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あきた

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。

山
内
御
一
同
様
、
お
健
や
か
に
新
年
を

お
迎
え
の
こ
と
と
存
じ
ま
す
。

こ
の
一
年
、
ご
指
導
・
ご
鞭
撻
よ
ろ
し

く
お
願
い
致
し
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
度
の
豪
雪
に
よ
る
被
害
と

ご
難
儀
に
対
し
心
よ
り
お
見
舞
い
を
申

し
上
げ
ま
す
。

宗
務
所
長
　
玉
林
寺
住
職
　
齋
藤
昭
道

副

所

長
　
月
宗
寺
住
職
　
袴
田
俊
英

教
化
主
事
　
西
来
院
住
職
　
田
中
裕
憲

庶
務
主
事
　
清
松
寺
住
職
　
佐
藤
徳
祐

梅
花
主
事
　
長
泉
寺
住
職
　
中
村
卓
道

人
権
擁
護
推
進
主
事

　
本
宮
寺
住
職
　
佐
藤
善
廣

書
　
　
記
　
蔵
立
寺
副
住
職
　
伊
藤
涼
平

書
　
　
記
　
松
庵
寺
住
職
　
安
孫
子
賢
太



　今冬の年末年始、秋田県内はコロナ禍に加え記録的な豪雪に見舞われました。特に県南
内陸部の横手市や湯沢市、羽後町は被害も多発し、15 年ぶりに自衛隊に派遣要請を発す
る事態になっております。各地の豪雪の様子をお伝えします。

写真をお届けいただきました黄龍寺様、久昌寺様、重福寺様、誠に有り難うございました。

雪に埋もれた中庭
横手市　黄龍寺様

山門は通行止め
横手市　重福寺様

境内の杉も折れる
横手市　重福寺様

本堂入り口は通行できず
羽後町　久昌寺様
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惑
を
掛
け
た
く
な
い
」
と
い
う
言
葉
の

よ
う
で
あ
り
ま
す
。「
繋
が
り
の
大
切

さ
」
を
「
迷
惑
」
と
い
う
こ
と
ば
だ
け

で
結
ん
で
も
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　

暗
い
お
話
の
続
く
今
年
の
中
で
、
永

遠
の
時
間
の
ロ
マ
ン
を
感
じ
さ
せ
る

ニ
ュ
ー
ス
に
胸
が
躍
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
は
、
探
査
機
「
は
や
ぶ
さ
２
」

が
小
惑
星
リ
ュ
ウ
グ
ウ
で
採
取
し
た
試

料
入
り
の
カ
プ
セ
ル
を
地
球
に
無
事
送

り
届
け
た
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
で
す
。
地

球
か
ら
リ
ュ
ウ
グ
ウ
ま
で
は
六
年
間
に

及
ぶ
飛
行
距
離
五
二
億
キ
ロ
の
長
い
旅

だ
っ
た
そ
う
で
、
今
度
は
残
っ
た
燃
料

で
一
〇
〇
億
キ
ロ
先
の
小
惑
星
に
ま
た

向
か
う
そ
う
で
あ
り
ま
す
。

　

十
年
前
の
初
代
「
は
や
ぶ
さ
」
が
相

次
ぐ
故
障
を
克
服
し
て
帰
還
し
た
時
は

「
満
身
創
痍
で
よ
く
頑
張
っ
た
」
と
涙

し
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
が
、今
回
の「
は

や
ぶ
さ
２
」
は
本
当
に
ス
マ
ー
ト
に
任

務
を
こ
な
し
て
く
れ
た
と
心
か
ら
拍
手

を
送
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
原
稿
の
締
め
切
り
が
近
づ
く
年

末
か
ら
年
始
に
か
け
て
降
り
続
い
た
雪

は
県
南
を
中
心
に
記
録
的
な
豪
雪
と
な

り
管
内
御
寺
院
さ
ま
の
被
害
報
告
も
受

け
て
お
り
ま
す
。
心
か
ら
お
見
舞
い
申

し
上
げ
る
と
と
も
に
ご
不
明
な
点
は
遠

慮
な
く
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

振
り
返
っ
て
、「
今
こ
そ
大
切
な
も

の
は
何
か
」
を
問
い
な
が
ら
、
長
い
歴

史
の
中
で
幾
多
の
難
題
を
乗
り
越
え
て

き
た
先
人
の
善
知
識
、
善
護
助
の
叡
智

に
よ
り
、
今
年
こ
そ
必
ず
や
今
の
難
題

を
乗
り
越
え
る
年
に
な
る
よ
う
念
願
し

年
頭
の
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。　

　

謹
ん
で
令
和
三
年
の
新
春
を
お
祝
い

申
し
上
げ
、
あ
わ
せ
て
皆
さ
ま
の
ご
多

幸
を
お
祈
り
申
し
あ
げ
ま
す
。
県
内
御

寺
院
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
恙
無
く
新

年
を
迎
え
ら
れ
た
こ
と
と
拝
察
申
し
上

げ
ま
す
。

　

し
か
し
残
念
な
事
に
、
世
界
中
に
蔓

延
し
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

は
、
現
在
も
収
束
の
兆
し
も
見
え
ず
、

第
三
波
の
真
っ
只
中
に
い
る
よ
う
で
あ

り
ま
す
。
亡
く
な
ら
れ
た
方
々
の
ご
冥

福
を
お
祈
り
す
る
と
と
も
に
未
だ
闘
病

中
の
皆
さ
ま
の
一
日
も
早
い
ご
回
復
を

お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

　

こ
の
コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
、
宗
務
所
行

事
も
悉
く
中
止
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
本
庁
主
催
や
管
区

主
催
の
諸
行
事
も
中
止
と
な
っ
て
お
り

ま
す
。
来
年
度
の
全
国
梅
花
大
会
も

早
々
に
中
止
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
そ
し
て
、
皆
様
の
中
に
は
研
修
会

や
行
事
の
中
止
等
に
よ
り
不
利
益
を
被

る
方
も
出
て
お
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か

と
心
配
し
て
お
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
来
年
度
の
宗
務
所
主
催
の

諸
行
事
は
し
っ
か
り
と
し
た
感
染
予
防

対
策
を
と
り
開
催
し
て
ま
い
り
た
い
と

考
え
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
の
コ
ロ
ナ
禍
で
否
応
な
し

に
葬
儀
の
形
態
が
大
き
く
変
わ
っ
た
と

感
じ
て
い
る
の
は
私
だ
け
で
は
な
い
と

思
い
ま
す
。
家
族
葬
と
い
う
名
の
も
と

に
数
名
の
参
列
者
に
よ
る
葬
儀
と
な
り

秋
田
で
は
大
切
に
さ
れ
て
き
た
隣
家
や

親
戚
の
参
列
も
な
く
、
家
族
の
中
で
も

関
東
等
の
離
れ
た
場
所
に
住
む
方
は
参

列
し
な
い
形
態
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

故
人
と
の
繋
が
り
を
大
切
に
す
る
葬
儀

と
は
云
え
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。

　

民
俗
学
者
の
柳
田
国
男
氏
の
「
先
祖

の
話
」
の
中
に
熟
年
男
性
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

太
平
洋
戦
争
末
期
に
書
か
れ
た
こ
の

本
の
冒
頭
に
印
象
的
な
お
話
が
あ
り
ま

す
。
男
性
は
地
方
か
ら
上
京
し
て
成
功

し
、
子
ど
も
に
家
を
持
た
せ
墓
所
も

作
っ
た
と
い
う
男
性
は
「
自
分
は
御
先

祖
に
な
る
つ
も
り
だ
」
と
朗
ら
か
に
語

り
、
こ
れ
を
聞
い
た
柳
田
氏
は
「
古
風

な
し
か
も
穏
健
な
心
掛
け
」
と
感
心
す

る
の
で
す
。

　

膨
大
な
数
の
戦
死
者
が
出
て
空
襲
で

多
く
の
民
間
人
が
亡
く
な
っ
た
時
期
に

柳
田
氏
は
戦
後
の
世
を
憂
い
、
家
が
継

続
す
る
大
切
さ
を
訴
え
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　

時
は
経
て
、「
御
先
祖
」
を
目
指
し

た
戦
後
世
代
と
異
な
り
、
現
在
の
シ
ニ

ア
が
語
る
の
は
「
残
さ
れ
た
家
族
に
迷

叡　

智秋
田
県
　
宗
務
所
　
所
長
　
齋
　
藤
　
昭
　
道
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通
常
の
時
期
を
ず
ら
し
て
、
何
と
か
開
催

さ
れ
、
今
年
度
予
算
、
昨
年
度
決
算
は
議

決
さ
れ
ま
し
た
。
が
、
ご
承
知
の
通
り
、

二
年
度
事
業
は
ほ
ぼ
中
止
と
な
り
、
世
の

中
の
動
向
と
同
じ
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
し

て
、
も
う
来
月
、
通
常
二
月
議
会
、
い
わ

ゆ
る
新
年
度
の
予
算
を
決
め
る
議
会
が
開

催
さ
れ
る
予
定
で
あ
り
ま
す
。
出
来
れ
ば

来
年
度
予
算
で
宗
費
削
減
等
を
盛
り
込
ん

だ
何
ら
か
の
予
算
案
を
と
、
財
政
部
長
始

め
、
内
局
の
方
々
に
、
例
年
と
は
違
い
、

お
逢
い
す
る
機
会
が
限
ら
れ
ま
し
た
が
、

お
願
い
を
致
し
て
お
り
ま
す
。
日
増
し
に

感
染
者
が
増
え
る
中
、
昨
年
か
ら
で
す
が
、

内
局
、
両
会
派
執
行
部
始
め
、
宗
務
庁
職

員
も
予
算
編
成
、
次
年
度
事
業
案
作
成
の

為
、登
庁
し
頑
張
っ
て
お
り
ま
し
た
。感
染
、

ク
ラ
ス
タ
ー
を
出
さ
な
い
こ
と
が
、
あ
た

り
ま
え
の
様
に
、
宗
務
庁
、
グ
ラ
ン
ド
ホ

テ
ル
も
何
と
か
頑
張
っ
て
お
り
ま
す
。

　

今
後
の
宗
門
に
お
き
ま
し
て
、
議
論
さ
れ

る
べ
き
問
題
は
山
積
み
で
す
が
、
一
昨
年
よ

り
ご
紹
介
し
て
お
り
ま
す
過
疎
対
策
を
始

め
、人
口
減
少
に
伴
う
専
門
僧
堂
の
あ
り
方
、

そ
し
て
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
、
減
価
償
却
が
終

わ
り
、
法
定
耐
用
年
数
を
間
近
に
控
え
た
ホ

テ
ル
の
今
後
の
あ
り
方
等
上
げ
れ
ば
き
り
が

あ
り
ま
せ
ん
が
、
皆
様
の
忌
憚
の
な
い
ご
意

見
、提
言
を
お
待
ち
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
。

直
近
の
問
題
は
随
時
お
知
ら
せ
し
て
参
り
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

今
年
も
何
卒
宜
し
く
ご
指
導
下
さ
い
ま
す

よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
、
重
ね
て
感
染
症
が

終
息
し
普
通
の
世
の
中
に
な
る
こ
と
を
衷
心

よ
り
祈
念
申
し
上
げ
、
年
頭
の
ご
挨
拶
、
ご

報
告
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。�

合
掌

　

令
和
三
年
を
迎
え
、
謹
ん
で
県
内
寺
院

ご
山
内
の
皆
々
様
、
檀
信
徒
の
皆
様
の
ご

多
幸
を
心
か
ら
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。
ま

た
国
内
は
も
と
よ
り
世
界
に
お
い
て
、
未

知
の
感
染
症
で
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
ま

し
た
方
々
の
ご
冥
福
を
祈
り
、
一
日
も
早

く
終
息
し
、
普
通
の
、
あ
た
り
ま
え
の
生

活
に
戻
る
こ
と
を
切
に
念
じ
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
始
め
に
、
昨
年
大
本
山
永
平
寺
様

に
お
き
ま
し
て
、
七
十
九
世
福
山
諦
法
禅

師
様
が
、
平
成
二
十
年
よ
り
、
十
二
年
間

お
勤
め
下
さ
い
ま
し
た
貫
首
を
ご
退
董
さ

れ
ま
し
た
。
福
山
禅
師
様
に
は
、
益
々
御

法
体
堅
固
に
て
、
先
ず
は
御
療
養
し
て
下

さ
り
、
お
元
気
に
な
ら
れ
ま
す
こ
と
祈
念

申
し
上
げ
ま
す
。

　

福
山
禅
師
様
の
御
退
董
式
後
、
こ
れ
ま

で
副
貫
首
を
お
勤
め
下
さ
い
ま
し
た
南
澤

道
人
老
師
が
、
永
平
寺
八
十
世
と
し
て
貫

首
様
、
禅
師
様
に
ご
就
任
、
ご
入
山
な
さ

い
ま
し
た
。
現
在
の
諸
事
情
を
鑑
み
、
本

年
四
月
二
日
に
、永
平
寺
様
に
於
い
て
「
晋

山
式
」
が
挙
行
さ
れ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

南
澤
禅
師
様
は
、
永
平
寺
監
院
、
副
貫
首
、

更
に
札
幌
中
央
寺
専
門
僧
堂
の
堂
頭
も
長

く
お
勤
め
頂
き
ま
し
た
の
で
ご
存
知
の
方
、

御
縁
の
お
あ
り
の
方
は
多
数
い
ら
っ
し
ゃ

る
と
思
い
ま
す
。
愈
々
の
ご
高
導
を
冀
う

も
の
で
あ
り
ま
す
。
次
に
昨
年
十
一
月
九
・

十
日
大
本
山
總
持
寺
獨
住
二
十
三
世
板
橋

興
宗
禅
師
様
の
「
荼
毘
式
禮
」
本
葬
儀
が
、

限
定
の
人
数
で
大
祖
堂
に
て
挙
行
さ
れ
ま

し
た
。
故
板
橋
禅
師
様
は
当
県
に
も
多
数

仏
縁
を
持
た
れ
、
何
度
も
秋
田
に
足
を
お

運
び
頂
き
、
檀
信
徒
の
皆
様
に
も
特
に
記

憶
に
残
る
禅
師
様
で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ

う
か
。
改
め
ま
し
て
、
皆
様
と
共
に
哀
悼

の
意
を
表
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

次
に
昨
年
五
月
八
日
永
平
寺
様
に
当
県

十
六
教
区
永
泉
寺
住
職
寿
松
木
宏
毅
老
師

が
【
単
頭
】
に
就
任
さ
れ
ま
し
た
。
ご
承

知
の
通
り
總
持
寺
様
で
は
、
当
県
六
教
区

洞
雲
寺
柴
田
康
裕
老
師
が
既
に
同
じ
【
単

頭
】
と
し
て
ご
活
躍
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

両
大
本
山
の
大
切
な
お
役
目
で
あ
る
単
頭

老
師
が
、
ど
ち
ら
も
秋
田
県
か
ら
、
と
い

う
の
は
な
か
な
か
無
い
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。
と
て
も
有
難
く
誇
ら
し
い
と
こ
ろ
で

も
あ
り
ま
す
。
御
二
人
に
は
、
近
年
の
多

様
な
厳
し
い
僧
堂
環
境
に
あ
っ
て
、
修
行

僧
の
育
成
と
ご
本
山
隆
昌
の
為
更
な
る
ご

活
躍
を
、
そ
し
て
秋
田
県
の
宗
門
興
隆
の

為
に
ご
精
進
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

次
に
宗
門
行
政
に
つ
い
て
で
あ
り
ま

す
が
、
昨
年
は
厳
戒
態
勢
の
中
、
第

百
三
十
四
回
・
第
百
三
十
五
回
宗
議
会
が
、

宗
議
会
議
員
　
國
　
安
　
大
　
智

年
頭
の
ご
挨
拶

　
　

普
通
、
あ
た
り
ま
え
の
あ
り
が
た
さ
。
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淨
法
界
身　

本
無
出
没　

大
悲
願
力　

示

現
去
來

　
　

仰
冀
真
慈　

俯
垂
照
鑑

日
本
國
秋
田
縣
能
代
市
萬
年
山
長
慶
寺
焼

香
比
丘　

信
義

今
月
今
日
恭
値
當
寺
開
山
草
菴
守
瑞
大
和

尚
　
　
　

二
十
一
世
中
興
大
岳
慈
雲
大
和
尚

　
　
　

二
十
二
世
重
興
大
登
龍
泉
大
和
尚

　
　
　

歴
住
諸
位
大
和
尚　

報
恩
忌
辰

謹シ
ン
デ

�

設ケ
二
菲
薄
之
奠ヲ
一
仍ッ

テ

�

請シ
二
現
前
清
衆ヲ
一

諷
誦

所
集
殊
勲　

上
酬
慈
恩
者
也

　
　
　

右
伏
以

　

法
眼
玲
瓏　

髙ク

奏
二
先
哲ノ

秘
曲ヲ
一

　

禅
機
密
用　

親シ
ク

�

和ス
二
先
聖ノ

風
標ニ
一

竊ひ
そ
か
ニ

以レ
バ
　

�

伝エ

聞ク

開
創　

遠ク

縁
二
起シ

慈
覺
大

師　

三
禮ら
い
ノ觀

音
像ニ
一

　
　
　
　　

�

古
刹ノ

風
光　

久シ
ク

�

由
二
来ス

長
慶

金
山　

山
岳ノ
霊
験
道ニ
一

於
レ
是　
　

�

有リ
二
草
菴
守
瑞
和
尚
一
得
二
篤

信
檀
越ヲ
一

　
　
　
　　

�

建
二

立シ

梵
刹ヲ
一

号シ
二

萬
年
山ト

一
一
二
興セ

リ

�

鼻
祖ノ

家
風ヲ
一

雖
レ
然　
　

�

時
光
変
遷　

堂
塔
伽
藍
形

剉く
じ
ケ

影
䔥

タ々
リ

　
　
　
　　

�

天
変
祝
融　

人
智
無ク
レ
術す

べ

心

　

令
和
三
年
の
年
頭
に
当
た
り
、
寺
門
の

隆
昌
と
安
寧
を
心
か
ら
ご
祈
念
申
し
上
げ
、

被
災
地
域
の
一
日
も
早
い
復
興
並
び
に
コ

ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
が
一
日
も
早
く
終

息
す
る
こ
と
を
冀
う
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　

以
前
こ
の
所
報
を
お
借
り
し
て
申
し
述

べ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
授
戒
会
は
、

檀
信
徒
に
と
っ
て
仏
弟
子
に
な
る
と
い
う

厳
粛
な
儀
式
で
あ
り
、
参
加
さ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
信
が
決
定
し
、
宗
門
檀
信
徒
と

し
て
の
新
た
な
人
生
へ
の
出
発
点
と
な
る

も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
を
考
え
れ
ば
、
こ

の
授
戒
会
こ
そ
在
家
信
仰
の
根
幹
に
据
え

る
べ
き
行
持
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

そ
し
て
、
私
ど
も
世
代
が
、
青
年
僧
侶

に
継
承
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大

切
な
儀
式
で
あ
り
ま
す
。　

　

し
か
し
、
全
国
寺
院
に
お
い
て
は
、
こ

こ
三
十
年
の
間
に
授
戒
会
の
啓
建
数
は
減

少
の
一
途
を
辿
っ
て
お
り
、
県
内
に
お
い

て
は
、
こ
こ
十
六
年
間
一
度
も
開
催
さ
れ

る
こ
と
無
く
今
日
を
迎
え
て
い
る
現
状
か

ら
、
向
後
に
至
っ
て
は
、
益
々
一
ヵ
寺
で

の
単
独
開
催
は
難
し
く
な
る
こ
と
が
予
想

さ
れ
ま
す
。

　

よ
っ
て
こ
れ
か
ら
は
、
秋
田
県
下
寺
院

の
叡
智
を
結
集
さ
せ
た
授
戒
会
の
開
催
、

即
ち
、
宗
務
所
主
催
で
の
開
催
が
望
ま
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。　

　

幸
い
に
し
て
当
県
宗
務
所
は
、
平
成

十
四
年
六
月
『
大
本
山
永
平
寺
高
祖
道
元

禅
師
七
百
回
大
遠
忌
報
恩
授
戒
会
』
を
啓

建
し
戒
弟
の
方
々
に
大
い
な
る
感
銘
を
与

え
、
大
円
成
さ
せ
た
経
験
が
あ
り
ま
す
。

　

図
ら
ず
も
、
三
年
後
の
令
和
六
年
に

は
『
大
本
山
總
持
寺
太
祖
瑩
山
紹
瑾
禅
師

七
百
回
大
遠
忌
』
が
控
え
て
い
る
こ
と
で

も
あ
り
、
現
宗
務
所
役
職
員
の
方
々
に

は
、
な
に
と
ぞ
、
在
職
中
叡
知
を
結
集
し

ご
決
断
を
頂
き
た
く
思
う
と
こ
ろ
で
あ
り

ま
す
。

　

年
頭
に
当
た
り
、
私
の
思
い
の
一
端
を

述
べ
、
今
後
共
、
御
慈
援
ご
指
導
を
賜
り

ま
す
よ
う
御
願
い
申
し
上
げ
、
管
内
寺
院

老
宗
師
の
御
法
体
堅
固
並
び
に
山
門
の
御

隆
昌
を
祈
念
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
り
ま

す
。

　

結
び
に
、
こ
の
度
掲
載
い
た
し
ま
す

『
疏
』
は
、
当
山
授
戒
会
の
維
那
を
お
勤

め
頂
い
た
、
岩
館
祖
芳
老
師
か
ら
お
作
り

頂
い
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
こ
に
、
謹
ん
で
恩
徳
寺
二
十
三
世
重

興
天
桂
祖
芳
大
和
尚
に
捧
げ
擱
筆
さ
せ
て

頂
き
ま
す
。�

合
掌

年　

頭　

所　

感

　
　
『
授
戒
会
に
つ
い
て
の
一
考
』

宗
議
会
議
員
　
深
　
川
　
典
　
雄
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慌す
さ
ビ

気
隠

タ々
リ

至ッ
テレ

此
　

�

二
十
一
世
発
願
不
退
身
業
化

世　

安ジ
二
勝
地
松
原ニ
一
作シ
二
龍

巣ト
一

　
　
　
　　

�

二
十
二
世
不
惜
身
命
而
今
現

成　

作シ
二
諸
堂
建
立ヲ
一
立ス
二
新

條ヲ
一

今
也　
　　

�

得テ
二
寺
門ノ

繁
興ヲ
一　

法
輪
逾
々

転ジ

　
　
　
　　

�

有ッ
テ二

山
風ノ

殷
盛
一　

化
門
益
々

開ク

干に
レ
時　
　

�

二
十
三
世
法
灯
正シ

ク

�

紹ケ
ツ
ギ二
遺
芳ヲ

一
拝
二
謝シ

難キ
レ
酬イ

法
乳ヲ
一
啓
二
建シ

尸
羅
会ヲ
一

　
　
　
　　

�

結ビ
二
四
衆
接
化ノ

勝
縁ヲ
一
爲ス
二
古

教
照
心ノ

本
資ト
一

仰
冀　
　

�

給イ
二
真
慈ノ

降
臨ヲ
一
伏シ

テ

�

享ケ
タ
マ
ワ
ン
コ

ト
ヲ

二
巌
茗ノ

供ヲ
一　

謹
疏

維
時
平
成
十
六
年
十
月
二
十
日
萬
年
山
長

慶
寺
焼
香
比
丘
信
義
謹
疏
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寺院名 法要種別 対応・状況１ 対応・状況２ 対応・状況３ ご意見・現況等（要約）
Ａ寺 涅槃会 内献 葬儀・法事をお寺側からは断っていない。

施主家の都合によっている。
施主家からことわりの電話があれば伺わな
いが、それ以外は如常。
全県単位で全て中止にする旨を通知しては
どうか？

彼岸会 内献
地蔵大祭 内献
葬儀 施主意向優先
法事 施主意向優先
朝経 施主意向優先

Ｂ寺 涅槃会 内献（檀信徒へは中止連絡） 法事のキャンセル・延期が多くなってきて
いる
葬儀は家族・近親者までがほとんど。
県外在住の方は遠慮願っている場合が多い。

彼岸会 お参りのみ
葬儀 家族・近親者 県在住者限定
法事 延期
朝経 如常

Ｃ院 涅槃会 内献 寺院側からの朝経・葬儀・法事のお断りは
していない
飛沫感染防止の観点から配経を自粛
4 月以降の葬儀は会食なし。僧侶も 1 名が
多くなった。
しばらくは寺院での葬儀の場合会食自粛を
要請

彼岸会 内献
葬儀 マスク着用 間隔をとる 会食自粛
法事 配経自粛
朝経

Ｄ寺 坐禅会 如常 葬儀・法事・朝経・盆法要なども如常であ
るが、家族のみなどの少人数、遠方の子供
や親族は欠席としているようだ。
これらについては、お寺側からの指導では
ない。

梅花講 3 月～ 8 月中
止

9 月～如常予
定

彼岸会 3月如常 秋は思案中
葬儀 如常
法事 如常
朝経 如常

Ｅ寺 彼岸会 法要中止 参詣如常 GW中の法事キャンセルもあり
葬儀等用僧も減った。
お盆の墓経、棚経についてどうしたらよい
か。
他寺では取りやめたところもあるようだ。

葬儀
法事 例年と比べて少数
朝経 休止要請も数件あり

Ｆ寺 涅槃会 彼岸会は内献としていたが、お参りの方が
あり、椅子の間隔を広くして座っていただ
いた。
朝経は電話確認後に行っているが、自粛方
向
「曹洞宗」「秋田県宗務所」の名で貼り紙を
したい。
お寺単独ではなく、方向性を示して欲しい。

彼岸会 内献
葬儀 少人数 県在住者限定 会食自粛
法事 自粛要請
朝経 確認後

Ｇ寺 涅槃会 内献 中止 彼岸会は例年よりも多くの参詣者で賑わっ
た。
窓・玄関は開放のままで行い手指消毒を常
設
法事は延期・中止の申し出が数件あった。
梅花・坐禅会・写経会は 3 月・4 月は中止
とした。

彼岸会 如常
葬儀 マスク着用 会食自粛
法事 施主意向優先
梅花・坐
禅

中止

朝経 如常
Ｈ寺 涅槃会 内献 朝経・法事　わずかですが延期や中止の要

望あり。
8 月の棚経毎年静岡や青森から手伝いにき
ていただいていたが、今年は中止も検討中
です。

葬儀 如常 会食自粛
法事 如常 施主意向優先
朝経 如常 施主意向優先

新型コロナウイルス感染症への対応状況報告
　このデータは、昨春秋田県宗務所でお願いした新型コロナウィルス感染防止への県内寺院の
対応を聞き取りしたアンケートの回答をまとめたものです。
　１年近くを経てなお感染は終息せず、むしろ拡大傾向にあります。涅槃会の時期を迎え、各
寺における対応の参考になればと思量し掲載いたします。
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寺院名 法要種別 対応・状況１ 対応・状況２ 対応・状況３ ご意見・現況等（要約）
Ｉ院 涅槃会 内献

彼岸会 内献
葬儀 会食自粛
法事 会食自粛
朝経 如常

Ｊ寺 涅槃会 中止 外出自粛
先行きがわからず不安
手洗い・うがいに努めて檀務を頑張る

彼岸会 如常
葬儀 家族葬 会食自粛
法事 少人数
朝経 如常

Ｋ寺 涅槃会 内献 お寺にはアルコール消毒薬。
参列者の間隔をあけて、窓開け換気。
GW中の法事は多くが中止か延期となった。
今後お盆の対応をどうするか思案中。
他県往来規制が緩和された後の感染状況を
注視する。

彼岸会 内献
大般若 中止
葬儀 家族・近親者 県在住者限定
法事 家族・近親者 県在住者限定
朝経 如常 施主意向優先（お休み）

Ｌ寺 涅槃会 法要のみ 斎無し・弁当持ち帰り 法事が激減した。
6 月より法事・葬儀について檀家さんの希
望を聞き、映像をライブ配信の対応をして
いる。（無償）
映像は後日でも視聴が可能。設備投資（約
30 万）は護持会にて負担。

大般若 法要短縮 斎無し・弁当持ち帰り
葬儀 会食自粛 ※映像配信
法事 会食自粛 ※映像配信
朝経 如常

Ｍ寺 涅槃会 中止
大般若 中止
彼岸会 如常
葬儀 施主意向優先 会食自粛
法事 施主意向優先 会食自粛
朝経 如常

Ｎ寺 涅槃会 中止
開山忌 中止
葬儀 家族・近親者 会食自粛
法事 一部中止あり

Ｏ寺 涅槃会 中止
開山忌 中止
葬儀 家族・近親者 会食自粛
法事 一部中止あり

Ｐ寺 涅槃会 中止 3月 1日総代会にて涅槃会中止を決定。
法事の中止（4~6 月末　6件）
遠隔法事（住職本堂で供養、施主は自宅仏
壇前　2件）
収束後も自粛が続く可能性があり、どう対
処するか。

葬儀 家族葬 会食自粛
法事 施主意向優先

Ｑ寺 法会講 中止 密集を避けるため内献も人の来ない時間帯
で行う。
葬儀・法事ともに県外者は呼ばず、近親者
のみ。
会食も折り詰めの持ち帰りが多い。
法事のキャンセル後見通しが立たない。
今後市内で感染者がでた際の対応があれば
良い

彼岸会 内献
盂蘭盆会 内献
葬儀 県在住者限定 会食自粛
法事 少人数 延期

Ｒ寺 先住忌 内献 葬儀・法事等　基本的には如常ですが、内
実は家族や近親者のみ。お斎はなかったり
と制限があった。
寺院対応としても、極力マスクの着用に努
めた。
お盆にむけての対応や今後が問題だろうと
思う。
今後の情報提供をお願い致します。

葬儀 近親者のみ 会食自粛 マスク・消毒
法事 近親者のみ 会食自粛 マスク・消毒
朝経 如常 マスク着用
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寺院名 法要種別 対応・状況１ 対応・状況２ 対応・状況３ ご意見・現況等（要約）
Ｓ寺 彼岸会 中止 葬儀・法事の会食はなくなった。

折り詰めを持ち帰る形式。観音祭 未定
盆合同供
養

中止検討中

葬儀 会食自粛
法事 少人数

Ｔ寺 涅槃会 中止 葬儀ほぼ家族葬、法事もほぼお寺での入法
事となる。
近年ただでさえ仏事に無関心な層が増えて
おり、お寺の在り方も苦境に立たされてい
る。
このコロナを境に簡素化の傾向が大勢を占
めることになりそうで不安である。

彼岸会 内献
地蔵大祭 中止
葬儀 家族葬
法事 入法事
朝経

Ｕ寺 涅槃会 如常 5月・7月に予定していた講。
行持は中止。彼岸会 如常

施食会 如常 会食自粛予定
葬儀 少人数 会食自粛
法事 少人数 会食自粛
朝経 如常

Ｖ寺 涅槃会 法要のみ 会食自粛
彼岸会 内献
葬儀 如常
法事 会食自粛
朝経 如常

Ｗ寺 涅槃会 如常
彼岸会 内献 会食自粛
葬儀 家族葬
法事 寺院会場　増 会食自粛
朝経

Ｘ寺 涅槃会 中止 中止・延期ばかりで教化活動が出来ない
対策があれば教えて欲しい
早期解決を願う

彼岸会 内献 マスク着用
葬儀 寺会場×
法事 会食自粛 延期要請
朝経 中止 お休み

Ｙ寺 涅槃会 内献 観音講・般若講〔内献〕地蔵講〔中止〕
遠方の檀家さんからの法事を秋口に変更し
たい旨の連絡や相談が多数あり。
お盆のお墓参り・施食会について検討中
200 年以上の伝統ある札打ち行持も中止

彼岸会 内献
梅花講 中止（五月）
葬儀 如常
法事 遠方檀家延期
朝経 如常

Ｚ寺 涅槃会 如常 法要は各自本尊、厨子、お墓詣りをしてい
ただいた。
例年通りの参列者であった。
「新型コロナウィルス感染症に対する寺院対
応」を遵守している。
心の不安に対して宗教的対応をする。

彼岸会 如常
葬儀 県在住者限定 会食自粛
法事 県在住者限定 会食自粛
朝経 如常

ａ院 大仏祭典 内献 田舎だからと油断してはいけない
学校へ通う息子にも予防を徹底して欲しい
が難しい
寺院業務に支障をきたさない事を最重要視
している。

葬儀 少人数 会食自粛
法事 間隔をとる
朝経 如常 電話確認

ｂ寺 涅槃会 内献 葬儀の対応については 4月初旬の状況
彼岸会
葬儀 家族葬 葬儀：本堂　会食：自宅
法事
朝経 月経中止
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寺院名 法要種別 対応・状況１ 対応・状況２ 対応・状況３ ご意見・現況等（要約）
ｃ寺 涅槃会 如常

彼岸会 内献
降誕会 内献
葬儀 家族・近親者
法事 県外延期
朝経 如常

ｄ寺 涅槃会 内献 葬儀後の会食が無くなり、折の持ち帰りが
ほとんど。
法事も身内のみや中止が多くなっている。

彼岸会 内献
葬儀 会食自粛
法事 少人数 中止
朝経 如常

ｅ寺 涅槃会 如常 会食自粛 随喜無し 大般若会はマスク配布・間隔をあけるといっ
た対策も
月例の梅花講・そうじ等は当面お休み。
坐禅会は少人数の為行っている。
遠方の方がほとんどのご法事の場合以下の
提案。
供養・墓参りを撮影、プリントして一筆添
えて送付。
お布施は郵送する。　何件か実施した。

彼岸会 如常 自由参拝
大般若 参列自由 会食自粛 随喜減
葬儀 如常 少人数 会食自粛
法事 日程延期 住職のみを提

案
梅花講 当面中止

ｆ寺 彼岸会 内献 参拝は自由 GW県外からの法事は 7 割キャンセル。不
参供養や葬儀の延期などがある。　葬儀後
の会食も少しずつ行われているが、宗務所
宗務庁で線引きをして欲しい
知り合いの医師の話として、トイレを介し
ての感染が一定数あるのではという話があ
る。

念仏講 中止
葬儀・法
事

マスク着用 手指消毒 間隔を空ける

葬儀・法
事

会食自粛（弁
当）

換気 県外者確認

朝経 如常
ｇ寺 涅槃会 如常 2月 29 日逮夜 涅槃は例年通り寺院 15 名。参拝者は減。

降誕会：寺院随喜を断る。彼岸会：今年は
雪も少なくお墓詣りは多かった。堂内への
詣りは少なかった。
会館（葬儀）は他県からの親族も来ないよ
う要請しているようだ。　地域によっての
温度差、若者の同居者がいない方々は特に
警戒感はなさそう。
今後の状況によっては、枕経・火葬への立
ち会いを考えなければならない時がくるの
かな？

降誕会 内献
彼岸会 内献
葬儀 会館（身内の

み）
会食自粛

法事 如常 寺院での開催
を要請

朝経 如常

ｈ寺 涅槃会 内献 曹洞宗として「こうする」という指針を早
め早めに出して頂くとありがたい。彼岸会 内献

両祖忌 内献予定
盂蘭盆会 内献
葬儀 家族葬 会食自粛
法事 少人数 会食自粛

ｉ寺 大般若 内献
彼岸会 内献
葬儀 会食自粛 マスク着用
法事 会食自粛 マスク着用
朝経 マスク着用

ｊ寺 涅槃会 中止 檀信徒 78 件
彼岸会 内献 生活がままならない状態です。
花祭り 中止
地蔵講 中止
施食会 中止
朝経 如常
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寺院名 法要種別 対応・状況１ 対応・状況２ 対応・状況３ ご意見・現況等（要約）
ｋ寺 彼岸会 如常

葬儀 県在住者限定 会食自粛
法事 県在住者限定 会食自粛
朝経 如常

ｌ寺 涅槃会 中止 葬儀当日の納骨が多くなった。
花祭り 如常 稚児行列（父兄参加自粛）
彼岸会 如常予定
成道会 如常予定
葬儀 家族葬 会食自粛
朝経 如常

ｍ寺 涅槃会 随喜制限 檀家役員のみ
葬儀 県在住者限定 少人数 会食自粛
法事 県在住者限定 少人数 会食自粛
朝経 如常

ｎ寺 涅槃会 参列制限 随喜無し 法要参加を責任役員・梅花講員に限定。寺
院随喜無し
葬儀等、マスク着用で移動、読経中は外し
ている。
法事は遠方からの方で日程延期があった。
梅花講・写経会は 5月の開催は見送り
坐禅会は少人数かつ、連絡先も把握してあ
るので開催

彼岸会 内献 消毒液据置 換気対応
葬儀 施主意向優先 マスク着用
法事 施主意向優先 マスク着用
参禅会 5月お休み
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二
〇
二
〇
年
の
世
相
を
表
現
す
る
漢
字
一
字
は
「
密
」、
目
に

は
見
え
な
い
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
怖
さ
を
感
じ
た
年
で
ご
ざ
い

ま
し
た
。
二
年
前
の
七
月
に
は
「
秋
田
県
集
中
豪
雨
」、
形
は
変

わ
れ
ど
自
然
の
驚
異
は
恐
ろ
し
い
も
の
で
す
。
私
が
副
住
職
を

務
め
さ
せ
て
い
る
お
寺
の
近
く
で
も
浸
水
被
害
が
あ
り
ま
し
た
。

全
国
的
な
ニ
ュ
ー
ス
で
流
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
大
雨
の
際
は

県
外
の
方
々
か
ら
た
く
さ
ん
の
ご
連
絡
を
い
た
だ
き
大
変
あ
り

が
た
く
感
じ
た
も
の
で
す
。

　

自
分
以
外
の
だ
れ
か
の
た
め
に
何
か
を
考
え
行
う
。
永
平
寺

を
開
か
れ
た
道
元
禅
師
は
「
親
疎
を
わ
か
た
ず
、
平
等
に
済
度

の
心
を
存
ず
」と
説
か
れ
て
い
ま
す
。「
親
疎
」と
は
、親
し
い
だ
っ

た
り
そ
う
で
な
か
っ
た
り
と
い
う
こ
と
で
、
そ
う
い
う
考
え
を

離
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。『
誰
に
で
も
分
け
隔
て
な
く
慈
し
み

の
心
を
持
つ
』
小
さ
い
と
き
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
が
、

実
際
に
そ
う
し
た
生
き
方
を
す
る
と
い
う
の
は
難
し
い
も
の
で

す
。

　

あ
る
日
、
お
寺
の
郵
便
受
け
に
一
通
の
封
筒
が
は
い
っ
て
お

り
ま
し
た
。
封
筒
の
裏
側
に
は
見
慣
れ
な
い
お
名
前
が
書
か
れ

て
い
る
だ
け
で
住
所
は
書
い
て
あ
り
ま
せ
ん
。
消
印
を
見
る
と
、

ど
う
や
ら
封
筒
は
大
阪
府
か
ら
送
っ
て
い
た
だ
い
た
も
の
と
分

か
り
ま
し
た
。
中
に
は
『
豪
雨
被
害
復
興
祈
願
』
と
書
か
れ
た

一
枚
の
般
若
心
経
の
写
経
と
お
手
紙
が
入
っ
て
お
り
、「
秋
田
県

一
、〇
〇
〇
㎞
先
か
ら
の
思
い

秋
田
県
宗
務
所
ネ
ッ
ト
法
話
〈
９
〉

秋
田
市　

東
光
寺
副
住
職　

鈴　

木　

慶　

道
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で
の
豪
雨
被
害
の
知
ら
せ
に
言
葉
に
な
ら
な
い
ほ
ど
驚
き
ま
し

た
。
写
経
を
一
枚
納
付
し
ま
す
。
一
日
も
早
く
復
興
し
て
く
だ

さ
い
ま
す
よ
う
に
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。
可
能
な
ら

ば
お
寺
に
納
経
願
い
ま
す
」
と
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。

　

大
阪
府
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
ご
連
絡
い
た
だ
い
た
の
は
非
常
に
あ

り
が
た
い
と
思
い
な
が
ら
も
「
わ
ざ
わ
ざ
大
阪
か
ら
送
っ
て
く

だ
さ
る
な
ん
て
、
秋
田
に
知
り
合
い
の
方
で
も
い
ら
っ
し
ゃ
る

方
な
の
か
な
」
と
思
う
私
が
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
メ
ー
ル
と

電
話
で
の
交
流
が
始
ま
り
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
差
出
人
の
方

は
秋
田
県
だ
け
で
は
な
く
東
北
に
も
来
ら
れ
た
こ
と
が
な
い
と

分
か
り
ま
し
た
。「
私
は
も
う
八
十
歳
を
超
え
大
き
な
病
気
も
わ

ず
ら
っ
て
い
る
の
で
、
体
を
動
か
し
て
皆
様
の
お
手
伝
い
す
る

の
が
で
き
ま
せ
ん
、
何
か
で
き
れ
ば
と
写
経
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
」
差
出
人
の
方
は
テ
レ
ビ
で
秋
田
県
の
災
害
状
況
を
み

て
純
粋
な
心
で
写
経
を
さ
れ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
写
経
会
を

行
っ
て
い
る
当
山
を
見
つ
け
て
送
っ
て
下
さ
っ
て
い
た
の
で
す
。

自
分
の
事
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
世
間
の
大
変
な
ニ
ュ
ー
ス

な
ど
、
自
身
と
関
わ
り
が
あ
る
と
こ
ろ
、
住
ま
い
と
近
い
と
こ

ろ
は
近
し
く
感
じ
ら
れ
る
も
の
の
、
関
係
性
が
離
れ
る
と
ど
こ

か
遠
く
で
起
こ
っ
て
い
る
出
来
事
の
よ
う
に
思
っ
て
し
ま
う
一

面
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
交
流
は
自
分
自
身
を
見
つ
め
な
お
し

大
い
に
反
省
す
る
機
会
に
な
り
ま
し
た
。

　

秋
田
県
と
大
阪
府
は
約
一
、〇
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
距
離
が

離
れ
て
い
ま
す
。
今
回
遠
く
か
ら
い
た
だ
い
た
純
粋
な
思
い
は

物
理
的
な
距
離
や
関
係
を
離
れ
た
、
ま
さ
に
ほ
と
け
さ
ま
の
心

で
あ
り
行
い
で
し
た
。
仏
教
の
教
え
が
遠
く
離
れ
た
イ
ン
ド
か

ら
中
国
を
通
っ
て
日
本
に
伝
わ
っ
て
き
た
よ
う
に
、
人
々
を
思

う
の
に
分
け
隔
て
す
る
こ
と
な
く
、
平
等
に
い
た
わ
る
心
を
持

ち
続
け
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。
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　『
実
苗
義
産
語
録
』
を
よ
む

　
龍
泉
寺
住
職
　
佐
藤
　
俊
晃

　
数
人
の
仲
間
と『
実
苗
義
産
和
尚
語
録
』

を
読
ん
で
い
ま
す
。実
苗
義
産（
一
七
七
五

～
一
八
三
八
）
は
湯
沢
出
身
、
東
源
寺
、

最
禅
寺
、
正
洞
院
を
歴
住
、
天
徳
寺
三
住

ほ
か
勧
請
開
山
の
寺
院
も
あ
り
藩
下
に
知

ら
れ
る
名
僧
で
し
た
。
そ
の
修
学
時
代
、

上
洛
し
宇
治
の
興
聖
寺
に
掛
搭
し
ま
す

が
、
時
の
堂
頭
が
玄
楼
奥
龍
、
後
席
は
霊

潭
魯
龍
で
し
た
。
こ
の
二
人
は
当
時
、
牛

問
厚
、
虎
仏
通
と
と
も
に
狼
玄
楼
、
獅
子

霊
潭
と
渾
名
さ
れ
、
苛
烈
峻
厳
な
策
励
で

知
ら
れ
た
禅
界
四
獣
の
両
角
で
し
た
。
義

産
は
二
人
の
膝
下
で
鍛
治
さ
れ
魯
龍
会
下

で
は
首
座
も
つ
と
め
て
い
ま
す
。
以
前
同

じ
仲
間
と
奥
龍
の
『
臨
在
家
語
』、『
蓮
蔵

海
五
分
録
』
を
読
ん
だ
際
、
こ
ち
ら
側
の

未
熟
故
に
充
分
に
咀
嚼
で
き
な
い
と
こ
ろ

は
あ
る
も
の
の
、
豪
壮
か
つ
綿
密
な
言
行

の
数
々
に
圧
倒
さ
れ
ま
し
た
。そ
の
狼
の
、

さ
ら
に
は
獅
子
の
家
風
が
ど
の
よ
う
に
秋

田
に
伝
え
ら
れ
た
の
か
と
い
う
関
心
か
ら

義
産
録
を
繙
い
た
由
で
す
。

　
た
と
え
ば
義
産
録
の
仏
殿
法
語
に
、

　
頭
上
は
大
慈
殿
、
脚
下
は
法
王
身
。
正

に
与

麽

の
時
、
什な

麽

に

物も
の
か
こ
れ
真
仏
な
ら

ん
。

　
山
頭
は
雲
靉あ
い
靆た
い
、
門
前
は
水
漲
流
。

と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
『
霊
潭
和
尚
四
處

録
』
中
に
見
え
る
魯
龍
の
興
聖
寺
晋
住
時

の
仏
殿
法
語
、

　

色
を
以
て
見
ず
、
声
を
以
て
求
め
ず
、

正
与

麽

の
時
什

麽

物
か
是
れ
真
仏
な
ら

ん
。

　
挿
香
し
て
云
く
、
山
頭
は
雲
靉
靆
、
門

前
は
水
漲
流
。

こ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
で
し
た
。
霊
潭
録

に
は
興
聖
寺
時
代
の
首
座
に
寄
せ
て
「
請

首
座
示
大
衆
」
と
い
う
語
が
数
度
見
え
ま

す
が
、
そ
の
い
ず
れ
か
は
義
産
を
指
し
て

の
も
の
で
し
ょ
う
。
義
産
録
に
も
「
法
幢

師
霊
潭
龍
大
和
尚
」
に
寄
せ
る
法
語
が
い

く
つ
も
見
え
ま
す
。

　
ま
た
佐
藤
信
淵
の
縁
者
で
湯
沢
の
名
医

と
し
て
知
ら
れ
た
須
田
春
育
の
詩
に
次
韻

し
た
「
次
須
田
春
育
韻
代
興
隆
偶
作
」
が

あ
り
ま
す
。

　
南
北
東
西
浅
深
を
探
り
、
露
に
眠
り
草

に
宿
し
て
煩
襟
を
洗
う
。

　
而
今
大
笑
す
昔
年
の
事
、
萬
縁
を
放
下

し
て
心
を
求
む
る
こ
と
無
し
。

　
春
育
そ
の
人
と
の
交
流
も
興
味
深
い
の

で
す
が
、
よ
り
心
惹
か
れ
る
の
は
春
育
の

著
『
見
聞
百
物
語
』
に
見
え
る
「
西
郊
疏

叟
ノ
渓
詩
話
ヲ
引
イ
テ
支
那
大
鵬
禅
師
ノ

博
学
ヲ
賞
シ
、
尾
州
公
卜
玄
楼
和
尚
応
接

ノ
事
」
と
い
う
記
事
で
す
。
こ
こ
に
は
春

育
が
義
産
よ
り
親
し
く
聞
い
た
興
聖
寺
時

代
の
奥
龍
と
義
産
と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
綴

ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
江
戸
宗
史
の
あ
る
い
は
秋

田
藩
史
の
、
そ
れ
ぞ
れ
に
た
し
か
な
足
跡

を
印
し
た
禅
僧
の
あ
り
よ
う
を
、
難
解
な

禅
語
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
も
追
い
続
け
て

ゆ
く
こ
と
に
、
う
れ
し
さ
と
あ
り
が
た
さ

を
感
じ
て
い
ま
す
。

師
父
と
兄
を
お
く
り
、
今
想
う

洞
雲
寺
住
職
　
嵩
　
　
仁
芳

　
深
ま
る
秋
に
落
ち
葉
を
掃
き
集
め
、
こ

の
課
題
に
悩
む
小
衲
で
す
。

　
お
寺
に
子
供
が
生
ま
れ
、
家
族
と
い
う

生
活
が
始
ま
っ
た
自
坊
。
父
は
出
家
で
、

一
生
の
中
に
親
が
三
度
も
変
わ
り
弟
子
と

師
匠
と
い
う
仲
で
育
ち
、
公
務
員
と
僧
侶

と
兼
ね
て
生
計
を
立
て
、
師
匠
の
妻
並
び

に
一
家
を
守
る
苦
労
の
人
で
、
夜
が
明
け

る
と
両
肩
に
荷
を
背
負
い
裏
山
の
九
十
九

折
の
道
を
上
り
畑
を
耕
し
、　

や
が
て
本

堂
か
ら
朗
々
と
し
た
読
経
の
声
が
響
き
渡

る
中
に
、
兄
と
眠
い
目
を
擦
り
冷
た
い
水

に
驚
か
さ
れ
本
堂
の
雑
巾
が
け
を
す
る
。

母
が
位
牌
堂
の
お
厨
子
の
前
に
霊
膳
を
備

え
る
。
内
仏
さ
ま
の
お
勤
め
を
終
え
事
務

仕
事
の
中
の
父
に
、
家
族
そ
れ
ぞ
れ
が
仏

壇
に
手
を
合
わ
せ
一
言
を
述
べ
、
向
き
を

変
え
朝
の
挨
拶
の
あ
と
朝
食
を
頂
く
の
が

日
課
で
し
た
。
そ
ん
な
中
に
着
替
え
を
し

勤
務
に
向
か
う
父
で
し
た
。

　
あ
る
日
曜
日
、
家
族
一
同
が
テ
ー
ブ
ル

を
囲
み
、
新
聞
紙
の
包
み
に
注
目
し
、
広

げ
た
中
身
は
一
本
の
羊
羹
で
し
た
。
母
に

包
丁
を
求
め
、
絹
糸
に
持
ち
替
え
て
物
差

し
で
計
り
切
り
込
む
様
子
に
生
つ
ば
を
呑

み
、
切
り
間
違
い
し
な
い
か
と
眼
を
凝
ら

し
、
渡
さ
れ
た
お
皿
の
上
の
羊
羹
を
見
く

ら
べ
し
、
紅
茶
パ
ッ
ク
を
ヤ
カ
ン
に
入
れ

お
茶
碗
に
つ
い
で
、
頂
き
ま
す
の
中
に
父

と
母
の
お
皿
の
上
は
両
切
は
し
が
の
っ
て

い
ま
し
た
。
あ
の
日
の
事
が
な
ぜ
か
至
福

と
し
て
今
も
残
っ
て
い
ま
す
。

　
朝
夕
の
お
檀
家
さ
ん
ご
先
祖
供
養
の
お

参
り
の
姿
に
、
家
族
兄
弟
が
ご
縁
を
頂
い

て
今
に
至
り
ま
す
。

　
こ
ん
な
時
に
、
一
言
の
言
葉
を
交
わ
す

事
も
、
顔
を
合
わ
せ
る
事
も
な
い
ま
ま
に

─
十
八
教
区
の
皆
さ
ま
の
声
─
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あ
の
世
に
旅
立
っ
た
兄
が
諸
行
無
常
、
会

者
定
離
を
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。

　
父
が
笑
顔
で
人
に
お
逢
い
す
る
姿
勢
を

そ
の
ま
ま
受
け
継
い
だ
姿
が
、
お
棺
の
中

の
安
堵
し
た
顔
で
し
た
。
今
度
は
お
前
の

番
が
や
っ
て
来
る
よ
、
と
言
う
声
が
昨
今

は
痛
く
感
じ
ま
す
。
笑
顔
で
子
や
孫
達
、

お
檀
家
の
皆
さ
ま
に
勤
め
ら
れ
る
か
と
案

じ
ま
す
。

　
故
人
の
言
葉
に
『
世
の
人
と
お
香
の
よ

し
あ
し
は
、
煙
と
な
り
て
後
こ
そ
知
れ
』

と
訓
じ
て
あ
り
ま
し
た
。

　
さ
あ
。明
日
も
外
作
務
が
待
っ
て
い
る
。

　
　

�　
乱
筆
乱
文
に
て
誠
に
失
礼
を
致
し

ま
す
。

菊
殘
猶
有
傲
霜
枝
　
　
　
　
　�

【
菊
は
殘

そ
こ
なは

れ
て
猶
ほ
霜
に
傲
る
の
枝
有
り
】

玉
林
寺
住
職
　
桑
名
　
秀
明

　
「
菊
殘
猶
有
傲
霜
枝
」
と
は
、蘇
軾
（
蘇

東
坡
）
が
、
友
人
の
劉
景
文
に
贈
っ
た
詩

の
一
節
で
、「
一
年
好
景
君
須
記　

正
是

橙
黄
橘
綠
時
」（
一
年
の
好
景
君
須
ら
く

記
す
べ
し　

正
に
是
橙と
う

黄こ
う

橘き
つ

綠り
ょ
く

の
時
）

と
続
き
ま
す
。

　
「
菊
に
は
、
霜
が
降
り
て
花
の
多
く
が

萎
ん
で
し
ま
っ
た
の
に
、
め
げ
ず
に
花
を

咲
か
せ
て
い
る
枝
が
あ
る
し
、
橙
の
実
は

ま
さ
に
黄
色
く
色
づ
き
、
蜜
柑
は
青
々
と

し
て
い
る
。
一
年
の
内
で
も
好
ま
し
い
今

の
光
景
を
忘
れ
な
い
で
欲
し
い
」
と
い
う

意
味
で
す
が
、
霜
が
降
り
草
木
が
枯
れ
ゆ

く
時
節
は
、や
は
り
物
哀
し
く
あ
り
ま
す
。

　
し
か
し
、
寂
寞
と
し
た
な
か
に
も
健
気

に
咲
い
て
い
る
花
が
あ
り
、
橙
の
暖
か
い

色
、
蜜
柑
の
青
い
色
は
目
を
楽
し
ま
せ
て

く
れ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
寒
さ
と
共
に

色
付
き
、口
福
を
も
た
ら
し
て
く
れ
ま
す
。

　
自
然
の
摂
理
を
説
き
な
が
ら
、
実
は
蘇

軾
は
、
老
境
に
入
っ
た
友
人
を
、「
年
を

と
る
の
も
そ
ん
な
に
悪
く
は
な
い
よ
」、

と
励
ま
し
て
い
ま
す
。

　
私
は
散
歩
が
好
き
で
す
。

　

霜
が
降
り
た
今
時
分
（
十
一
月
半
ば
）

の
朝
、
町
は
ず
れ
を
歩
い
て
い
る
と
、
畑

の
中
の
忘
れ
去
ら
れ
た
よ
う
な
片
隅
に
、

一
本
の
菊
が
凛
と
し
て
花
を
咲
か
せ
て
い

る
の
を
見
か
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、

き
っ
と
蘇
軾
も
こ
の
よ
う
な
菊
を
見
た
の

で
し
ょ
う
。

　
今
、
世
の
中
は
悪
疫
禍
に
よ
っ
て
疲
弊

し
て
は
い
る
も
の
の
、
悪
い
こ
と
の
み
が

席
巻
し
て
い
る
訳
で
も
あ
り
ま
せ
ん
し
、

冬
の
後
に
春
の
訪お

と

な
い
が
あ
る
よ
う
に
、

こ
の
悪
疫
も
早
晩
退
散
す
る
こ
と
で
し
ょ

う
。

　
「
菊
は
殘
は
れ
て
猶
ほ
霜
に
傲
る
の
枝

有
り
」

　
如
何
な
る
時
に
も
、
か
か
る
菊
の
よ
う

に
凛
と
あ
り
た
い
も
の
だ
と
思
う
今
日
こ

の
頃
で
す
。

　
皆
様
、
呉
々
も
ご
自
愛
願
い
ま
す
。

�

合
掌

　

追
記　

表
題
に
つ
い
て
は
、「
花
は
降

り
た
霜
で
全
て
萎
ん
で
し
ま
っ
た
が
、
そ

れ
に
も
め
げ
ず
に
枝
を
凛
と
張
っ
て
い
る

菊
が
あ
る
」
と
い
う
解
釈
も
あ
り
ま
す
の

で
念
の
為
。

過
去
を
引
く

天
昌
寺
住
職
　
本
間
　
宣
道

　
起
承
転
結
な
し
に
ず
る
ず
る
と
綴
り
ゆ

く
。

　
過
去
を
引
く
と
聞
く
に
、
何
か
罪
を
犯

し
た
人
た
ち
を
想
像
し
ま
す
が
、
彼
ら
は

自
分
の
内
に
秘
め
て
表
に
は
出
さ
ず
、
気

を
使
い
な
が
ら
、
け
ん
め
い
に
生
き
て
い

ま
す
。

　
こ
こ
で
の
過
去
は
、
い
ろ
い
ろ
な
役
職

に
つ
い
た
人
た
ち
が
、そ
れ
を
退
い
て
も
、

尚
、
し
が
み
つ
い
て
い
る
様
に
感
じ
ら
れ

ま
す
。
永
年
苦
労
し
て
そ
の
役
職
に
つ
い

た
と
し
て
も
、
退
い
た
後
は
、
皆
と
同
じ

で
あ
る
は
ず
が
、そ
う
で
は
な
い
ら
し
い
。

私
は
名
刺
を
持
っ
た
事
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
名
刺
を
い
た
だ
い
た
時
に
、
名
前
だ

け
見
ま
す
が
、
時
々
、
た
く
さ
ん
書
い
て

あ
る
の
に
出
合
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ

れ
に
は
、
元
○
○
、
前
○
○
と
あ
り
ま
す

が
、
過
去
に
自
分
の
つ
い
た
役
職
が
書
い

て
あ
る
の
に
は
、
驚
き
ま
し
た
。

　
名
刺
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
は
少

な
く
な
り
ま
し
た
が
、
お
葬
式
の
時
の
弔

辞
で
の
紹
介
に
、
元
○
○
様
、
前
○
○

様
、
す
ご
い
時
は
経
歴
ま
で
入
れ
る
時
が

あ
り
、
弔
電
も
同
様
に
あ
り
ま
す
。
過
去

の
役
職
を
引
き
ず
ら
ず
、
現
在
の
自
分
で

あ
っ
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。

　
私
た
ち
僧
侶
の
場
合
も
、
教
師
に
よ
っ

て
名
前
が
つ
い
て
い
ま
す
が
、
檀
信
徒
の

方
か
ら
は
、
何
の
区
別
も
な
く
、
た
だ
和

尚
さ
ん
と
言
わ
れ
る
だ
け
で
、
自
分
は
こ

れ
こ
れ
の
資
格
が
あ
る
と
は
言
い
ま
せ

ん
。
住
職
で
あ
ろ
う
が
、
東
堂
で
あ
ろ
う

が
、
み
な
和
尚
さ
ん
で
あ
り
、
名
前
で
呼

ば
れ
る
事
も
あ
り
ま
す
。

　
学
歴
・
職
歴
を
問
わ
れ
る
と
、
空
白
の

時
期
が
あ
り
ま
す
。
り
っ
ぱ
な
役
職
に
つ

い
て
い
た
方
に
も
、
多
少
は
あ
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
過
去
を
ふ
り
返
ら
ず
、
遠
く
未
来
を
見

ず
に
、
今
を
十
分
に
生
き
ら
れ
る
の
が
、

本
来
の
姿
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。
退
い
た

過
去
の
役
職
を
捨
て
て
、
軽
く
な
っ
た
ら

と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
思
い
は
か
な
え
ら

れ
る
か
ど
う
か
は
各
人
そ
れ
ぞ
れ
…
…
。
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日
々
辛
抱

実
相
寺
住
職
　
大
佐
賀
　
俊
博

　
只
今
コ
ロ
ナ
禍
で
あ
る
。
あ
れ
か
ら
も

う
一
年
に
、
成
ろ
う
と
し
て
い
る
。
思
え

ば
今
年
の
一
月
末
コ
ロ
ナ
の
感
染
者
を
乗

せ
た
大
型
客
船
が
入
港
し
た
頃
、
私
は
奈

良
の
吉
野
に
居
た
。
予
て
よ
り
行
こ
う
と

思
っ
て
い
た
蔵
王
堂
を
訪
ね
た
の
で
あ

る
。
季
節
柄
閑
散
と
し
て
い
て
ゆ
っ
く
り

お
参
り
出
来
た
。
御
堂
は
思
っ
た
よ
り
小

さ
か
っ
た
が
、
柱
に
驚
い
た
。
何
と
梨
の

木
だ
と
言
う
。
猶
に
直
径
一
メ
ー
ト
ル
近

い
大
木
で
あ
る
。
昔
の
修
験
者
が
原
生
林

か
ら
探
し
た
の
だ
ろ
う
、
と
て
も
珍
し
い

も
の
だ
っ
た
。
こ
の
蔵
王
堂
に
は
蔵
王
権

現
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
昔
役
行
者
が
山

上
ヶ
嶽
で
一
心
に
祈
念
し
た
処
、
最
初
に

釈
迦
次
に
観
音
そ
し
て
弥
勒
菩
薩
が
現

れ
、
こ
れ
ら
三
体
の
合
体
し
た
も
の
が
忿

怒
の
相
し
た
蔵
王
権
現
と
言
わ
れ
て
い

る
。
今
で
も
修
験
道
の
本
尊
と
し
て
崇
め

ら
れ
て
い
る
。
修
験
道
と
言
う
の
は
神
道

と
仏
教
が
混
成
し
た
山
岳
信
仰
で
あ
る
。

こ
の
修
験
者
は
山
々
を
歩
く
。
私
の
日
課

で
あ
る
ウ
オ
ー
キ
ン
グ
等
は
足
下
に
も
及

ば
な
い
。
奈
良
も
都
市
部
か
ら
離
れ
る
と

結
構
田
舎
が
多
い
。
と
も
あ
れ
お
参
り
を

良
と
し
て
帰
途
に
着
く
。
こ
の
頃
か
ら
新

型
コ
ロ
ナ
の
感
染
が
始
ま
っ
た
よ
う
に
思

う
。
都
市
部
よ
り
拡
大
し
て
全
土
に
広

ま
っ
た
。
教
区
内
外
の
行
事
も
ほ
と
ん
ど

中
止
に
な
っ
た
。
こ
ん
な
歳
が
有
っ
た
だ

ろ
う
か
。
当
山
で
も
涅
槃
会
や
夏
の
お
盆

行
事
を
取
り
止
め
た
。
そ
れ
に
し
て
も
大

雨
の
洪
水
や
ら
大
津
波
そ
し
て
疫
病
の
流

行
と
、
天
は
我
々
に
次
か
ら
次
と
試
練
を

与
え
る
。
人
類
の
行
い
を
試
す
か
の
よ
う

で
あ
る
。
今
は
只
辛
抱
強
く
我
慢
す
る
し

か
な
い
。
コ
ロ
ナ
退
散
を
仏
天
に
祈
り
、

お
の
〳
〵
自
重
す
る
し
か
な
い
の
で
あ

る
。
こ
の
気
持
で
日
々
辛
抱
す
れ
ば
近
い

将
来
き
っ
と
明
る
い
未
来
が
来
る
筈
で
あ

る
。
一
日
も
早
く
ワ
ク
チ
ン
が
出
廻
っ
て

マ
ス
ク
の
外
す
時
が
来
る
事
と
疫
病
退
散

を
祈
っ
て
ペ
ン
を
擱
き
ま
す
。
日
々
修
行

と
思
っ
て
精
進
し
ま
し
ょ
う
。

丑
年
ひ
と
昔

養
牛
寺
住
職
　
藤
原
　
徳
義

　
拙
寺
は
丑
年
が
廻
っ
て
来
る
と
、
養
牛

寺
と
い
う
珍
し
い
名
前
か
ら
少
し
ば
か
り

注
目
さ
れ
ま
す
。
悪
い
気
は
致
し
ま
せ
ん

が
、
再
び
丑
年
を
迎
え
る
年
月
の
速
さ
は

痛
感
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
そ
の
十
二
年
前
を

思
い
出
す
と
、
店
員
が
何
を
勘
違
い
し
た

の
か
領
収
証
に
「
乳
牛
寺
様
」
と
書
い

て
、
笑
い
話
の
よ
う
な
体
験
も
つ
い
昨
日

の
こ
と
の
よ
う
で
す
。
一
般
に
十
年
ひ
と

昔
と
言
い
ま
す
が
、
十
二
支
の
節
目
で
振

り
返
っ
て
も
、
二
年
の
時
空
差
は
感
じ
ら

れ
ま
せ
ん
。

　
そ
の
前
の
丑
年
と
な
る
と
、
牛
の
疫
病

が
世
界
中
に
流
行
し
た
頃
と
記
憶
し
て
お

り
ま
す
。
国
内
で
も
次
第
に
深
刻
と
な
っ

て
食
肉
業
界
が
危
機
に
陥
っ
た
と
き
で

す
。
拙
寺
の
本
尊
を
電
話
で
尋
ね
ら
れ
ま

し
た
。
匿
名
で
食
肉
関
連
の
者
と
名
乗
り

な
が
ら
、
牛
と
関
係
の
深
い
大
日
如
来
の

祈
祷
寺
院
を
探
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
本

尊
は
釈
迦
如
来
と
答
え
た
と
こ
ろ
、
以
降

の
問
い
合
わ
せ
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
養
牛
寺
と
同
じ
名
称
の
寺
院
は
「
曹
洞

宗
寺
院
住
所
録
」
で
調
べ
る
と
、
埼
玉
県

に
一
ヶ
寺
だ
け
載
っ
て
い
ま
す
。
他
の
宗

派
で
は
、
拙
寺
名
と
同
じ
お
寺
は
確
認
で

き
ま
せ
ん
。
拙
寺
を
今
年
は
丑
年
に
因
ん

で
、
た
だ
珍
し
い
名
前
と
い
う
だ
け
の
曖

昧
な
自
慢
を
し
よ
う
と
思
っ
て
お
り
ま

す
。

　
拙
寺
の
由
来
を
、
屈
託
の
な
い
法
類
会

で
は
「
牛
を
飼
っ
て
い
た
の
か
」
と
冗
談

を
言
わ
れ
ま
す
。
天
徳
寺
様
に
出
世
さ
れ

た
祖
竹
虎
禅
大
和
尚
の
会
下
が
、
恒
例
で

は
歳
の
暮
れ
に
結
集
致
し
ま
す
。
今
度
は

負
け
ず
に
「
十
二
支
の
牛
は
虎
の
先
」
と

言
い
返
そ
う
と
楽
し
み
に
し
て
い
ま
し

た
。
し
か
し
、
コ
ロ
ナ
禍
の
た
め
昨
年
は

中
止
さ
れ
、
せ
っ
か
く
の
駄
洒
落
も
忘
れ

ず
脳
裏
に
し
ま
い
込
む
し
か
あ
り
ま
せ

ん
。

　
こ
の
後
十
二
年
、
次
に
廻
っ
て
く
る
丑

年
ま
で
息
災
に
過
ご
せ
る
の
だ
ろ
う
か
。

た
だ
今
は
、
コ
ロ
ナ
禍
の
自
粛
に
我
慢
し

て
、
辛
抱
強
く
過
ご
す
こ
と
の
方
が
大
切

だ
と
自
分
自
身
に
言
い
聞
か
せ
て
い
ま

す
。お

盆
の
剪
定
に
て

永
安
寺
住
職
　
藤
原
　
潤
悦

　
当
寺
は
山
に
面
し
て
い
る
せ
い
か
松
杉

桜
銀
杏
胡
桃
な
ど
様
々
な
樹
木
が
立
っ
て

お
り
ま
す
。
お
盆
前
に
剪
定
を
行
い
ま
す

が
作
業
後
の
景
色
を
見
る
と
そ
の
美
し
さ

に
気
分
が
良
く
な
り
、
こ
れ
で
仏
様
を
気

持
ち
よ
く
迎
え
ら
れ
る
と
有
難
く
思
い
ま

す
。
剪
定
作
業
は
熟
練
し
た
技
術
を
持
っ

た
檀
家
さ
ん
が
数
人
で
行
っ
て
く
れ
る
の

で
す
が
、
そ
の
方
々
は
今
年
は
高
齢
や
怪

我
を
理
由
に
辞
退
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
あ
わ
て
て
後
任
を
探
し
ま
し
た
が

中
々
見
つ
か
ら
ず
、
今
年
は
剪
定
を
行
わ

な
い
ま
ま
お
盆
を
迎
え
て
し
ま
い
ま
し

た
。
お
盆
中
は
お
参
り
に
来
た
人
か
ら
手

入
れ
さ
れ
て
い
な
い
参
道
の
木
に
つ
い
て

の
小
言
を
言
わ
れ
な
い
か
お
ど
お
ど
し
て

お
り
ま
し
た
が
、
そ
う
い
っ
た
話
は
一
つ

も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
檀
家
さ
ん
に
聞

い
て
み
る
と
、
木
が
伸
び
て
は
い
る
け
ど
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そ
れ
で
も
丁
寧
に
整
っ
て
い
る
の
で
特
に

気
に
な
ら
な
か
っ
た
と
い
っ
て
お
り
ま
し

た
。
例
年
作
業
し
て
く
れ
て
い
た
人
が
丁

寧
な
仕
事
を
し
て
く
れ
た
お
か
げ
で
伸
び

た
枝
木
が
目
立
た
な
く
な
っ
て
い
た
よ
う

で
す
。
改
め
て
そ
の
職
人
技
に
敬
服
致
し

ま
し
た
。
そ
の
後
剪
定
を
し
て
く
れ
る
方

が
よ
う
や
く
見
つ
か
り
、
お
盆
は
過
ぎ
て

し
ま
い
ま
し
た
が
境
内
の
木
々
は
去
年
と

同
じ
く
綺
麗
に
整
い
秋
彼
岸
を
迎
え
る
こ

と
が
出
来
ま
し
た
。
整
え
ら
れ
た
オ
ン
コ

の
木
が
並
ん
だ
参
道
を
見
下
ろ
す
と
、
例

年
通
り
の
光
景
に
安
堵
し
、
今
ま
で
作
業

を
行
っ
て
く
れ
た
方
、
そ
し
て
今
回
作
業

を
行
っ
て
く
れ
た
方
に
感
謝
を
込
め
て
合

掌
礼
拝
し
ま
し
た
。

　
お
寺
は
一
日
の
流
れ
が
決
ま
っ
て
お
り

毎
日
が
同
じ
こ
と
の
繰
り
返
し
で
す
。
私

は
漠
然
と
今
年
も
同
じ
お
盆
が
来
る
と

思
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
そ
の
当
た
り
前

が
多
く
の
方
の
見
え
な
い
尽
力
に
よ
る
も

の
で
あ
る
と
改
め
て
思
い
知
ら
さ
れ
ま
し

た
。

　
来
年
の
お
盆
は
今
回
の
こ
と
を
教
訓
と

し
て
例
年
通
り
の
お
盆
に
な
る
よ
う
微
力

を
尽
く
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
合
掌

令
和
二
年
に
思
う
こ
と

宗
福
寺
住
職
　
黒
澤
　
良
允

　

令
和
二
年
は
様
々
な
事
が
一
遍
に
起

こ
っ
た
年
で
あ
り
ま
し
た
。
年
明
け
か
ら

の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
感
染
拡
大

は
、
未
だ
収
束
の
兆
し
が
見
え
ま
せ
ん
。

そ
れ
に
伴
う
緊
急
事
態
宣
言
、外
出
自
粛
、

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
延
期
、
Ｇ
ｏ
Ｔ
ｏ
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
の
実
施
や
中
止
、
等
々
色
々
あ

り
ま
し
た
。
ま
た
、
社
会
生
活
の
変
容
も

私
た
ち
に
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。

マ
ス
ク
の
着
用
や
手
指
消
毒
は
、
も
は
や

習
慣
化
し
て
い
る
事
と
思
い
ま
す
。

　
患
者
や
医
療
従
事
者
、
最
前
線
で
コ
ロ

ナ
ウ
ィ
ル
ス
と
戦
う
方
々
へ
の
差
別
や
偏

見
も
社
会
問
題
と
な
り
ま
し
た
。
未
知
の

病
気
へ
の
恐
怖
が
不
安
を
駆
り
立
て
る
状

況
に
対
し
、
私
た
ち
宗
侶
が
少
し
で
も
和

ら
げ
る
取
り
組
み
を
続
け
て
い
か
な
く
て

は
と
強
く
感
じ
ま
す
。

　
私
自
身
に
も
大
き
な
出
来
事
が
あ
り
ま

し
た
。
住
職
辞
令
を
拝
命
し
、
宗
福
寺

三
十
四
世
と
な
っ
た
事
で
す
。
大
役
を
担

う
事
と
な
り
身
が
引
き
締
ま
る
思
い
で

（
体
型
は
相
変
わ
ら
ず
で
す
が
）
毎
日
、

東
堂
老
師
か
ら
教
え
を
請
い
、
精
進
を
し

て
お
り
ま
す
（
精
進
し
て
る
と
私
自
身
は

思
っ
て
ま
す
）。

　
拝
命
に
あ
た
り
感
じ
た
の
は
仏
縁
と
は

不
思
議
で
あ
り
尊
い
も
の
だ
な
、
と
い
う

こ
と
で
す
。
私
の
得
度
の
受
業
師
は
宗
福

寺
三
十
一
世
で
し
た
。幼
い
私
に
と
っ
て
、

宗
福
寺
三
十
一
世
は
祖
父
に
近
い
感
覚
を

覚
え
て
お
り
ま
し
た
。
線
香
は
こ
う
持
つ

ん
だ
よ
、
こ
の
ま
ま
後
ろ
に
並
ん
で
着
い

て
き
な
さ
い
な
ど
小
学
生
で
あ
っ
た
私
に

よ
く
教
え
て
下
さ
い
ま
し
た
。
得
度
式
の

写
真
を
眺
め
る
た
び
、
本
堂
の
本
尊
様
や

開
山
歴
住
様
の
お
位
牌
に
手
を
合
わ
せ
る

た
び
に
、
仏
縁
を
頂
戴
し
た
あ
り
が
た
さ

や
責
任
の
大
き
さ
を
実
感
し
、
よ
り
頑
張

ら
ね
ば
と
決
意
を
新
た
に
し
て
い
ま
す
。

　
願
わ
く
は
、
曇
華
再
び
現
じ
て
重
ね
て

覚
苑
の
春
を
開
き
、
慧
日
長
え
に
明
に
し

て
永
く
昏
衢
の
夜
を
照
ら
せ
ま
す
よ
う
、

皆
様
に
は
御
祈
念
を
、
私
は
研
鑽
し
て
ま

い
り
ま
す
。

雑
　
感

浄
運
寺
住
職
　
黒
瀧
　
隆
謙

　
最
近
新
聞
で
今
年
度
の
自
殺
者
数
が
増

加
し
て
い
る
と
い
う
記
事
を
み
ま
し
た
。

特
に
若
い
20
代
の
女
性
の
自
殺
者
数
が
前

年
比
で
7
割
増
加
し
て
い
る
と
い
う
事
で

し
た
、
そ
の
理
由
は
書
い
て
お
り
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
私
な
り
に
推
測
す
る
と
、
こ

の
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
で
失
業
し
た
り
、
飲

食
店
や
観
光
業
で
顕
著
だ
と
思
わ
れ
ま
す

が
、
お
客
さ
ん
の
減
少
に
よ
る
収
入
の
減

少
等
に
よ
る
経
済
的
な
影
響
が
ひ
と
つ
、

有
名
芸
能
人
の
自
殺
に
よ
る
影
響
、
連
鎖

自
殺
、
誘
導
自
殺
と
も
言
っ
て
も
い
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
、
若
い
方
は
特
に
影
響
を

受
け
や
す
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
コ
ロ
ナ
禍

で
自
宅
に
籠
り
き
り
の
自
粛
生
活
を
送
っ

て
い
る
人
が
多
く
な
り
、
人
と
会
話
す
る

こ
と
が
減
り
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
考
え
方
に

陥
り
や
す
く
な
り
精
神
的
な
負
担
が
増
え

て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
単
純
に
理

由
を
こ
れ
ら
に
絞
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん

が
こ
の
よ
う
な
要
素
が
複
合
的
に
絡
ん
で

増
加
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
状
況
は
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
は
勿
論
あ

り
ま
す
が
、
経
済
的
な
面
か
ら
み
る
と
、

そ
れ
以
前
か
ら
兆
候
が
あ
っ
た
と
思
い
ま

す
。
一
昔
前
は
一
億
総
中
流
社
会
と
い
わ

れ
た
時
代
が
あ
り
ま
し
た
が
、
最
近
で
は

貧
富
の
差
が
拡
大
し
て
来
て
い
る
と
感
じ

ま
す
し
、
地
方
の
経
済
状
況
は
良
い
と
は

い
え
ま
せ
ん
。
私
の
お
寺
で
は
今
現
在
護

持
会
費
を
毎
年
お
檀
家
様
か
ら
徴
収
し
て

お
り
ま
す
が
、
今
後
護
持
会
費
等
の
見
直

し
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
宗
務
庁
に
納
め
て

い
る
宗
費
も
累
進
性
を
も
っ
と
強
め
て
い

た
だ
け
れ
ば
と
思
っ
て
ま
す
。
こ
れ
ら
の

事
は
各
寺
院
様
の
規
模
や
形
態
に
よ
っ
て

様
々
な
意
見
が
あ
る
と
存
じ
ま
す
が
、
規

模
の
大
き
い
寺
院
が
率
先
し
て
い
か
な
け
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れ
ば
い
け
な
い
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。
そ

う
思
う
一
方
、
護
持
会
費
等
、
た
だ
闇
雲

に
安
く
す
れ
ば
い
い
と
い
う
問
題
で
も
な

く
、
あ
の
お
寺
、
あ
の
住
職
や
奥
さ
ん
な

ら
率
先
し
て
協
力
し
て
い
き
た
い
、
そ
う

感
じ
て
い
た
だ
け
る
僧
侶
で
な
け
れ
ば
と

い
う
思
い
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
精
神
的
な

課
題
と
し
て
、
電
話
相
談
窓
口
を
開
設
し

た
り
、
月
に
一
日
で
も
お
寺
カ
フ
ェ
を
開

設
し
て
地
域
の
皆
様
と
触
れ
合
う
場
を
作

り
た
い
と
い
う
想
い
は
あ
り
ま
す
が
、
出

来
て
な
い
状
況
で
す
。
ま
た
日
頃
葬
儀
後

に
簡
単
な
お
話
し
を
さ
せ
て
頂
く
機
会
が

あ
り
ま
す
、
衣
食
足
り
て
礼
節
を
知
る
と

い
う
言
葉
が
有
り
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な

不
況
で
住
職
と
い
う
名
に
あ
ぐ
ら
を
か
い

て
お
釈
迦
様
は
～
な
ど
と
言
っ
て
る
自
分

は
ど
う
な
ん
だ
ろ
う
、
と
自
虐
的
に
考
え

て
る
時
も
あ
り
ま
す
、
修
行
研
鑚
が
足
り

ま
せ
ん
。

　
最
後
に
な
り
ま
す
が
、
僧
侶
が
政
治
経

済
の
話
を
す
る
べ
き
じ
ゃ
な
い
と
お
思
い

の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
が
、

消
費
税
は
し
ば
ら
く
の
間
凍
結
か
廃
止
を

す
る
べ
き
。

コ
ロ
ナ
禍
で
の
こ
こ
ろ
の
つ
な
が
り

立
昌
寺
住
職
　
水
野
　
聡
哉

　
原
稿
を
書
く
の
は
、
一
昨
年
の
布
教
師

試
験
以
来
で
す
。
何
を
書
こ
う
か
と
考
え

て
も
、
す
ぐ
に
は
思
い
浮
か
ば
ず
、
つ
れ

づ
れ
な
る
ま
ま
に
書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。

　

今
年
は
「
コ
ロ
ナ
」
に
始
ま
り
、「
コ

ロ
ナ
」に
終
わ
っ
た
一
年
で
あ
り
ま
し
た
。

そ
し
て
、
来
年
以
降
も
こ
の
感
染
症
に
向

き
合
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
約
百
年
前
に
も
「
ス
ペ
イ
ン
風
邪
」
が

流
行
し
、
世
界
中
で
多
く
の
方
が
亡
く
な

り
ま
し
た
。
自
坊
の
過
去
帳
を
見
て
も
、

そ
の
時
期
に
亡
く
な
っ
た
方
の
数
が
と
て

も
多
い
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
当
時
の
住

職
（
私
の
曾
祖
父
）
は
、
次
々
と
人
が
亡

く
な
っ
て
い
く
現
状
に
ど
う
向
き
合
い
、

何
を
思
っ
た
か
今
と
な
っ
て
は
知
る
す
べ

も
あ
り
ま
せ
ん
。

　
目
に
見
え
な
い
未
知
の
ウ
ィ
ル
ス
へ
の

恐
怖
は
今
も
昔
も
変
わ
り
な
く
、
ま
し
て

医
学
の
未
発
達
な
時
代
で
は
、
神
や
仏
に

す
が
る
思
い
で
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
し
か

し
、
現
代
は
明
治
以
降
の
西
洋
的
な
も
の

の
考
え
方
が
浸
透
し
、
科
学
や
医
学
が
飛

躍
的
に
発
達
し
ま
し
た
。
合
理
的
な
も
の

の
考
え
は
、
日
本
人
の
「
こ
こ
ろ
」
の
つ

な
が
り
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
ま
し
た
。

　

過
疎
化
の
顕
著
な
自
坊
の
各
集
落
は
、

多
く
が
高
齢
者
の
一
人
暮
ら
し
で
、
子
供

や
孫
は
他
の
地
域
で
暮
ら
し
て
い
ま
す
。

隣
近
所
の
付
き
合
い
や
家
族
同
士
の
つ
な

が
り
で
す
ら
「
過
疎
化
」
が
進
ん
で
い
る

の
で
す
。

　
冬
に
は
い
り
、
感
染
者
数
が
増
加
す
る

に
つ
れ
、国
や
自
治
体
が
主
体
と
な
っ
て
、

な
ん
と
か
お
さ
え
こ
も
う
と
懸
命
に
な
っ

て
い
ま
す
。
感
染
症
予
防
と
い
う
行
為
そ

の
も
の
が
、互
い
を
思
い
や
る
「
こ
こ
ろ
」

の
結
び
つ
き
に
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
な

気
が
し
ま
す
。

　
マ
ス
ク
一
つ
付
け
る
こ
と
、
手
を
消
毒

す
る
こ
と
で
他
者
と
自
身
の
身
体
堅
固
へ

と
つ
な
が
る
。
未
知
の
ウ
ィ
ル
ス
が
人
の

未
知
な
る
「
こ
こ
ろ
」
の
あ
り
よ
う
を
問

い
か
け
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
り
ま
せ

ん
。応

量
器
展
鉢
が
好
き
で
す

本
宮
寺
住
職
　
佐
藤
　
善
廣

　
扱
い
に
困
る
告
白
で
し
ょ
う
が
、
こ
ん

な
こ
と
を
言
え
る
機
会
は
そ
う
あ
り
ま
せ

ん
。
今
で
す
と
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の

症
状
の
現
れ
方
の
一
つ
に
「
味
覚
を
感
じ

な
い
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
よ
う
で
す
。

「
味
気
な
い
食
事
」
を
私
は
人
生
で
何
度

か
経
験
し
ま
し
た
。
何
を
し
て
で
あ
っ
た

か
は
覚
え
て
い
な
い
の
で
す
が
、
烈
火
の

如
く
怒
ら
れ
た
後
に
泣
き
な
が
ら
食
べ
た

ご
飯
と
極
度
の
緊
張
の
中
で
の
食
事
で

す
。
味
も
何
も
そ
も
そ
も
唾
液
が
出
て
こ

な
い
の
で
、
噛
ん
で
も
噛
ん
で
も
飲
み
込

む
こ
と
が
出
来
な
い
。
押
し
込
む
よ
う
に

食
事
を
終
え
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。

　
私
の
応
量
器
展
鉢
初
体
験
は
「
極
度
の

緊
張
」
の
中
、
一
口
飲
み
込
む
の
も
大
変

だ
っ
た
こ
と
の
記
憶
と
結
び
つ
い
て
い
ま

す
。
大
学
入
学
を
前
に
応
量
器
の
使
い
方

は
一
通
り
仕
込
ま
れ
て
は
い
ま
し
た
が
、

表
面
上
、
作
法
は
出
来
て
い
て
も
身
体
の

内
側
が
「
食
事
」
の
状
態
に
な
っ
て
い
な

い
と
い
う
感
じ
で
し
ょ
う
か
。
後
に
も
先

に
も
あ
の
一
食
の
経
験
は
忘
れ
が
た
い
も

の
で
す
。

　
思
い
起
こ
せ
ば
、
学
校
の
郷
土
学
習
で

「
安
藤
昌
益
の
思
想
」を
や
っ
た
際
に「
不

耕
貪
食
の
徒
」
と
い
う
の
が
、
な
か
な
か

に
辛
い
言
葉
で
し
た
。
朝
食
に
五
観
の
偈

を
唱
え
て
い
た
も
の
の
「
一
つ
に
は
功
の

多
少
を
計
り
…
…
」
の
部
分
で
「
不
耕
貪

食
。
不
耕
貪
食
。」
と
ツ
ッ
コ
ミ
を
入
れ

ら
れ
て
い
る
よ
う
な
気
持
ち
で
い
た
こ
と

も
あ
り
ま
し
た
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
食
べ

な
い
の
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
お
腹
は
空
き
ま
す
し
、
食
べ
た
ら
お

い
し
い
と
い
う
の
は
変
わ
ら
ず
に
生
き
て

き
ま
し
た
。
今
も
日
常
的
な
食
事
は
ご
く

一
般
的
な
形
式
で
す
。
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応
量
器
展
鉢
は
飲
食
を
超
え
て
、
食
材

に
も
、
生
産
者
に
も
、
調
理
者
に
も
、
一

緒
に
食
す
方
に
も
、
自
身
に
も
、
空
間
に

も
感
謝
を
し
、
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
素

敵
な
食
事
と
感
じ
て
い
ま
す
。
月
に
一
度

だ
け
で
す
が
、
参
禅
の
方
々
へ
告
白
を
続

け
て
い
ま
す
。�

恥
じ
て
償
い

観
音
寺
住
職
　
小
林
　
泰
成

　
人
よ
り
物
の
時
代
に
生
き
、
大
学
か
ら

も
三
行
半
を
突
き
付
け
ら
れ
中
途
半
端
な

人
生
を
好
き
放
題
生
き
何
の
知
識
も
心
構

え
も
持
た
ず
、
流
さ
れ
る
が
儘
、
住
職
と

い
う
重
役
に
迎
え
入
れ
て
く
だ
さ
っ
た
地

域
の
方
々
。

　

今
日
迄
、
何
を
し
て
来
た
の
だ
ろ
う
。

地
位
を
ひ
け
ら
か
し
威
張
れ
ど
も
、
恩
返

し
と
か
人
に
盡
す
何
か
行
動
言
動
は
あ
っ

た
か
。

　
個
人
主
義
を
重
ん
じ
、
孤
立
無
援
を
選

択
。右
倣
え
を
重
宝
す
る
社
会
に
埋
も
れ
、

我
を
見
失
う
人
々
。
コ
ロ
ナ
禍
で
、
更
に

其
等
を
強
調
さ
れ
行
場
を
見
失
い
己
を
痛

め
る
。
そ
ん
な
人
々
の
前
で
、
ま
だ
威
張

れ
る
か
。

　

お
釈
迦
様
や
道
元
禅
師
の
遺
さ
れ
た

数
々
は
、
周
囲
の
命
か
ら
生
ま
れ
た
も
の

で
は
な
か
っ
た
の
か
。
其
等
に
一
度
で
も

恩
返
し
を
し
て
来
た
か
。

　
拙
僧
に
と
っ
て
の
恩
返
し
は
、
罪
償
い

以
外
の
何
者
で
も
な
い
こ
と
を
、
つ
い
最

近
漸
く
気
づ
い
た
。

　
昼
夜
、
適
当
に
思
い
つ
き
で
坐
禅
を
し

て
み
る
。
周
囲
様
々
な
音
が
耳
に
入
る
。

機
械
の
音
、
鳥
や
虫
、
人
の
声
、
風
や
雨

の
音
、
歩
く
音
、
食
器
の
音
。
己
の
呼
吸

音
が
其
に
埋
も
れ
る
、
否
、
沢
山
の
音
に

抱
か
れ
支
え
ら
れ
る
を
発
見
。
沢
山
の
音

が
、
と
て
も
静
か
に
聞
こ
え
る
。

　
音
々
が
、
振
動
と
な
っ
て
身
体
中
に
沁

み
入
る
。

　
著
名
な
起
業
家
が
、
生
前
遺
し
た
言
葉

に『
人
生
に
大
切
な
一
つ
は
己
を
恥
じ
る
こ

と
』

　
己
が
遺
し
た
音
々
に
必
死
で
し
が
み
つ

く
子
や
孫
。
音
の
一
々
を
静
か
に
聞
く
。

放
り
投
げ
た
音
が
余
り
に
多
く
、
恥
じ
て

子
や
孫
に
頭
を
下
げ
る
。

　
恥
じ
て
、
次
代
が
代
行
す
る
尻
拭
い
を

一
つ
で
も
減
ら
す
に
尽
力
す
。出
来
れ
ば
、

活
か
す
に
転
じ
て
頂
く
を
願
い
な
が
ら
。

　
『
ま
た
こ
の
寺
へ
寄
り
た
い
』
音
を
、

余
生
で
拵
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

　
　
※�

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

新年にあたり、
明日への希望に力強く羽ばたき
輝かしい年になりますよう
ご祈念申し上げます。
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前
回
の
所
報
１
２
７
号
で
令
和
２
年
度

下
半
期
の
行
事
予
定
を
お
知
ら
せ
し
て
お

り
ま
し
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
の
県
内
に
お

け
る
感
染
拡
大
に
伴
い
、
次
の
各
行
事
を

中
止
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

・
２
月
８
日　

第
２
回
研
修
部
研
修
会

・
３
月
31
日　

徒
弟
研
修
会

　

こ
の
度
の
豪
雪
・
防
風
災
害
で
被
害
に

遭
っ
た
ご
寺
院
様
に
は
、
宗
門
か
ら
災
害

見
舞
金
が
交
付
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

　

申
請
に
際
し
て
は
次
の
点
に
留
意
し
て

く
だ
さ
い
。

・
災
害
が
発
生
し
被
害
が
確
認
さ
れ
た
と

き
は
、
被
災
箇
所
の
写
真
を
撮
影
し
て
お

い
て
く
だ
さ
い
。（
方
向
を
変
え
て
３
枚

程
度
）

・
工
事
見
積
書
（
コ
ピ
ー
可
）、
送
金
先

指
示
書
、
当
該
地
区
の
被
災
状
況
の
記
載

が
あ
る
新
聞
記
事
等
の
添
付
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

・
申
請
に
は
手
数
料
は
か
か
り
ま
せ
ん
。

　

そ
の
他
詳
細
に
つ
い
て
は
平
成
29
年
５

月
発
行
の
所
報
１
１
７
号
に
記
載
し
て
お

り
ま
す
。
ま
た
、
不
明
な
点
は
宗
務
所
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

（
境
内
の
倒
木
の
撤
去
費
用
も
補
償
対
象

と
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
建
物
同

様
の
対
応
を
と
っ
て
く
だ
さ
い
。）

　

宗
務
所
正
面
の
壁
と
、
そ
れ
に
伴
い
文

字
の
判
読
も
困
難
な
状
態
で
あ
っ
た
宗
務

所
・
禅
セ
ン
タ
ー
の
表
示
板
の
修
理
が
完

了
い
た
し
ま
し
た
。
裏
表
紙
に
写
真
を
掲

載
し
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
22
～
23
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
ま
し
た

よ
う
に
、
宗
務
所
の
使
用
要
項
を
新
型
コ

ロ
ナ
感
染
拡
大
に
合
わ
せ
改
訂
い
た
し
ま

し
た
。
宗
務
所
を
使
用
す
る
皆
様
の
健
康

状
態
を
把
握
す
る
た
め
「
健
康
状
態
申
告

書
」
を
提
出
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す

が
、
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

令
和
２
年
度
住
職
永
年
勤
続
表
彰

60
年
表
彰
　
対
象
：
昭
和
35
年
4
月
1
日
～

昭
和
36
年
3
月
31
日

第
8
教
区　

龍
泉
寺　

川
村　

一
途　

老
師

第
17
教
区　

圓
福
寺　

竹
川　

邦
雄　

老
師

50
年
表
彰
　
対
象
：
昭
和
45
年
4
月
1
日
～

昭
和
46
年
3
月
31
日

第
8
教
区　

種
蔵
院　

齋
藤　

一
昭　

老
師

40
年
表
彰
　
対
象
：
昭
和
55
年
4
月
1
日
～

昭
和
56
年
3
月
31
日

第
1
教
区　

乗
福
寺　

中
泉　

俊
堯　

老
師

第
6
教
区　

栄
昌
寺　

伊
藤　

秀
廣　

老
師

第
7
教
区　

福
城
寺　

佐
々
木
道
耕　

老
師

第
8
教
区　

龍
像
院　

山
谷　

尚
円　

老
師

30
年
表
彰
　
対
象
：
平
成
2
年
4
月
1
日
～

平
成
3
年
3
月
31
日

第
5
教
区　

慈
眼
寺　

藤
田　

道
寛　

老
師

第
10
教
区　

新
田
寺　

保
坂　

春
聴　

老
師

第
12
教
区　

満
蔵
寺　

黒
木　

泰
丸　

老
師

第
13
教
区　

常
光
寺　

加
藤　

恭
順　

老
師

第
13
教
区　

延
命
寺　

阿
部　

裕
二　

老
師

令
和
２
年
度
寺
族
表
彰

対
象
：
昭
和
25
年
4
月
2
日
～
昭
和
26
年
4

月
1
日
　
70
歳
表
彰

第
３
教
区　

円
通
寺　

近
藤　

利
恵
子　

様

第
４
教
区　

光
禅
寺　

伊
東　

照
子　
　

様

第
８
教
区　

東
源
寺　

森
沢　

文
子　
　

様

第
９
教
区　

倫
勝
寺　

山
田　

由
美
子　

様

第
14
教
区　

快
禅
寺　

渡
會　

テ
イ
子　

様

第
18
教
区　

實
相
寺　

大
佐
賀　

邦
子　

様

対
象
：
昭
和
35
年
4
月
2
日
～
昭
和
36
年
4

月
1
日
　
60
歳
表
彰

第
１
教
区　

嶺
梅
院　

三
浦　

秋　
　
　

様

第
５
教
区　

永
巖
寺　

朽
木　

由
紀
子　

様

第
８
教
区　

玉
林
寺　

齋
藤　

仁
美　
　

様

第
11
教
区　

萬
養
寺　

小
田
桐　

優
子　

様

第
11
教
区　

寳
珠
寺　

佐
々
木　

和
子　

様

第
15
教
区　

妙
音
寺　

村
上　

郁
子　
　

様

※　

宗
務
シ
ス
テ
ム
上
登
録
の
有
る
方

　
　

�

転
住
等
で
既
に
不
在
や
死
亡
な
ど
あ

る
場
合
も
ご
ざ
い
ま
す
。
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令
和
２
年
度
山
門
法
要

日
程

教
区

寺
院
名

法
要

2
月
5
・
6
日

16

永
泉
寺

本
葬

6
月
13
・
14
日

5

廣
澤
寺

晋
山
結
制
・
退
董

6
月
29
・
30
日

1

正
應
寺

本
葬

7
月
22
・
23
日

7

寳
蔵
寺

本
葬

7
月
26
・
27
日

5

香
積
寺

本
葬

10
月
17
日

1

乗
福
寺

結
制

10
月
17
・
18
日

10

福
厳
寺

晋
山
結
制

10
月
24
・
25
日

11

恩
徳
寺

本
葬

10
月
24
・
25
日

3

寶
圓
寺

晋
山

　

令
和
2
年
11
月
3
日
の
秋
の
褒
章
に
お

い
て
、
13
教
区
長
泉
寺
住
職
・
奈
良
光
英

老
師
が
永
年
に
わ
た
る
保
護
司
の
活
動
に

よ
り
、
藍
綬
褒
章
を
受
章
さ
れ
ま
し
た
。

　

令
和
2
年
11
月
14
日
10
教
区
太
平
寺
東

堂
・
亀
谷
健
樹
老
師
が
、『
空
を
担
い
で

寿
老
人
』
を
上
梓
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は

ご
老
師
が
発
行
を
続
け
て
い
る
「
は
が
き

禅
」
を
ま
と
め
た
も
の
で
、
今
回
の
出
版

は
そ
の
五
冊
目
に
あ
た
り
ま
す
。

◆
令
和
2
年
度
　
曹
保
関
係
表
彰
者
一
覧

�

（
敬
称
略
）

⃝

藍
綬
褒
章

　

奈
良　

光
英
（
鹿
角
保
護
区
）

⃝

法
務
大
臣
表
彰

　

荻
津　

秀
廣
（
横
手
保
護
区
）

⃝
更
生
保
護
法
人
全
国
保
護
司
連
盟
理
事

長
表
彰

　

佐
々
木
文
雄
（
大
曲
保
護
区
）

⃝

東
北
地
方
更
生
保
護
委
員
会
委
員
長
表
彰

　

明
石　

浩
延
（
秋
田
保
護
区
）

　

國
安　

大
智
（
横
手
保
護
区
）

　

千
葉　

友
道
（
湯
沢
保
護
区
）

　

杉
村　

寛
人
（
湯
沢
保
護
区
）

　

堀
井　

英
和
（
角
館
保
護
区
）

⃝

東
北
地
方
保
護
司
連
盟
会
長
表
彰

　

村
松　

良
周
（
能
代
保
護
区
）

　

菅
原　

芳
徳
（
鹿
角
保
護
区
）

⃝

秋
田
保
護
観
察
所
長
表
彰

　

奥
山　

祖
道
（
男
鹿
保
護
区
）

　

奥
山　

真
行
（
北
秋
田
保
護
区
）

⃝

秋
田
県
保
護
司
会
連
合
会
長
表
彰

　

伊
藤　

仙
峰
（
大
曲
保
護
区
）

⃝

秋
田
県
知
事
感
謝
状

　

本
間　

雅
憲
（
秋
田
保
護
区
）

　

新
川　

泰
道
（
能
代
保
護
区
）

　

佐
藤　

道
昭
（
本
荘
保
護
区
）
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　新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止の為、宗務所・禅センターを利用するにあた
り以下に提示する内容を遵守していただくようお願い致します。

　○利用者の人数について　
　　　主催者は事前に参加人数を把握いただき、宗務所へお知らせ下さい。
　○参加者各自の感染症予防の徹底
　　　マスクの適宜着用、手指消毒、適切な距離をとるなど、ご協力下さい。
　　　手指消毒液は宗務所入口、各所に設置しております。
　○飲食を伴う利用について
　　　飲食時での感染が疑われるケースも多々報告されています。
　　　飲食を伴う利用はご遠慮ください。
　○座席配置について
　　　会議や講義での座席配置においては「参加者同士が密にならない」
　　　「近距離での会話とならない」ような工夫と配慮をお願いします。
　○備品利用について
　　　消毒用品を用意しておりますので、利用時と利用終了時には利用者での
　　　消毒をお願い致します。
　○密閉対策について
　　　利用時には換気を意識して、可能な限り窓を開けるなどの対応を願います。
　　　長時間にわたる場合には特にこまめな換気をお願い致します。
　○密集対策について
　　　受付時や休憩時など人が密集しやすいタイミングがあります。
　　　トイレは1階2階を満遍なく利用したり、利用時間をずらすなど工夫下さい。
　○利用前後について
　　�　参加者の健康状態を把握する為、"健康状態申告書"を事前に参加者へ配布や配信を

していただきまして利用時に主催者へ提出下さい。主催者はとりまとめたものを宗務
所へ提出下さい。

　　�　利用後に参加者へ体調不良等が生じた場合には主催者は参加者全員への周知連絡と
宗務所への連絡をお願い致します。

●　�宗務所所員の感染予防の為、接触機会を極力減らす為、準備・片付けは利用者でして
いただきたいと思います。

　　事務所への入室についても代表者など人数を限って頂くようご協力下さい。

　ガイドライン
宗務所・禅センター利用ガイドライン【改訂版】
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秋田県宗務所・禅センター利用者

健康状態申告書
� 　　　　年　　月　　日
　　（ふりがな）
　①　氏名　　　　　　　　　　　　　　　

　②　教区　　　　　　　　　　　寺院名　　　　　　　　　　　　　　　　

　　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　※県内御寺院様・寺族様においては教区・寺院名のみお願い致します。
　
　③　感染流行地域への訪問や接触について
　　　14日以内での感染流行地域訪問　　あり　・　なし
　　　感染流行地域在住者との接触　　　 あり　・　なし

　④　体温　　　　　　℃　（　当日自宅検温　）

　⑤　発熱・咳・倦怠感等の症状　　　　 あり　・　なし

　⑥　緊急時連絡先　　　　　　　　　　　　　　　　　

　⑦　備考

　

　・�収集した個人情報は、目的達成のために利用し、法令に基づく場合や本人の同意がある
場合を除き、他の目的での使用及び提供は致しません。

　・参加者に感染者が出た場合は保健所の聞き取り調査への協力をお願い致します。
　・濃厚接触者となった場合は関係機関からの指示に従ってくださるようお願い致します。
　　14日間を目安に自宅待機をお願いすることもあるようです。
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コ
ロ
ナ
禍
で
お
葬
式
も
ご
法
事
も
少
人
数
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
参

列
さ
れ
る
方
だ
け
で
な
く
、
僧
侶
の
人
数
も
少
な
く
な
り
ま
し
た
。
こ

れ
は
私
の
住
職
地
ば
か
り
で
は
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
感
染
が
収
ま
っ

た
後
、
今
ま
で
の
形
に
戻
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

葬
儀
や
法
事
を
リ
モ
ー
ト
で
行
う
お
寺
も
増
え
て
い
る
と
聞
き
及
ん

で
い
ま
す
。
著
書
『
寺
院
消
滅
』
で
有
名
な
鵜
飼
秀
徳
師
は
、
現
状
の

コ
ロ
ナ
対
策
と
し
て
は
有
効
な
も
の
と
し
な
が
ら
も
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に

よ
る
葬
儀
の
先
に
あ
る
の
は
葬
儀
全
体
の
地
盤
沈
下
で
あ
り
仏
教
離
れ

で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
防
ぐ
に
は
、
リ
ア
ル
な
宗

教
空
間
（
お
寺
）
に
お
い
て
行
わ
れ
る
供
養
の
持
っ
て
い
る
「
遺
族
と

の
思
い
の
共
有
」
が
大
事
だ
と
も
言
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
足
下
の
状
況
で
な
く
て
も
、
我
々
僧
侶
が
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
基
本
姿
勢
だ
と
思
い
ま
す
。
儀
式
が
ス
ム
ー
ズ
に
行
え
る
こ
と
、
お

経
を
朗
々
と
唱
え
る
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
身
に
着
け
る
べ
き
基
本
で
す

が
、
同
様
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
大
事
な
の
は
、
遺
族
の
方
々
と

同
じ
よ
う
に
故
人
を
偲
び
悲
し
み
を
共
有
す
る
こ
と
だ
と
、
改
め
て
感

じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

人
口
減
少
と
過
疎
化
が
進
行
す
る
秋
田
県
で
、
檀
家
数
が
減
少
し
て

い
る
こ
と
は
、
先
に
行
わ
れ
た
級
階
査
定
で
も
は
っ
き
り
と
見
え
て
き

ま
し
た
。
寺
院
経
営
の
視
点
か
ら
見
る
と
大
問
題
で
す
が
、
そ
れ
だ
け

檀
家
の
皆
様
と
の
関
係
は「
密
」に
な
る
と
も
い
え
ま
す
。
そ
こ
か
ら「
思

い
を
共
有
」
す
る
こ
と
の
で
き
る
寺
檀
関
係
が
築
け
る
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

　

こ
れ
ま
で
の
疫
病
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
コ
ロ
ナ
禍
も
い
ず
れ

必
ず
収
束
す
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
葬
祭
が
縮
小
す
る
流
れ
は
止
ま

ら
な
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
こ
の
流
れ
を
変
え
る
に
は
、
葬
儀
や
法

事
を
真
剣
に
執
り
行
う
こ
と
、
に
尽
き
る
の
で
し
ょ
う
。

　

例
年
よ
り
も
余
裕
を
も
っ
て
年
末
年
始
の
諸
事
を
行
え
ま
し
た
。
こ

れ
も
コ
ロ
ナ
に
よ
る
自
粛
で
様
々
な
会
合
が
無
く
な
っ
た
か
ら
で
し
た
。

新
型
コ
ロ
ナ
と
い
う
厄
災
に
暮
れ
た
１
年
で
し
た
が
、
新
た
な
気
付
き

を
得
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

�

（
袴
田
俊
英
記
）

編
集
後
記
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