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通　常　所　会　（７月30日、秋田キャッスルホテルにて開催）

感染対策を施した会場 所長・議長
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声
な
き
痛
み
に
寄
り
添
う

秋
田
県
宗
務
所
　
所
長
　
齋
　
藤
　
昭
　
道

　

管
内
御
寺
院
様
に
は
八
月
盆
の
忙
し
さ
で
お
疲
れ

の
事
と
心
よ
り
御
慰
労
申
し
上
げ
ま
す
。
御
寺
院
様

の
中
に
は
毎
年
恒
例
の
棚
経
を
二
年
続
け
て
お
休
み

し
た
と
お
話
し
に
な
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
方
も
お

い
で
で
あ
り
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
の
お
盆
で
は
致
し

方
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

宗
務
所
行
事
も
春
か
ら
の
落
ち
着
い
た
様
子
か
ら

少
し
ず
つ
研
修
会
や
各
種
団
体
へ
の
会
場
貸
し
等
も

再
開
し
て
お
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
変
異
株
に
よ
る

感
染
者
数
増
加
等
に
よ
り
九
月
に
大
本
山
永
平
寺
を

会
場
に
本
山
研
修
会
を
開
催
予
定
で
あ
り
ま
し
た

が
、
や
む
な
く
中
止
と
致
し
ま
し
た
。
申
し
込
ま
れ

た
参
加
予
定
者
の
皆
さ
ま
に
は
心
よ
り
お
詫
び
申
し

上
げ
ま
す
。
来
年
こ
そ
は
是
非
多
く
の
皆
さ
ま
に
御

参
加
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
そ
の
よ
う
な
中
で
、
去
る
七
月
三
十
日
、

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

所
通
常
所
会
が
秋
田
キ
ャ
ッ
ス
ル
ホ
テ
ル
を
会
場
に

感
染
予
防
策
を
と
り
開
催
さ
れ
、
案
件
す
べ
て
が
満

場
一
致
で
、
ご
承
認
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
を
ご
報

告
申
し
上
げ
ま
す
。
ご
承
認
い
た
だ
き
ま
し
た
案
件

の
詳
細
は
所
報
に
掲
載
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
確

認
い
た
だ
け
れ
ば
有
難
く
存
じ
ま
す
。

　

十
月
開
催
予
定
の
現
職
研
修
会
は
、
中
野
東
禅
先

生
他
の
諸
老
師
を
講
師
に
お
迎
え
し
て
、
開
催
す
る

予
定
で
あ
り
ま
す
。
テ
ー
マ
は
「
入
門
と
し
て
の
正

法
眼
蔵
」
と
題
し
て
ご
講
義
い
た
だ
け
る
運
び
と
な

り
ま
し
た
。
内
容
は
『
般
若
』『
観
音
』『
生
死
』
な

ど
の
身
近
と
思
わ
れ
る
内
容
を
解
り
や
す
く
説
示
い

た
だ
け
る
と
の
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
東
日
本
大
震

災
か
ら
十
年
を
迎
え
、
岩
手
よ
り
石
ヶ
森
老
師
を
迎

え
て
ご
講
義
い
た
だ
く
こ
と
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
十
一
月
の
記
念
講
演
で
は
養
老
孟
司
先
生

の
貴
重
な
お
話
を
拝
聴
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
現

在
、
多
く
の
皆
さ
ま
か
ら
お
問
い
合
わ
せ
を
頂
戴
し

て
お
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
、
楽
し
み
に
お
待
ち
く
だ
さ

い
。

　

さ
て
、
八
月
は
一
年
延
び
た
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

が
終
了
し
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開
催
し
て
お
り
ま

す
。
選
手
の
懸
命
な
姿
が
コ
ロ
ナ
禍
に
あ
る
私
た
ち

の
心
を
癒
や
し
て
く
れ
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
て
お

り
ま
す
。
特
に
、
ス
ケ
ー
ト
ボ
ー
ド
の
競
技
に
お
い

て
は
十
代
の
若
い
選
手
達
の
メ
ダ
ル
ラ
ッ
シ
ュ
に
驚

き
ま
し
た
。

　

今
回
の
五
輪
を
見
て
、
競
技
が
は
っ
き
り
二
つ
に

わ
か
れ
た
と
思
い
ま
す
。
従
来
の
五
輪
で
中
心
と

な
っ
て
き
た
陸
上
、
競
泳
、
柔
道
の
よ
う
に
勝
ち
負

け
を
は
っ
き
り
争
う
競
技
と
、
ス
ケ
ー
ト
ボ
ー
ド
に

代
表
さ
れ
る
新
し
い
価
値
観
を
持
っ
た
競
技
で
す
。

　

女
子
パ
ー
ク
決
勝
で
四
位
に
な
っ
た
岡
本
碧み

優す
ぐ

選

手
の
演
技
が
ま
さ
に
そ
う
で
し
た
。
最
後
の
演
技
は

難
易
度
を
下
げ
れ
ば
メ
ダ
ル
を
取
れ
る
可
能
性
が

あ
っ
た
の
に
、
難
し
い
技
に
挑
戦
し
て
失
敗
し
た
。

そ
れ
で
も
「
岡
本
さ
ん
ら
し
か
っ
た
」
と
い
う
評
価

が
残
り
ま
し
た
。

　

そ
こ
に
は
、
ど
ん
な
と
き
で
も
自
分
の
ベ
ス
ト
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
挑
も
う
と
す
る
姿
勢
や
、
順
位
の

優
劣
に
関
係
な
く
互
い
を
た
た
え
合
う
姿
。
勝
ち
負

け
を
越
え
た
清
々
し
さ
を
若
者
達
か
ら
頂
き
ま
し

た
。

　

今
の
ど
こ
か
モ
ヤ
モ
ヤ
し
た
世
の
中
で
、
大
地
で

生
き
て
い
る
我
々
の
そ
ば
に
い
て
く
れ
る
菩
薩
で
あ

る
地
蔵
菩
薩
の
功
徳
「
人
が
痛
む
と
き
あ
な
た
も
い

た
む
」
そ
の
心
を
呼
び
覚
ま
す
時
が
今
だ
と
思
う
の

で
す
。
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日
頃
よ
り
、宗
務
所
所
長
齋
藤
昭
道
老
師
を
始
め
、

宗
務
所
所
員
の
皆
様
に
は
寺
族
会
の
活
動
に
ご
尽
力

賜
り
、
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
拡
大
の
中
、
今
年
度

も
行
事
の
中
止
や
延
期
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
が

続
い
て
お
り
ま
す
。
会
員
の
皆
様
と
直
接
お
会
い
で

き
な
い
現
実
に
、
ど
の
よ
う
に
繋
が
っ
て
い
け
る
の

か
模
索
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
今
年
度
の
総
会
は
書

面
評
決
の
形
を
取
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ご
質

問
、
改
善
の
た
め
の
ご
意
見
、
労
い
の
言
葉
な
ど
、

多
く
の
皆
様
が
真
剣
に
向
き
合
っ
て
下
さ
っ
て
い
る

こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
感
謝
と
と
も
に

あ
ら
た
め
て
責
任
の
重
さ
を
痛
感
い
た
し
ま
す
。
ま

た
、
寺
族
会
の
存
在
意
義
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
厳

し
い
ご
意
見
も
あ
り
ま
し
た
。
私
に
は
背
負
い
き
れ

な
い
大
き
な
課
題
で
す
。
残
り
少
な
い
任
期
で
す

が
、
皆
様
と
と
も
に
考
え
続
け
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

　

感
染
が
拡
が
っ
て
い
る
中
で
は
難
し
い
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
早
い
機
会
に
皆
様
と
お
会
い
出
来
る
こ

と
を
願
っ
て
お
り
ま
す
。

　

さ
て
、
お
盆
を
前
に
連
日
三
十
度
を
超
え
る
真
夏

日
が
続
い
て
お
り
ま
す
。
そ
の
暑
さ
に
呼
応
す
る
よ

う
に
テ
レ
ビ
か
ら
は
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
闘
う
選

手
た
ち
の
熱
気
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。
と
同
時
に
東

京
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
者
が
四
千
人
を
超

え
た
ニ
ュ
ー
ス
も
流
れ
て
き
ま
す
。
八
年
前
に
平
和

の
祭
典
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
東
京
開
催
が
決
定
さ
れ
ま

し
た
。
そ
の
時
、
誰
が
こ
の
状
況
を
想
像
で
き
た
で

し
ょ
う
か
。
喜
び
に
満
ち
た
関
係
者
や
選
手
た
ち
の

顔
は
今
や
誹
謗
中
傷
の
嵐
の
中
、
複
雑
で
暗
く
沈
ん

で
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
懸
命
に
競
技
に
打
ち
込

む
姿
、
勝
利
の
笑
顔
、
悔
し
涙
、
こ
の
舞
台
に
立
つ

ま
で
ど
の
よ
う
な
葛
藤
を
抱
え
て
き
た
で
し
ょ
う
。

試
合
後
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
選
手
た
ち
は
一
様
に
答

え
ま
す
。「
こ
の
場
に
立
て
た
こ
と
を
感
謝
し
ま
す

…
」
と
。
ご
く
普
通
の
当
た
り
前
な
言
葉
で
す
が
、

現
実
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
そ
う
に
な
り
な
が
ら
、
様
々

な
人
々
に
さ
さ
え
ら
れ
て
た
ど
り
着
い
た
選
手
た
ち

の
「
唯
一
」
の
言
葉
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
拡
大
が
始
ま
っ
て
か

ら
私
た
ち
の
生
活
は
一
変
し
ま
し
た
。三
密
を
避
け
、

人
と
の
距
離
を
置
い
て
い
る
う
ち
に
、
心
の
距
離
ま

で
遠
く
な
っ
た
気
が
し
ま
す
。
終
わ
り
が
見
え
な
い

状
況
は
不
安
と
焦
燥
が
広
が
り
ま
す
。
不
安
が
つ
の

る
と
自
分
を
守
る
た
め
に
攻
撃
的
に
な
っ
た
り
、
逆

に
消
極
的
、
無
気
力
に
な
っ
た
り
も
し
ま
す
。

　

今
一
度
、
正
し
い
行
い
が
な
さ
れ
て
い
る
か
、
不

用
意
な
言
葉
で
人
を
傷
つ
け
て
い
な
い
か
、
自
分
の

心
の
う
ち
を
ゆ
っ
く
り
と
見
直
し
た
い
も
の
で
す
。

寺
族
と
し
て
お
釈
迦
様
の
教
え
を
学
び
実
践
し
て
い

く
大
切
さ
を
あ
ら
た
め
て
感
じ
る
今
日
こ
の
頃
で

す
。

　

今
後
と
も
、
寺
族
会
が
方
丈
様
お
檀
家
様
の
ご
理

解
ご
協
力
を
得
ら
れ
ま
す
よ
う
ご
指
導
の
ほ
ど
よ
ろ

し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。�

合
掌

寺
族
と
し
て
思
う
こ
と

寺
族
会
会
長
　
木
　
村
　
満
寿
子
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平
素
よ
り
、本
会
に
種
々
ご
高
配
を
賜
り
ま
し
て
、

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

今
年
度
は
結
成
四
十
五
年
・
創
立
三
十
一
周
年
に

入
り
ま
す
。
コ
ロ
ナ
禍
の
世
情
に
鑑
み
、
役
員
会
を

も
っ
て
総
会
に
な
り
ま
し
た
。
新
た
な
活
動
の
展
開

を
目
差
し
ま
す
。

　

会
の
公
に
資
す
る
価
値
を
大
切
に
、
コ
ロ
ナ
禍
か

ら
公
の
立
場
を
持
つ
こ
と
の
意
味
が
問
わ
れ
て
い
る

の
で
は
と
感
じ
ま
す
。会
員
と
共
に
感
謝
を
忘
れ
ず
、

信
頼
と
理
解
で
協
力
し
合
い
、
会
の
歴
史
を
守
り
、

丁
寧
に
土
台
を
整
え
、
道
を
開
拓
し
繁
栄
に
応
え
た

い
と
存
じ
ま
す
。

　

東
日
本
大
震
災
か
ら
十
年
経
ち
ま
し
た
。
現
在
気

候
変
動
に
当
た
り
、
七
月
に
は
国
内
外
各
地
で
大
雨

被
害
が
あ
り
ま
し
た
。
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。

今
、
疫
病
拡
大
の
中
、
私
達
の
生
命
が
危
険
に
晒
さ

れ
て
い
る
毎
日
で
す
。
御
健
康
を
祈
念
致
し
ま
す
。

時
代
の
大
き
な
岐
路
の
時
、様
々
な
事
象
が
去
来
し
、

生
活
経
済
の
在
り
方
が
大
き
く
変
わ
り
、
更
に
、
東

京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
開
催
も
あ
り
、
新
し
い
生
き
方

を
創
る
社
会
へ
進
ん
で
い
る
様
に
思
い
ま
す
。

　

こ
の
社
会
は
私
達
が
創
っ
た
も
の
で
も
あ
り
、
責

任
が
あ
る
自
覚
に
立
ち
、
無
い
も
の
で
な
く
今
在
る

も
の
を
活
か
す
必
要
を
思
い
ま
す
。
自
然
界
の
命
あ

る
全
て
の
も
の
と
共
に
生
き
て
い
る
私
達
の
存
在
の

意
義
に
思
い
を
致
し
、日
々
学
び
続
け
て
向
上
さ
せ
、

心
身
環
境
の
均
衡
の
と
れ
た
生
き
方
に
目
覚
め
て
い

く
こ
と
が
大
切
と
感
じ
ま
す
。

　

ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
（
心
身
と
も
に
良
い
状
態
）

と
い
う
考
え
方
を
知
り
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
の
私
達

の
未
来
や
地
域
、
自
分
を
つ
く
っ
て
い
く
上
で
重
要

で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
誰
も
が
幸
せ
の
状
態

に
近
づ
く
為
に
。
ご
寺
院
は
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
で

あ
り
、
生
涯
関
わ
り
続
け
る
原
点
に
回
帰
す
る
場
、

共
生
社
会
の
示
唆
が
あ
る
場
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

私
も
ご
寺
院
様
と
至
誠
、
幸
せ
な
思
い
が
紡
い
で
、

心
身
を
潤
し
て
き
た
と
感
じ
ま
す
。

　

活
動
が
課
題
解
決
し
な
け
れ
ば
と
い
う
使
命
感
、

責
任
感
も
大
切
で
す
が
、
心
身
と
も
に
解
放
さ
れ
た

楽
し
も
う
と
い
う
前
向
き
な
活
動
も
い
い
の
で
は
と

感
じ
ま
す
。
開
か
れ
た
心
で
、
ど
う
し
た
ら
皆
が
幸

せ
に
な
れ
る
の
か
？　

を
考
え
て
活
動
を
心
掛
け
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

会
を
継
承
し
て
い
ま
す
会
長
の
お
役
を
通
し
て
、

先
祖
・
父
母
か
ら
受
け
継
い
だ
私
の
中
に
内
在
す
る

精
神
を
引
き
出
し
て
戴
い
た
と
感
じ
ま
す
。
価
値
や

自
分
の
尊
厳
に
至
る
こ
と
が
、
今
の
危
機
を
唯
一
脱

す
る
道
に
繋
が
る
の
で
は
と
思
い
ま
す
。

　

会
を
つ
く
っ
て
下
さ
り
、
色
々
な
方
と
触
れ
合
い

ご
縁
を
戴
い
た
か
ら
今
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
貴
重
な

繋
が
り
を
絶
や
す
こ
と
な
く
育
ん
で
参
り
た
い
と
思

い
ま
す
。
そ
し
て
、
自
分
と
共
に
他
人
様
の
思
い
を

大
事
に
思
え
る
人
に
な
る
こ
と
は
、
次
世
代
が
共
に

生
き
る
人
々
と
の
輪
を
広
げ
て
い
け
る
こ
と
に
繋
が

る
は
ず
と
思
い
ま
す
。

　

宗
務
所
様
、
御
寺
院
様
、
ご
寺
族
・
檀
信
徒
皆
様
、

何
卒
ご
理
解
、
ご
協
力
を
賜
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令和２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２年 事　　　業 開催場所 備　考

５月

15 日 布教委員会（中止）・布教協議会（中止） 宗務所 中　止
21 日 婦人会総会（中止） 宗務所 中　止

26 日～ 28 日 梅花流全国奉詠大会（中止） 札幌市 中　止
所報第 126 号発行 予算報告　他

６月

8日～ 13 日 梅花特派巡回（中止） 管内 16 教場 中　止
14 日～ 20 日 特派布教巡回（中止） 管内 18 教場 中　止
24 日 護持会　総会（中止）　定期集会（延期） ビューホテル 書面議決
30 日 寺族会総会（中止） 宗務所 中　止

７月

8日 監査会 宗務所 実　施
16 日 梅花流秋田県奉詠大会（延期） 能代市 延　期
29 日 通常所会（決算） ビューホテル 実　施

禅の集い 管内寺院 実施申請�6 ヶ寺
８月 11 ～ 18 日 宗務所休務 盆休み

９月

1日 梅花検定会（県北地区）　地区検定は中止　
全県合同へ変更

延　期

17 日～ 18 日 現職研修会（中止） 歓喜寺 中　止
所報 127 号発行 決算報告　他

10 月
5 日～７日 本山研修会（中止） 總持寺 中　止
28 日 梅花検定会�（全県合同）　�（日程延期すれど

も中止）
中　止

11 月

9 日 禅センター設立集会＜永年・寺族表彰式＞
（中止）

中　止

19 日 宗務所寺族集会・研修会（中止） 宗務所 中　止
24 日 護持会研修会（中止） 中　止

12 月

11 日 梅花流秋田県奉詠大会　�（日程延期すれども
中止）　能代市文化会館

24 日～
１月７日

宗務所休務 年末年始休み

令和３年

１月
21 日 宗務所梅花講役員会 宗務所 13 名参加

所報 128 号発行

２月
19 日 宗務所梅花講講長会 宗務所 24 名参加
25 日 諮問委員会・災害対策委員会 宗務所 実　施

３月
25 日 通常所会（予算） 宗務所 実　施
31 日 徒弟研修会　中止 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２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

1 ２年 ４月３日（金） 10 時 30 分 梅花部 梅花流講習会（～ 15 時）　中止

2 ５月20日（水） 10 時 30 分 梅花部 宗務所講師等研修会　見送り

3 ５月22日（金） 10 時 30 分 梅花部 梅花流講習会（～ 15 時）　中止

4 ６月５日（金） 10 時 30 分 梅花部 梅花流講習会（～ 15 時）　中止

5 ７月２日（木） 10 時 30 分 梅花部 梅花流講習会（～ 15 時）　中止

6 ７月18日（土） 13 時 00 分 布教部
仏教講座①　中止�

会場�秋田市文化会館�

7 ７月21日（火） 13 時 00 分 研修部 研修会①　中止

8 ９月３日（木） ９時 00 分 布教部 仏教講座・野外研修　中止

9 ９月４日（金） 10 時 30 分 梅花部 梅花流講習会（～ 15 時）　中止

10 ９月11日（金） 10 時 00 分 宗務所長杯野球大会　中止

11 ９月14日（月） 10 時 30 分 梅花部 宗務所講師等研修会　中止

12 10月２日（金） 10 時 30 分 梅花部 梅花流講習会（～ 15 時）　中止

13 10月16日（金）
10 時 30 分

布教部
写　経　会　中止

13 時 00 分 仏教講座②　中止

14 11月９日（月） 13 時 00 分

禅を聞く会（設立集会併催）　延期

禅センター設立集会（式典）　中止

会場　秋田キャッスルホテル

15 11月13日（金） 10 時 30 分 梅花部 梅花流講習会（～ 15 時）　中止

16 　 11月25日（水）
10 時 30 分

布教部
写　経　会　中止

13 時 00 分 仏教講座③　中止

17 12月４日（金） 10 時 30 分 梅花部 梅花流講習会（～ 15 時）　中止

18 ３年 ２月５日（金） 10 時 30 分 梅花部 梅花流講習会（～ 15 時）　中止

19 ２月８日（月） 13 時 00 分 研修部 研修会　中止

20 ３月５日（金） 10 時 30 分 梅花部 梅花流講習会（～ 15 時）　中止
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令和２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 60,083,636 56,687,128 △�3,396,508
歳　出　合　計 60,083,636 33,953,384 △�26,130,252
差　引　残　額 0 22,733,744 22,733,744

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 41,160,480 41,044,760 △ 115,720

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 35,488,480 35,411,760 △�76,720 442,647 点× 80 円予算：443,606 点

3. 教 師 割 3,833,000 3,794,000 △�39,000

大 教 師　42,000 円×� � 4 名
権大教師　30,000 円×� 67 名
正 教 師　�6,000 円× 159 名
一等教師　�3,000 円× 128 名
二等教師　�2,000 円× 139 名

2. 手　数　料 2,000,000 1,674,920 △ 325,080

1. 手 数 料 2,000,000 1,674,920 △�325,080 各種申請手数料
3. 補　助　金 900,000 398,660 △�501,340

1. 補 助 金 900,000 398,660 △�501,340
本庁より事業補助・利息等
梅花（4.4 万）�事務（10 万）
教化（5.7 万）�副貫首選（4万）
リモート会議備品補助（15 万）

4. 諸　収　入 3,343,411 889,043 △ 2,454,368

1. 諸 収 入 3,343,411 889,043 △�2,454,368
大本山総持寺遠忌局（1.2 万）
保険契約変更解約返金（2.8 万）
過去郵便預金（84.8 万）利息等

5. 繰　越　金 12,679,745 12,679,745 0

1. 繰 越 金 12,679,745 12,679,745 0 前年度繰越金
歳 入 合 計 60,083,636 56,687,128 △ 3,396,508

一金　56,687,128 円　令和２年度　歳入決算額
一金　33,953,384 円　令和２年度　歳出決算額
一金　22,733,744 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 18,300,000 14,237,200 △ 4,062,800

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. 庸 人 費 200,000 31,000 △�169,000 清掃　ワックス 2回分

4. 旅　 費 4,500,000 178,200 △�4,321,800
○梅花流全国大会中止による旅費
キャンセル料・返金経費
○会議参加宿泊費○リモート会議参
加人件費

5. 費用弁償 5,760,000 6,188,000 428,000
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・安孫子）

6. 期末手当 1,120,000 1,120,000 0 70,000 円× 2× 8名
2. 事　務　費 4,700,000 3,545,175 △ 1,154,825

1. 備 品 費 500,000 218,325 △�281,675 書籍・事務機器更新他
2. 通 信 費 1,000,000 845,614 △�154,386 電話料・郵便料・配送料等
3. 印 刷 費 400,000 482,570 82,570 寺院名簿・封筒等印刷代
4. 消耗品費 500,000 187,648 △�312,352 雑貨・事務用品他

5. リース費 900,000 831,894 △�68,106
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 告 費 1,400,000 979,124 △�420,876 宗務所所報�年 3 回発行・ホームページ管理料・写経推進広告掲載料
3. 管　理　費 2,700,000 2,501,236 △ 198,764

1. 維 持 費 800,000 735,151 △�64,849
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 300,000 300,000 0 借地代（天徳寺様）

3. 営 繕 費 800,000 770,790 △�29,210 建物正面壁塗装補修・空調・自動ドア・電気設備保守修善
4. 光 熱 費 800,000 695,295 △�104,705 電気・ガス・水道・灯油他

4. 会　議　費 1,300,000 809,493 △ 490,507

1. 所　 会 1,100,000 724,493 △�375,507 通常所会 2回（宿泊なし）

2. 委 員 会 200,000 85,000 △�115,000 監査 1回・諮問 1回災害対策協議会 1回
5. 事　業　費 9,850,000 1,408,260 △ 8,441,740

1. 事 業 費 2,500,000 421,906 △�2,078,094
寺族集会補助・現職研修準備
本山研修準備・全国梅花大会
参加旅行企画準備・募集経費�

2.布教伝道費 1,000,000 40,000 △�960,000 宗務所布教師�日当 5千円× 4管内教場　　�補助 5千円× 4

3. 梅 花 費 5,000,000 837,000 △�4,163,000 役員会・講長会　137,000 円師範・詠範の会　700,000 円

4. 教 化 費 650,000 80,960 △�569,040 布教委員会・協議会�30 万円各種研修会
5. 慰 問 費 100,000 0 △�100,000 住職永年勤続 50･60 年　祝膳料等
6.�人権擁護
推進費 600,000 28,394 △�571,606 会議研修リモート参加人件費学習資料購入代・他

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
6. 禅センター事業費 2,550,000 195,874 △ 2,354,126

1. 会 議 費 200,000 30,000 △�170,000 総務部会議費・各委員会

2. 布教部費 600,000 85,335 △�514,665 派遣講師謝礼　ポスター・チラシ代（梅花部と折半）
3. 研修部費 600,000 0 △�600,000 各種研修会（中止）
4. 梅花部費 450,000 60,335 △�389,665 ポスター・チラシ代（布教部と折半）
5. 運 用 費 700,000 20,204 △�679,796 ポスター送料他

7. 補　助　費 8,358,000 7,022,476 △ 1,335,524

1. 事務補助 4,200,000 4,104,476 △�95,524 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 700,000 700,000 0 宗務所護持会へ
4. 禅の集い 800,000 60,000 △�740,000 教区寺院開催補助金（10,000 × 6 件）

5. 教化団補助 2,310,000 1,810,000 △�500,000

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 20 万円
県僧青会　50 万円

8. 表　彰　費 200,000 80,465 △ 119,535

1. 表 彰 費 200,000 80,465 △�119,535 住職勤続・寺族表彰
9. 慶　弔　費 2,400,100 1,820,000 △ 580,100

1. 慶 弔 費 400,000 120,000 △�280,000 結制・落慶（3件）　本葬（3件）
2. 本山慶弔費 100 0 △�100 両本山慶弔会　等

3. 弔 慰 金 2,000,000 1,700,000 △�300,000 住職東堂等 :10 万円（10 件）寺族 :�5 万円（14 件）
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（1 ヶ寺 100 円　全国所長会災害援護金含む）
2. 布教助成金 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 95,000 △ 305,000

1. 交 際 費 400,000 95,000 △�305,000 関連団体賛助支援金他
12. 食　糧　費 1,300,000 539,730 △ 760,270所会・委員会は会食なし

1. 所会食料費 700,000 21,259 △�678,741 通常所会 2回（お茶菓子代）
2. 委員会食費 50,000 10,000 △�40,000 監査会 1回・諮問委員会 1回
3. 所内食料費 550,000 508,471 △�41,529 所員昼食代・飲料代・他

13. 財政調整費 7,035,836 1,022,800 △ 6,013,036

1. 災害見舞金 2,000,000 0 △�2,000,000 見舞金該当寺院なし
2. 記念品代 1,200,000 22,800 △�1,177,200 教区長退任記念品代
3. 財政調整費 2,835,836 0 △�2,835,836 活用該当案件なし
4. 基本金操出金 1,000,000 1,000,000 0

14. 選　挙　費 300 22,340 22,040

1. 副 貫 首 100 22,340 22,240 宗務庁指示通達郵送料
2. 宗務所長 100 0 △�100 選挙なし
3. 宗会議員 100 0 △�100 選挙なし
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項　　　目 本年度予算額 本年度決算額 比較増減 説　　　　　　明
15. 雑　　　費 150,000 113,935 △ 36,065

1 . 雑 費 150,000 113,935 △�36,065 町内会費�新聞等購読料受信料�ウイルス除菌関連
16. 予　備　費 300,000 0 △ 300,000

1. 予 備 費 300,000 0 △�300,000
歳 出 合 計 60,083,636 33,953,384 △ 26,130,252

項　　　目 本年度予算額 本年度決算額 比　較　増　減
歳　出　合　計 60,083,636 33,953,384 △�26,130,252
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令和３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 16,109,240 6,624,504 22,733,744

1. 繰 越 金 16,109,240 6,624,504 22,733,744 令和２年度繰越金
歳 入 合 計 62,500,000 6,624,504 69,124,504

歳出の部
項　　　目 当初予算額 補正額 予算額 説　　　　　　明

5. 繰　越　金 7,258,000 1,000 7,259,000

1. 繰 越 金 348,000 1,000 349,000 1 ヶ寺増加分（349 × 500 円 =174,500 円）× 2�
13. 財政調整費 9,610,750 6,623,504 16,234,254

3.財政調整費 3,810,750 2,623,504 6,434,254 設備費　災害対策協議会援護金等
4.基本金操出金 2,000,000 4,000,000 6,000,000 現在（22,562,734 円）

歳 入 合 計 62,500,000 6,624,504 69,124,504

令和２年度　曹洞宗秋田県宗務所歳入歳出剰余金処分
歳　入　合　計　　56,687,128 円
歳　出　合　計　　33,953,384 円
差　引　残　高　　22,733,744 円

上記剰余金を下記の通り処分する。
金　22,733,744 円を令和３年度会計に繰り入れる。
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令和３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）

○令和２年度分は、表記の様に積み立てしております。
○�令和３年度も新型コロナウイルス感染拡大防止の為に、各予定事業の幾
つかが年度前半中止されており、決算時の剰余金が増える事が予想され
ます。
○�基本金積立に関しては次回所会（令和４年３月２５日）時に令和４年度予
算で再度検討を願いたいと思います。

令和２年度　基本金積立会計

積立累積金 21,561,320
一般会計繰入金 1,000,000

利　息 1,414
計 22,562,734

令和３年度　基本金積立会計

積立累積金 22,562,734
一般会計繰入金 6,000,000

利　息 2,256
計 28,564,990
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あ
る
。
時
に
は
十

重
禁
戒
の
第
五
番
目
が
頭
を
過
ぎ
り
、忸じ
く

怩じ

た
る
思
い
に
捕
ら
わ
れ
る
・・
、

な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
。

　
〈
仏
僧
と
酒
〉
と
い
う
の
は
古
今
変
わ
ら
ぬ
テ
ー
マ
ら
し
い
。
お
釈
迦

様
も
ま
っ
た
く
罪
な
こ
と
を
し
た
も
の
だ
、
と
思
う
人
は
い
つ
の
時
代
に

も
い
た
よ
う
だ
。

　
『
和
漢
真
俗
仏
事
編
』
と
い
う
江
戸
時
代
に
出
版
さ
れ
た
書
物
。
通
俗

的
な
仏
事
問
答
集
と
し
て
広
く
親
し
ま
れ
た
。
編
著
者
・
子し

登と
う

は
真
言
宗

系
の
人
。
仏
家
在
家
の
別
を
問
わ
ず
、
宗
派
の
枠
も
越
え
て
読
ま
れ
た
ベ

ス
ト
セ
ラ
ー
で
あ
り
、
平
成
に
至
っ
て
も
版
を
重
ね
て
い
る
ロ
ン
グ
セ

ラ
ー
で
も
あ
る
。
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
わ
が
曹
洞
宗
で
も
明
治

の
初
め
頃
、
葬
送
仏
事
に
関
す
る
記
述
は
ほ
と
ん
ど
こ
の
本
を
パ
ク
っ
て

い
た
。

　

さ
て
こ
の
書
の
中
に
次
の
一
項
が
あ
る
。

　
　
　
　

在
家
の
斎さ
い

会え

に
酒
を
施
す

　
　

�　

問
う
、「
今
の
在
家
、
斎
会
を
設
く
る
に
必
ず
酒
を
施
す
。
酒
は

こ
れ
仏
制
な
れ
ば
、
亡
者
の
た
め
に
福
と
な
ら
ず
。
還か
え

っ
て
修
悪
に

似
た
り
、
い
か
ん
」。

　
　

�　

答
え
て
曰
く
、「
我
も
ま
た
も
と
よ
り
汝な

ん
じの
如
く
お
も
へ
り
。
然

酒
　
箴

特
別
寄
稿
（
２
）

り
と
い
え
ど
も
『
十

じ
ゆ
う

住じ
ゆ
う

婆ば

沙し
や

論ろ
ん

』
の
説
に
拠
る
に
、
酒
を
施
す
も

ま
た
在
家
の
菩
薩
の
行
な
り
。
い
か
ん
と
な
れ
ば
、
菩
薩
の
檀だ
ん

波は

羅ら

密み
つ

は
、
衆
生
の
一
切
の
願
に
応
じ
、
施
し
与
ふ
る
を
こ
の
行
と
す
。

ゆ
え
に
酒
を
好
む
者
に
は
酒
を
施
し
、
快
楽
を
与
え
る
こ
と
を
福
を

修
す
と
す
。
彼
の
論
に
、
問
う
て
曰
く
、〈
も
し
人
有
り
て
酒
を
捨し
や

施せ

す
れ
ば
、
未
だ
知
ら
ず
、
罪
を
得
る
や
い
な
や
〉。
答
え
て
曰
く
、

〈
施
す
者
は
福
を
得
る
。
受
く
る
者
は
福
を
得
ず
〉
と
。
ま
た
曰
く
、

〈
檀だ
ん

波は

羅ら

密み
つ

の
法
は
、
悉
く
人
の
願
を
満
た
す
。
在
家
の
菩
薩
、
酒

を
以
て
施
す
者
は
、
こ
れ
罪
無
し
〉
と
云
へ
り
。
し
か
れ
ば
今
の
俗

の
斎
会
に
酒
を
施
す
も
、
こ
の
趣
お
も
む
きを
得
る
も
の
は
、
修
善
と
な
っ
て

罪
悪
と
な
ら
ざ
る
か
」（
私
に
曰
く
、
こ
れ
在
家
の
た
め
に
開
す
。

出
家
の
上
の
事
に
非
ず
）。

　
「
仏
の
決
ま
り
で
は
酒
は
ご
法
度
な
の
だ
か
ら
、
成
仏
し
た
亡
者
の
お

斎
で
こ
れ
を
出
す
の
は
ま
ず
い
ん
じ
ゃ
な
い
の
？
」と
い
う
問
い
に
対
し
、

「
も
の
の
本
に
依
れ
ば
、
酒
を
供
す
る
の
も
在
家
者
の
布
施
行
な
ん
だ
か

ら
、
相
手
の
望
む
と
こ
ろ
に
随
っ
て
そ
れ
を
与
え
る
の
は
い
い
ら
し
い
。

そ
れ
に
施
す
者
は
修
善
と
な
る
と
あ
る
。
だ
か
ら
罪
じ
ゃ
な
い
の
さ
」
と

い
う
答
え
。
も
っ
と
も
「
こ
れ
は
在
家
の
場
合
に
言
え
る
の
で
あ
っ
て
、

出
家
者
は
そ
の
限
り
で
は
な
い
」
と
編
著
者
は
釘
を
刺
す
。

北
秋
田
市
七
日
市
　
龍
泉
寺
　
佐
　
藤
　
俊
　
晃
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少
々
苦
し
い
言
い
訳
と
も
聞
こ
え
そ
う
だ
が
、
ま
ず
は
こ
れ
が
〈
通
俗

的
〉
な
仏
教
側
の
言
い
分
。
誤
解
の
な
い
よ
う
に
記
し
て
お
く
が
、
酒
に

対
す
る
真
っ
当
な
仏
教
側
の
見
解
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。『
大だ
い

智ち

度ど

論ろ
ん

』
の
所
説
が
代
表
株
で
、
そ
こ
で
は
飲
酒
に
よ
る
過
失
を
「
散
財

す
る
。
疾
病
の
原
因
と
な
る
。
争
い
を
起
こ
す
原
因
と
な
る
。
人
前
で
裸

に
な
っ
て
恥
じ
る
こ
と
が
な
い
。世
間
に
悪
評
が
た
っ
て
尊
敬
さ
れ
な
い
」

等
々
全
三
十
五
種
を
挙
げ
、
さ
ら
に
く
ど
く
ど
と
そ
の
理
由
を
述
べ
て
い

る
。
す
べ
て
の
紹
介
は
い
さ
さ
か
気
が
重
い
の
で
止
め
て
お
く
。『
真
俗

仏
事
編
』
の
説
は
日
本
型
在
家
仏
教
独
特
の
、戒
律
に
対
す
る
〈
ゆ
る
さ
〉

を
表
し
て
い
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
『
真
俗
仏
事
編
』
は
こ
れ
に
続
い
て
、『
法ほ
う

苑お
ん

珠じ
ゆ

林り
ん

』
中
に
あ
る
ハ
シ
ノ

ク
王
と
マ
リ
夫
人
の
故
事
に
よ
っ
て
「
酒
に
因
っ
て
善
心
を
起
こ
せ
し
を

以
て
、
却
っ
て
酒
に
功
徳
あ
り
と
し
て
、
仏
、
許
し
た
ま
へ
り
」
と
述
べ

て
い
る
。
だ
が
そ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
内
容
は
紹
介
し
て
い
な
い
。
い
さ
さ

か
気
に
な
っ
て
元
ネ
タ
を
調
べ
て
み
る
と
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
話
だ
っ

た
。

　
　

�　

あ
る
日
、
と
あ
る
誤
解
か
ら
ハ
シ
ノ
ク
王
は
、
お
抱
え
の
料
理
人
・

シ
ュ
カ
ラ
に
対
し
怒
り
の
あ
ま
り
死
刑
を
言
い
渡
す
。
王
妃
・
マ
リ

夫
人
は
シ
ュ
カ
ラ
の
料
理
の
腕
を
惜
し
み
、
一
計
を
案
じ
る
。
マ
リ

夫
人
は
日
頃
五
戒
を
守
る
熱
心
な
仏
教
徒
で
あ
っ
た
が
、
王
の
怒
り

を
解
く
た
め
に
酒
食
を
用
意
し
、自
ら
は
沐
浴
し
て
香
水
（
薫
香
？
）

を
つ
け
て
あ
で
や
か
な
粧
い
を
な
し
、
多
く
の
妓
女
を
従
え
て
、
王

の
所
へ
や
っ
て
来
た
。
王
は
魅
惑
的
に
着
飾
っ
た
夫
人
と
、
妓
女
た

ち
の
捧
げ
る
美
酒
美
食
に
囲
ま
れ
、
そ
れ
ま
で
の
怒
り
の
心
な
ど
消

し
飛
ん
で
し
ま
っ
た
。
そ
の
よ
う
す
を
見
て
マ
リ
夫
人
は
大
臣
に

シ
ュ
カ
ラ
の
死
刑
を
止
め
る
よ
う
指
示
し
、
王
も
そ
れ
を
受
け
い
れ

た
。
と
い
う
話
で
あ
る
。
だ
か
ら
酒
も
場
合
に
よ
っ
て
は
お
と
が
め

な
し
だ
と
。（『
法
苑
珠
林
』
巻
九
三
「
飲
酒
部
」
よ
り
）

　

話
の
方
向
性
そ
れ
で
い
い
の
か
？　

と
突
っ
込
み
た
く
な
る
の
だ
が
、

そ
う
書
い
て
あ
る
の
で
し
か
た
な
い
。た
だ
調
べ
て
み
た
甲か

斐い

は
あ
っ
た
。

こ
の
話
の
前
に
あ
る
文
章
を
見
つ
け
た
か
ら
だ
。
こ
れ
は
左
党
の
方
々
に

広
く
紹
介
し
た
い
。
お
釈
迦
様
と
ギ
ダ
太
子
と
の
会
話
で
あ
る
。

　
　
　

世
尊
、
告
げ
て
曰
く
、
汝
、
酒
を
飲
む
時
に
、
何
の
悪
を
な
す
や
。

　
　

�　

ギ
ダ
、
仏
に
も
う
す
、
国
中
の
豪
強
、
時
々
に
誘
い
あ
っ
て
、
酒

食
を
持
ち
寄
り
、
と
も
に
相
い
娯
楽
し
、
以
て
歓
楽
を
い
た
す
。
自

ら
悪
と
な
る
こ
と
無
し
。
何
を
以
て
の
故
に
、
酒
を
得
れ
ば
戒
を
お

も
う
。
放ほ
う

逸い
つ

無
き
が
故
に
、
酒
を
飲
み
て
悪
を
行
わ
ず
。

　
　

�　

仏
の
言
わ
く
、
善ぜ

ん

哉ざ
い

善ぜ
ん

哉ざ
い

。
ギ
ダ
、
汝

な
ん
じ

今
す
で
に
智
慧
方
便
を
得

た
り
。
も
し
世
間
の
人
、
よ
く
汝
が
ご
と
き
者
は
、
終
身
に
酒
を
飲

む
と
も
、
何
の
悪
か
有
ら
ん
や
。
か
く
の
ご
と
く
行
ず
る
者
は
、
す

な
わ
ち
ま
さ
に
福
を
生
ず
べ
し
、
罪
有
る
こ
と
無
し
。
も
し
人
、
酒

を
飲
み
て
悪
業
を
起
こ
さ
ざ
れ
ば
、
歓
喜
の
心
の
故
に
、
煩
悩
を
起

こ
さ
ず
。
善
心
の
因
縁
、
善
の
果
報
を
受
く
。　

　

つ
わ
も
の
達
の
酒
宴
に
し
て
は
ず
い
ぶ
ん
と
行
儀
が
よ
い
と
感
じ
る
が

そ
れ
は
と
も
か
く
、
な
る
ほ
ど
世
間
に
言
う
「
上
手
な
酒
呑
み
」
は
お
釈

迦
様
も
お
許
し
と
見
え
る
。飲
酒
は
も
ろ
も
ろ
の
罪
科
す
な
わ
ち
、殺
・
盗
・

淫
・
妄
語
・
説
過
・
自
讚
毀
他
・
慳
法
財
・
瞋
恚
・
謗
三
宝
の
引
き
金
と

よ
く
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
。
だ
か
ら
飲
ん
で
も
そ
の
一
線
を
忘
れ
ず
に
、
と

い
う
の
が
「
酒
を
得
れ
ば
戒
を
お
も
う
」
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

　

と
い
う
わ
け
で
準
備
は
調
っ
た
。
自
ら
の
福
と
は
な
ら
ず
と
も
、
そ
こ

は
自
未
得
度
先
度
他
の
菩
薩
行
。
謹
ん
で
展
待
に
応
じ
よ
う
。
だ
が
残
念
、

コ
ロ
ナ
の
お
か
げ
で
お
斎
の
席
は
め
っ
き
り
少
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
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五
庵
山
抄

仏
事
事
情
の
変
化

�

鷲
林
寺
住
職
　
菅
　
野
　
宗
　
一

　
い
つ
頃
ま
で
で
し
た
か
、
此
処
ら
の
集

落
の
葬
儀
の
慣
習
と
し
て
、
集
落
に
は｢

荼
毘
男｣

と
い
う
、
葬
儀
を
仕
切
る
役
目

の
人
が
居
ま
し
た
。

　
枕
経
の
後
、
火
葬
し
て
、
お
骨
が
祭
壇

に
安
置
さ
れ
た
日
か
ら
、
夕
刻
、
村
の
全

世
帯
か
ら
人
が
集
ま
っ
て
来
て
、
補
陀
落

を
あ
げ
て
、
砂
糖
湯
を
飲
ん
で
、
そ
ん
な

事
を
逮
夜
ま
で
続
け
て
、
葬
儀
が
初
七
日

に
と
い
う
の
が
標
準
的
。

　
そ
し
て
、
葬
儀
の
僧
侶
の
人
数
は
、
出

来
れ
ば
五
人
で
行
い
、
少
な
く
て
も
三
人

で
、で
し
た
。
五
人
の
場
合
は
、開
蓮
忌
、

初
願
忌
の
法
要
は
歎
仏
会
で
行
っ
た
も
の

で
す
。
葬
儀
終
了
後
、
喪
主
は
白
い
袴
と

裃
に
装
い
、
竜
頭
を
先
頭
に
鼓
鈸
を
鳴
ら

し
て
墓
地
ま
で
葬
列
し
た
も
の
で
し
た
。

　
毎
七
日
毎
に
お
経
に
行
き
、
四
十
九
日

に
忌
明
け
の
法
要
を
執
り
行
い
、
そ
の
後

毎
月
命
日
に
お
経
に
行
く
っ
て
の
が
当
た

り
前
で
し
た
。

　
今
は
、
亡
く
な
っ
た
ら
、
葬
儀
場
に
運

ば
れ
、
枕
経
を
あ
げ
て
、
納
棺
師
と
い
う

人
が
死
装
束
に
着
替
え
さ
せ
、
火
葬
後
、

そ
の
ま
ま
葬
儀
な
ん
て
の
も
珍
し
く
あ
り

ま
せ
ん
。
僧
侶
の
人
数
は
一
人
か
二
人
。

毎
七
日
毎
の
お
経
も
ほ
ぼ
無
く
、
三
十
五

日
位
に
忌
明
け
の
法
要
を
し
て
、
そ
れ
か

ら
納
骨
。
月
命
日
の
お
経
も
ほ
ぼ
無
く
な

り
ま
し
た
。

　
こ
れ
は
、
故
人
と
喪
主
が
同
居
し
て
な

い
場
合
が
多
い
か
ら
な
ん
で
し
ょ
う
が
、

仏
事
の
継
承
が
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
仏
事

へ
の
関
心
も
低
い
の
で
し
ょ
う
。

　
う
ち
の
回
り
は
、農
家
が
殆
ど
で
す
が
、

そ
の
農
家
で
も
、
農
業
の
継
承
が
途
絶
え

て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
家
を
守
る
と
い

う
こ
と
が
途
絶
え
、
墓
を
守
る
と
い
う
こ

と
が
途
絶
え
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

秋
田
県
の
人
口
は
、
昭
和
二
十
五
年

１
３
０
万
人
か
ら
、
昭
和
四
十
年
頃
に

１
３
０
万
人
を
切
る
よ
う
に
な
り
、
昨

年
の
国
勢
調
査
で
95
万
人
と
の
こ
と
。

２
０
４
５
年
に
は
60
万
を
切
る
と
の
予

想
。

　
過
去
の
仏
事
事
情
に
戻
る
事
は
不
可
能

で
す
ね
。

滑
　
僧
　
禅

�

東
泉
寺
住
職
　
柴
　
田
　
和
　
明

　
厳
冬
期
か
ら
春
先
に
か
け
、
雪
山
を
ス

キ
ー
で
登
り
、
滑
り
降
り
る
の
が
好
き

だ
。
ス
キ
ー
の
滑
走
面
に
シ
ー
ル(

滑
り

止
め)

を
貼
り
、
状
況
次
第
で
は
ア
イ
ゼ

ン
を
装
着
し
て
登
る
。
背
負
う
リ
ュ
ッ
ク

の
中
に
は
、
亡
く
な
ら
れ
た
檀
信
徒
、
知

人
友
人
の
戒
名
を
記
し
た
紙
。
こ
れ
を
防

水
の
袋
に
納
め
て
お
連
れ
し
て
い
る
。

　
真
冬
の
深
い
雪
に
は
太
い
ス
キ
ー
、
春

の
ザ
ラ
メ
雪
に
は
細
め
の
ス
キ
ー
、
更
に

雪
が
緩
ん
だ
ら
ク
ロ
ス
カ
ン
ト
リ
ー
用
。

金
具
や
ブ
ー
ツ
も
一
般
的
な
ア
ル
ペ
ン
、

踵
が
上
が
る
テ
レ
マ
ー
ク
な
ど
、
様
々
な

道
具
の
組
み
合
わ
せ
は
掛
け
算
式
に
刻
々

と
変
化
し
て
い
く
自
然
を
よ
り
楽
し
ま
せ

て
く
れ
る
。

　
同
じ
山
の
斜
面
で
も
前
回
は
フ
カ
フ
カ

と
深
い
粉
雪
だ
っ
た
の
に
、
今
回
は
カ
チ

カ
チ
の
ア
イ
ス
バ
ー
ン
だ
っ
た
り
、
起
伏

が
激
し
く
な
っ
て
い
た
り
。
そ
う
し
た
斜

面
や
雪
質
の
変
化
に
足
裏
を
通
し
て
対
話

す
る
の
が
、何
と
も
言
え
な
い
醍
醐
味
だ
。

　
そ
こ
で
は
腰
の
立
て
方
が
基
本
で
、
力

ま
ず
、
力
を
抜
く
こ
と
が
重
要
に
な
る
。

こ
れ
は
坐
禅
で
の
そ
れ
と
通
ず
る
。

　
私
は
元
々
ス
キ
ー
業
界
か
ら
宗
侶
と
な

り
六
シ
ー
ズ
ン
雪
山
か
ら
離
れ
た
時
期
が

あ
っ
た
。
再
開
直
後
、
古
巣
の
ス
キ
ー
学

校
の
教
師
合
宿
に
参
加
さ
せ
て
頂
き
、
当

時
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ト
ッ
プ
デ
モ
ン
ス

ト
レ
ー
タ
ー
か
ら
ご
指
導
頂
い
た
。
高
速

で
の
ロ
ン
グ
タ
ー
ン
、
コ
ブ
斜
面
な
ど｢

素
晴
ら
し
い
！
一
緒
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の

国
立
ス
キ
ー
学
校
に
来
な
い
か
？｣

と
誘

わ
れ
た
。
坐
禅
を
し
て
い
た
ら
ス
キ
ー
が

上
手
く
な
る
。
こ
れ
は
間
違
い
な
い
！
と

感
じ
た
。   

　
ス
キ
ー
の
仕
事
で
海
外
に
行
く
こ
と
も

あ
る
が
、
友
人
で
も
あ
る
カ
ナ
ダ
の
プ
ロ

ス
キ
ー
ヤ
ー
は｢

お
前
の
滑
り
は
、
斜
面

の
変
化
へ
の
対
応
力
が
靱
や
か
で
ま
る
で

─
第
二
教
区
の
皆
さ
ま
の
声
─
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猫
み
た
い
だ｣

と
言
う
。
坐
禅
は
私
た
ち

の
日
常
と
常
に
繋
が
っ
て
い
る
か
ら
こ

そ
、
ス
キ
ー
に
も
通
ず
る
の
だ
と
思
う
。 

も
し
釈
尊
や
歴
代
の
祖
師
さ
ま
方
が
ス

キ
ー
を
さ
れ
た
な
ら
、
世
界
的
な
滑
僧
に

な
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。
一
宗
侶
と
し
て

坐
禅
と
出
逢
え
た
こ
と
を
心
か
ら
感
謝
し

た
い
。

「
繋
が
り
」
を
思
う

�

清
源
寺
住
職
　
志
　
田
　
憲
　
昭

  

「
法
事
が
あ
れ
ば
遠
く
の
親
戚
、
家
族

に
会
え
る
も
の
だ
っ
た
け
ど
、
コ
ロ
ナ
で

だ
め
に
な
っ
た
。」

　
こ
れ
は
私
の
檀
家
さ
ん
が
話
し
た
言
葉

だ
。
寂
し
そ
う
に
話
し
た
そ
の
姿
が
心
に

残
っ
た
。コ
ロ
ナ
禍
が
収
束
し
な
い
日
々
、

人
と
人
と
の
繋
が
り
が
い
か
に
大
切
か
を

改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
住

職
と
し
て
も
、一
人
の
父
親
と
し
て
も
だ
。

　
我
が
家
の
息
子
は
東
京
で
大
学
生
と
し

て
過
ご
し
て
い
る
が
昨
年
か
ら
オ
ン
ラ
イ

ン
授
業
に
な
っ
た
。
自
分
の
部
屋
で
パ
ソ

コ
ン
に
向
か
い
授
業
を
受
け
る
。
大
学
時

代
、
授
業
の
大
切
さ
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、

友
と
会
い
語
ら
い
、
ま
た
教
授
と
も
向
か

い
合
っ
て
話
し
合
う
こ
と
に
こ
そ
価
値
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
。
な
ん
と
も
寂
し
い

キ
ャ
ン
パ
ス
ラ
イ
フ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

と
思
っ
た
。
更
に
、
帰
省
す
る
こ
と
も
慎

重
に
と
い
う
世
の
中
に
な
っ
て
し
ま
い
、

妻
も
が
っ
か
り
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、

オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
に
な
り
、
レ
ポ
ー
ト
課

題
が
増
え
た
息
子
は
、
大
学
の
図
書
館
に

通
う
こ
と
も
で
き
な
い
た
め
、
仏
教
学
部

卒
業
の
私
に
聞
け
ば
分
か
る
だ
ろ
う
と
、

以
前
に
も
増
し
て
家
に
連
絡
が
来
る
よ
う

に
な
っ
た
の
だ
。

　
「
禅
門
規
式
に
つ
い
て
」「
菜
根
譚
」「
中

国
の
五
山
十
刹
」「
曹
洞
宗
教
団
の
形
成
」

等
々
、
正
直
、
私
は
大
学
時
代
に
学
ん
だ

こ
と
だ
ろ
う
か
？　
自
分
の
書
斎
の
本
棚

か
ら
本
を
探
し
、
出
来
る
範
囲
で
息
子
に

助
言
し
た
が
参
考
に
な
っ
た
か
ど
う
か
は

分
か
ら
な
い
。
現
在
は
四
年
生
。
卒
業
論

文
の
ゼ
ミ
だ
け
は
、
対
面
授
業
を
許
さ

れ
、
大
学
へ
通
う
こ
と
が
叶
っ
た
よ
う

だ
。
昔
は
手
書
き
の
卒
論
が
普
通
で
あ
っ

た
が
、
今
は
パ
ソ
コ
ン
で
卒
論
を
ま
と
め

て
い
く
。
私
が
大
学
時
代
に
書
い
た
卒
論

の
テ
ー
マ
を
息
子
に
聞
か
れ
説
明
を
し
た

が
、
学
生
時
代
に
書
い
た
私
の
卒
論
を
息

子
に
見
せ
る
と
き
が
く
る
と
は
思
わ
な

か
っ
た
。
電
話
や
メ
ー
ル
が
来
る
度
に
、

ま
た
か
と
は
思
う
が
、
妻
も
嬉
し
そ
う
に

し
て
い
る
し
、
こ
ん
な
時
代
だ
か
ら
こ
そ

家
族
の
繋
が
り
を
大
切
に
し
た
い
と
思

う
。

　
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
進
み
、
少
し
ず
つ
お

寺
を
訪
れ
る
家
族
も
増
え
て
き
つ
つ
あ

る
。
お
寺
で
見
ら
れ
る
た
く
さ
ん
の
温
か

い
繋
が
り
を
し
っ
か
り
見
守
っ
て
い
け
る

よ
う
、
感
染
対
策
に
は
万
全
を
期
し
た
い

と
考
え
て
る
。

無
常
な
る
『
老
い
』

�

待
月
院
住
職
　
嶋
　�

森
　
憲
　
雄

　
親
し
い
人
と
の
別
れ
に
遇
う
た
び
に
無

常
を
深
く
感
じ
ま
す
。
故
人
が
元
気
で
活

発
に
行
動
し
て
い
た
姿
が
昨
日
の
よ
う
に

目
に
浮
び
ま
す
。
深
く
回
想
す
れ
ば
す
る

ほ
ど
時
の
流
れ
は
常
で
は
な
い
事
を
痛
感

し
ま
す
。
色
々
な
『
い
に
し
え
』
を
想
う

た
び
に
時
の
流
れ
の
早
さ
を
感
じ
ま
す
。

私
た
ち
は
常
に
『
老
い
』
に
向
か
っ
て
い

る
事
を
考
え
ま
す
。
還
暦
、
古
希
を
目
前

に
し
て
『
老
い
』
を
感
ず
る
の
は
お
そ
い

と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
人
間
は
こ
の

世
に
『
生
』
を
受
け
た
時
よ
り
『
老
い
』

が
始
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
若

い
時
は
『
老
い
』
と
い
う
言
葉
で
は
な
く

『
成
長
』
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
ま
す
。

つ
ま
り
『
老
い
』
と
い
う
の
は
年
を
経
て

現
れ
て
く
る
の
で
は
な
く
、
常
に
普
通
の

流
れ
の
如
く
人
の
体
が
変
化
し
て
い
る
こ

と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
そ
ん
な『
老
い
』

と
い
う
言
葉
に
暗
く
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー

ジ
を
持
つ
の
は
自
分
だ
け
で
し
ょ
う
か
。

人
間
の
体
に
は
年
を
追
う
こ
と
に
徐
々
に

老
い
の
現
象
が
現
れ
て
き
ま
す
。
そ
う
な

る
と
自
然
に
周
り
人
の
事
が
気
に
な
り
ま

す
。
そ
れ
は
自
分
の
心
の
中
に
あ
る
コ
ン

プ
レ
ッ
ク
ス
が
ス
ト
レ
ス
に
変
わ
る
か
ら

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
人
間
は
常
に
変

化
し
て
い
る
生
き
物
で
あ
り
ま
す
。
常
に

同
じ
で
は
な
く
自
然
の
流
れ
の
よ
う
に
老

い
て
い
る
こ
と
を
納
得
し
な
け
れ
ば
い
け

な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
年
齢
が

増
す
ご
と
に
老
い
を
深
く
考
え
る
の
は
当

然
で
す
。
そ
ん
な
す
べ
て
を
理
解
し
て
自

然
な
気
持
ち
で
老
い
を
迎
え
る
た
め
に
は

何
事
も
受
け
入
れ
る
心
が
寛
容
な
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
理
屈
で
は
納
得
で
き

ま
す
が
実
際
に
自
分
の
心
を
考
え
る
と
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※�

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

蓮蕾に灯る瑞色鮮やかに
法燈をなお明日へと伝う
大本山總持寺開創七百年

中
々
認
め
る
事
が
出
来
ま
せ
ん
。
そ
れ
は

自
分
の
心
の
中
に
若
い
時
の
青
春
時
代
の

想
い
が
あ
る
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
時
は
い
つ
も
変
化
し
て
い
る
事
を
悟

ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
コ
ロ
ナ
社
会

に
入
り
二
年
目
を
迎
え
、
色
々
な
と
こ
ろ

で
今
ま
で
生
活
し
て
き
た
事
が
出
来
な
く

な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
今
ま
で
の
固
定
観

念
の
中
で
す
べ
て
を
考
え
て
き
た
事
が
こ

れ
か
ら
は
変
わ
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
又
、
コ
ロ
ナ
の
ウ
ィ
ル
ス
が

社
会
に
与
え
る
影
響
を
考
え
る
と
人
間
社

会
が
大
き
く
変
わ
っ
て
く
る
事
に
よ
り
、

私
た
ち
は
今
ま
で
以
上
に
い
ろ
い
ろ
な
事

を
す
べ
て
受
け
入
れ
る
心
が
必
要
に
な
っ

て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

中
止
す
る
宗
務
所
行
事

◦
9
月
7
～
10
日　

本
山
研
修

◦�

11
月
15
日　
　
　

梅
花
流
秋
田
県
奉
詠

大
会

◦�

11
月
4
日
に
開
催
す
る
宗
務
所
設
立
30

周
年
記
念
式
典
・
禅
を
聞
く
会
（
養
老

猛
司
先
生
の
記
念
講
演
）
は
挙
行
い
た

し
ま
す
が
、
祝
賀
会
は
中
止
い
た
し
ま

す
。

※�

県
内
の
感
染
拡
大
に
伴
い
、
そ
の
他
の

宗
務
所
行
事
も
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
都
度
通
知

い
た
し
ま
す
が
、
皆
様
の
ご
理
解
を
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

開
催
し
た
宗
務
所
行
事

◦�

6
月
25
日
、
宗
務
所
・
禅
セ
ン
タ
ー
梅

花
部
主
催
の「
梅
花
流
講
師
等
研
修
会
」

が
、
感
染
予
防
に
配
慮
し
つ
つ
開
催
さ

れ
ま
し
た
。

◦�
7
月
30
日
、
決
算
所
会
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
席
上
、
宗
務
所
条
例
及
び
規
則
等

の
変
更
が
承
認
さ
れ
ま
し
た
。
新
た
な

「
曹
洞
宗
秋
田
県
宗
務
所
条
例
」
は
後

日
冊
子
に
し
て
各
御
寺
院
様
に
お
届
け

い
た
し
ま
す
。

「梅花流講師等研修会」
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こ
れ
か
ら
の
宗
務
所
行
事

◦�
梅
花
流
宗
務
所
検
定
会
は
予
定
通
り
開

催
い
た
し
ま
す
。

県
北
地
区

期
日　

9
月
13
日
（
月
・
友
引
）

会
場　

大
館
市
「
北
秋
ク
ラ
ブ
」

中
央
・
県
南
地
区

期
日　

10
月
11
日
（
月
・
友
引
）

会
場　

秋
田
市
「
さ
と
み
温
泉
」

※�

い
ず
れ
も
集
合
時
間
は
午
前
９
時
と
な

り
ま
す
。

　

�

マ
ス
ク
着
用
で
お
願
い
し
ま
す
が
、
検

定
の
際
は
ア
ク
リ
ル
板
を
設
置
し
、
マ

ス
ク
は
外
し
て
行
い
ま
す
。

宗
務
庁
か
ら
の
お
知
ら
せ

◦�

大
本
山
總
持
寺
の
貫
首
様
で
あ
る
江
川

辰
三
禅
師
が
退
董
さ
れ
る
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。
江
川
禅
師
の
退
董
式
と
新
し

く
貫
首
様
と
な
ら
れ
る
石
附
周
行
禅
師

の
入
山
式
が
本
年
10
月
18
日
（
月
）
に

大
本
山
總
持
寺
に
て
行
わ
れ
ま
す
。

　

�

な
お
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
拡

大
防
止
の
た
め
、
関
係
者
の
み
に
て
執

り
行
わ
れ
ま
す
。

�

大
本
山
總
持
寺
前
貫
首　

江
川
辰
三
禅
師

（
２
０
１
１
年
4
月
17
日
よ
り
大
本
山
總

持
寺
の
貫
首
）

大
本
山
總
持
寺
新
貫
首　

石
附
周
行
禅
師

（
２
０
１
１
年
7
月
21
日
よ
り
大
本
山
總

持
寺
の
副
貫
首
、
現
在
は
神
奈
川
県
大
雄

山
最
乗
寺
の
住
職
）

◦�

コ
ロ
ナ
感
染
拡
大
の
影
響
で
、
令
和
3

年
度
布
教
師
検
定
の
第
1
回
宗
務
庁
検

定
会
は
中
止
と
な
り
ま
し
た
が
、
8
月

26
日
付
で
第
2
回
宗
務
庁
検
定
会
は
開

催
さ
れ
る
予
定
で
す
。

期
日　

令
和
４
年
１
月
12
日
（
水
）
稟
命

１
等
、
稟
命
２
等
、
令
命
１
等

　
　
　

１
月
13
日
（
木
）
令
命
２
等

締
切　

令
和
３
年
12
月
10
日
（
金
）

◦�
令
和
4
年
度
の
梅
花
流
全
国
奉
詠
大
会

は
、
梅
花
流
創
立
70
周
年
記
念
奉
賛
大

会
と
し
て
開
催
さ
れ
る
予
定
で
し
た

が
、
令
和
4
年
度
中
に
は
行
わ
な
い
旨

の
通
知
が
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
70
周
年
を
記
念
し
て
賛
助
会
員
を

募
集
し
て
お
り
ま
す
。

賛
助
会
費　

一
人
３
千
円
（
記
念
品
及
び

記
念
バ
ッ
ジ
進
呈
）

申
し
込
み　

12
月
１
日
ま
で
に
秋
田
県
宗

務
所
へ
申
込
用
紙
に
て

※�

申
込
書
請
求
と
問
い
合
わ
せ
先
は
宗
務

所
梅
花
主
事
中
村
ま
で
（
℡
0
１
８
─

８
６
８
─
６
８
７
１
）

村
松
良
周
師
、
特
派
師
範
に

　

山
本
郡
八
峰
町
正
傳
寺
住
職
、
村
松
良

周
師
が
4
月
1
日
付
で
梅
花
流
特
派
師
範

に
就
任
さ
れ
ま
し
た
。
県
内
14
人
目
の
特

派
師
範
と
な
り
ま
す
。
益
々
の
ご
活
躍
を

祈
念
い
た
し
ま
す
。

秋
曹
青
と
婦
人
会
の
協
定
締
結

　

秋
田
県
曹
洞
宗
青
年
会
と
宗
務
所
婦
人

会
が
災
害
発
生
時
の
協
定
を
結
び
ま
し

た
。

　

協
定
覚
書
の
概
略
は
、
災
害
発
生
時
に

婦
人
会
副
会
長
を
含
む
「
婦
人
会
・
秋
曹

青
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
協
力
委
員
会
」
を
発
足

し
、
秋
曹
青
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
対

し
金
銭
的
・
物
質
的
支
援
を
す
る
。
ま
た
、

秋
曹
青
の
要
請
が
あ
れ
ば
人
的
支
援
を
す

る
、
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
れ
ま
で
以
上

に
連
携
と
即
時
性
が
強
化
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
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第
9
教
区
一
般
公
開
講
座　

　

10
月
29
日
、
第
９
教
区
で
は
一
般
公
開

講
座
と
し
て
「
ダ
ウ
ン
症
の
書
家
」
と
し

て
知
ら
れ
る
金
沢
翔
子
氏
の
席
上
揮
毫
と

講
演
会
を
二
ツ
井
総
合
体
育
館
メ
イ
ン
ア

リ
ー
ナ
に
お
い
て
開
催
し
ま
す
。
入
場
に

は
前
売
り
券
が
必
要
で
す
。
前
売
り
券
は

５
０
０
円
で
、
9
教
区
各
寺
院
で
取
り
扱

い
を
し
て
お
り
ま
す
。

　

併
せ
て
27
日
か
ら
31
日
ま
で
三
種
町
鵜

川
、
鳳
来
院
様
に
お
い
て
、
金
沢
翔
子
作

品
展
も
行
わ
れ
ま
す
。
コ
ロ
ナ
禍
で
の
開

催
と
い
う
こ
と
で
、
観
覧
及
び
聴
講
希
望

の
方
は
事
務
局
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

お
問
い
合
わ
せ
先　

鳳
来
院

�

Ｔ
Ｅ
Ｌ�

０
１
８
２
─
８
５
─
２
７
６
２

　
「
せ
っ
か
く
の
コ
ロ
ナ
だ
か
ら
」
知
り
合
い
の
精
神
科
医
の
言
葉
で
す
。

　

様
々
な
自
粛
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
す
で
に
1
年
半
。
テ
レ
ビ
で
は
未
だ
正
体
が

つ
か
み
切
れ
て
い
な
い
ウ
ィ
ル
ス
を
巡
っ
て
、
口
角
泡
を
飛
ば
し
て
誰
か
の
批
判

ば
か
り
。
い
い
加
減
、飽
き
飽
き
し
た
と
こ
ろ
に
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
、パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ

ク
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。

　

開
催
に
つ
い
て
賛
否
両
論
、
と
い
う
よ
り
否
定
的
な
論
調
が
主
流
を
占
め
て
い

た
よ
う
な
状
況
で
始
ま
り
ま
し
た
が
、
特
に
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
画
面
を
通
し
て

も
大
き
な
感
動
を
覚
え
ま
し
た
。
障
が
い
の
あ
る
人
が
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
て
頑

張
っ
て
い
る
か
ら
と
い
う
感
動
で
は
全
く
な
く
、
み
な
身
体
を
鍛
え
技
量
を
磨
い

て
競
技
し
て
い
る
、
素
晴
ら
し
い
ア
ス
リ
ー
ト
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
の
感
動
で
し

た
。
そ
し
て
、
メ
ダ
ル
を
競
い
合
う
だ
け
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
競
技
者
が
堂
々

と
し
て
い
る
姿
へ
の
感
動
で
し
た
。

　

普
段
は
あ
ま
り
テ
レ
ビ
を
見
な
い
生
活
の
中
で
、
こ
の
期
間
は
ま
さ
に
「
せ
っ

か
く
の
コ
ロ
ナ
」。
出
張
も
宴
会
も
葬
儀
法
事
で
の
会
食
も
無
く
な
り
、
無
聊
を

か
こ
つ
日
々
で
あ
る
こ
と
に
感
謝
し
た
く
な
り
ま
し
た
。

　

今
号
も
宗
務
所
行
事
の
相
次
ぐ
中
止
の
「
あ
お
り
」
を
受
け
、
所
報
に
載
せ
る

報
告
が
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、東
泉
寺
副
住
職
、柴
田
和
明
師
の
「
五

庵
山
抄
」
寄
稿
と
所
会
人
権
学
習
の
報
告
で
、
師
の
日
常
底
を
取
り
上
げ
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
紙
面
で
は
詳
細
ま
で
お
伝
え
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
現
役
の
ス
キ
ー
競
技
者
の
頃
の
苦
労
話
、
障
が
い
者
ス
キ
ー
競
技
と
の
出
会

い
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
見
出
し
た
師
の
「
気
づ
き
」
等
々
、
深
い
お
話
を
聞
く
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

　
「
安
心
し
て
失
敗
で
き
る
環
境
」、「
見
守
る
が
す
ぐ
に
は
助
け
な
い
」、「
人
同

士
の
緩
や
か
で
心
地
よ
い
つ
な
が
り
」。
こ
れ
ら
の
示
唆
に
富
ん
だ
言
葉
は
、
師

が
障
が
い
を
劣
っ
て
い
る
こ
と
と
み
る
の
で
は
な
く
、
障
が
い
を
持
つ
人
に
敬
意

を
払
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
の
言
葉
と
感
じ
ま
し
た
。

　

さ
て
、「
せ
っ
か
く
の
コ
ロ
ナ
」。
こ
の
時
間
を
ど
う
生
き
よ
う
か
。

�

（
袴
田
俊
英
記
）

編
集
後
記
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　今年の人権学習はここ数年で学んだ「合理的配慮」について、「知識や考え方の理解」から「実践
と発信」につながるような内容と受け止めました。これまで学んだことに血を通わせていく為に
は実践者の声が一番と考えました。そこで、様々な形で当事者に関わっている東泉寺住職の柴
田和明老師に経験を語っていただきました。「ゆるやかなつながり」はお坊さんとして、お寺と
して大切で自然な在りかたですが、実践することでしか現われないものと言えるのではないで
しょうか。力のあるつながりではなく、つながりが自ずと心地よい支えと働きを生み出してい
くのだと感じました。（人権主事　記）

講師　第 2 教区東泉寺　柴田和明師

スキーを通じた交友が続いている大谷悠治（ひさはる）氏の東泉寺を描いた水墨画

和明師も開発に関わり、大潟つくし苑で制作したお供え用菓子

柴田師は日本障碍者スキー連盟ナショナルコーチ

東泉寺檀家様でアスペルガー症候群のクリエイター　ツクシフカコ氏の作品

「つくし園」で制作している蓮型の燈籠は東泉寺様で販売されている

所 会 人 権 学 習
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年 間 行 事 予 定
令和３年度（2021）

友引 管区 宗務所 宗務庁 県内寺院

31
日

30
土

29
金

28
木

梅
花
特
派(

中
止)

27
水

31
金

宗
務
所
休
務

31
月

31
木
徒
弟
研
修
会

26
火

30
火

30
木

30
日

30
水

25
月

29
月

29
水

29
土

28
月

29
火

24
日

28
日

28
火

28
金

27
日

28
月

23
土

27
土

27
月

27
木

26
土

27
日

22
金

26
金
仏
教
講
座
②

26
日

26
水

25
金
諮
問
委
員
会

26
土

21
木

25
木

25
土

25
火

災
害
対
策
委
員
会

25
金
予
算
所
会

20
水

24
水

24
金

24
月

24
木

24
木

19
火

23
火
勤
労
感
謝
の
日

23
木

23
日

23
水
天
皇
誕
生
日

23
水

18
月

22
月

22
水

22
土

22
火

22
火

17
日

21
日

21
火

21
金

21
月

21
月
春
分
の
日

16
土

20
土

20
月

20
木

20
日

20
日

15
金

19
金

19
日

19
水

19
土

19
土

14
木

18
木

18
土

18
火

18
金

18
金

13
水

17
水

17
金

17
月

17
木

17
木

12
火

16
火

16
木

16
日

16
水

16
水

11
月

寺
族
会
研
修
会

（
中
止
）

15
月
全
県
梅
花
大
会
（
中
止
）
15
水

15
土

15
火

15
火

14
日

14
火

14
金

14
月

14
月

梅
花
検
定
会

（
中
央
・
県
南
）

13
土

13
月

13
木

13
日

13
日

12
金
梅
花
流
講
習
会

12
日

12
水

12
土

12
土

第
十
二
教
区
瑞
光
寺

本
葬
儀

11
木

11
土

11
火

11
金
建
国
記
念
の
日

11
金

10
日

10
水

10
金

10
月
成
人
の
日

10
木

10
木

9
土

9
火
管
区
役
職
員

人
権
啓
発
研
修
会

9
木

9
日

9
水

9
水

8
金
梅
花
流
講
習
会

8
月

8
水

8
土

8
火
研
修
部
研
修
会
②

8
火

7
木
宗
務
所
長
杯
（
中
止
）
7
日

7
火

7
金

宗
務
所
休
務

7
月

7
月

6
水

6
土

6
月

6
木

6
日

6
日

5
火

5
金

5
日

5
水

5
土

5
土

4
月

4
木
禅
セ
ン
タ
ー
設
立
集
会
4
土

4
火

4
金
梅
花
流
講
習
会

4
金
梅
花
流
講
習
会

3
日

3
水
文
化
の
日

3
金

3
月

3
木

3
木
梅
花
講
講
長
会

2
土
現
職
研
修
会

2
火

2
木
梅
花
流
講
習
会

2
日

2
水
梅
花
講
役
員
会

2
水

1
金

1
月
禅
セ
ン
タ
ー
設
立
記
念
日

1
水

1
土

元
日

1
火

1
火

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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