

い
で
で
し
た
。「
い
ま
起
き
て
い
る
こ
と
を
頭
で
考

え
る
の
で
は
な
く
、
体
で
感
じ
て
ほ
し
い
。
芸
術
や

文
化
が
、ど
れ
ほ
ど
生
活
す
る
上
で
大
切
な
も
の
か
。

心
か
ら
欲
す
る
こ
と
で
理
解
で
き
る
は
ず
だ
。」
と

述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

今
だ
か
ら
こ
そ
、
信
仰
が
自
ず
と
私
た
ち
を
正
し

き
道
に
導
く
か
け
が
え
の
な
い
大
切
な
存
在
で
あ
る

と
信
じ
た
い
。
来
年
は
、
管
内
御
寺
院
様
は
じ
め
関

係
さ
れ
る
全
て
の
方
々
と
共
に
活
動
出
来
る
こ
と
を

念
願
す
る
と
と
も
に
、
皆
さ
ま
の
ご
隆
昌
、
御
法
体

堅
固
を
御
祈
念
申
し
上
げ
挨
拶
と
致
し
ま
す
。

第127号3（　）令和２年９月15日 曹洞宗秋田県宗務所所報



　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
を
警
戒
し
な
が

ら
も
、
日
常
生
活
を
取
り
戻
す
た
め
に
試
行
錯
誤
の

日
々
が
続
い
て
お
り
ま
す
。

　

そ
ん
な
中
、
追
い
打
ち
を
か
け
る
よ
う
に
豪
雨
に

よ
る
未
曾
有
の
災
害
が
各
地
で
お
き
ま
し
た
。

　

こ
の
紙
面
を
お
借
り
い
た
し
ま
し
て
、
予
期
せ
ぬ

事
態
の
中
で
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
た
方
々
の
ご
冥

福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
ご
遺
族
の

深
い
悲
し
み
や
苦
し
み
が
少
し
で
も
和
ら
い
で
下
さ

る
こ
と
を
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。

　

さ
て
、
社
会
全
体
に
自
粛
が
求
め
ら
れ
て
い
る

中
、
寺
族
会
も
四
月
の
総
会
、
七
月
の
研
修
旅
行
と

皆
様
に
お
会
い
出
来
る
機
会
が
失
わ
れ
た
ま
ま
今
日

に
至
っ
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
今
年
度
は
役
員
改
選
の
年
で
も
あ
り
ま
し

た
。
新
し
い
会
長
に
つ
な
ぐ
こ
と
も
で
き
ず
、
新
体

制
を
早
期
に
築
け
な
か
っ
た
の
は
私
の
不
徳
の
致
す

と
こ
ろ
で
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
二
期
目
を
お
引
き
受
け
し
た
以

上
、
そ
の
責
任
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
痛

感
し
て
お
り
ま
す
。
と
、
同
時
に
大
き
な
課
題
も
与

え
ら
れ
ま
し
た
。「
次
の
会
長
に
つ
な
ぐ
た
め
に
、

ま
た
、
役
員
も
含
め
て
寺
族
の
皆
様
に
積
極
的
に
参

加
し
て
頂
く
た
め
に
何
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

か
」
各
行
事
が
中
止
に
な
っ
て
い
る
今
年
度
は
じ
っ

く
り
と
考
え
る
良
い
機
会
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
会
長

と
し
て
力
不
足
は
否
め
ま
せ
ん
が
、
宗
務
所
様
を
は

じ
め
、
諸
先
輩
、
役
員
の
皆
様
の
お
力
を
お
借
り
し

て
、
丁
寧
に
考
え
、
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
存
じ

ま
す
。
何
卒
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

お
盆
が
近
づ
い
て
も
ま
い
り
ま
す
。
秋
田
県
で
は

帰
省
の
自
粛
を
求
め
て
い
ま
す
が
、
複
雑
な
心
境
で

す
。
感
染
防
止
策
を
し
っ
か
り
と
し
て
、
静
か
に
、

心
静
か
に
お
参
り
を
し
て
頂
け
れ
ば
と
願
っ
て
い
ま

す
。

　

去
年
ま
で
は
帰
省
し
た
子
ど
も
や
孫
を
連
れ
て
の

賑
や
か
な
お
参
り
で
し
た
。
あ
ち
こ
ち
で
懐
か
し
い

人
と
の
挨
拶
が
交
わ
さ
れ
、
大
き
な
笑
い
声
も
こ
こ

か
し
こ
と
ひ
び
き
ま
し
た
。

　

遠
く
か
ら
、
各
地
区
を
ま
わ
る
盆
踊
り
の
笛
や
太

鼓
の
音
も
聞
こ
え
て
き
ま
し
た
。

　

今
年
は
い
つ
も
と
は
違
う
特
別
な
夏

4

4

4

4

、
お
盆
に
な

る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
れ
で
も
、
い
つ
も
の
よ
う
に
本
堂
・
位
牌
場
・

お
墓
・
参
道
の
掃
除
等
々
、
ご
先
祖
様
を
お
迎
え
す

る
た
め
に
寺
族
は
が
ん
ば
り
ま
す
。

　

最
後
に
、
寺
族
会
が
お
檀
家
様
や
方
丈
様
の
ご
理

解
を
得
ら
れ
ま
す
よ
う
、意
義
深
い
活
動
を
心
が
け
、

一
人
で
も
多
く
の
方
に
参
加
し
て
頂
き
ま
す
よ
う
努

力
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

宗
務
所
様
、
県
内
各
ご
寺
院
様
の
ご
支
援
を
賜
り

ま
す
よ
う
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

こ
の
原
稿
が
掲
載
さ
れ
る
頃
に
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
拡
大
が
落
ち
着
い
て
い
ま
す
よ
う
に
、

心
よ
り
願
っ
て
お
り
ま
す
。

寺
族
会
会
長
を
お
受
け
し
て

寺
族
会
会
長
　
木
　
村
　
満
寿
子
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陽
春
の
候　

世
界
的
な
新
型
肺
炎
禍
に
よ
っ
て
、

戦
後
日
本
の
最
大
級
の
国
難
と
も
言
わ
れ
る
歴
史
的

変
革
で
、
新
し
い
日
常
生
活
へ
一
変
し
ま
し
た
。

　

已
む
無
く
、五
月
の
「
総
会
」
と
六
・
七
月
の
「
東

北
管
区
研
修
会
」
は
中
止
と
な
り
ま
し
た
。
十
月
の

「
曹
洞
宗
婦
人
会
創
立
四
十
五
周
年
記
念
式
典
」
は

大
幅
な
縮
小
で
、
大
本
山
永
平
寺
様
で
開
催
予
定
で

す
。
平
穏
な
日
常
が
、
如
何
に
有
難
い
こ
と
か
、
思

い
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。

　

図
ら
ず
も
、
会
長
の
お
役
目
を
果
た
す
こ
と
を
、

お
引
き
受
け
致
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
故
郷
へ
の
感

謝
と
ご
先
祖
様
・
父
母
の
遺
志
の
願
い
有
難
さ
に
気

づ
き
継
承
し
て
、
娘
と
し
て
人
と
し
て
ご
恩
に
報
い

な
け
れ
ば
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。
こ
れ
か
ら
ど
う

あ
っ
た
ら
よ
い
か
？　

と
考
え
て
お
り
ま
す
。
こ
の

先
の
見
え
な
い
試
練
の
時
期
に
、
ご
承
認
頂
き
ま
し

た
こ
と
、
身
に
余
る
光
栄
と
存
じ
ま
す
。
そ
し
て
、

使
命
・
責
任
を
感
じ
て
お
り
ま
す
。

　

時
代
の
潮
流
に
流
さ
れ
が
ち
の
中
で
、
嘗
て
、
物

質
的
豊
か
さ
が
幸
せ
に
な
る
と
い
う
幻
想
を
少
な
か

ら
ず
持
っ
て
い
た
様
に
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
物
質

的
な
豊
か
さ
イ
コ
ー
ル
幸
せ
と
い
う
こ
と
に
、
行
き

詰
ま
り
を
呈
す
る
現
代
、
大
事
な
価
値
と
は
何
か
と

思
い
ま
す
。

　

平
成
時
代
、入
会
が
一
つ
の
契
機
と
な
り
ま
し
た
。

会
員
の
皆
様
と
新
し
く
出
合
い
ま
し
て
、
心
安
ら
か

な
楽
し
い
時
を
過
ご
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
趣
意
へ

の
理
解
を
深
め
ま
し
て
刺
激
を
受
け
ま
し
た
。
心
身

の
救
い
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
本
当
に
恵
ま
れ
た
幸

福
な
こ
と
で
、
喜
び
で
あ
り
感
謝
で
す
。
菩
提
寺
様

の
お
陰
で
す
。
檀
信
徒
が
宗
門
の
学
び
を
す
る
こ
と

は
必
要
と
思
い
ま
す
が
、
限
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
そ

の
為
、
会
は
貴
重
で
あ
り
、
個
人
・
家
庭
・
社
会
へ

貢
献
出
来
る
も
の
と
思
い
ま
す
。

　

加
速
す
る
デ
ジ
タ
ル
化
の
科
学
文
明
社
会
で
、
災

害
危
機
に
直
面
し
、
生
命
が
脅
か
さ
れ
て
い
ま
す
。

新
型
肺
炎
の
拡
大
、
各
地
の
豪
雨
被
害
な
ど
、
本
当

に
心
が
痛
み
ま
す
。
余
り
に
も
、
今
ま
で
目
に
見
え

る
世
界
だ
け
に
心
が
奪
わ
れ
、
見
え
な
い
繋
が
り
や

環
境
に
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
な
い
か

を
教
え
ら
れ
ま
す
。
回
顧
し
て
、
見
え
な
い
心
や
精

神
と
見
え
る
身
体
を
も
っ
た
唯
一
無
二
の
大
切
な
命

の
存
在
に
、
改
め
て
意
識
・
自
覚
を
も
っ
て
生
き
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
、一
か
ら
出
直
す
こ
と
、

本
質
に
戻
る
こ
と
が
自
分
と
向
き
合
い
、
と
り
戻
す

こ
と
に
繋
が
り
、
主
体
性
の
確
立
が
求
め
ら
れ
て
い

る
と
感
じ
ま
す
。

　

会
は
三
十
年
の
記
念
の
年
を
迎
え
ま
し
た
。

　

目
的
遂
行
の
た
め
、
先
人
の
御
尽
力
に
心
か
ら
尊

敬
と
御
礼
を
捧
げ
て
、
温
故
知
新
の
信
で
、
ご
教
示

を
仰
ぎ
な
が
ら
、会
員
と
共
に
可
能
性
を
引
き
出
し
、

共
有
し
力
を
合
わ
せ
て
、
今
で
き
る
事
を
大
切
に
、

未
来
を
啓ひ
ら

き
受
け
渡
す
為
に
、
互
い
に
自
己
成
長
を

図
り
、
誠
心
誠
意
明
る
く
努
め
て
参
り
た
い
と
存
じ

ま
す
。

　

ど
う
ぞ
、
宗
務
所
様
、
御
寺
院
様
、
ご
寺
族
・
檀

信
徒
の
皆
様
の
お
力
添
え
を
、
何
卒
、
宜
し
く
御
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

原
点
へ
の
立
ち
返
り

婦
人
会
会
長
　
野
呂
田
　
恵
　
子
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令和元年度曹洞宗秋田県宗務所　事業報告
秋田県宗務所事業

令和元年 事　　　業 開催場所 備　考 参加
人数

4月 22 日 寺族会総会 宗務所 70

5 月

15 日 布教委員会・布教協議会 宗務所 45
15 日 臨時所会 宗務所 28

21 日 ~24 日 梅花流全国奉詠大会 熊本市 グランメッセ熊本 53
27 日 婦人会総会 秋田市 キャッスルホテル 65

所報第 123 号発行 予算報告　他

6月
10 日 ~15 日 梅花特派巡回 管内 16 教場 特派師範３名
17 日 ~22 日 特派布教巡回 管内 18 教場 特派布教師３名

7月

5日 監査会 宗務所 4
23 日 宗務所護持会総会 宗務所 41
29 日 通常所会（決算） 宗務所 28

禅の集い 管内寺院
8月 10 日 ~18 日 宗務所休務 盆休み

9月

5日 梅花検定会（県北地区）　四級師範・三級詠範・
二級教範まで受検可

26

17 日 ~18 日 現職研修会 歓喜寺 182
所報 124 号発行 決算報告　他

10 月
2 日 梅花流全県大会 男鹿市 市民文化会館 643

9 日 ~12 日 本山研修会 永平寺 62

11 月

1 日 禅センター設立集会（永年・寺族表彰式） 秋田市 ビューホテル 240
7 日 梅花検定会（中央・県南地区）　四級師範・

三級詠範・二級教範まで受検可
47

13 日 宗務所寺族集会 宗務所 70

12 月 25 日 ~
1 月 7 日

宗務所休務

令和２年

１月
所報 125 号発行 新年号

21 日 宗務所梅花講役員会 宗務所 11

２月
19 日 諮問委員会・災害対策委員会 宗務所 13
19 日 宗務所梅花講講長会 宗務所 19

３月
24 日 通常所会（予算） 宗務所 27
25 日 徒弟研修会 宗務所 中止
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曹洞宗秋田県宗務所･禅センター
令和元年度 事業報告

【禅センター布教部・研修部・梅花部】
NO. 年 月　　　日 開始時間 担当 事　業　名・備　考 参加人数

1 平成３１年 ４月５日（金） 10 時 30 分 梅花部 梅花流講習会（～ 15 時） 26

2 令和元年 ５月14日（火） 10 時 30 分 梅花部 宗務所講師等研修会 22

3 ５月17日（金） 10 時 30 分 梅花部 梅花流講習会（～ 15 時） 20

4 ６月７日（金） 10 時 30 分 梅花部 梅花流講習会（～ 15 時） 31

5 ６月24日（月） 10 時 00 分 布教部 布教師養成講座① 18

6 ７月４日（木） 10 時 30 分 梅花部 梅花流講習会（～ 15 時） 25

7 ７月11日（木） 13 時 00 分 布教部 仏教講座①　会場　なかいち 53（写経 22）

8 ７月23日（火） 13 時 00 分 研修部 研修会① 18

9 ９月27日（金） 10 時 30 分 梅花部 梅花流講習会（～ 15 時） 35

10 10月16日（水） 9時 00 分 布教部 仏教講座・野外研修 52

11 10月18日（金） 10 時 30 分 梅花部 梅花流講習会（～ 15 時） 19

12 10月29日（火） 10 時 30 分 布教部 写　経　会 19

13 10月29日（火） 13 時 00 分 布教部 仏教講座② 32

14
11月１日（金）

13 時 00 分 禅を聞く会（設立集会併催） 240

15 16 時 00 分 禅センター設立集会（式典） 43

16 11月14日（木） 10 時 30 分 梅花部 梅花流講習会（～ 15 時） 16

17 11月19日（火） 10 時 30 分 布教部 布教師養成講座② 17

18 11月25日（月） 10 時 30 分 布教部 写　経　会 14

19 　 11月25日（月） 13 時 00 分 布教部 仏教講座③ 26

20 12月13日（金） 10 時 30 分 梅花部 梅花流講習会（～ 15 時） 19

21 令和２年 ２月６日（木） 10 時 30 分 梅花部 梅花流講習会（～ 15 時） 13

22 ２月７日（金） 13 時 00 分 布教部 布教師養成講座③ 24

23 ２月13日（木） 13 時 00 分 研修部 研修会② 13

24 ３月６日（金） 10 時 30 分 梅花部 梅花流講習会（～ 15 時） 21

※野球大会は天候事情（台風接近）により、開催できませんでした。
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平成31・令和元年度　曹洞宗秋田県宗務所歳入歳出決算書

� （単位：円）

項　　　　　目 本年度予算額 本年度決算額 増　　　　減
歳　入　合　計 62,195,206 62,270,889 75,683
歳　出　合　計 62,195,206 49,591,144 △�12,604,062
差　引　残　額 ０ 12,679,745 12,679,745

歳入の部
項　　　　　　目 本年度予算額 本年度決算額 比較増減 説　　　　　　　　　　　　明

１　賦　課　金 41,552,560 41,528,040 △ 24,520

1. 寺 格 割 1,839,000 1,839,000 0
格　地��10,000 円×　24 ヶ寺
法　地��� 5,000 円× 317 ヶ寺
准法地��� 2,000 円×　� 7 ヶ寺

2. 級 階 割 35,902,560 35,881,040 △�21,520 448,513 点× 80 円前年度�448,782 点�-269 点

3. 教 師 割 3,811,000 3,808,000 △�3,000

大 教 師　42,000 円×� � 4 名
権大教師　30,000 円×� 67 名
正 教 師　�6,000 円× 161 名
一等教師　�3,000 円× 130 名
二等教師　�2,000 円× 137 名

２　手　　数　　料 2,000,000 1,977,200 △ 22,800

1. 手 数 料 2,000,000 1,977,200 △�22,800 各種申請手数料
３　補　　助　　金 900,000 894,952 △�5,048

1. 補 助 金 900,000 894,952 △�5,048
本庁より事業補助
教化（各研修会補助等）
梅花・事務・他

４　諸　　収　　入 2,580,000 2,708,051 128,051

1. 諸 収 入 2,580,000 2,708,051 128,051

現職研修会
○　受講料　7,000 円× 185 名
梅花検定会
○　検定料　3,000 円×　68 名
梅花県大会
○　参加料　2,000 円× 502 名
○　預貯金受取利息など

５　繰　越　金 15,162,646 15,162,646 0

1. 繰 越 金 15,162,646 15,162,646 0 前年度繰越金
歳　入　合　計 62,195,206 62,270,889 75,683

一金　62,270,889 円　平成 31 年・令和元年度　歳入決算額
一金　49,591,144 円　平成 31 年・令和元年度　歳出決算額
一金　12,679,745 円　差引残額　　　　　　　　　　　　　
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項　　　　　　目 本年度予算額 本年度決算額 比較増減 説　　　　　　　　　　　　明
１. 人　件　費 18,000,000 17,739,543 △ 260,457

1. 役職員手当 5,040,000 5,040,000 0 70,000 円× 6名× 12 ヶ月
2. 書記手当 1,680,000 1,680,000 0 70,000 円× 2名× 12 ヶ月　　
3. 傭 人 費 200,000 45,000 △�155,000 清掃他

4. 旅　 費 4,200,000 3,905,543 △�294,457

本庁及び管区・教化センター
関連会議・事業等参加旅費
（梅花流全国奉詠大会等）
宗務所事業参加旅費
（本山研修会等）

5. 費用弁償 5,760,000 5,949,000 189,000
所長 7,000 円�副所長 8,000 円
教化 3,000 円�庶務 4,000 円
梅花 6,000 円�人権 8,000 円
書記 7,000 円（伊藤・我孫子）

6. 期末手当 1,120,000 1,120,000 0 70,000 円× 2× 8名
２. 事　務　費 4,400,000 4,191,261 △ 208,739

1. 備 品 費 500,000 357,726 △�142,274 事務機器更新（PC4 台）・投影スクリーン・金庫内ラック他

2. 通 信 費 1,000,000 1,120,481 120,481 電話料・郵便料・配送料等（ゆうメール値上げの為）
3. 印 刷 費 400,000 414,248 14,248 封筒・賞状他
4. 消耗品費 500,000 406,765 △�93,235 雑貨・事務用品他

5. リース料 900,000 966,133 66,133
OA機器・コピー機・電話機・
AED・ネットワーク契約・
フレッツジャパン月額等

6. 広 報 費 1,100,000 925,908 △�174,092 宗務所所報�年 3 回発行
３. 管　理　費 2,650,000 1,724,670 △ 925,330

1. 維 持 費 800,000 609,108 △�190,892
保険料（地震保険含む）
清掃費（ダスキン月額）
浄化槽管理料・警備保障他

2. 地　 代 250,000 250,000 0 借地代（天徳寺様）

3. 営 繕 費 800,000 157,400 △�642,600 給湯室（換気扇・湯沸器交換）玄関車椅子スロープ板購入
4. 光 熱 費 800,000 708,162 △�91,838 電気・ガス・水道・灯油他

４. 会　議　費 1,500,000 1,070,844 △ 429,156

1. 所　 会 1,300,000 887,844 △�412,156 通常所会 2回・臨時所会 1回（予算所会：宿泊なし）

2. 委 員 会 200,000 183,000 △�17,000 監査 1回・過疎地域懇談会 1回諮問・災害対策協議会 1回
５. 事　業　費 9,600,000 7,225,713 △ 2,374,287

1. 事 業 費 2,250,000 1,714,706 △�535,294

現職研修会�� 1,133,996
本山研修会��� � 339,610
設立記念集会��129,200
所長杯野球大会　中止
徒弟研修会　　　中止

2. 布教伝道費 1,000,000 720,480 △�279,520
特派教場補助�360,000
同布教師送迎�210,480
宗務所布教師・管区教場補助�150,000

歳出の部
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項　　　　　　目 本年度予算額 本年度決算額 比較増減 説　　　　　　　　　　　　明

3. 梅 花 費 5,000,000 3,783,993 △�1,216,007

特派巡回教場補助� 300,000
同送迎費� 234,330
全県奉詠大会� 1,580,358
役員会・講長会� 112,000
検定会（2会場）� 593,660
師範・詠範の会� 700,000
同一泊研修補助� 100,000
指導者養成所　　　100,000�他

4. 教 化 費 650,000 547,980 △�102,020 布教委員会・協議会�459,020各種研修会

5. 慰 問 費 100,000 30,000 △�70,000 住職永年勤続 50･60 年祝膳料等
6.�人権擁護
推進費 600,000 428,554 △�171,446 全国人権主事研修会参加費書籍・DVD・資料　購入費

６. 禅センター事業費 2,550,000 2,302,309 △ 247,691

1. 会 議 費 200,000 177,830 △�22,170 総務部会議費・各委員会
2. 布教部費 700,000 696,048 △�3,952 仏教講座・写経会
3. 研修部費 600,000 481,730 △�118,270 各種研修会
4. 梅花部費 450,000 373,904 △�76,096 梅花流講習会
5. 運 用 費 600,000 572,797 △�27,203 備品購入・設立記念事業費等　　

７. 補　助　費 7,958,000 7,886,804 △ 71,196

1. 事務補助 4,200,000 4,152,804 △�47,196 所費 10％各教区へ

2. 事業補助 348,000 348,000 0 教区主催現職研修会・寺族研修会補助金

3.所護持会補助 900,000 900,000 0 宗務所護持会へ管区集会分削減（隔年開催）
4. 禅の集い 800,000 776,000 △�24,000 教区寺院開催補助金

5. 教化団補助 1,710,000 1,710,000 0

寺族会 35 万円・婦人会 40 万円
尼僧団 10 万円・教誨師　6万円
保護司会　　20 万円
布教師の会　10 万円
県僧青会　　50 万円

８. 表　彰　費 200,000 25,488 △ 174,512

1. 表 彰 費 200,000 25,488 △�174,512 住職勤続・寺族表彰用（額縁・記念品代）
９. 慶　弔　費 2,400,100 1,690,000 △ 710,100

1. 慶 弔 費 400,000 240,000 △�160,000 結制・落慶　本葬　等
2. 本山慶弔費 100 0 △�100 両本山慶弔会　なし

3. 弔 慰 金 2,000,000 1,450,000 △�550,000 住職・東堂・副住職 :10 万円寺族 :�5 万円（管内寺院）
10. 負　担　金 539,400 539,400 0

1. 全国所長会 156,600 156,600 0 348 ヶ寺× 450 円（含全国所長会災害援護金�1 ヶ寺 100 円）
2. 布教助成費 208,800 208,800 0 348 ヶ寺× 600 円
3. 管 区 費 174,000 174,000 0 348 ヶ寺× 500 円

11. 交　際　費 400,000 328,356 △ 71,644

1. 交 際 費 400,000 328,356 △�71,644 各団体への賛助金他
12. 食　糧　費 1,300,000 1,037,402 △ 262,598

1. 所会食糧費 700,000 456,376 △�243,624 通常所会 2回・臨時所会 1回（予算所会：懇親会なし）
2. 委員会食費 50,000 21,560 △�28,440 監査会 1回・諮問委員会 1回　
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項　　　　　　目 本年度予算額 本年度決算額 比較増減 説　　　　　　　　　　　　明
3. 所内食糧費 550,000 559,466 9,466

13. 財政調整費 10,247,406 3,761,976 △ 6,485,430

1. 災害見舞金 2,000,000 0 △�2,000,000 なし

2. 記念品代 750,000 185,240 △�564,760 教区長退任記念品代（絡子代�筆耕料　185,240）　

3. 財政調整金 5,497,406 1,576,736 △�3,920,670
設備費（LED照明）　776,736
災害対策援護金　　　600,000
管区災害見舞金　　　200,000

4.基本金繰出金 2,000,000 2,000,000 0
14. 選　挙　費 300 0 △ 300

1. 副 貫 首 100 0 △�100 選挙なし
2. 宗務所長 100 0 △�100 選挙なし
3. 宗会議員 100 0 △�100 選挙なし

15. 雑　　　費 150,000 67,378 △ 82,622

1 . 雑 費 150,000 67,378 △�82,622 町内会費・新聞購読料・常備薬　他
16. 予　備　費 300,000 0 △ 300,000

1. 予 備 費 300,000 0 △�300,000
歳　出　合　計 62,195,206 49,591,144 △ 12,604,062

項　　　目 本年度予算額 本年度決算額 比　較　増　減
歳　出　合　計 62,195,206 49,591,144 △�12,604,062
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令和２年度　曹洞宗秋田県宗務所補正予算
歳入の部

項　　　　　　目 当初予算額 補正額 予算額 説　　　　明
5　繰　　越　　金 12,096,109 583,636 12,679,745

1. 繰 越 金 12,096,109 583,636 12,679,745 平成 31 年・令和元年度繰越金
歳　入　合　計 59,500,000 583,636 60,083,636

歳出の部
項　　　　　目 当初予算額 補正額 予算額 説　　　　明

7　補　助　費 8,258,000 100,000 8,358,000
5.教化団補助 2,210,000 100,000 2,310,000 布教師の会 100,000 → 200,000

13　財政調整費 6,552,200 483,636 7,035,836
3.財政調整金 2,352,200 483,636 2,835,836 設備費・災害対策協議会援護金等

歳　出　合　計 59,500,000 583,636 60,083,636

平成31年・令和元年度　曹洞宗秋田県宗務所歳入歳出剰余金処分
歳　入　合　計　　62,270,889 円
歳　出　合　計　　49,591,144 円
差　引　残　高　　12,679,745 円

上記剰余金を下記の通り処分する。
金　12,679,745 円を令和二年度会計に繰り入れる。
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令和２年度宗務所基本金積立会計について
（将来の宗務所改築のための積立）

平成31年 ･令和元年度　基本金積立会計

積立累積金 19,560,074
一般会計繰入金 2,000,000

利　息 1,246
計 21,561,320

○　令和元年度分は、上記のように積み立てしております。
○　令和２年度の予算案には 1,000,000 円で計上しています。

令和２年度　基本金積立会計案①

積立累積金 21,561,320
一般会計繰入金 1,000,000
利　息（予測） 2,156

計 22,563,476

○　�令和２年度は新型コロナウイルス感染拡大防止の為に各事
業が中止されており、令和２年度の歳入歳出決算時の剰余
金が増える事が予想されます。繰越金処分の状況では繰入
金を増額する場合も十分考えられます。

○　増額上限を 4,000,000 円に設定することもご検討下さい。

令和２年度　基本金積立会計案②

積立累積金 21,561,320
一般会計繰入金 1,000,000

「人件費・旅費」中止分 2,000,000
「本山研修・同旅費」中止分 1,000,000

「特派布教・梅花巡回」中止分 1,000,000
利　息（予測） 2,156

計 26,563,476

※　①を基本とする。②については状況を精査し再討議
　　�次の令和３年３月所会にて判断する。
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○朋
一●

●笑
縁◎　

信
を
寄よ

す
吟ぎ

ん

朋ほ
う

一い
っ
し
ょ
う

笑
の
縁

生●

●計
雖○

○貧
身○

尚●

●健　
生
計
貧
な
り
と
雖
も
身
尚
健
な
り
と

相○

○

●

●

携
白
玉
意●

悠○

◎然　
相
ひ
携た

ず
さふ

白
は
く
ぎ
ょ
く玉

意こ
こ
ろ

悠
然

　
　
（
評
）

〇　

�

平
仄
、
起
承
転
結
な
ど
き
れ
い
に
出
来
て
い
る
。
伺

え
ば
国
語
、
英
語
の
先
生
を
さ
れ
て
い
た
そ
う
。

〇　
「
吟
朋
」は
、意
味
は
わ
か
る
が「
同
参
」の
方
が
良
い
。

〇　

�「
白
玉
」
は
、
良
い
詩
を
作
り
た
い
と
い
う
願
心
の

こ
と
で
す
と
の
注
が
あ
り
。

　
　
（
添
削
詩
）

新○

○春
自●

●寿
夕●

陽○

◎前　
新
春
自み

ず
から
寿こ

と
ほぐ
夕せ

き
よ
う陽
の
前�

寄●

●信
同○

参○

一●

●笑
縁◎　

信
を
寄よ

す
同ど

う
さ
ん参

一い
っ
し
ょ
う

笑
の
縁

生●

●計
雖○

○貧
身○

●

●
尚
健　
生
計
貧
な
り
と
雖
も
身
尚
健
な
り
と

相○

○

●

●

携
白
玉
意●

○

◎
悠
然　
相
ひ
携た

ず
さふ

白
は
く
ぎ
ょ
く玉

意こ
こ
ろ

悠
然

（
寄
信
同
参
）
道
心
あ
る
同
参
の
善
知
識

（
一
笑
）
に
っ
こ
り
笑
い
合
え
る
友

（
生
計
雖
貧
）
暮
ら
し
向
き
は
華
美
で
は
な
い
け
れ
ど

（
相
携
白
玉
）
お
互
い
に
大
切
に
し
て
い
る
願
い
は
負
け
な
い

（
意
悠
然
）
大
事
な
こ
と
以
外
動
じ
な
い
で
、
悠
々
と
し
て
い
る

十
二
、「
祝
新
春
」

�

戎
谷
周
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
上
平
一
東
）

白●

●雪
紛○

○紛
舞●

大●

◎空　
白
雪
紛ふ

ん
ぷ
ん紛
と
し
て
大
空
を
舞
い

乾○

○坤
一●

●色
瑞●

○光
中◎　

乾
坤
一
色
瑞
光
の
中う

ち

人○

○心
自●

●改
屠○

蘇○

●酒　
人じ

ん
し
ん心

自お
の
ず
から

改
ま
る
屠
蘇
の
酒

万●

●

○

○

事
昇
平
令●

和○

◎風　
万ば

ん
じ事

昇し
ょ
う

平へ
い

令れ
い
わ和

の
風

　
　
（
評
）

〇　

新
春
の
雰
囲
気
が
良
く
出
来
て
い
る
。

〇　

�

四
句
目
、
和
が
二
六
対
な
ら
ず
で
「
令●

和○

◎風
」
が
不

可
な
の
で
「
楽●

歳●

豊◎

」（
歳
豊
を
楽
し
む
）
と
し
た
。

お
屠
蘇
の
味
わ
い

　
　

ま
た
新
春
を
祝
う
気
持
ち
が
出
て
く
る
。

　
　
（
添
削
詩
）

白●

●雪
紛○

○紛
舞●

大●

◎空　
白
雪
紛ふ

ん
ぷ
ん紛

と
し
て
大
空
を
舞
い

乾○

○坤
一●

●色
瑞●

○光
中◎　

乾
坤
一
色
瑞
光
の
中う

ち

人○

○心
自●

●改
屠○

○

●
蘇
酒　
人
心
自お

の
ず
から

改
ま
る
屠
蘇
の
酒

万●

●

○

○

事
昇
平
楽●

●

◎
歳
豊　
万ば

ん
じ事

昇し
ょ
う

平へ
い

歳さ
い

豊ほ
う

を
楽
し
む

（
白
雪
紛
紛
）
雪
が
入
り
乱
れ
て

（
乾
坤
一
色
瑞
光
中
）
天
地
が
瑞
気
の
光
満
ち
て
い
る
様
子

（
自
改
）
自
然
に
反
省
の
気
持
ち
に
な
る

（
万
事
昇
平
）
世
の
中
が
平
和
で
良
く
治
ま
っ
て
い
る

（
楽
歳
豊
）
新
年
が
豊
か
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
願
う
も
の
だ

知
　
足
　
集
　（
二
）
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十
三
、「
涅
槃
会
」

�

伊
藤
涼
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
下
平
七
陽
）

沙○

○羅
樹●

●下
落●

空○

◎亡　
沙
羅
樹
下
落お

ち
て
空む

な

し
く
亡ぼ

う

ず�

百●

●萬
人○

○天
伏●

●嘆
傷◎　

百
萬
人
天
伏
し
て
嘆
き
傷あ

わ
れむ

最●

●後
光○

○明
輝○

●

●
億
劫　
最
後
の
光
明
億
劫
に
輝
き

鶯○

○

●

●

聲
説
出
照●

○

◎
堂
場　
鶯
聲
説
き
出
し
て
堂
場
を
照
ら
す

　
　
（
評
）

〇　

�

平
仄
を
き
れ
い
に
合
わ
せ
て
涅
槃
の
悲
し
み
を
詠
ん

で
い
る
。

〇　

�「
落
空
亡
」
は
い
ま
ひ
と
つ
な
の
で
「
欲
帰
郷
」
と

し
た
。

〇　

�

四
句
目
「
堂
場
」
の
堂
は
、
七
陽
韻
で
あ
る
の
で
、

こ
れ
を
冒ぼ

う

韻い
ん

（
同
じ
韻
の
字
を
使
う
こ
と
）
と
い
っ

て
不
可
。

　
　

そ
こ
で
「
打
風
狂
」
と
し
た
。
風
は
東
韻
。

　
　
（
添
削
詩
）

沙○

○羅
樹●

●下
欲●

帰○

◎郷　
沙
羅
樹
下
郷き

ょ
うに

帰か
え

ら
ん
と
欲ほ

っ

す�

百●

●萬
人○

○天
伏●

●嘆
傷◎　

百
萬
人
天
伏
し
て
嘆
き
傷あ

わ
れむ

最●

●後
光○

○明
輝○

億●

●劫　
最
後
の
光
明
億
劫
に
輝
き

鶯○

○

●

●

聲
説
出
打●

○

◎
風
狂　
鶯
聲
説
き
出
し
て
風
狂
を
打
つ

（
沙
羅
樹
下
）
サ
ラ
ソ
ー
ジ
ュ
の
下
に
横
た
わ
り

（
欲
帰
郷
）
涅
槃
に
入
ら
れ
た

（
輝
億
劫
）
今
日
ま
で
そ
し
て
こ
れ
か
ら
も
ず
っ
と
輝
い
て

（
鶯
聲
説
出
）
釈
尊
の
代
わ
り
に
鶯
が
鳴
い
て

（
打
風
狂
）
と
ん
で
も
な
い
法
孫
た
ち
を
懲
ら
し
め
て
く

れ
る

十
四
、「
庚
子
新
年
」

�

伊
藤
涼
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
上
平
十
一
真
）

人○

○間
改●

●歳
瑞●

雲○

◎新　
人じ

ん
か
ん間

改
歳
瑞
雲
新
た
な
り�

獨●

●坐
無○

○心
未●

●是
真◎　

獨
坐
無
心
未い

ま

だ
是こ

れ

真
な
ら
ず

静●

●寂
堂○

○中
寒○

●

●
徹
骨　
静
寂
堂
中
寒
骨
に
徹
す

東○

○

●

●

昇
暁
日
自●

○

◎
成
春　
東
昇
暁
日
自
ず
か
ら
春
と
成
る

　
　
（
評
）

〇　

庚
か
の
え

子ね

の
新
年
を
迎
え
た
喜
び
。

　
　

平
仄
、
起
承
転
結
が
好
い
。

〇　

�

坐
禅
の
心
中
未
だ
釈
然
と
し
な
い
時
、
普
通
に
日
が

昇
っ
た
の
で
は
な
く
、
冬
の
雷
が
轟
い
て
我
に
返
っ

た
と
直
し
て
み
た
。

〇　

三
句
目
、四
句
目
「
静●

●寂
」
と
「
雷○

○声
」
で
対
に
し
た
。

　
　
（
添
削
詩
）

人○

○間
改●

●歳
瑞●

雲○

◎新　
人じ

ん
か
ん間
改
歳
瑞
雲
新
た
な
り�

獨●

●坐
無○

○心
未●

●是
真◎　

獨
坐
無
心
未い

ま

だ
是こ

れ

真
な
ら
ず

静●

●寂
堂○

○中
寒○

●

●
徹
骨　
静
寂
堂
中
寒か

ん

骨
に
徹
す

雷○

○

●

●

声
一
喝
忽●

○

◎
驚
春　
雷
声
一
喝
忽た

ち
まち

春
に
驚
く

（
人
間
）
世
の
中
、
漢
文
で
は
普
通
ジ
ン
カ
ン
と
読
む

（
瑞
雲
）
彩
雲
と
も
い
い
、
虹
の
よ
う
な
雲

（
未
是
真
）
な
ん
と
も
落
ち
着
か
な
い
心
中

（
寒
徹
骨
）
厳
し
い
寒
さ

（
雷
声
一
喝
）
雷
が
轟
く

（
忽
驚
春
）
お
か
げ
で
体
中
で
春
を
感
じ
る
こ
と
が
出
来

た
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十
五
、「
涅
槃
会
」

�

土
屋
泰
順

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
上
平
十
一
真
）

慈●

○光
照●

●破
報●

恩○

◎辰　
慈じ

こ
う
し
ょ
う
は

光
照
破
す
報ほ

う
お
ん恩

の
辰�

遺●

●教
満○

○堂
千●

●古
新◎　

遺ゆ
い

経き
ょ
う

堂
に
満
ち
て
千せ

ん
古こ

新
た
な
り

以●

●現
心○

●境
涅●

○

●
槃
景　
以
て
心
境
を
現
ず
る
涅
槃
の
景

轉○

○

●

●

安
身
命
法●

○

◎
王
輪　
轉
じ
て
身
命
を
安
ん
ず
る
法
王
輪

　
　
（
評
）

〇　

�

こ
の
漢
詩
、
一
見
す
る
と
三
句
目
が
、
平
仄
の
決
ま

り
二
四
不
同
、
二
六
対
を
破
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、

こ
れ
を
「
挟
み
平
」
と
言
っ
て
許
さ
れ
て
い
る
。

〇　

�｢

挟
平
格｣

と
も
言
う
が
、
平
起
こ
り
の
漢
詩
で
押

韻
し
な
い
句
に
お
け
る
句
末
の
〇
●
●
は
、
●
〇
●

を
も
っ
て
換
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
時
、
二
四

不
同
、
二
六
対
は
破
ら
れ
て
も
か
ま
わ
な
い
。

〇　

�

初
学
の
人
の
出
来
る
技
で
は
な
い
が
、
こ
れ
を
許
さ

れ
る
と
漢
詩
の
幅
が
広
が
る
の
で
あ
る
。

　
　
（
添
削
詩
）

慈●

○光
照●

●破
報●

恩○

◎辰　
慈じ

こ
う
し
ょ
う
は

光
照
破
す
報ほ

う
お
ん恩

の
辰�

遺●

●教
満○

○堂
千●

●古
新◎　

遺ゆ
い

経き
ょ
う

堂
に
満
ち
て
千せ

ん
古こ

新
た
な
り

以●

●現
心○

●境
涅●

○

●
槃
景　
以
て
心
境
を
現
ず
る
涅
槃
の
景

轉○

○

●

●

安
身
命
法●

○

◎
王
輪　
轉
じ
て
身
命
を
安
ん
ず
る
法
王
輪

（
慈
光
照
破
）
慈
し
み
の
光
が
差
し
込
む

（
遺
経
満
堂
）
諷
経
す
る
音
声
が
堂
に
満
ち
て
い
る

（
千
古
新
）
在
世
の
姿
が
今
に
よ
み
が
え
る

（
涅
槃
景
）
涅
槃
の
情
景
を
想
う

（
法
王
輪
）
釈
迦
の
教
え
が
転
じ
て
い
る　

十
六
、「
歳
朝
」

�

三
浦
史
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
上
平
十
一
真
）

連○

●日
寒○

○空
浄●

無○

◎塵　
連
日
寒
空
浄き

よ

う
し
て
塵ち

り

無な

し

春○

○光
未●

●遠
大●

●雪
辰◎　

春
光
未い

ま

だ
遠と

お

し
大
雪
の
辰

窓○

○前
独●

●想
東○

○

●
風
夢　
窓
前
独
り
想
う
東こ

ち風
の
夢

立●

●

●

○

志
歳
朝
万●

●

◎
象
新　
志
を
立
て
る
歳
朝
万
象
新
な
り

　
　
（
評
）

〇　

�

投
稿
に
平
仄
、
読
み
下
し
が
な
い
。
こ
れ
か
ら
平
仄

原
稿
を
使
っ
て
欲
し
い
。
筋
は
良
い
。

〇　

�

一
句
目「
浄●

無○

◎塵｣

の
無
が
、二
六
対
な
ら
ず
で
不
可
。

　
　

�

二
句
目
「
大●

●雪
辰◎

」
も
同
じ
、よ
っ
て
入
れ
替
え
た
。

〇　
「
未
遠
」
は
「
未
到
」
に
し
た
。

　
　
（
添
削
詩
）

連○

●日
寒○

○空
大●

雪●

◎辰　
連
日
寒
空
大た

い
せ
つ雪
の
辰

春○

○光
未●

●到
浄●

○無
塵◎　

春
光
未い

ま

だ
到
ら
ず
浄

じ
ょ
う

無む
じ
ん塵

窓○

○前
独●

●想
東○

○

●
風
夢　
窓
前
独
り
想
う
東こ

ち風
の
夢

立●

●

●

○

志
歳
朝
万●

●

◎
象
新　
立り

っ
し志

の
歳
朝
万ば

ん
ぞ
う象

新あ
ら
たな

り

（
連
日
寒
空
）
厳
し
い
冬
空

（
大
雪
辰
）
今
年
は
ど
う
し
た
も
の
か
？
秋
田
の
冬
は
い

ず
こ
に

（
浄
無
塵
）
大
掃
除
を
し
て
迎
え
た
寺
域
は
き
れ
い
だ

（
立
志
歳
朝
）
今
年
の
目
標
、
漢
詩
を
頑
張
る
？
に
し
て

欲
し
い

（
万
象
新
）
何
も
か
も
が
新
鮮
な
元
旦
の
朝
だ
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十
七
、「
賀
令
和
」

�

佐
藤
俊
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
上
平
十
灰
）

新○

○春
慶●

●賀
改●

元○

◎梅　
新
春
慶
賀
す
改
元
の
梅

三●

●十
余○

○年
得●

●縁
開◎　

三
十
余
年
縁
を
得
て
開
く

一●

○望
好●

○天
如○

●

●
賛
嘆　
一
望
の
好
天
賛
嘆
の
如
し

薫○

○

●

●

風
立
起
令●

○

◎
和
来　
薫
風
立
ち
起
き
て
令
和
来
る

　
　
（
評
）

〇　

�

平
成
の
三
十
余
年
が
終
わ
り
、
令
和
の
幕
開
け
を
祝

う
佳
句
。

〇　
「
縁
」平
字
の
と
き
は
フ
チ
の
意
味
。こ
こ
で
は
仄
字
。

〇　

�「
望
」
平
字
の
と
き
は
望
む
の
意
味
。
仄
字
は
ほ
ま

れ
の
意
味
の
と
き
。
よ
っ
て
「
一●

○望
」
を｢

遠●

●近｣

と
し
た
。

　
　
（
添
削
詩
）

新○

○春
慶●

●賀
改●

元○

◎梅　
新
春
慶
賀
す
改
元
の
梅

三●

●十
余○

○年
得●

●縁
開◎　

三
十
余
年
縁
を
得
て
開
く

遠●

●近
好●

○天
如○

●

●
賛
嘆　
遠え

ん
き
ん近

の
好こ

う
て
ん天

賛さ
ん
た
ん嘆

の
如
し

薫○

○

●

●

風
立
起
令●

○

◎
和
来　
薫く

ん
ぷ
う風

立た

ち
起
き
て
令れ

い
わ和

来き
た

る

（
新
春
慶
賀
）
令
和
の
歳
、
初
め
て
の
正
月

（
改
元
）
天
皇
が
変
わ
り
、
元
号
が
変
わ
る

（
如
賛
嘆
）
天
候
良
く
天
地
も
お
祝
い
し
て
い
る
よ
う
だ

（
薫
風
立
起
）
風
薫
り
令
和
の
時
代
が
始
ま
る

十
八
、「
恭
賀
向
川
東
堂
百
壽
」

�

桜
田
元
康

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
下
平
七
陽
）

篤●

●信
翁○

○僧
薫○

献●

◎香　
篤
信
の
翁
僧
薫
献
香

喫○

○茶
単●

●坐
幾●

○星
霜◎　

喫
茶
単
坐
幾
星
霜

元○

○辰
百●

●計
玲○

○

●
瓏
雪　
元
辰
百
計
玲
瓏
の
雪

今●

●

●

○

日
龍
登
賀●

●

◎
吉
祥　
今
日
龍
登
り
吉
祥
を
賀
す

　
　
（
評
）

〇　

�
作
者
の
祖
父
師
匠
が
、
め
で
た
く
百
寿
を
迎
え
ら
れ

た
。

〇　

�｢

翁
僧｣
よ
り
「
老
僧｣

が
良
い
。
老
僧
と
は
、
悟

ら
れ
た
方
と
い
う
意
が
あ
る
。

○　

｢

薫
献
香｣

は
ま
ず
い｢

常
献
香｣

と
し
た
。

○　

三
句
目
、
四
句
目
が
今
一
つ
、
少
し
変
え
た
。

　
　
（
添
削
詩
）

篤●

●信
老○

○僧
常○

献●

◎香　
篤と

く
し
ん信

の
老ろ

う
そ
う僧

常
に
香
を
献
ず

喫○

○茶
単●

●坐
幾●

○星
霜◎　

喫き
っ
さ
た
ん
ざ
い
く

茶
単
坐
幾
星せ

い
そ
う霜

乃●

○知
百●

●壽
玲○

○

●
瓏
雪　
乃す

な
わち
知
る
百

ひ
ゃ
く

壽じ
ゅ

玲れ
い
ろ
う瓏
の
雪

今●

●

○

○

日
元
辰
賀●

●

◎
吉
祥　
今こ

ん
に
ち
が
ん

日
元
辰し

ん

吉き
ち
じ
ょ
う

祥
を
賀が

す

（
篤
信
老
僧
）
向
川
東
堂
老
師
は
、
矍か

く
し
ゃ
く鑠
た
る
老
僧
で
あ

ら
れ
る

（
喫
茶
単
坐
）
お
茶
人
で
も
あ
り
、
い
つ
も
独
り
で
坐
す

（
乃
知
百
壽
）
と
て
も
百
歳
と
は
思
え
ぬ
動
き
に
驚
く

（
玲
瓏
雪
）
澄
み
切
っ
た
一
面
の
白
雪

（
賀
吉
祥
）
老
師
、
誠
に
お
め
で
た
い
元
旦
で
あ
る

十
九
、「
年
頭
祈
祷
」

�

田
中
裕
憲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
下
平
一
先
）

年○

○頭
寒○

○風
独●

不●

◎眠　
年
頭
寒
風
独
り
眠
ら
ず�

香○

●火
祷●

○祈
世●

●界
円◎　
香
火
し
祷
祈
す
世
界
円
か
な
ら
ん
こ
と
を

令●

○和
二●

○年
無○

●

●
別
事　
令
和
二
年
別
事
な
く

徐○

○

○

●

徐
春
暁
吉●

○

◎
祥
天　
徐
徐
に
春
暁
吉
祥
の
天

　
　
（
評
）

〇　

�

書
き
下
し
は
あ
る
が
、
平
仄
な
し
。
原
稿
用
紙
使
う

こ
と
。

〇　

�

一
句
目
「
寒○

○風
」
の
風〇

が
、
二
四
不
同
な
ら
ず
不
可

な
の
で
「
寒〇

月●

」
と
し
た
。「
独●

不●

◎眠
」
の
不●

も
、

二
六
対
な
ら
ず
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「
少●

〇林
辺◎

」
と
し
た
。
少
林
山
は
、
西
来
院
の
山
号
。

〇　

三
句
目「
令●

○和
」の
和〇

が
平
字
な
の
で
不
可
、変
え
た
。

　
　
（
添
削
詩
）

年○

○頭
寒○

●月
少●

林〇

◎辺　
年ね

ん

頭と
う
か
ん寒

月げ
つ

少
林
の
辺あ

た

り�

香○

●火
祷●

○祈
世●

●界
円◎　
香こ

う
か火

し
祷と

う
き祈

す
世
界
円
か
な
ら
ん
こ
と
を

今〇

●日
令●

○和
無○

●

●
別
事　
今こ

ん
に
ち日

令
和
別べ

つ
　
じ事

無
し

徐○

○

○

●

徐
春
暁
吉●

○

◎
祥
天　
徐じ

ょ
じ
ょ徐

に
春

し
ゅ
ん
ぎ
ょ
う

暁
し
て
吉
祥
の
天

（
念
頭
寒
月
）
朝
早
い
暗
闇
に
月
が
煌
々
と
輝
い
て
い
る

（
香
火
祷
祈
）
元
朝
、
御
香
を
焚
く
た
め
の
火
を
入
れ
て
祈
る

（
今
日
令
和
）
新
元
号
の
朝
を
迎
え
た
が
、変
わ
る
こ
と
な
い
日
々

（
徐
徐
春
暁
）
だ
ん
だ
ん
日
が
昇
り
明
る
く
な
っ
て

（
吉
祥
天
）
お
め
で
た
い
世
界
と
な
っ
た　

二
十
、「
佛
涅
槃
會
法
語
」

�

矢
萩
宗
淳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
上
平
十
一
真
）

敬●

●仰
如○

○来
淨●

法●

◎身　
敬け

い
ぎ
ょ
う仰す

如
来
の
淨
法
身

花○

○紅
柳●

●緑
永●

○芳
春◎　

花
は
紅
柳
は
緑
な
り
永

と
こ
し
えの

芳ほ
う

春
し
ゅ
ん

雙○

○林
白●

●鶴
超○

○

●
生
死　
雙
林
の
白は

く
つ
る鶴

生し
ょ
う

死じ

を
超
え

劫●

●

○

○

使
人
天
結●

○

◎
勝
因　
劫か

え
っ
て
人
天
を
使し

て
勝
因
を
結
ば
し
む

（
評
）

〇　

�

投
稿
が
昨
日
（
研
修
会
前
日
）
と
遅
か
っ
た
の
で
？

良
く
出
来
て
い
る
。

〇　

敬
仰
は
、
宗
門
で
は
普
通
ケ
イ
ゴ
ウ
と
読
む
。

〇　

四
句
目
の
劫
は
誤
字
で
、
却
っ
て
。

〇　

平
仄
、
起
承
転
結
良
し
、
意
味
も
よ
く
わ
か
る
。

（
添
削
詩
）

敬●

●仰
如○

○来
淨●

法●

◎身　
敬け

い
ご
う仰
す
如
来
の
淨
法
身

花○

○紅
柳●

●緑
永●

○芳
春◎　

花
は
紅
柳
は
緑
な
り
永

と
こ
し
えの
芳ほ

う

春
し
ゅ
ん

雙○

○林
白●

●鶴
超○

○

●
生
死　
雙
林
の
白は

く
つ
る鶴

生し
ょ
う

死じ

を
超
え

却●

●

○

○

使
人
天
結●

○

◎
勝
因　
却
っ
て
人に

ん
て
ん天

を
使し

て
勝
因
を
結
ば
し
む

（
敬
仰
如
来
淨
法
身
）
う
や
ま
い
あ
お
ぐ
お
釈
迦
さ
ま

（
花
紅
柳
緑
）
二
月
の
芳
春
の
様
子

（
雙
林
白
鶴
）
サ
ラ
ソ
ー
ジ
ュ
の
木
が
白
い
花
を
つ
け
、

そ
れ
が
白
い
鶴
の
よ
う
だ

（
超
生
死
）
二
千
六
百
年
後
の
今
も
、
枕
飾
り
に
シ
カ
バ

ナ
が

（
結
勝
因
）
あ
り
が
た
い
ご
縁
を
結
ん
で
い
る

[

唯
吾
窟]�

（
９
教
区
松
庵
寺
の
先
代
住
職
、
渡
辺
昭
雄
老
師
の
遺
作

で
あ
る
。
範
と
す
べ
き
作
品
と
し
て
特
別
に
「
知
足
集
」

に
収
録
。）

「
病
牀
偶
作
」

�

渡
邊
昭
雄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
下
平
七
陽
）

宿●

●業
難○

○逃
罹○

●

◎
病
牀　
宿

し
ゅ
く
ご
う業

逃の
が

れ
難が

た

く
病

び
ょ
う
し
ょ
う

牀
に
罹り

す

安○

○

○
眠
高
臥●

●不
如○

◎常　
安あ

ん
み
ん眠

高こ
う

臥が

如に
ょ
じ
ょ
う

常
な
ら
ず

形○

○

●
骸
五
尺●

○残
生○

●事　
形け

い
が
い骸

五ご
し
ゃ
く尺

残ざ
ん
し
ょ
う

生
の
事じ

嘯○

●

○

○

月
吟
花
壽●

●

◎
更
長　
月つ

き
に
嘯

う
そ
ぶき
花は

な
を
吟ぎ

ん
ず
れ
ば
壽じ

ゅ
さ
ら更に
長な

が
か
ら
ん

（
宿
業
）
前
世
で
な
し
た
善
悪
の
行
為

（
罹
病
牀
）
病
い
の
床
に
つ
く

（
不
如
常
）
平
常
で
は
な
い

（
形
骸
五
尺
）
五
尺
の
我
が
体

（
残
生
事
）
生
き
残
る
方
法

（
嘯
月
吟
花
）
風
流
自
然
に
ま
か
す
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（
作
詩
の
要
点
）

〇　
�

病
を
得
て
三
ヶ
月
近
く
、
ど
う
や
ら
小
康
状
態
と
な

り
週
末
に
は
外
泊
を
許
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
こ
の
間
諸
師
に
は
御
見
舞
い
を
頂
き
恐
縮
に
存

じ
て
お
り
ま
す
。
詩
偈
の
添
削
も
で
き
そ
う
で
す
の

で
、
ご
安
心
下
さ
い
。

〇　

�

投
稿
誌
の
な
か
で
語
句
の
倒
読
に
間
違
い
が
見
ら
れ

た
。
一
句
中
に
客
語
と
補
格
の
両
方
を
含
む
場
合
に

は
次
の
三
通
り
の
形
が
あ
る
。

①　

舟
を
湖
上
に
浮
か
ぶ
・
浮ブ
二
舟ヲ

湖
上ニ
一
（
述
・
客
・
補
）

②　

舟
を
湖
上
に
浮
か
ぶ
・
浮ブ
二
舟ヲ

於
湖
上ニ
一

�

（
述
・
客
・
前
置
詞
・
補
）

③　

君
に
美
酒
を
贈
る
・
贈ル
二
君ニ

美
酒ヲ
一　
（
述
・
補
・
客
）

　
　

☆　

�「
弟
子ヲ

送ル
二
瑞
應
寺ニ
一
」
は
「
送ル
二
弟
子ヲ

瑞
應
寺ニ
一
」

か
「
送ル
三
弟
子ヲ

于
二
瑞
應
寺ニ
一
」
と
す
る
べ
き
で

あ
る
。

　
　

☆　
「
禅
堂ニ

入ル
ヲ許ス

」
は
「
許ス
レ
入ル

ヲ二
禅
堂ニ
一
」
と
な
る
。

作詩に取り組む受講者

講義中の渡邉紫山老師
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祖
父
の
導
き

秋
田
県
宗
務
所
ネ
ッ
ト
法
話
〈
８
〉

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
禍
の
中
、
皆
様
は
ど
の
よ
う
に
お
過

ご
し
で
し
ょ
う
か
。
楽
し
み
に
し
て
い
た
予
定
や
行
事
が
中
止

に
な
り
、
先
行
き
の
見
え
な
い
不
安
を
抱
え
て
生
活
さ
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
時
こ
そ

仏
様
を
信
じ
る
力
、
信
仰
の
力
が
大
切
だ
と
私
は
確
信
し
て
い

ま
す
。
こ
の
力
こ
そ
私
達
に
生
き
る
力
を
与
え
、
正
し
い
生
き

方
に
導
い
て
く
だ
さ
る
と
信
じ
て
や
み
ま
せ
ん
。

　

道
元
禅
師
様
が
、
仏
道
を
志
す
者
に
そ
の
心
が
け
を
示
さ
れ

た
『
学
道
用
心
集
』
に
次
の
よ
う
な
お
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

　
「
法
、
我
を
転
じ
、
我
、
法
を
転
ず
る
な
り
。」

　

意
訳
す
る
と
「
仏
法
（
仏
様
の
教
え
）
が
私
達
に
働
き
か
け

る
時
が
あ
り
、
私
自
身
が
仏
法
に
働
き
か
け
る
時
も
あ
る
。」
と

な
り
ま
す
。
仏
の
側
か
ら
導
か
れ
る
時
も
あ
り
、
逆
に
自
分
の

発
心
に
よ
っ
て
求
め
て
い
く
時
が
あ
る
と
い
う
お
示
し
で
す
。

先
日
そ
れ
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
出
来
事
が
あ
り
ま
し
た
。

　

私
は
頂
い
た
時
間
に
坐
禅
を
し
て
心
を
落
ち
着
か
せ
、
積
み

重
ね
ら
れ
て
い
た
本
を
読
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
中
で
唯
識
仏
教

の
第
一
人
者
で
あ
る
太
田
久
紀
先
生
の
素
晴
ら
し
い
本
と
の
出

会
い
が
あ
り
ま
し
た
。今
ま
で
唯
識
を
深
く
学
ぶ
機
会
が
な
か
っ

た
の
で
す
が
、
唯
識
の
考
え
方
が
あ
ま
り
に
も
緻
密
で
私
は
あ

え
て
避
け
て
き
た
気
が
し
ま
す
。
し
か
し
、
唯
識
に
も
人
々
を

救
う
力
が
あ
る
事
を
太
田
先
生
の
本
に
教
え
て
い
た
だ
き
、
ま

さ
に
目
か
ら
鱗
が
落
ち
る
思
い
で
し
た
。
自
分
の
不
勉
強
さ
を

恥
じ
な
が
ら
も
、
太
田
先
生
の
本
に
出
合
え
た
こ
と
を
嬉
し
く

感
じ
ま
し
た
。
今
の
状
況
で
な
け
れ
ば
一
生
出
会
え
な
か
っ
た

本
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

太
田
先
生
は
多
く
の
著
作
を
残
さ
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

他
の
著
作
も
読
ん
で
み
た
い
と
調
べ
て
み
ま
し
た
が
、
先
生
は

永
泉
寺
副
住
職
　
猪
　
股
　
尚
　
典
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二
〇
〇
七
年
に
逝
去
さ
れ
て
お
り
、
絶
版
と
な
っ
て
い
る
著
作

が
ほ
と
ん
ど
で
し
た
。
古
本
で
調
べ
る
と
元
値
の
三
倍
近
く
に

な
っ
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
ど
う
し
て
も
購
入
に
躊
躇
し

て
し
ま
い
、
し
ば
ら
く
古
本
屋
の
画
面
と
睨
め
っ
こ
す
る
日
々

が
続
き
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
あ
る
日
、
私
は
先
代
の
住
職
で
も
あ
る
祖
父
の
事
が

ふ
と
頭
を
よ
ぎ
り
ま
し
た
。
か
つ
て
私
が
大
学
の
卒
業
論
文
で

祖
父
に
相
談
し
た
折
、
祖
父
自
身
が
書
い
た
卒
業
論
文
を
見
せ

て
も
ら
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
内
容
が
唯
識
だ
っ
た
こ
と
を
思

い
出
し
た
の
で
す
。

　
「
も
し
か
し
た
ら
太
田
先
生
の
本
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
！
」

と
、
私
は
急
い
で
祖
父
の
書
斎
に
行
き
、
何
百
冊
と
あ
る
本
を

片
っ
端
か
ら
調
べ
ま
し
た
。
し
か
し
残
念
な
が
ら
そ
こ
に
見
つ

け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
諦
め
か
け
て
帰
ろ
う
と
し

た
時
、
廊
下
に
ふ
と
子
供
の
背
丈
く
ら
い
の
古
び
た
棚
を
見
つ

け
ま
し
た
。
そ
の
棚
に
は
埃
が
つ
か
な
い
よ
う
に
布
が
掛
け
ら

れ
て
い
た
の
で
す
が
、
薄
暗
か
っ
た
事
も
あ
り
今
ま
で
気
に
も

留
め
な
か
っ
た
の
で
す
。
恐
る
恐
る
布
を
め
く
る
と
…
な
ん
と

そ
こ
に
は
太
田
先
生
の
全
著
作
を
は
じ
め
、
今
で
は
手
に
入

ら
な
い
貴
重
な
唯
識
仏
教
の
本
が
ほ
ぼ
全
て
揃
っ
て
い
た
の
で

す
！　

私
は
腰
を
ぬ
か
し
ま
し
た
。
二
〇
一
六
年
に
亡
く
な
っ

た
祖
父
か
ら
最
高
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
も
ら
っ
た
気
分
で
し
た
。

私
は
涙
が
止
ま
ら
ず
、
祖
父
の
遺
影
の
前
で
泣
き
な
が
ら
感
謝

の
礼
拝
を
し
ま
し
た
。
そ
の
時
祖
父
の
声
が
聞
こ
え
た
気
が
し

ま
す
。「
よ
し
よ
し
、
お
前
も
よ
う
や
く
唯
識
を
学
べ
る
力
を
つ

け
た
か
。
私
が
準
備
し
た
か
ら
、頑
張
っ
て
読
ん
で
み
な
さ
い
。」

と
て
も
優
し
く
励
ま
さ
れ
る
声
で
し
た
。亡
く
な
っ
て
四
年
経
っ

て
も
、
孫
の
私
を
こ
う
や
っ
て
導
い
て
く
だ
さ
る
の
で
す
。
仏

法
が
私
を
転
じ
た
瞬
間
で
し
た
。
今
度
は
私
が
法
を
転
じ
る
番

で
す
。
私
は
こ
れ
を
仏
様
の
導
き
と
受
取
り
、
生
涯
を
か
け
て

学
ぶ
決
意
を
し
ま
し
た
。

　

こ
の
出
来
事
は
た
だ
の
偶
然
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
こ

れ
を
仏
様
の
導
き
と
信
じ
受
け
取
っ
た
時
、
私
は
生
き
る
力
を

頂
い
た
気
が
し
ま
す
。
さ
ら
に
大
切
な
事
は
た
だ
待
つ
の
で
は

無
く
、
そ
の
縁
を
頂
け
る
様
に
こ
ち
ら
の
側
か
ら
も
精
進
し
、

信
じ
求
め
て
行
く
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
信
仰
の
力
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。
仏
様
の
一
光
が
世
の
闇
を
照
ら
し
、
皆
様
に
仏

法
の
導
き
が
あ
り
ま
す
よ
う
祈
り
ま
す
。
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お
地
蔵
様

�

大
川
寺
住
職
　
棟
　
方
　
宣
　
之

　

暑
さ
が
本
番
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
し

た
。
大
曲
地
域
は
毎
年
町
内
十
三
か
所

で
、
六
月
二
三
日
と
二
四
日
に
お
地
蔵
様

の
大
祭
を
し
て
お
り
ま
す
。
町
内
に
よ
っ

て
は
七
月
に
大
祭
を
営
む
地
域
も
あ
り
ま

す
が
、
六
月
が
多
い
よ
う
で
す
。
そ
の
祭

典
が
始
ま
っ
た
い
き
さ
つ
は
、
東
北
地
方

は
明
治
時
代
末
期
か
ら
大
正
の
は
じ
め
、

昭
和
の
初
期
と
飢
饉
や
伝
染
病
で
沢
山
の

子
供
が
亡
く
な
ら
れ
た
年
が
何
年
も
続

き
、
子
供
を
亡
く
し
た
親
た
ち
が
、
町
内

ご
と
に
お
堂
を
建
て
て
、
子
供
の
供
養
の

日
を
も
う
け
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
確
か

に
、
當
寺
の
古
い
過
去
帳
を
見
て
も
、
毎

日
の
よ
う
に
子
供
が
亡
く
な
ら
れ
て
い
る

年
が
何
年
も
あ
り
ま
す
。
大
曲
だ
け
で
な

く
、
地
域
ご
と
に
供
養
を
さ
れ
て
い
る
所

も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
町
内
ご
と
に
、

僧
侶
を
お
呼
び
し
て
供
養
し
ま
す
。
お
逮

夜
の
お
経
が
終
わ
る
と
そ
れ
ぞ
れ
の
家
々

の
お
地
蔵
様
を
自
宅
に
連
れ
て
帰
り
、
一

番
風
呂
で
き
れ
い
に
洗
い
、
新
し
い
タ
オ

ル
で
拭
い
て
床
の
間
に
ま
つ
り
、
そ
の

家
、
そ
の
家
の
精
一
杯
の
ご
馳
走
を
お
供

え
し
て
、
一
晩
泊
ま
っ
て
、
次
の
日
に
ま

た
お
堂
に
お
返
し
す
る
風
習
が
残
っ
て
お

り
ま
す
。
ま
た
、
絶
え
て
し
ま
っ
た
家

や
、
秋
田
を
離
れ
た
方
々
の
お
地
蔵
様
は

当
番
の
方
々
が
二
、三
人
お
堂
に
泊
ま
っ

て
見
守
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
最
近
で

は
高
齢
化
が
進
み
、
若
い
方
も
地
元
か
ら

離
れ
て
い
く
こ
と
で
、
町
内
で
お
地
蔵
様

を
守
る
事
が
困
難
な
町
内
も
出
て
き
て
い

ま
す
。
し
か
し
、こ
の
行
事
は
先
人
達
が
、

色
々
な
思
い
で
我
々
の
想
像
も
つ
か
な
い

事
を
乗
り
越
え
て
こ
ら
れ
た
時
代
の
大
事

な
行
事
で
あ
り
ま
す
。
形
を
変
え
て
で
も

後
世
に
遺
し
て
い
く
こ
と
が
我
々
の
つ
と

め
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
唵お

ん
訶か

ー
訶か

ー
訶か

尾び

娑さ
ん
摩ま

曳え
い
娑そ

婆わ

訶か

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

�

見
秀
寺
住
職
　
佐
々
木
　
大
　
心

　
今
年
に
入
っ
て
間
も
な
く
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
が
も
は
や
中
国
だ
け
の
話
で
は

な
く
な
り
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
プ
リ
ン
セ
ス

号
の
件
も
あ
り
連
日
マ
ス
コ
ミ
の
報
道
が

世
の
中
を
騒
が
せ
た
。
程
な
く
日
本
に

と
っ
て
も
本
当
に
対
岸
の
火
事
で
は
な
く

な
り
、
今
年
四
月
七
日
に
は
特
別
措
置
法

に
基
づ
く
緊
急
事
態
宣
言
が
東
京
都
、
埼

玉
県
、
千
葉
県
、
神
奈
川
県
、
大
阪
府
、

福
岡
県
に
対
し
て
発
出
さ
れ
四
月
十
六
日

に
は
全
都
道
府
県
に
拡
大
さ
れ
た
。

　
そ
れ
に
伴
い
全
国
で
学
校
の
臨
時
休
業

や
店
舗
、
施
設
に
対
し
て
休
業
要
請
が
出

さ
れ
我
々
の
生
活
も
大
き
く
変
化
を
強
い

ら
れ
た
。

　
五
月
二
十
五
日
に
は
緊
急
事
態
宣
言
は

解
除
さ
れ
た
も
の
の
、平
時
に
は
程
遠
く
、

不
安
の
中
で
皆
注
意
し
な
が
ら
生
活
し
て

い
る
現
状
で
あ
る
。

　

我
々
の
業
界
も
無
論
例
外
で
は
な
く
、

涅
槃
会
や
施
食
会
、
お
盆
の
棚
経
な
ど
、

ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
悩
ま
れ
た
方
は
少

な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
私
の
寺
で
は
毎

日
、
月
命
日
に
檀
家
様
の
お
宅
に
伺
い
読

経
供
養
し
て
い
る
。
最
初
は
マ
ス
ク
は
病

気
の
人
が
付
け
る
イ
メ
ー
ジ
も
あ
り
、
慣

れ
な
い
事
も
あ
っ
た
り
し
て
、
着
用
を
た

め
ら
っ
た
。
当
然
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

に
対
す
る
個
人
的
な
意
識
の
差
は
人
そ
れ

ぞ
れ
だ
が
、
月
命
日
の
お
経
に
行
く
と
中

に
は
か
な
り
気
に
し
て
お
ら
れ
る
様
子
の

檀
家
様
も
見
受
け
ら
れ
た
。
最
初
は
家
に

よ
っ
て
マ
ス
ク
を
付
け
た
り
外
し
た
り
し

て
い
た
が
今
で
は
私
も
慣
れ
て
来
た
事
も

あ
り
、
月
命
日
の
お
経
だ
け
は
マ
ス
ク
着

用
で
読
経
供
養
し
て
い
る
。

　
我
々
も
様
々
な
行
事
や
お
盆
の
棚
経
な

ど
、
世
情
状
況
を
見
な
が
ら
の
中
止
や
規

模
の
縮
小
、
あ
る
い
は
対
策
し
な
が
ら
行

う
と
い
う
選
択
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
本
当
に
考
え
て
も
い
な
か
っ
た
疫
病

に
悩
ま
さ
れ
る
年
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

が
、
一
日
も
早
く
こ
の
疫
病
が
完
全
に
終

息
し
て
、
か
つ
て
の
日
常
を
取
り
戻
せ
る

様
に
御
仏
様
に
願
う
ば
か
り
で
す
。

今
夏
の
棚
経
中
止

�

満
友
寺
住
職
　
鎌
　
田
　
俊
　
龍

　
今
年
の
棚
経
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル

ス
感
染
拡
大
予
防
の
観
点
か
ら
中
止
を
決

断
し
、
檀
家
の
皆
さ
ま
へ
の
お
知
ら
せ
を

い
た
し
ま
し
た
。

　

棚
経
を
中
止
と
し
た
こ
と
に
対
し
て

は
、
未
だ
に
い
ろ
い
ろ
な
想
い
が
つ
き
ま

と
い
ま
す
。

─
十
七
教
区
の
皆
さ
ま
の
声
─
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師
父
、
晩
年
の
お
盆
が
近
づ
い
た
あ
る

日
の
こ
と
で
す
。「
話
が
あ
る
」
と
部
屋

へ
呼
び
出
さ
れ
ま
し
た
。「
何
か
」
と
問

う
と
、「
今
年
は
お
盆
、廻
れ
そ
う
に
な
い
」

と
の
言
葉
。
内
心
、「
え
！
」
と
、
戸
惑

い
ま
し
た
。
そ
の
頃
に
は
、
師
父
は
体
が

弱
り
、
棚
経
か
ら
と
う
に
引
退
し
て
い
た

か
ら
で
す
。「
わ
か
っ
た
」
と
だ
け
返
事

を
し
て
、
そ
の
場
を
去
っ
た
こ
と
が
思
い

出
さ
れ
ま
す
。

　
認
知
症
も
少
し
進
ん
で
い
た
こ
と
か
ら

棚
経
の
こ
と
は
、
も
う
頭
に
な
い
と
思
っ

て
い
た
の
で
少
な
か
ら
ず
驚
き
、
そ
れ
と

同
時
に
「
や
っ
ぱ
り
」
と
い
う
感
じ
も
い

た
し
ま
し
た
。

　
そ
れ
と
言
う
の
も
、
師
父
は
棚
経
を
大

変
、
大
事
に
し
て
い
た
か
ら
で
す
。
棚
経

は
托
鉢
と
同
じ
だ
。「
行
」
な
の
だ
。
檀

家
さ
ん
に
対
す
る
何
よ
り
の
教
化
で
あ

り
、
我
々
僧
侶
を
待
っ
て
い
て
く
だ
さ
る

気
持
ち
に
寄
り
添
う
こ
と
だ
、
と
。

　
面
と
向
か
っ
て
教
示
さ
れ
た
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
話
の
端
々
か
ら
う
か
が
う

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、
何
よ
り
も

そ
の
態
度
、
行
動
で
示
さ
れ
て
い
た
よ
う

な
気
が
し
ま
す
。

　
東
堂
に
退
い
て
か
ら
も
、
率
先
し
て
棚

経
に
勤
し
ん
で
お
り
ま
し
た
。
車
の
運
転

が
難
し
く
な
っ
て
か
ら
も
変
わ
ら
ず
、
朝

五
時
半
に
は
も
う
タ
ク
シ
ー
を
玄
関
に
横

付
け
さ
せ
て
い
ま
し
た
。
体
力
的
に
は
大

分
き
つ
か
っ
た
は
ず
で
す
。
そ
れ
で
も
棚

経
を
続
け
た
の
は
、
身
心
に
染
み
込
ま
せ

た
道
念
で
あ
っ
た
と
、
私
は
思
い
ま
す
。

　
棚
経
の
中
止
。
今
の
世
情
で
は
や
む
を

得
な
い
こ
と
と
頭
で
は
理
解
し
な
が
ら

も
、
師
父
が
最
晩
年
の
夏
ま
で
、
棚
経
の

心
配
を
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
私

の
判
断
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か

…
…
。
と
、
の
み
く
だ
し
き
れ
な
い
気
持

ち
に
な
り
、
し
き
り
に
想
念
を
馳
せ
て
い

ま
す
。 

恋
衣

 

祗
薗
寺
住
職
　
秋
　
山
　
竜
　
次

　
何
か
の
き
っ
か
け
で
、
何
か
を
は
じ
め

た
経
験
は
誰
し
も
が
あ
る
こ
と
だ
と
思
い

ま
す
。

　
そ
れ
が
、
三
日
坊
主
せ
よ
一
ヵ
月
せ
よ

生
涯
に
せ
よ
。

　
運
動
会
で
負
け
て
、
悔
し
く
て
帰
宅
後

ラ
ン
ニ
ン
グ
を
す
る
子
。

　
晋
山
式
で
正
座
の
為
に
ラ
ン
ニ
ン
グ
す

る
私
。

　
オ
キ
ニ
ー（
お
気
に
入
り
の
娘
）に
太
っ

た
ね
と
言
わ
れ
ラ
ン
ニ
ン
グ
す
る
人
。

　
ド
ン
ド
ン
議
題
か
ら
離
れ
て
い
く
。

　
時
を
戻
そ
う
。

　
最
近
、
酒
癖
の
悪
さ
を
家
族
か
ら
も
言

わ
れ
ま
す
。

　
息
子
か
ら
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が

痛
い
。
妻
か
ら
は
言
葉
が
汚
い
。

　
諸
々
省
略
。

　
愛
妻
家
で
知
ら
れ
る
私
で
す
が
、
言
い

訳
や
御
託
を
並
べ
た
り
、
口
に
し
て
は
い

け
な
い
言
葉
を
投
げ
つ
け
て
、
心
を
踏
み

に
じ
っ
た
り
。

　
そ
の
後
に
感
じ
る
、
自
分
の
弱
さ
、
身

勝
手
さ
、
虚
し
さ
。

　
数
日
後
、
大
曲
イ
オ
ン
の
書
店
に
行
っ

た
時
、
一
冊
の
本
が
私
に
モ
ー
シ
ョ
ン
を

か
け
て
き
ま
し
た
。
そ
の
本
は
『
日
本
の

大
和
言
葉
を
美
し
く
話
す
』
で
す
。

　
日
本
に
は
漢
語
と
外
来
語
、
そ
し
て
生

粋
の
日
本
語
「
大
和
言
葉
」
の
大
き
く
分

け
て
こ
の
三
つ
が
あ
る
そ
う
で
す
。

　
最
近
は
、
造
語
能
力
に
富
む
漢
語
や
一

見
シ
ャ
レ
オ
ツ
な
外
来
語
に
押
さ
れ
て
、

長
く
愛
さ
れ
、
用
い
ら
れ
て
き
た
美
し
い

大
和
言
葉
が
あ
ま
り
使
わ
れ
な
い
、
現
象

が
生
ま
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。

　
私
は
こ
の
本
を
読
ん
だ
時
、
妙
な
心
地

良
さ
を
覚
え
ま
し
た
。

　
あ
た
り
ま
え
で
す
が
、
美
し
い
心
か
ら

は
正
し
い
言
葉
が
生
ま
れ
ま
す
。
乱
れ
た

心
か
ら
は
粗
暴
な
言
葉
が
生
ま
れ
、
い
い

結
果
は
で
ま
せ
ん
。

　
今
、
出
会
え
て
良
か
っ
た
で
す
。
改
め

て
、
日
本
語
を
勉
強
し
よ
う
と
決
意
し
た

瞬
間
で
す
。

　
売
れ
な
い
時
代
か
ら
、
妻
は
百
年
た
っ

て
も
変
わ
ら
ぬ
愛
で
私
の
事
支
え
て
く
れ

ま
し
た
。

　
こ
れ
か
ら
は
、
こ
れ
か
ら
は
と
何
回
も

ご
免
を
貰
っ
て
来
た
私
で
す
。
照
れ
く
さ

い
の
で
、所
報
の
中
心
で
愛
を
叫
び
ま
す
。

『
い
つ
も
、
あ
り
が
と
う
。』

　
今
日
は
、
雨
降
り
で
中
も
外
も
仕
事
が

な
い
の
で
『
逢
瀬
』
に
誘
い
ま
す
。

 

合
掌

自
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妄
言
風
発
の
コ
ー
ナ
ー
は
毎
回
興
味
深

く
拝
見
し
て
お
り
ま
す
が
特
に
若
い
方
々

が
志
高
く
僧
侶
と
い
う
職
に
取
り
組
ま
れ

て
い
る
こ
と
に
感
心
し
て
い
ま
す
。
い
ざ

書
く
方
と
な
る
と
難
し
い
も
の
で
す
ね
。

原
稿
依
頼
が
届
い
た
こ
と
を
近
親
者
に
伝

え
る
と
『
俺
は
ラ
ー
メ
ン
屋
の
話
だ
っ

た
。』
と
。
確
か
に
私
も
記
憶
し
て
お
り

ま
し
た
。
だ
い
ぶ
気
も
楽
に
な
っ
た
の
で

話
を
進
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
十
七
教
区
は
十
三
カ
寺
と
少
な
い
寺
院

数
で
す
が
自
坊
の
手
伝
い
を
し
て
い
る
副

住
職
さ
ん
も
多
く
教
区
で
集
ま
る
と
威
勢

の
い
い
若
者
の
お
か
げ
で
だ
い
ぶ
賑
や
か

な
雰
囲
気
に
な
り
ま
す
。
私
が
修
行
か
ら
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戻
っ
た
頃
は
長
い
間
下
も
入
っ
て
来
ず
暫

く
下
っ
端
の
ま
ま
で
し
た
。
た
だ
右
も
左

も
分
か
ら
な
い
私
を
教
区
の
み
な
ら
ず
近

隣
の
ご
寺
院
さ
ん
達
に
と
て
も
快
く
迎
え

て
い
た
だ
き
（
少
な
く
と
も
私
に
は
そ
う

映
り
ま
し
た
）
事
あ
る
ご
と
に
声
を
か
け

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
多
く
の
ご
寺
院
さ

ん
と
ご
縁
を
い
た
だ
く
機
会
を
与
え
て
い

た
だ
い
た
事
は
大
変
あ
り
が
た
く
今
も
そ

の
関
係
が
続
い
て
い
る
こ
と
に
深
く
感
謝

し
て
お
り
ま
す
。

　
現
在
私
は
年
齢
的
に
も
中
堅
ク
ラ
ス
と

な
り
若
手
を
迎
え
る
側
と
な
り
ま
し
た
。

若
手
を
指
導
し
て
い
く
こ
と
は
我
々
の
任

務
と
承
知
し
て
い
ま
す
が
、
み
ん
な
と
て

も
礼
儀
正
し
く
、
気
が
利
く
し
、
何
よ
り

よ
く
動
い
て
く
れ
ま
す
。
私
が
先
輩
に
ご

指
導
い
た
だ
き
、
良
き
関
係
を
築
け
た
よ

う
に
青
年
僧
侶
の
今
後
糧
と
な
る
指
導
を

心
掛
け
た
い
で
す
。

　
昨
年
私
は
住
職
辞
令
を
受
け
、
そ
う
遠

く
な
い
時
期
に
晋
山
式
を
予
定
し
て
お
り

ま
す
。
若
い
頃
の
記
憶
は
鮮
明
な
も
の
で

初
め
て
晋
山
式
に
随
喜
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
際
、
多
く
の
方
々
に
慕
わ
れ
て
い
る
新

命
和
尚
さ
ん
が
出
席
者
を
前
に
『
檀
家
さ

ん
に
「
お
ら
ほ
の
お
っ
さ
ん
」
と
呼
ん
で

も
ら
え
る
住
職
に
な
り
た
い
』
と
ご
挨
拶

さ
れ
ま
し
た
。
と
て
も
親
し
み
の
あ
る
住

職
さ
ん
の
人
柄
が
よ
く
表
れ
た
言
い
回
し

に
心
打
た
れ
ま
し
た
。
こ
の
言
葉
が
表
す

　
　
※�

当
コ
ー
ナ
ー
の
掲
載
順
は
原
稿
到

着
順
で
す
。
ま
た
、
肩
書
き
と
ご

氏
名
は
原
稿
に
準
じ
ま
し
た
。

表紙の言葉

俯瞰して考える
来年こそと乗り切ったこの夏は
彼には一度きりの夏で
彼女には最期の夏だった
影から見上げる空からわたしは見えない
私の夏をレンダリングする

よ
う
ご
寺
院
さ
ん
に
も
檀
家
さ
ん
に
も
気

兼
ね
な
く
声
を
か
け
て
い
た
だ
け
る
僧
侶

を
目
指
し
て
こ
れ
か
ら
も
精
進
し
て
参
り

ま
す
。 

　
　
滴
禅
会
講
伝
会
の
お
知
ら
せ

故　

杉
本
俊
龍
老
師
の
究
め
ら
れ
た
住
持
の
心
術
と
室
内
口
訣
を
講
伝
す
る
「
滴
禅
会

講
伝
会
」
が
十
月
二
十
七
日
～
二
十
八
日
の
日
程
で
、
第
一
教
区
補
陀
寺
様
を
会
場
に

開
催
さ
れ
ま
す
。

詳
し
く
は
左
記
の
と
お
り
。

第
五
十
七
回
滴
禅
会

日
程　

�

第
一
日
目　

令
和
二
年
十
月
二
十
七
日
（
火
）
十
三
時
～
十
七
時

　
　
　

◎�

開
講
式
（
杉
本
俊
龍
老
師
報
恩
諷
経
）

　
　
　

◎
維
那
の
心
得
と
回
向

　
　
　
　

講
師　

愛
知
県
花
井
寺
住
職　
　

井
上
義
臣　

老
師

　
　
　

�

第
二
日
目　

令
和
二
年
十
月
二
十
八
日
（
水
）
八
時
半
～
十
二
時

　
　
　

◎�

葬
儀
と
中
陰
供
養
功
徳
・
高
祖
十
六
条
戒

　
　
　
　

講
師　

愛
知
県
花
井
寺
住
職　
　

井
上
義
臣　

老
師

　
　
　

◎
禅
問
答
と
公
案
に
つ
い
て

　
　
　
　

講
師　

栃
木
県
高
福
寺
住
職　
　

武
井
全
補　

老
師

会
場　

補
陀
寺
会
館　

様

　
　
　

秋
田
市
山
内
字
田
中
二
六

　
　
　
　

補
陀
寺
様
御
山
内

　
　
　

※�

諸
般
の
事
情
に
よ
り
宗
報
九
月
号
の
案
内
と
会
場
が
異
な
り
ま
す

会
費　

五
千
円

威
儀　

�
開
講
式
に
は
搭
袈
裟
で
御
随
喜
下
さ
い

ご
参
加
・
お
問
合
せ
は　

秋
田
市
西
来
院　

田
中
裕
憲
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
電
話　

〇
一
八
―
八
四
五
―
三
六
四
一
）
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宗
務
所
正
面
の
壁
の
劣
化
が
激
し
く
な

り
、
所
会
の
承
認
を
得
て
修
復
工
事
を
行

う
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
今
年
は
宗
務
所

設
立
30
周
年
事
業
が
計
画
さ
れ
て
い
ま
し

た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
の
感
染
拡
大
に
よ
り

中
止
が
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

工
事
も
記
念
の
諸
事
業
を
行
う
に
あ
た
り

計
画
し
た
も
の
で
す
が
、
こ
れ
以
上
の
劣

化
を
防
ぎ
工
事
費
を
抑
え
る
た
め
、
年
内

に
施
工
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　

工
事
期
間
は
9
月
末
日
ま
で
の
予
定
で

す
。
こ
の
間
、
宗
務
所
の
出
入
り
と
入
り

口
付
近
の
駐
車
に
は
十
分
お
気
を
付
け
く

だ
さ
い
。

　

併
せ
て
、
す
で
に
お
知
ら
せ
し
て
い
る

通
り
30
周
年
記
念
事
業
と
し
て
お
り
ま
し

た
養
老
猛
司
氏
の
講
演
会
は
、
来
年
に
延

期
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ど
う
ぞ
ご

了
承
く
だ
さ
い
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
猛
威
が
止
ま
り
ま
せ
ん
。
秋
田
市
で
も
ク
ラ
ス
タ
ー

と
い
わ
れ
る
集
団
感
染
が
発
生
し
、
宗
務
所
の
事
業
も
年
内
は
行
う
こ
と
が
難
し

く
な
り
ま
し
た
。

　

コ
ロ
ナ
終
息
後
の
社
会
は
ど
う
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

葬
儀
に
関
し
て
言
え
ば
、
私
の
住
職
地
限
定
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
縮
小
化
が

一
気
に
進
ん
だ
感
が
あ
り
ま
す
。
家
族
葬
が
多
く
な
り
、
伴
っ
て
こ
れ
ま
で
は
稀

に
し
か
な
か
っ
た
火
葬
と
同
日
の
葬
儀
が
増
え
て
き
ま
し
た
。

　

葬
儀
が
葬
祭
事
業
者
の
ホ
ー
ル
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
一
般
化
し
、
ご
遺
族
も
そ

の
ホ
ー
ル
に
宿
泊
し
て
葬
儀
を
迎
え
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
滞
在
日
数
を
極
力
短

く
し
た
い
と
い
う
と
こ
ろ
な
の
で
し
ょ
う
。
お
互
い
様
だ
っ
た
弔
問
や
会
葬
も
感

染
防
止
を
理
由
に
規
制
さ
れ
、
葬
儀
費
用
は
ご
遺
族
丸
抱
え
の
負
担
と
な
ら
ざ
る

を
得
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
か
ら
の
葬
儀
は
こ
れ
が
当
た
り
前
の
形
式
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
？�

　

歴
史
的
に
み
る
と
、
こ
れ
ま
で
何
度
も
葬
儀
が
奢
侈
に
走
る
こ
と
を
戒
め
る
社

会
的
な
動
き
が
あ
り
ま
し
た
。
商
品
経
済
の
発
展
が
進
み
、
農
村
共
同
体
の
衰
退

が
顕
著
に
な
っ
た
江
戸
時
代
後
期
か
ら
明
治
に
か
け
て
そ
の
復
興
が
進
め
ら
れ
た

地
域
や
、
戦
後
の
経
済
発
展
の
陰
で
全
国
的
に
展
開
さ
れ
た
新
生
活
運
動
な
ど
に

顕
著
で
す
。
し
か
し
、
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
に
よ
る
葬
儀
の
縮
小
は
、
経
済
発
展
に

向
か
う
過
程
の
生
活
規
範
の
現
れ
と
し
て
起
き
て
い
る
の
で
は
な
く
、
経
済
の
衰

退
に
向
か
う
中
で
起
き
て
い
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　

葬
祭
は
重
要
な
儀
礼
で
あ
る
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
人

口
減
少
と
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
で
急
速
に
そ
の
あ
り
方
は
変
わ
っ
て
い
く
も
の
と
予

想
さ
れ
ま
す
。
そ
の
変
わ
り
方
に
対
し
て
、
よ
り
一
層
僧
侶
が
自
覚
的
に
関
わ
っ

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

�

（
袴
田
俊
英　

記
）

編
集
後
記
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年 間 行 事 予 定
令和２年度（2020）

友引 管区 宗務所 宗務庁 県内寺院

31
土

30
金

29
木

28
水
梅
花
流
検
定
会

（
全
県
）(

中
止)

30
月

29
日

31
木

31
水
徒
弟
研
修
会

27
火
（
中
止
）
管
区
布
教
講
習
会
・

検
定
会

28
土

30
水

31
日

30
火

27
金

29
火

30
土

29
月

26
月

26
木

28
月

宗
務
所
休
務

29
金

28
日

28
日

25
日
第
三
教
区
寶
圓
寺

晋
山

25
水
（
中
止
）
仏
教
講
座
③
27
日

28
木

27
土

27
土

24
火
（
中
止
）

宗
務
所
護
持
会
研
修
会
26
土

27
水

26
金

26
金

24
土
第
十
一
教
区
恩
徳
寺

本
葬
儀

25
金

26
火
管
区
人
権
主
事

連
絡
協
議
会

25
木
諮
問
委
員
会

25
木

23
月
勤
労
感
謝
の
日

24
木

25
月

災
害
対
策
委
員
会

24
水
通
常
所
会
（
予
算
）

23
金

22
日

23
水

24
日

24
水

23
火

22
木
（
中
止
）
管
区
役
職
員

人
権
啓
発
研
修
会

21
土

22
火

23
土

23
火
天
皇
誕
生
日

22
月

21
水

20
金

21
月

22
金

22
月

21
日

20
火

19
木
（
中
止
）
教
化
指
導
員
研
修
会

20
日

21
木
梅
花
講
役
員
会

21
日

20
土
春
分
の
日

19
月

（
中
止
）
寺
族
会
研
修
会
19
土
管
区
役
職
員

連
絡
協
議
会

20
水

20
土

19
金

18
日
第
十
教
区
福
厳
寺
　
晋
山
結
制

18
水

18
金

19
火

19
金
梅
花
講
講
長
会

18
木

17
土

17
火

17
木

18
月

18
木

17
水

第
一
教
区
乗
福
寺
　
再
会
結
制

16
月

16
水

17
日

17
水

16
火

16
金
（
中
止
）
仏
教
講
座
②
15
日
（
中
止
）
曹
青
東
北
大
会
15
火

16
土

16
火

15
月

15
木

14
土

14
月

15
金

15
月

14
日

14
水

13
金
（
中
止
）
梅
花
流
講
習
会
13
日

14
木

14
日

13
土

13
火

12
木

12
土

13
水

13
土

12
金

12
月

11
水

11
金
（
中
止
）

梅
花
流
全
県
大
会

12
火

12
金

11
木

11
日

10
火

11
月
成
人
の
日

11
木
建
国
記
念
の
日

10
水

10
土

9
月
（
中
止
）

禅
セ
ン
タ
ー
設
立
集
会
10
木

10
日

10
水

9
火

9
金

9
水

9
土

9
火

8
月

8
木

8
日

8
火

8
金

8
月
研
修
部
研
修
②

7
日

7
水
（
中
止
）

總
持
寺
・
本
山
研
修

7
土

7
月

7
木

7
日

6
土

6
火

6
金

6
日

6
水

6
土

5
金

5
月

5
木

5
土

5
火

5
金
（
中
止
）
梅
花
流
講
習
会
4
木
（
中
止
）
梅
花
流
講
習
会

4
日

4
水

4
金
（
中
止
）
梅
花
流
講
習
会
4
月

宗
務
所
休
務

4
木

3
水

3
土

3
火
文
化
の
日

3
木

3
日

3
水

２
火
教
化
活
動
推
進
・

企
画
委
員
会

2
金
（
中
止
）
梅
花
流
講
習
会
２
月

２
水

２
土

２
火

1
木

１
日
禅
セ
ン
タ
ー
設
立
記
念
日

１
火

１
金

元
日

１
月

１
月

月/日

10

OCT

月/日

11

NOV

月/日

12

DEC

月/日

1

JAN

月/日

2

FEB

月/日

3

MAR
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