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今
年
の
冬
は
秋
田
県
各
地
に
お
い
て
豪
雪
に
関
す

る
話
題
の
多
い
年
と
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
伴
っ
て

災
害
見
舞
金
の
申
請
が
多
く
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
あ
れ
だ
け
の
雪
も
時
が
き
て
桜
の
花
が
開
く

頃
に
は
、
跡
形
も
無
く
消
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。
し

か
し
、
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
は
二
年
以
上
経
た
現
在
も

続
い
て
お
り
ま
す
。
海
外
で
は
感
染
者
が
減
少
し
マ

ス
ク
無
し
の
映
像
が
流
れ
て
い
る
様
子
を
見
る
と
、

日
本
も
上
手
に
つ
き
あ
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
時
期
に
来
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
現
在
は

重
症
化
率
が
低
く
、
２
年
続
け
て
中
止
に
な
っ
た
観

桜
会
が
条
件
付
き
な
が
ら
も
開
催
さ
れ
る
と
い
う

ニ
ュ
ー
ス
を
聞
く
と
少
し
明
る
い
気
持
ち
に
な
る
気

が
い
た
し
ま
す
。

　

さ
て
、
去
る
三
月
二
十
五
日
、
宗
議
、
所
会
議
員

諸
老
師
の
御
出
席
の
も
と
宗
務
所
定
例
所
会
（
予
算

所
会
）
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
上
程
致
し
ま
し
た
令

和
四
年
度
事
業
計
画
案
、
予
算
案
を
始
め
と
す
る
案

件
す
べ
て
、
慎
重
審
議
の
上
、
可
決
ご
承
認
い
た
だ

き
ま
し
た
こ
と
を
こ
こ
に
ご
報
告
致
し
ま
す
。

　

ま
た
、
定
例
所
会
に
先
駆
け
て
、
被
差
別
戒
名
物

故
者
諸
精
霊
・
疫
病
物
故
者
精
霊
・
東
日
本
大
震
災

物
故
者
追
善
法
要
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
上
程
案
の
審
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、

今
年
度
は
昨
年
度
ま
で
の
事
業
の
実
施
状
況
等
を
判

予
算
所
会
を
終
え
て

秋
田
県
宗
務
所
　
所
長
　
齋
　
藤
　
昭
　
道

断
し
階
級
賦
課
金
の
一
点
あ
た
り
八
十
円
で
あ
っ
た

も
の
を
七
十
円
で
計
算
し
、
総
額
で
五
〇
〇
万
弱
の

減
額
を
図
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。
減
額
分
は
諸

行
事
の
内
容
を
見
直
し
調
整
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま

し
た
。
ま
た
、
こ
の
減
額
は
今
年
の
み
の
特
別
処
置

と
す
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
り
ま
す
。

　

事
業
計
画
で
は
、
宗
務
庁
か
ら
の
指
示
に
よ
り
、

六
月
開
催
予
定
で
あ
っ
た
特
派
布
教
巡
回
は
中
止
と

な
り
ま
し
た
が
、
特
派
梅
花
巡
回
は
講
員
の
皆
様
の

強
い
希
望
に
よ
り
開
催
す
る
こ
と
で
準
備
を
進
め
て

お
り
ま
す
。
ま
た
、
全
国
梅
花
大
会
は
開
催
せ
ず
、

七
〇
周
年
記
念
の
顕
彰
の
み
に
と
ど
め
る
通
達
が
ご

ざ
い
ま
し
た
。

　

本
年
度
の
主
な
宗
務
所
行
事
と
し
て
は
、
五
月
の

布
教
委
員
会
は
県
内
在
住
の
特
派
布
教
師
老
師
に
よ

る
管
長
告
諭
・
布
教
教
化
方
針
に
つ
い
て
敷
衍
し
て

い
た
だ
き
、
布
教
協
議
会
で
は
コ
ロ
ナ
禍
で
供
養
自

体
が
簡
素
化
に
向
か
っ
て
い
る
今
だ
か
ら
こ
そ
「
教

え
を
伝
え
る
」
と
い
う
こ
と
を
も
う
一
度
考
え
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
同
日
に
中
止
に
な
っ
た

特
派
布
教
巡
回
に
か
わ
り
宗
務
所
独
自
に
教
区
護
持

会
研
修
会
等
に
派
遣
予
定
の
管
内
布
教
師
に
研
修
を

受
け
て
い
た
だ
く
予
定
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
六
月
に
は
六
日
か
ら
十
一
日
迄
の
日
程

で
梅
花
特
派
巡
回
を
実
施
す
る
予
定
で
あ
り
ま
す
。

二
〇
日
に
は
、
こ
れ
も
二
年
間
お
休
み
で
あ
っ
た
宗

務
所
護
持
会
総
会
と
研
修
会
も
今
年
度
は
で
き
る
限

り
開
催
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。

　

九
月
に
は
、
十
四
日
に
全
県
梅
花
大
会
を
大
仙
市

大
曲
に
て
開
催
の
予
定
で
あ
り
ま
す
。

　

梅
花
講
の
皆
さ
ん
も
首
を
長
く
し
て
お
待
ち
の
こ

と
と
存
じ
ま
す
。

　

十
月
に
は
十
三
日
と
十
四
日
の
二
日
間
で
現
職
研

修
会
を
開
催
し
講
師
を
駒
澤
大
学
教
授
・
奥
野
光
賢

教
授
に
お
務
め
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
ま

た
、
十
八
日
か
ら
二
十
一
日
の
日
程
で
大
本
山
總
持

寺
さ
ま
を
会
場
に
本
山
研
修
会
を
計
画
致
し
ま
し

た
。
多
く
の
皆
さ
ん
の
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま

す
。
ま
た
、
十
一
月
四
日
に
は
宗
務
所
創
立
記
念
集

会
と
禅
を
き
く
会
を
計
画
し
て
お
り
ま
す
。
禅
を
き

く
会
の
講
師
は
曹
洞
宗
特
派
布
教
師
・
福
島
県
長
秀

院
住
職
、
渡
辺
祥
文
老
師
に
お
務
め
い
た
だ
く
こ
と

に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
各
種
団
体
の
総
会
・
研
修
会
等
も
昨
年
同

様
、
状
況
を
見
な
が
ら
の
開
催
に
な
る
よ
う
で
あ
り

ま
す
。

　

こ
の
頃
の
仏
事
の
簡
素
化
の
中
で
、
宗
教
に
お
け

る
「
伝
え
る
」
と
い
う
こ
と
の
大
切
さ
が
薄
れ
て
い

る
こ
と
に
危
機
感
を
感
じ
て
い
ま
す
。

　

お
釈
迦
様
は
、
悟
り
を
得
た
と
き
、
こ
の
尊
い
教

え
を
ち
ゃ
ん
と
人
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う

か
、と
悩
み
ま
し
た
。
そ
し
て
、梵
天
の
勧
め
が
あ
っ

て
教
え
を
伝
え
る
決
意
を
な
さ
っ
た
の
で
す
。

　

宗
教
が
生
ま
れ
る
た
め
に
は
、「
素
晴
ら
し
い
教

え
」
に
加
え
て
「
伝
え
る
」
と
い
こ
と
が
絶
対
に
必

要
な
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
仏
事
の
中
で
伝

え
る
と
い
う
こ
と
の
大
切
さ
を
今
一
度
考
え
て
い
た

だ
き
た
い
と
思
う
の
で
す
。
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平
穏
な
日
常
が
、
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ

て
早
三
年
目
に
入
り
ま
し
た
。
今
は
何
を
す
る
に
も

ウ
イ
ル
ス
感
染
の
流
行
を
前
提
に
考
え
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
し
か
も
大
国
の
指
導
者
が
誰
の
利
益
に

な
ら
な
い
戦
争
を
起
こ
し
て
、
国
際
社
会
は
苦
悩
し

て
い
ま
す
。
そ
ん
な
先
の
見
通
し
が
利
か
な
い
不
安

な
世
相
の
中
で
、令
和
四
年
度
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。

　

戦
争
と
は
、
為
政
者
の
独
善
的
孤
高
が
他
の
考
え

に
妥
協
で
き
ず
、
対
立
と
争
い
を
激
し
く
す
る
結
果

の
よ
う
に
思
え
て
し
ま
い
ま
す
。
何
人
も
自
分
の
考

え
が
正
し
い
の
か
、
そ
れ
を
客
観
的
に
は
か
る
尺
度

も
必
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
今
日
の
世
界
情
勢

を
危
惧
し
な
が
ら
、
つ
く
づ
く
感
じ
て
お
り
ま
す
。

　
「
欺
か
な
い
も
の
だ
け
が
真
実
な
の
で
は
な
い
。

他
の
人
び
と
を
も
っ
ぱ
ら
利
益
す
る
も
の
が
真
実
で

あ
る
」
と
、
大
乗
仏
教
八
宗
の
祖
と
さ
れ
る
龍
樹

（
一
五
〇
～
二
五
〇
頃
）
は
説
き
ま
す
。
龍
樹
が
国

王
に
、「
人
び
と
に
永
続
的
な
利
益
を
与
え
う
る
も

の
こ
そ
が
、
真
実
と
呼
ぶ
に
値
す
る
」
と
諭
し
た
と

さ
れ
る
言
葉
で
す
。
政
治
を
つ
か
さ
ど
る
者
は
勿
論

の
こ
と
、
私
た
ち
も
心
が
け
る
べ
き
教
訓
と
思
い
ま

す
。

　

仏
教
で
は
心
の
働
き
に
つ
い
て
、
ま
ば
た
き
の
瞬

間
で
も
三
千
世
界
が
去
来
す
る
と
説
く
よ
う
に
、
脳

裡
に
は
様
々
な
心
が
見
え
隠
れ
も
致
し
ま
す
。
コ
ロ

ナ
禍
に
よ
っ
て
自
坊
で
過
ご
す
時
間
が
長
い
と
、
取

る
に
足
り
な
い
こ
と
を
考
え
た
り
し
ま
す
。
ほ
と
ん

ど
自
己
中
心
の
煩
悩
で
す
が
、
と
き
に
思
い
遣
り
の

あ
る
清
ら
か
な
心
も
出
現
し
て
く
れ
ま
す
の
で
、
一

介
の
僧
侶
と
し
て
我
が
身
を
安
堵
致
し
て
お
り
ま

す
。

　

法
句
経
に
、「
戦
場
に
お
い
て
百
万
人
に
勝
つ
と

し
て
も
、
た
だ
ひ
と
つ
の
自
己
に
克
つ
者
こ
そ
、
実

に
最
上
の
勝
利
者
で
あ
る
」
と
あ
り
ま
す
。
戦
争
で

敵
に
勝
つ
に
は
、
す
ぐ
れ
た
軍
隊
と
兵
器
が
あ
れ
ば

い
と
も
簡
単
で
し
ょ
う
。
一
方
、
自
己
に
克
つ
と
は

敵
を
物
理
的
に
倒
す
こ
と
と
は
次
元
が
異
な
る
こ
と

で
す
が
、
自
己
の
煩
悩
に
打
ち
克
つ
こ
と
は
難
し
い

こ
と
で
す
。
仏
陀
の
伝
記
を
読
む
と
、
悪
魔
が
再
三

に
わ
た
っ
て
誘
惑
や
攻
撃
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
ま

す
。
わ
け
て
も
、
い
よ
い
よ
成
道
の
直
前
に
は
、
菩

提
樹
の
下
で
瞑
想
す
る
仏
陀
を
襲
う
悪
魔
た
ち
の
攻

撃
は
熾
烈
を
き
わ
め
ま
す
。
こ
の
悪
魔
た
ち
の
攻
撃

と
は
、
実
は
仏
陀
自
身
の
心
の
葛
藤
を
象
徴
し
た
も

の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
言
い

換
え
る
と
、
自
ら
の
煩
悩
に
打
ち
克
つ
難
し
さ
を
物

語
る
も
の
で
す
。

　

コ
ロ
ナ
禍
の
自
粛
は
、
自
己
を
見
つ
め
直
す
機
会

を
与
え
て
く
れ
て
い
ま
す
。鏡
に
映
る
自
分
の
姿
を
、

閻
魔
さ
ま
の
裁
き
の
つ
も
り
で
、
き
び
し
く
見
つ
め

た
い
と
思
い
ま
す
。
宗
務
所
管
内
の
諸
宗
師
に
は
、

ま
だ
十
分
な
制
約
が
解
け
な
い
中
で
の
衆
生
接
化
の

工
夫
と
同
時
に
、
ご
自
愛
を
念
じ
て
止
み
ま
せ
ん
。

令
和
四
年
度
開
始
に
思
う
こ
と

所
会
議
長
　
藤
　
原
　
徳
　
義

第132号 令和４年５月15日（　）4曹洞宗秋田県宗務所所報



　

風
薫
る
新
緑
に
誘
わ
れ
て
、
カ
メ
ラ
片
手
に
花
の

傑
作
写
真
を
狙
っ
て
み
て
も
、
晴
れ
な
い
心
で
視
る

フ
ァ
イ
ン
ダ
ー
に
は
感
動
が
薄
く
て
、
些
か
滅
入
っ

て
お
る
此
の
頃
で
す
。
何
は
と
も
あ
れ
、
先
般
開
催

の
定
例
所
会
に
於
い
て
新
年
度
の
予
算
案
等
が
承
認

さ
れ
ま
し
た
事
、
心
よ
り
御
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
と

共
に
、
所
長
老
師
始
め
現
執
行
部
に
と
り
ま
し
て
は

最
後
の
予
算
編
成
と
な
り
、
先
行
き
不
透
明
な
現
下

の
情
勢
の
中
で
の
御
心
労
を
拝
察
致
し
、
衷
心
よ
り

謝
意
を
献
ず
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
高
止
り
傾
向

に
よ
り
、
年
回
法
要
や
御
葬
式
等
の
規
模
縮
小
に
伴

い
、
檀
信
徒
の
方
々
と
の
「
心
の
交
流
」
も
中
々
深

化
で
き
ず
苦
慮
し
て
い
る
現
実
が
あ
り
ま
す
。
他
方

で
、
過
疎
化
に
よ
る
檀
家
数
の
減
少
を
如
何
に
最
小

限
に
抑
え
る
事
が
出
来
る
の
か
等
々
、
誠
に
難
問
を

突
き
付
け
ら
れ
て
い
る
思
い
が
致
し
ま
す
。

　

五
月
四
日
付
の
「
中
外
日
報
」
第
一
面
に
「
葬
儀

に
関
わ
る
僧
侶
の
実
態
調
査
」
と
題
し
て
、
全
日
仏

が
全
葬
連
（
全
日
本
葬
祭
業
協
同
組
合
連
合
会
）
に

調
査
協
力
を
依
頼
し
た
結
果
の
記
事
を
拝
読
し
、
暗

澹
た
る
気
持
ち
に
襲
わ
れ
ま
し
た
。
個
別
の
詳
細
は

知
り
得
ま
せ
ん
が
、
一
般
の
方
々
の
僧
侶
に
対
す
る

思
い
の
一
端
は
想
像
出
来
る
よ
う
な
気
が
致
し
ま
し

た
。「
他
山
の
石
」
と
思
い
、
日
々
精
進
の
覚
悟
を

新
た
に
す
る
と
共
に
檀
家
の
皆
様
と
の
意
思
疎
通
を

益
々
は
か
っ
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

毎
日
の
様
に
接
す
る
ニ
ュ
ー
ス
と
云
え
ば
、
新
型

コ
ロ
ナ
感
染
と
共
に
国
際
紛
争
が
あ
り
ま
す
。
殺
戮

現
場
の
映
像
が
、
ま
る
で
Ｔ
Ｖ
ゲ
ー
ム
の
如
く
に
流

れ
、「
大
義
」
に
よ
る
殺
人
が
罷
り
通
り
、
怨
み
が

怨
み
を
生
み
出
す
負
の
ス
パ
イ
ラ
ル
に
陥
っ
て
い
る

様
相
の
如
く
に
思
わ
れ
ま
す
。
子
供
達
が
こ
の
様
な

映
像
を
視
て
、
ど
ん
な
影
響
を
受
け
る
の
か
甚
だ
不

安
に
思
わ
れ
、
大
量
殺
人
者
が
英
雄
視
さ
れ
る
世
界

な
ど
何
処
に
も
な
い
と
云
う
事
を
孫
達
に
も
伝
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
強
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

境
内
の
紅
梅
や
桜
の
花
も
散
り
急
ぎ
、
ツ
ツ
ジ
の

花
芽
が
大
き
く
膨
ら
ん
で
い
る
今
日
此
頃
、
田
植
え

の
準
備
に
余
念
の
な
い
檀
家
の
方
々
と
の
語
ら
い
の

中
で
、
穏
や
か
な
四
季
の
移
ろ
い
に
身
を
任
せ
生
命

の
あ
り
が
た
さ
を
享
受
し
た
い
も
の
と
思
っ
て
お
り

ま
す
。
心
の
中
の
霧
を
追
い
払
い
、
自
然
の
中
の
一

個
人
と
し
て
、「
雨
も
又
良
し
、
風
も
又
良
し
」
の

心
境
に
半
歩
で
も
近
づ
き
た
い
、
そ
の
様
に
念
じ
て

お
り
ま
す
。

　

本
年
も
又
「
井
の
中
の
蛙
」
と
化
し
て
お
り
ま
す

が
、
県
内
御
寺
院
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
時
節
柄
何

卒
御
自
愛
下
さ
い
ま
す
様
御
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。

�

合
掌

徒
然
に
な
る
憶
い

所
会
副
議
長
　
嵯
　
峨
　
義
　
房
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令和４年度　曹洞宗秋田県宗務所事業計画
令和４年 事　　業 開催場所 備　　考

４月 18 日 寺族会総会 宗務所

５月

11 日 布教委員会・布教協議会 宗務所
23 日 婦人会総会 宗務所

梅花流全国奉詠大会 不開催
所報第 132 号発行 予算報告　他

６月

特派布教巡回 不開催
随時 宗務所布教師出張法話 希望教区

13~18 日 梅花特派巡回 管内 16 教場 特派師範３名
20 日 護持会総会 宗務所
29 日 監査会 宗務所

７月 19 日 通常所会（決算） 宗務所
禅の集い 管内寺院

８月 10~19 日 宗務所休務 盆休み

９月
２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
14 日 梅花流全県大会 大曲市民会館

所報 133 号発行 決算報告　他

10 月

７日 宗務所長杯野球大会
13、14 日 現職研修会 宗務所

18~21 日 本山研修会 總持寺

11 月

４日 禅センター設立集会 キャッスル
16 日 宗務所寺族集会・研修会 宗務所

22 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

12 月
９日 臨時所会 宗務所

25 日～ 1 月 7 日 宗務所休務

令和５年

１月 所報 134 号発行
23 日 宗務所梅花講役員会 宗務所

２月 16 日 宗務所梅花講講長会 宗務所
20 日 諮問委員会・災害対策委員会 宗務所

３月 28 日 通常所会（予算） 宗務所
30 日 徒弟研修会 宗務所
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曹洞宗秋田県宗務所・禅センター
令和４年度　事業日程表

【禅センター布教部・研修部・梅花部】

№ 令　和 月　　日 開始時間 担当 事　業　名・備　考
1 4 年 ４月１日（金） 10 時 30 分 梅花部 梅花流講習会（～ 15 時 30 分）

2 ５月13日（金） 10 時 30 分 梅花部 梅花流講習会（～ 15 時 30 分）

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

4 ７月７日（木） 10 時 30 分 梅花部 講師等研修会

5 ７月８日（金） 10 時 30 分 梅花部 梅花流講習会（～ 15 時 30 分）

6 ７月13日（水） 13 時 00 分 研修部 研修会①

7 ７月30日（土）
10 時 30 分

布教部
写　経　会  

13 時 00 分 仏教講座①

8 ９月１日（木） 10 時 30 分 梅花部 梅花流講習会（～ 15 時 30 分）

9 ９月８日（木）
10 時 30 分

布教部
写　経　会  

13 時 00 分 仏教講座②

10 ９月30日（金） 9 時 00 分 布教部 仏教講座・野外研修

11 10月６日（木） 10 時 30 分 梅花部 梅花流講習会（～ 15 時 30 分）

12 10月７日（金） 10 時 00 分 宗務所長杯

13 11月４日（金） 13 時 00 分
禅を聞く会（設立集会併催）

禅センター設立集会（式典）

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

15 11月25日（金）
10 時 30 分

布教部
写　経　会

13 時 00 分 仏教講座③

16 12月１日（木） 10 時 30 分 梅花部 梅花流講習会（～ 15 時 30 分）

17 5 年 ２月３日（金） 10 時 30 分 梅花部 梅花流講習会（～ 15 時 30 分）

18 ２月10日（金） 13 時 00 分 研修部 研修会②

19 ３月３日（金） 10 時 30 分 梅花部 梅花流講習会（～ 15 時 30 分）
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令和４年度曹洞宗秋田県宗務所歳入歳出予算書
� （単位：円）

項　　　　目 前年度予算額 本年度予算額 増　　　　減
歳　入　合　計 69,124,504 59,000,000 △�10,124,504
歳　出　合　計 69,124,504 59,000,000 △�10,124,504
差　引　残　額 0 0 0

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

１　賦　課　金 40,995,760 36,543,340 △ 4,452,420

1. 寺 格 割 1,841,000 1,844,000 3,000
格　地 @10,000 × 24
法　地 @5,000 × 318
准法地 @2,000 × 7（349 ヶ寺）

2. 級 階 割 35,481,760 31,042,340 △ 4,439,420 443,462 点（昨年級階全県合計点数）×
70 円（昨年 80 円より減額）本年度のみ

3. 教 師 割 3,673,000 3,657,000 △ 16,000

大 教 師 @42,000 × 1 名
権大教師 @30,000 × 69 名
正 教 師 @6,000 × 149 名
一等教師 @3,000 × 127 名
二等教師 @2,000 × 135 名（R4.2.24 現在）

2　手　数　料 2,000,000 2,000,000 0

1. 手 数 料 2,000,000 2,000,000 0 各種申請手数料　宗務所義財　梅花義財
3　補　助　金 900,000 900,000 0

1. 補 助 金 900,000 900,000 0
本庁事業補助　事務補助
徒弟研修会補助　梅花補助　教化補助
現職研修会補助　他

4　諸　収　入 2,495,000 2,000,000 △ 495,000

1. 諸 収 入 2,495,000 2,000,000 △ 495,000

現職研修会受講料 @7,000 × 120 名
梅花検定料 @3,000 × 50 名
梅花奉詠大会参加料 @2,000 × 500 名
預貯金受取利息　他

5　繰　越　金 22,733,744 17,556,660 △ 5,177,084

1. 繰 越 金 22,733,744 17,556,660 △ 5,177,084 前年度繰越金
歳　入　合　計 69,124,504 59,000,000 △ 10,124,504
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項　　　目 前年度予算額 本年度予算額 比較増減 説　　　　　　　　　　　　　明
1　人　件　費 18,540,000 19,100,000 560,000

1. 役職員手当 5,040,000 5,460,000 420,000
＠ 70,000 × 6 名× 13 ヶ月
役職員新旧交替が 12 月にありますので
1 ヶ月を増額

2. 書記手当 1,680,000 1,820,000 140,000
＠ 70,000 × 2 名× 13 ヶ月
書記新旧交替が 12 月にありますので 1 ヶ
月を増額

3. 傭 人 費 200,000 200,000 0

4. 旅　 費 4,500,000 4,500,000 0
管区宗連　教化センター　本庁　管区事
業　各種講演会
各種講演会　本山研修会

5. 費用弁償 6,000,000 6,000,000 0
所長 7,000　副所長 8,000　教化 3,000
庶務 4,000　梅花 6,000　人権 8,000　
伊藤書記 7,000　安孫子書記 7,000

（令和 2 年実績 6,188,000）
6. 期末手当 1,120,000 1,120,000 0 ＠ 70,000 × 2 × 8 名

2　事　務　費 5,000,000 4,700,000 △ 300,000

1. 備 品 費 500,000 500,000 0 書籍　事務機器更新他

2. 通 信 費 1,200,000 1,200,000 0 電話料　郵便料　配送料　他
（令和 2 年実績 845,614）

3. 印 刷 費 400,000 400,000 0 封筒　賞状
4. 消耗品費 500,000 500,000 0 雑貨　事務用品　他

5. リ−ス料 1,000,000 1,000,000 0
AED リース料・コピー機・電話機・
OA 機器リース料・フレッツジャパン月
額　等（令和 2 年実績 831,894）

6. 広 報 費 1,400,000 1,100,000 △ 300,000 宗務所所報 3 回発行
（令和 2 年実績 979,124）

3　管　理　費 2,700,000 2,700,000 0

1. 維 持 費 800,000 800,000 0
保険料　清掃費（ダスキン）

（令和 2 年実績 735,151）
浄化槽管理料　警備保障　等

2. 地　 代 300,000 300,000 0 天徳寺様借地代
3. 営 繕 費 800,000 800,000 0 修繕費　他（令和 2 年実績 770,790）

4. 光 熱 費 800,000 800,000 0 電気　ガス　水道　灯油　他
（令和 2 年実績 695,295）

4　会　議　費 1,300,000 1,500,000 200,000

1. 所　 会 1,100,000 1,300,000 200,000 通常所会 2 回　臨時所会 1 回
2. 委 員 会 200,000 200,000 0 監査 1 回　諮問 1 回 　災害対策協議会

5　事　業　費 10,150,000 9,350,000 △ 800,000

1. 事 業 費 2,800,000 2,000,000 △ 800,000 現職研修 1,200,000　本山研修 400,000
徒弟研修会 200,000　所長杯 150,000　他

2. 布教伝道費 1,000,000 1,000,000 0
布教特派事業（教場補助他 650,000)
宗務所布教師日当＠ 5,000 × 30 回
管内教場補助＠ 5,000 × 30 教場　他

3. 梅 花 費 5,000,000 5,000,000 0

梅花特派巡回事業（教場補助他 650,000）
梅花全県大会 2,100,000
役員会・講長会 300,000 検定会 800,000  
師範・詠範の会補助 700,000
師範・詠範の会一泊研修会補助 100,000  
梅花養成所 200,000  他

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

4. 教 化 費 650,000 650,000 0 布教委員会・協議会（布教協議会年 1 回）
各種研修会　等

5. 慰 問 費 100,000 100,000 0 住職永年勤続５０年・６０年祝膳料等
6.�人権擁護
推進費 600,000 600,000 0 全国人権研修会　書籍　資料　他　

6　禅センター事業費 2,550,000 2,550,000 0

1. 会 議 費 200,000 200,000 0 総務部会議費　各委員会　
2. 布教部費 600,000 600,000 0 仏教講座　写経会
3. 研修部費 600,000 600,000 0 各種研修会　
4. 梅花部費 450,000 450,000 0 梅花流講習会　　　
5. 運 用 費 700,000 700,000 0 備品　禅を聞く会等

7　補　助　費 7,259,000 6,809,000 △ 450,000

1. 事務補助 4,100,000 3,650,000 △ 450,000 所費の 10% 各教区へ
2. 事業補助 349,000 349,000 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 200,000 200,000 0 宗務所護持会へ
4. 禅の集い 800,000 800,000 0 教区寺院開催補助金

5. 教化団補助 1,810,000 1,810,000 0
保護司 200,000　曹青会 500,000
寺族会 350,000　婦人会 400,000　
布教師の会 200,000　尼僧団 100,000
教誨師 60,000

8　表　彰　費 200,000 200,000 0

1. 表 彰 費 200,000 200,000 0 住職勤続・寺族表彰
9　慶　弔　費 2,500,000 2,500,000 0

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

3. 弔 慰 金 2,000,000 2,000,000 0 管内寺院住職・東堂・副住職　100,000　
寺族　50,000

10　負　担　金 540,950 540,950 0

1. 全国所長会 157,050 157,050 0
349 ヶ寺×＠ 450

（含全国所長会災害援護金
349 ヶ寺×＠ 100）

2. 布教助成費 209,400 209,400 0 349 ヶ寺×＠ 600　
3. 管 区 費 174,500 174,500 0 349 ヶ寺×＠ 500　

11　交　際　費 400,000 400,000 0

1. 交 際 費 400,000 400,000 0
12　食　糧　費 1,300,000 1,300,000 0

1. 所会食糧費 700,000 700,000 0 通常所会 2 回　臨時所会 1 回
2. 委員会食費 50,000 50,000 0 監査会（1）　諮問委員会（1）　
3. 所内食糧費 550,000 550,000 0

13　財政調整費 16,234,254 6,750,050 △ 9,484,204

1. 災害見舞金 2,000,000 2,000,000 0 寺院火災見舞金　1 ヶ寺分

2. 記念品代 1,800,000 2,300,000 500,000
教区長退任記念品代
役職員退任記念品代

（４年間で 230 万円を分割して積立計上）
3. 財政調整金 6,434,254 1,450,050 △ 4,984,204 設備費・災害対策協議会援護金等
4.基本金操出金 6,000,000 1,000,000 △ 5,000,000
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項　　　目 前年度予算額 本年度予算額 比較増減 説　　　　　　　　　　　　　明
14　選　挙　費 300 150,000 149,700

1. 副 貫 首 100 50,000 49,900
2. 宗務所長 100 50,000 49,900
3. 宗会議員 100 50,000 49,900

15　雑　　　費 150,000 150,000 0

1. 雑　 費 150,000 150,000 0 町内会費　新聞購読料　置き薬　他
16　予　備　費 300,000 300,000 0

1. 予 備 費 300,000 300,000 0
歳　出　合　計 69,124,504 59,000,000 △ 10,124,504

令和4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３年度分は、上記のように積立しております。
○　 令和３年度決算時、所会での剰余金処分の討議にお

いて、繰入金を増額する場合がございます。

○　令和４年度の予算には1,000,000で計上しています。
○　 令和４年度決算時、所会での剰余金処分の討議にお

いて、繰入金を増額する場合がございます。

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 323
計 28,563,057

積立累積金 28,563,057
一般会計繰入金 1,000,000

利　息 571
計 29,563,628

令和4年度　基本金積立会計案

令和４年度おもな東北管区・教化センター事業
令和４年 事　　　業 開催場所 備　考

４月 18 日 教化センター布教師連絡協議会 オンライン
５月 20 日 禅をきく会 オンライン 岩舘裕章特派布教師

７月
20 日 禅をきく会 オンライン 村松哲文駒大教授

25 ～ 26 日 管区人権学習 山形県
未定 管区布教講習会 オンライン

９月 13 日 教化センター布教師教化協議会 未定
20 日 禅をきく会 オンライン 盛田正孝老師

10 月 7 日 教化活動推進・企画委員会 オンライン
11 月 20 日 禅をきく会 オンライン 池田好斉特派布教師
12 月 14 ～ 15 日 管区宗務所役職員連絡協議会 未定

令和５年

１月 20 日 禅をきく会 オンライン 中野天心特派布教師
未定 教化指導員研修会 オンライン

３月 20 日 禅をきく会 オンライン 千葉公慈福祉大学長
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る
様
子
が
鮮
明
に
伝
わ
っ

た
。
両
大
和
尚
の
関
連
文
献
を
併
せ
て
学

ば
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
で
、
当
時
の
修

行
の
情
景
が
偲
ば
れ
た
。
古
今
を
通
じ
た

安
居
修
行
の
違
い
、
そ
し
て
現
在
で
も
、

当
時
と
変
わ
ら
な
い
僧
堂
の
姿
を
感
取
す

る
こ
と
が
で
き
た
。

　

瑩
山
禅
師
さ
ま
が
記
さ
れ
た
伝
光
録
の

一
説
に
「
今
日
を
見
る
は
久
遠
を
見
る
な

り　

久
遠
を
顧
り
み
れ
ば
今
日
を
護
る
な

り
」
と
あ
る
。
義
産
大
和
尚
を
開
山
と
す

る
師
尞
寺
は
も
ち
ろ
ん
の
事
、
宗
門
の
教

え
は
お
釈
迦
さ
ま
か
ら
道
元
禅
師
さ
ま
、

ご
開
山
を
学
び
久
遠
を
偲
ぶ

第
一
教
区　

東
光
寺
副
住
職　

鈴
木　

慶
道

　

令
和
四
年
二
月
八
日
、
佐
藤
俊
晃
老
師

の
『
實
苗
義
産
和
尚
語
録
を
よ
む
』
第
一

回
講
義
に
参
学
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
私

が
副
住
職
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い

る
秋
田
市
仁
井
田
に
あ
る
東
光
寺
で
は
、

開
基
さ
ま
が
清
和
源
氏
義
光
流
の
鼻
祖
・

新し
ん

羅ら

三さ
ぶ

郎ろ
う

義よ
し

光み
つ

公
。
御
開
山
が
こ
の
度
学

ば
せ
て
頂
い
て
い
る
、
東
光
寺
の
本
寺
・

天
徳
三
十
九
世
実
苗
義
産
大
和
尚
で
あ

る
。
毎
年
八
月
七
日
に
は
、
川
尻
上
野
に

あ
る
東
光
寺
跡
か
ら
ほ
ど
近
い
、
義
産
大

和
尚
の
縁
続
き
で
あ
る
渡
部
家
敷
地
に
あ

る
墓
所
へ
住
職
と
共
に
お
参
り
さ
せ
て
い

た
だ
い
て
い
る
。
こ
の
度
は
先
述
の
よ
う

に
深
い
ご
縁
を
頂
戴
し
た
本
講
義
を
大
変

意
欲
的
に
学
ば
せ
て
い
た
だ
い
た
。

　

第
一
回
の
講
義
で
は
、
現
秋
田
県
湯
沢

市
の
渡
部
家
に
お
い
て
の
義
産
大
和
尚
生

誕
か
ら
少
年
期
、
そ
し
て
出
家
し
興
聖
寺

で
の
安
居
修
行
時
代
に
つ
い
て
ご
講
義
を

瑩
山
禅
師
さ
ま
を
通
じ
て
実
苗
義
産
大
和

尚
、
そ
し
て
現
在
お
寺
を
護
る
住
職
へ
と

受
け
継
が
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
代
々
の
僧

侶
が
嫡
々
相
承
す
る
こ
と
に
よ
り
連
綿
と

続
い
て
い
る
教
え
の
姿
に
他
な
ら
な
い
。

こ
の
度
の
講
義
に
際
し
、
ご
開
山
に
つ
い

て
参
究
し
、
ま
た
、
義
産
大
和
尚
の
語
録

と
渡
部
氏
が
編
纂
さ
れ
た
文
献
に
じ
っ
く

り
腰
を
据
え
て
向
き
合
う
機
会
を
頂
戴
し

た
。
今
日
と
い
う
日
を
よ
く
見
れ
ば
久
し

く
遠
い
時
を
見
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
久

し
く
遠
い
時
を
顧
み
る
な
ら
ば
今
日
を
大

切
に
護
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
自
ら
も
相

承
の
担
い
手
と
な
る
べ
く
研
鑽
し
、
ま
た

引
き
続
き
ご
講
義
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ

け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

研
修
会
を
終
え
て

研
修
部
事
務
局　

戎
谷　

周
平

　

二
月
八
日
の
研
修
部
主
催
研
修
会
は
、

北
秋
田
市
龍
泉
寺
御
住
職
佐
藤
俊
晃
老
師

に
よ
る
「
實
苗
義
産
和
尚
語
録
を
読
む
」

と
い
う
講
義
で
し
た
。
研
修
部
で
は
、
県

立
図
書
館
所
蔵
の
實
苗
義
産
語
録
を
テ
キ

ス
ト
と
し
て
作
成
し
ま
し
た
。
そ
の
語
録

を
用
い
て
義
産
和
尚
修
行
時
代
の
堂
頭
で

あ
る
玄
楼
奥
龍
、
霊
潭
魯
龍
の
話
は
大
変

興
味
深
い
内
容
で
し
た
。
今
回
初
め
て
宗

務
所
に
集
ま
る
対
面
形
式
と
ど
こ
で
も
参

加
で
き
る
オ
ン
ラ
イ
ン
形
式
を
併
用
し
た

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ト
研
修
と
い
う
形
を
と
ら
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
無
事
に
研
修
会
を

終
え
る
こ
と
が
で
き
て
幸
い
に
思
い
ま

す
。

　

さ
て
、
コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
研
修
会
を
中

止
せ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
が
続
き
、
ど
の

よ
う
に
し
て
研
修
を
行
う
か
を
こ
こ
二
年

近
く
模
索
し
て
お
り
ま
し
た
。
今
回
の
行

事
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
大
き
な
要
因

は
、
宗
務
所
禅
セ
ン
タ
ー
に
オ
ン
ラ
イ
ン

研
修
を
行
え
る
環
境
設
備
が
整
っ
た
こ
と

で
す
。
こ
の
こ
と
は
今
後
の
行
事
に
対
し

て
多
く
の
メ
リ
ッ
ト
を
生
み
出
す
の
で
は

な
い
か
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
コ
ロ
ナ
禍
の
よ
う
に
対
面
で

多
数
が
集
ま
っ
て
の
研
修
が
難
し
い
状
況

に
な
っ
た
場
合
は
、
中
止
せ
ず
に
オ
ン
ラ

イ
ン
研
修
に
す
る
な
ど
の
選
択
肢
の
幅
が

広
が
り
ま
す
。
そ
し
て
研
修
に
参
加
し
た

い
が
、
遠
方
や
檀
務
等
が
多
忙
で
宗
務
所

に
足
を
運
ぶ
時
間
の
な
い
方
で
も
今
後
は

よ
り
研
修
に
参
加
し
や
す
く
な
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
研
修
部
と
し

て
は
部
員
以
外
の
多
く
の
県
内
寺
院
の
皆

様
に
も
参
学
・
聞
法
の
場
と
し
て
オ
ン
ラ

イ
ン
研
修
を
活
用
し
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

研
修
部
研
修
会
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清
涼
寺
に
出
家
し
二
十
五
世
観
心
遇
白
の

弟
子
と
な
り
ま
す
。
長
じ
て
宇
治
の
興
聖

寺
に
掛
搭
し
ま
す
。
興
聖
寺
で
は
二
十
二

世
玄
楼
奥
龍
、
二
十
三
世
霊
潭
魯
龍
の
も

と
修
行
に
励
み
ま
す
。
家
風
の
厳
格
さ
で

牛
問
厚
、
虎
仏
通
と
と
も
に
禅
界
四
獣
と

し
て
知
ら
れ
、
狼
玄
楼
、
獅
子
霊
潭
と
よ

ば
れ
た
そ
う
で
す
。
玄
楼
奥
龍
が
住
職
に

な
っ
た
当
初
、
興
聖
寺
は
い
た
ず
ら
に
中

国
の
禅
籍
に
あ
る
言
葉
を
ふ
り
か
ざ
し
、

公
案
禅
の
う
わ
べ
だ
け
を
弄
ぶ
よ
う
な
空

気
が
漂
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
し
か
し
玄

楼
奥
龍
は
真
剣
に
己
事
究
明
す
る
姿
勢
を

見
せ
な
い
こ
と
を
厳
し
く
批
判
す
る
こ
と

で
空
気
を
誡
め
よ
う
と
し
ま
し
た
。
こ
の

よ
う
な
厳
格
か
つ
後
世
に
名
を
残
す
老
師

方
の
も
と
に
参
学
し
た
義
産
和
尚
の
志
の

高
さ
が
う
か
が
え
ま
す
。
渋
谷
鉄
五
郎

著
『
義
産
大
和
尚
』
の
中
に
「
衰
微
せ
る

我
家
の
再
興
の
大
志
を
抱
い
て
法
門
を
志

し
た
」
と
あ
る
の
で
発
心
時
の
志
そ
の
ま

ま
に
参
学
し
続
け
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま

す
。

　

二
十
九
歳
の
時
、
霊
潭
会
下
で
冬
安
居

の
首
座
を
つ
と
め
て
い
ま
す
。
志
だ
け
で

な
く
力
量
も
備
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
な

の
で
し
ょ
う
。
講
義
資
料
に
紹
介
さ
れ
て

い
る
霊
潭
魯
龍
和
尚
の
言
葉
の
中
に
「
冬

制
此
に
解
く
。
各
々
東
西
南
北
行
脚
の
時

　

こ
れ
か
ら
の
状
況
に
よ
り
ま
す
が
、
し

ば
ら
く
は
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ト
研
修
を
続
け
て

い
く
予
定
で
す
。
ま
ず
は
「
實
苗
義
産
語

録
を
読
む
」
の
研
修
が
続
き
ま
す
。
俊
晃

老
師
の
軽
妙
洒
脱
な
講
義
を
多
く
の
方
々

に
聞
い
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

自
分
の
実
状
に
合
わ
せ
て
受
講
方
法
を
選

択
し
て
い
た
だ
い
て
か
ま
い
ま
せ
ん
。
研

修
部
員
を
は
じ
め
多
く
の
御
寺
院
様
方
の

研
修
会
へ
の
参
加
を
願
っ
て
い
ま
す
。

「『
實
苗
義
産
和
尚
語
録
』
を

よ
む
」
に
参
加
し
て

能
持
院
副
住
職　

尾
久　

雄
人

　

去
る
二
月
八
日
、
宗
務
所
禅
セ
ン
タ
ー

に
於
い
て
研
修
部
主
催
の
「『
實
苗
義
産

和
尚
語
録
』
を
よ
む
」
が
開
催
さ
れ
ま
し

た
。
十
八
教
区
龍
泉
寺
御
住
職
佐
藤
俊
晃

師
を
講
師
に
お
招
き
し
、
藩
下
に
知
ら
れ

た
名
僧
、
実
苗
義
産
和
尚
に
つ
い
て
学
ぶ

連
続
講
義
の
第
一
回
目
で
す
。
今
回
は
対

面
と
オ
ン
ラ
イ
ン
を
兼
用
し
た
ハ
イ
ブ

リ
ッ
ト
形
式
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

初
回
と
い
う
こ
と
で
義
産
和
尚
の
生
い

立
ち
か
ら
宇
治
の
興
聖
寺
で
の
修
行
時
代

の
お
話
を
中
心
に
ご
講
義
い
た
だ
き
ま
し

た
。
義
産
和
尚
は
農
家
の
次
男
と
し
て
湯

沢
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
幼
く
し
て
湯
沢
市

節
到
来
な
り
」
と
あ
る
の
で
、
当
時
の
僧

は
い
く
つ
も
の
道
場
を
行
脚
し
歩
い
た
の

で
し
ょ
う
か
。
現
在
の
修
行
と
い
う
と
多

く
の
宗
侶
は
一
つ
の
道
場
に
行
く
場
合
が

多
い
と
思
い
ま
す
が
、
当
時
は
様
々
な
道

場
に
赴
い
て
様
々
な
家
風
に
触
れ
て
研
鑽

を
積
ん
だ
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
さ
ら
に

現
在
の
よ
う
に
交
通
も
発
達
し
て
い
ま
せ

ん
の
で
宇
治
に
行
く
ま
で
の
道
中
も
長
い

も
の
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

と
こ
ろ
か
ら
も
当
時
の
宗
門
僧
侶
の
志
の

高
さ
が
う
か
が
え
ま
す
。
現
在
と
当
時
の

宗
門
の
様
子
の
違
い
を
感
じ
ら
れ
る
場
面

も
あ
り
、
大
変
興
味
深
か
っ
た
で
す

　

興
聖
寺
で
の
修
行
を
経
て
秋
田
に
帰
っ

た
義
産
和
尚
は
闐
信
寺
二
十
一
世
別
宗
祖

伝
の
法
嗣
と
な
り
仙
北
市
生
保
内
東
源

寺
、
湯
沢
市
山
田
最
禅
寺
、
久
保
田
正
洞

院
を
歴
住
し
天
徳
寺
三
十
九
世
と
な
り
ま

す
。
厳
格
な
家
風
の
も
と
修
行
を
し
て
き

た
義
産
和
尚
が
ど
の
よ
う
な
法
を
説
い
た

の
か
、『
實
苗
義
産
和
尚
語
録
』
を
通
し

て
今
後
の
講
義
で
さ
ら
に
参
究
を
深
め
ら

れ
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
研
修

の
機
会
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
深
く
感
謝

い
た
し
ま
す
。

髙橋研修部長挨拶講師の佐藤俊晃老師
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十
九
歳
の
時
の
こ
と
。
あ
る
年
上
の
女
性
か
ら
「
ス
リ
ラ
ン
カ
大
使
館

で
中
村
元
先
生
の
お
話
し
が
あ
る
の
、
行
っ
て
み
ま
し
ょ
う
」
と
誘
わ
れ

た
。
ど
う
い
う
集
ま
り
だ
っ
た
の
か
、
演
題
は
何
だ
っ
た
の
か
も
う
憶
え

て
い
な
い
。
高
輪
に
あ
っ
た
大
使
館
の
一
室
に
日
本
人
と
外
国
人
の
男
女

十
人
に
満
た
な
い
参
加
者
。
博
士
を
囲
ん
で
紅
茶
を
飲
み
な
が
ら
の
和
や

か
な
お
話
し
の
会
と
い
う
席
だ
っ
た
。中
村
博
士
の
話
は
英
語
が
主
体
で
、

時
折
日
本
語
を
は
さ
む
と
い
う
も
の
。
英
語
能
力
皆
無
の
私
に
は
話
の
内

容
は
ま
っ
た
く
理
解
で
き
な
か
っ
た
が
、
次
の
く
だ
り
だ
け
は
よ
く
憶
え

て
い
る
。

「
そ
う
、
日
本
で
は
「
般
若
湯
」
と
言
い
ま
す
ね
。
英
語
で
はw

isdom
�

w
ater

で
す
。D

o�you�know
?�

」

　

に
こ
や
か
な
好
々
爺
然
と
し
た
博
士
の
言
葉
で
部
屋
に
は
笑
い
が
あ
ふ

れ
た
。
や
っ
と
意
味
の
わ
か
る
言
葉
に
出
逢
え
た
私
も
安
堵
の
笑
い
を
し

た
。

　

酒
の
こ
と
を
般
若
湯
と
呼
ぶ
の
は
わ
が
業
界
の
隠
語
だ
と
思
う
が
、
こ

の
言
葉
、
最
初
に
言
い
出
し
た
の
は
誰
だ
か
は
っ
き
り
し
な
い
。
中
国
宋

代
の
禅
林
で
は
す
で
に
使
わ
れ
て
い
た
ら
し
い
。『
東
坡
志
林
』
巻
二
「
釈

道
」
の
章
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

僧
、
酒
を
謂い

い

て
般
若
湯
と
な
す
、
魚
を
謂い

い

て
水す

い

梭し
ゅ
ん

花か

と
な
す
、
雞
は

般
　
若
　
湯

特
別
寄
稿
（
４
）

鑽さ
ん

籬り

菜さ
い

と
な
す
。
つ
い
に
益
す
る
所
無
し
。
た
だ
欺あ

ざ
むく

の
み
。
世
、
常

に
こ
れ
を
笑
う
。
人
、
不
義
を
な
し
て
こ
れ
を
文か

ざ

る
に
美
名
を
も
っ
て

す
る
者
あ
り
、
こ
れ
と
何
ん
ぞ
異
な
ら
ん
や
。

　

道
元
禅
師
が
「
筆
海
の
真
龍
」
と
賞
賛
し
た
蘇そ

軾し
ょ
くの

文
章
。
坊
主
達
は

酒
の
こ
と
を
般
若
湯
、
魚
を
水
梭
花
、
鶏
肉
を
鑽
籬
菜
等
と
称
し
て
い
る

が
、
世
の
人
は
み
ん
な
そ
の
こ
と
を
笑
っ
て
い
る
。
や
っ
ち
ゃ
い
け
な
い

こ
と
を
し
て
お
い
て
そ
れ
を
飾
り
立
て
て
取
り
繕
っ
た
言
い
方
を
す
る
の

と
な
ん
に
も
変
わ
ら
な
い
の
に
、
と
や
や
辛
辣
な
気
配
が
あ
る
が
、
蘇
軾

自
身
は
多
く
の
禅
僧
と
親
交
が
あ
っ
た
わ
け
で
、
辛
辣
と
い
う
よ
り
は
親

し
い
禅
僧
達
に
対
す
る
軽
い
揶
揄
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
。

　

こ
の
三
つ
の
隠
語
、
般
若
湯
の
み
今
に
伝
わ
る
が
、
魚
と
鶏
の
用
例
は

あ
ま
り
耳
す
る
こ
と
が
な
い
。
水
梭
花
と
は
水
中
の
花
の
イ
メ
ー
ジ
だ
ろ

う
か
。
梭ひ

は
機
織
り
の
道
具
で
、
そ
の
紡
錘
形
は
魚
に
似
て
い
る
。
鑽
籬

菜
の
鑽
は
切
る
、
籬
は
垣
根
（
ま
が
き
）
を
言
う
の
で
、
ま
が
き
を
つ
つ

い
て
穴
を
あ
け
る
ニ
ワ
ト
リ
を
菜
に
見
立
て
た
も
の
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ

架
空
の
「
美
名
」
で
あ
る
。

　

こ
の
文
章
の
背
景
に
は
当
時
の
僧
侶
が
な
か
ば
公
然
と
魚
肉
を
肴
に
飲

酒
す
る
光
景
が
あ
る
。
か
つ
て
映
画
「
少
林
寺
」
の
中
で
、
中
国
の
仏
僧

の
ず
い
ぶ
ん
ナ
マ
グ
サ
な
場
面
が
（
お
そ
ら
く
は
い
く
ぶ
ん
の
誇
張
も
含

北
秋
田
市
七
日
市
　
龍
泉
寺
　
佐
　
藤
　
俊
　
晃
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ん
で
）
描
か
れ
て
い
た
が
、い
ず
こ
も
同
じ
だ
な
と
い
う
感
慨
を
抱
い
た
。

　

そ
れ
に
し
て
も
思
う
の
は
仏
僧
と
酒
・
ナ
マ
グ
サ
モ
ノ
一
般
の
切
っ
て

も
切
れ
な
い
縁
。
蘇
軾
に
限
ら
ず
仏
僧
達
が
そ
う
し
た
ジ
ャ
ン
ル
に
強
い

執
着
の
あ
る
こ
と
を
古
今
の
中
国
人
は
よ
く
知
っ
て
い
た
。
こ
れ
も
古
い

ネ
タ
で
恐
縮
だ
が
『
美
味
し
ん
ぼ
』
に
登
場
し
た
仏

フ
ァ
ッ

跳チ
ュ
ー

墻チ
ョ
ンな

る
料
理
。

名
前
の
由
来
は
、
そ
の
匂
い
を
嗅
ぐ
と
厳
し
い
修
行
中
の
仏
僧
で
も
寺
の

牆し
ょ
う

壁へ
き

を
跳、

び
越
え
て
駆
け
つ
け
た
く
な
る
ほ
ど
美
味
な
も
の
、
と
い
う
。

福
建
省
で
実
食
し
て
み
た
が
、
た
し
か
に
贅
沢
な
素
材
（
干
し
ア
ワ
ビ
、

フ
カ
ヒ
レ
、
金
華
ハ
ム
、
ナ
マ
コ
、
ア
ヒ
ル
、
ナ
ツ
メ
、
鳩
の
卵
等
十
数

種
）
を
ふ
ん
だ
ん
に
用
い
た
も
の
だ
っ
た
が
、
高
級
料
理
に
な
れ
て
い
な

い
私
に
は
漢
方
の
香
り
が
強
い
ご
っ
た
煮
汁
と
も
い
う
も
の
で
、
山
岡
が

言
う
ほ
ど
陶
然
と
な
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
と
も
か
く
そ
ん
な

名
前
に
も
仏
僧
と
ナ
マ
グ
サ
の
強
い
き
ず
な
を
感
じ
る
。

　

寺
の
牆
壁
と
言
え
ば
、今
で
も
周
囲
の
世
俗
世
界
と
、聖
域
で
あ
る
（
は

ず
の
）
寺
院
境
内
を
截
然
と
区
切
る
も
の
が
あ
る
。
写
真
の
結
界
石
が
そ

れ
。
ご
存
じ
の
よ
う
に
「
不
許
葷
酒
入
山
門
」
は
、「
葷く

ん

酒し
ゅ

、
山
門
に
入

る
こ
と
を
許
さ
ず
」
と
訓
む
。
葷
と
は
ニ
ラ
、ネ
ギ
、ラ
ッ
キ
ョ
ウ
、シ
ョ

ウ
ガ
、
ニ
ン
ニ
ク
の
類
を
言
う
。
そ
の
臭
気
を
、
そ
し
て
そ
れ
を
食
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
情
欲
の
盛
ん
に
な
る
こ
と
を
嫌
う
。
言
わ
ば
ナ
マ
グ
サ
モ

ノ
の
代
表
格
が
葷
酒
で
あ
る
。
こ
れ
を
寺
内
に
持
ち
込
む
こ
と
を
許
可
し

な
い
と
い
う
宣
言
が
結
界
石
と
い
う
わ
け
だ
。
と
こ
ろ
が
坊
さ
ん
の
多
く

に
人
気
が
あ
る
の
も
こ
の
葷
酒
だ
と
い
う
こ
と
を
、
檀
家
の
み
な
さ
ん
は

じ
め
寺
の
外
側
の
人
々
は
よ
く
知
っ
て
い
る
。
か
つ
て
あ
る
老
僧
が
、
こ

れ
は
「
葷
酒
、
山
門
に
許
さ
ざ
る
と
も
入
る
」
と
訓
む
の
だ
と
教
え
て
く

れ
た
が
、
そ
の
無
茶
な
訓
み
か
た
の
方
が
か
え
っ
て
実
態
に
即
し
て
い
る

の
か
も
し
れ
な
い
。

　

中
村
博
士
が
般
若
湯
の
こ
と
をw

isdom
�w

ater

と
言
っ
た
の
は
、
般

若
は
パ
ー
リ
語�paññā

の
音
写
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
智
慧
。
だ

か
ら
「
智
慧
の
水
」
と
表
現
し
た
の
だ
ろ
う
。
で
も
今
に
し
て
思
え
ば
、

中
国
語
の
「
湯
」
は
白パ

イ

湯タ
ン

、
酸サ

ン

辣ラ
ー

湯タ
ン

と
用
い
る
よ
う
に
ス
ー
プ
の
こ
と
だ

か
ら
、
般
若
湯
の
英
訳
はw

isdom
�soup

の
方
が
適
当
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

　

博
士
の
話
し
が
終
わ
る
と
、
く
だ
ん
の
女
性
が
「
先
生
に
紹
介
し
て
あ

げ
る
」
と
私
を
博
士
の
控
え
室
に
案
内
し
て
く
れ
た
。
私
が
曹
洞
宗
の
僧

籍
に
あ
る
こ
と
を
彼
女
が
伝
え
る
と
、
博
士
は
「
ち
ょ
う
ど
出
版
さ
れ
た

ば
か
り
な
ん
で
す
よ
」
と
鞄
か
ら
新
刊
著
『
今
な
ぜ
東
洋
か
』（
一
九
七
九

年
刊
）
を
取
り
出
し
、
太
軸
の
万
年
筆
で
そ
の
扉
に
「
歇
却
心
猿
意
馬
、

荷
擔
大
機
大
用
」
と
書
き
、
署
名
を
添
え
て
私
に
与
え
て
く
れ
た
。〈
馬

と
か
猿
と
か
な
ん
の
こ
と
だ
ろ
う
？
〉
と
そ
の
時
は
思
っ
た
。
言
葉
の
意

味
が
わ
か
っ
た
の
は
ず
っ
と
後
の
こ
と
で
あ
る
。

　

お
礼
を
述
べ
博
士
の
部
屋
を
辞
し
て
大
使
館
を
出
る
と
、
高
輪
の
街
に

は
宵
闇
が
降
り
て
い
た
。「
食
事
に
行
き
ま
し
ょ
う
」、
そ
う
言
う
と
彼
女

は
私
の
前
を
六
本
木
へ
向
か
っ
て
歩
き
出
し
た
。

第132号15（　）令和４年５月15日 曹洞宗秋田県宗務所所報



　

昨
年
の
八
月
に
一
年
遅
れ
で
開
催
さ
れ
た
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
、ま
た
年
が
改
ま
り
こ
の
二
月
に
行
わ
れ
た
北
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
は
、
コ
ロ
ナ
禍
の
ス
ト
レ
ス
の
中
で
ひ
と
時
の
感
動
と
興
奮

を
我
々
に
与
え
て
く
れ
ま
し
た
。
メ
ダ
ル
を
獲
得
で
き
た
選
手

も
で
き
な
か
っ
た
選
手
も
、
我
々
に
は
想
像
も
及
ば
な
い
鍛
錬

や
努
力
、
さ
ら
に
は
選
手
同
士
互
い
の
勇
気
を
知
っ
て
い
る
か

ら
こ
そ
、
あ
の
大
舞
台
で
称
え
合
い
尊
重
し
合
う
、
そ
の
姿
が

美
し
く
観
て
い
る
も
の
に
感
動
を
与
え
る
の
で
し
ょ
う
。
ま
た
、

最
近
日
本
人
選
手
で
も
他
国
の
選
手
と
ハ
グ
を
し
て
い
る
姿
を

目
に
い
た
し
ま
す
。
古
い
時
代
の
日
本
人
で
は
羞
恥
心
か
ら
出

来
な
か
っ
た
行
為
な
の
で
し
ょ
う
が
、
国
際
的
な
場
で
、
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
形
と
し
て
、
堂
々
と
ハ
グ
を
す
る
姿
は
非
常

に
微
笑
ま
し
く
、
ま
た
誇
ら
し
く
も
あ
り
ま
す
。

　

そ
ん
な
平
和
の
祭
典
の
最
中
、
世
界
の
感
動
も
さ
め
や
ら
ぬ

二
月
二
十
四
日
、
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
軍
事
侵
攻

と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
に
全
世
界
が
恐
怖
い
た
し
ま
し
た
。
毎
日
の

よ
う
に
罪
の
な
い
尊
い
命
が
奪
わ
れ
、
非
人
道
的
と
も
思
わ
れ

る
行
為
に
世
界
中
が
心
を
痛
め
て
お
り
ま
す
。
テ
レ
ビ
か
ら
の

映
像
で
、
黒
い
袋
に
入
れ
ら
れ
折
り
重
な
る
よ
う
に
埋
葬
さ
れ

る
ご
遺
体
を
目
に
致
し
ま
す
と
、
い
た
た
ま
れ
な
い
想
い
と
共

に
、
生
命
の
軽
視
に
憤
り
を
覚
え
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

先
の
大
戦
で
は
、
我
が
国
も
拭
う
こ
と
の
出
来
な
い
悲
し
み

と
大
き
な
傷
を
背
負
い
ま
し
た
。
当
寺
に
は
、
地
区
内
か
ら
出

征
さ
れ
た
方
々
の
所
属
し
た
部
隊
や
、
戦
死
さ
れ
た
場
所
が
事

細
か
く
綴
ら
れ
た
冊
子
が
ご
ざ
い
ま
す
。
戦
後
五
十
年
に
遺
族

の
お
一
人
が
調
べ
ま
と
め
ら
れ
、
遺
族
会
に
配
ら
れ
た
も
の
で

す
。
こ
の
冊
子
を
開
き
ま
す
と
、
見
知
ら
ぬ
土
地
で
散
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
命
の
悲
痛
な
叫
び
と
、
ひ
た
す
ら
無
事
を

祈
り
必
死
で
留
守
を
預
か
っ
た
魂
の
苦
悩
が
聞
こ
え
て
く
る
よ

降
誕
会
へ
の
報
恩

秋
田
県
宗
務
所
ネ
ッ
ト
法
話
〈
11
〉

香
積
寺
住
職
　
久
　
米
　
弘
　
道
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う
で
あ
り
ま
す
。

　

当
寺
で
は
、
年
二
回
の
恒
期
法
要
に
戦
役
殉
難
者
法
要
を
営

ん
で
お
り
ま
す
が
、
戦
後
七
十
年
過
ぎ
て
尚
こ
の
法
要
を
営
む

所
の
意
義
は
、
消
せ
な
い
過
去
へ
の
鎮
魂
は
元
よ
り
、
過
ち
を

繰
り
返
さ
な
い
為
の
教
訓
と
平
和
へ
の
誓
い
で
あ
る
、
と
先
代

師
匠
よ
り
教
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　　
『
天
上
天
下
唯
我
独
尊
』
こ
の
お
言
葉
は
、
お
釈
迦
様
ご
生
誕

の
時
に
七
歩
歩
か
れ
、
右
手
人
差
し
指
を
天
に
、
左
手
人
差
し

指
を
地
に
向
け
宣
言
な
さ
れ
た
と
云
わ
れ
て
お
り
ま
す
。｢

命
あ

る
も
の
は
全
て
が
同
じ
よ
う
に
尊
い
存
在
で
あ
る｣

と
い
う
お

言
葉
で
、
お
生
ま
れ
に
な
っ
て
す
ぐ
に
、
徹
底
し
た
生
命
の
尊

厳
と
一
切
の
差
別
を
超
え
た
人
間
の
平
等
を
ご
宣
言
な
さ
れ
た

お
言
葉
で
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
お
釈
迦
様
と
阿
難
尊
者
と
の
対
話
に
次
の
よ
う
な
お

話
が
ご
ざ
い
ま
す
。
少
し
の
土
を
ご
自
分
の
爪
の
上
に
の
せ
、

大
地
を
指
し
『
人
の
身
を
受
く
る
こ
と
爪
の
上
の
土
の
如
く
難

し
』
生
き
と
し
生
け
る
物
の
中
で
も
、
人
間
と
し
て
生
命
を
得

る
こ
と
の
尊
さ
を
お
弟
子
様
に
教
え
ら
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ

り
ま
す
。　

　

お
釈
迦
様
お
示
し
の
通
り
、
人
の
生
命
と
い
う
の
は
唯
一
無

二
、
ま
た
人
間
と
し
て
生
ま
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
得
難
く

尊
い
因
縁
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
尊
さ
に
気
付
か
ず
に
、

常
に
何
事
に
も
満
足
せ
ず
、
不
安
と
欲
望
に
か
り
た
て
ら
れ
、

真
実
の
自
己
を
見
失
い
、
人
間
は
同
じ
過
ち
を
繰
り
返
し
て
お

り
ま
す
。

　

い
ま
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
惨
状
に
世
界
中
の
人
々
が
反
戦
行
動

や
支
援
活
動
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
我
々
仏
教
徒
も
微
力
な
が

ら
共
に
平
和
を
願
い
、
共
に
困
窮
の
人
に
寄
り
添
い
、
共
に
安

穏
な
る
社
会
作
り
の
為
に
菩
薩
道
を
行
じ
て
い
か
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
度
の
惨
事
に
、
平
和
と
い
う
も
の
が
常
に
は
か
な
く
、

平
和
を
守
る
努
力
が
い
か
に
肝
要
か
と
い
う
現
実
を
突
き
つ
け

ら
れ
ま
し
た
。
冀
う
と
こ
ろ
は
、
一
刻
も
早
く
至
愚
に
気
付
き
、

無
益
な
争
い
が
収
ま
る
よ
う
、
和
解
と
平
和
を
祈
り
、
オ
リ
ン

ピ
ア
ン
の
よ
う
に
互
い
の
国
を
認
め
、
尊
重
し
ハ
グ
し
あ
え
る

日
が
来
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

四
月
八
日
は
お
釈
迦
様
が
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
降
誕
会
で
す
。

生
命
尊
重
と
人
間
平
等
、
更
に
は
平
和
を
守
る
努
力
こ
そ
が
、

現
代
人
の
な
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
永
遠
の
主
要
課
題
で
あ
る
と
共
に
、

生
ま
れ
な
が
ら
そ
の
真
実
を
宣
言
さ
れ
た
、
釈
尊
降
誕
会
へ
の

最
高
の
報
恩
行
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
り
ま
せ
ん
。
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〇
令
和
四
年
三
月
二
十
五
日
開
催
の
通
常

所
会
に
お
い
て
本
年
度
の
行
事
予
定
が
決

定
さ
れ
ま
し
た
。
県
内
で
は
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
者
数
の
高
止
ま
り
が
続
い

て
お
り
ま
す
が
、
世
間
の
様
子
を
見
な
が

ら
オ
ン
ラ
イ
ン
も
駆
使
し
つ
つ
行
事
を
行

い
た
い
と
思
い
ま
す
。

〇
宗
務
庁
か
ら
派
遣
さ
れ
る
特
派
布
教
は

早
々
に
中
止
が
決
ま
り
ま
し
た
。
各
教
区

の
護
持
会
役
員
や
檀
信
徒
皆
様
へ
の
聞
法

の
場
と
し
て
活
用
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し

た
の
で
、
三
年
連
続
の
中
止
は
残
念
で
な

り
ま
せ
ん
。

〇
そ
れ
に
代
わ
る
行
事
と
し
ま
し
て
「
宗

務
所
布
教
師
等
に
よ
る
出
張
法
話
」
を
六

月
頃
よ
り
随
時
開
催
致
し
ま
す
。
こ
の
行

事
は
教
区
長
の
申
請
の
下
、
管
長
辞
令
を

受
け
た
特
派
布
教
師
・
管
区
布
教
師
・
宗

務
所
布
教
師
が
宗
務
所
よ
り
各
教
区
行
事

に
派
遣
さ
れ
法
話
を
行
い
ま
す
。

　

元
々
宗
務
所
で
は
禅
セ
ン
タ
ー
布
教
部

会
長
を
は
じ
め
と
す
る
新
役
員
の
皆
様
、

こ
れ
か
ら
ど
う
ぞ
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま

す
。

〇
五
月
十
一
日
宗
務
所
に
て
布
教
協
議

会
・
布
教
委
員
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
内

容
は
「
岩
舘
特
派
布
教
師
（
鹿
角
市
）
に

よ
る
管
長
告
諭
の
解
説
」「
木
村
特
派
布

教
師
（
能
代
市
）
に
よ
る
布
教
教
化
方
針

の
解
説
」「
宗
務
所
長
講
演
」
で
す
。

こ
の
行
事
は
布
教
関
係
者
の
み
な
ら
ず
宗

議
会
議
員
・
教
区
長
・
教
誨
師
・
禅
セ
ン

タ
ー
部
員
を
招
聘
し
て
の
大
行
事
で
あ
り

ま
す
。
し
た
が
っ
て
案
内
人
数
も
多
数
に

わ
た
り
、
今
回
は
教
区
長
と
管
長
辞
令
を

い
た
だ
い
た
布
教
師
以
外
は
オ
ン
ラ
イ
ン

で
の
参
加
を
お
願
い
致
し
ま
し
た
。
感
染

対
策
に
よ
る
措
置
で
あ
り
ま
す
が
、
ご
不

便
を
お
掛
け
致
し
ま
し
た
こ
と
お
赦
し
下

さ
い
。

〇
六
月
二
十
日
は
宗
務
所
に
て
宗
務
所
護

持
会
総
会
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
こ
の
行
事

も
二
年
間
書
面
評
決
で
し
た
。
県
内
各
地

域
の
檀
信
徒
の
貴
重
な
意
見
を
聞
く
こ
と

が
出
来
る
会
議
で
す
の
で
、
無
魔
円
成
を

願
い
ま
す
。
総
会
終
了
後
は
宗
務
所
副
所

長
の
袴
田
に
よ
る
講
演
を
予
定
し
て
お
り

ま
す
。�
（
教
化
主
事　

田
中
裕
憲
）

に
よ
る
出
張
法
話
が
行
わ
れ
て
お
り
ま
す

が
、
差
別
化
を
図
る
た
め
に

・
法
話
の
内
容
は
令
和
四
年
度
管
長
告
諭
・

布
教
教
化
方
針
に
沿
っ
た
内
容
と
す
る

・
教
区
長
の
申
請
に
よ
る
教
区
行
事
へ
の

派
遣
と
す
る

な
ど
の
規
則
を
設
け
て
お
り
ま
す
。
で
す

が
堅
苦
し
い
行
事
と
は
捉
え
ず
に
多
様
な

場
面
で
ご
活
用
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま

す
。

　

も
ち
ろ
ん
禅
セ
ン
タ
ー
布
教
部
出
張
法

話
も
随
時
受
付
中
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
ち

ら
は
依
頼
者
と
布
教
師
で
法
話
の
内
容
を

決
め
て
い
た
だ
け
ま
す
の
で
、
宗
門
以
外

の
サ
ー
ク
ル
や
寄
合
な
ど
に
も
好
評
を
い

た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

〇
四
月
十
八
日
秋
田
キ
ャ
ッ
ス
ル
ホ
テ
ル

に
て
開
催
さ
れ
た
宗
務
所
寺
族
会
総
会
に

参
加
致
し
ま
し
た
。
本
年
度
総
会
で
は
役

員
改
選
が
あ
り
ま
し
た
。
木
村
前
会
長
を

は
じ
め
と
す
る
前
役
員
の
皆
様
、
こ
れ
ま

で
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
伊
藤
新

教
化
コ
ー
ナ
ー

寺族会新役員布教委員会・協議会　木村高寛老師
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一
日
を
通
し
て
の
講
習
が
再
開
さ
れ
た

今
年
度
の
指
導
者
養
成
所
。
新
メ
ン
バ
ー

が
増
え
、
近
年
に
は
珍
し
く
活
気
あ
ふ
れ

る
初
級
コ
ー
ス
、
少
数
精
鋭
上
級
コ
ー
ス
、

そ
し
て
職
人
の
業
の
域
に
達
し
つ
つ
あ
る

研
修
コ
ー
ス
。
一
日
中
お
唱
え
を
聞
き
な

が
ら
宗
務
所
業
務
に
携
わ
れ
る
日
常
が

戻
っ
て
参
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
こ
の
コ
ロ
ナ
禍
に
於
い
て
、
今

年
度
特
派
講
習
会
を
開
催
す
る
か
否
か
を

問
う
調
査
票
が
本
庁
よ
り
届
き
、
秋
田
県

宗
務
所
と
致
し
ま
し
て
は
即
座
に｢

Ｙ
ｅ

ｓ｣

の
返
事
を
致
し
ま
し
た
。
ま
た
そ
の

調
査
票
に
、
今
年
度
の
特
派
講
習
会
は
、

当
該
宗
務
所
ま
た
は
近
隣
宗
務
所
の
特
派

師
範
を
派
遣
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
記

載
が
あ
り
ま
し
た
。
本
県
は
現
在
三
名
の

特
派
師
範
を
抱
え
る｢

梅
花
王
国｣

と
言
っ

て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
類
い

希
な
る
知
識
と
技
術
を
兼
ね
備
え
た
三
名

の
優
秀
な
特
派
師
範
の
巡
回
に
よ
り
、
今

年
度
の
特
派
講
習
会
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
社
会
情
勢
の
最
中
、
各
特
派

師
範
・
各
教
場
に
於
か
れ
ま
し
て
も
、
な

に
ぶ
ん
初
め
て
の
経
験
と
な
る
特
派
講
習

に
な
り
そ
う
で
す
が
、
感
染
症
対
策
を
充

分
に
し
て
三
年
ぶ
り
と
な
る
特
派
講
習
会

が
開
催
さ
れ
ま
す
。

　

更
に
は
こ
ち
ら
も
三
年
ぶ
り
と
な
る
全

県
梅
花
大
会
が
九
月
十
四
日
大
曲
市
民
会

館
を
会
場
に
開
催
が
予
定
さ
れ
て
お
り
ま

す
。
中
央･

県
北
地
区
に
比
べ
梅
花
講
の

設
置
数
が
少
な
い
県
南
地
区
へ
梅
花
を
広

め
よ
う
と
い
う
趣
旨
の
下
、
佐
々
木
正
悦

所
長
時
代
に
大
曲
で
開
催
さ
れ
た
の
が
平

成
二
十
四
年
、
そ
れ
以
来
十
年
ぶ
り
の
大

曲
開
催
と
な
り
ま
す
。
十
年
前
の
大
会
を

契
機
に
、
県
南
地
区
で
の
梅
花
流
は
講
数

の
減
少
こ
そ
見
ら
れ
る
も
の
の
、
少
し
ず

つ
で
は
あ
り
ま
す
が
広
が
り
を
見
せ
て
い

る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
を
更
に

加
速
さ
せ
る
意
味
で
も
、
是
非
と
も
成
功

さ
せ
た
い
今
年
度
の
全
県
大
会
で
す
。

　

ま
た
検
定
会
で
す
が
、
一
昨
年
は
中
止

せ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
昨
年

は
開
催
し
て
お
り
ま
す
。
今
年
は
県
北
地

区
九
月
二
日
、
中
央
県
南
地
区
十
一
月

二
十
二
日
の
日
程
で
開
催
さ
れ
ま
す
。
残

念
な
こ
と
に
年
々
受
検
者
が
少
な
く
な
っ

て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
現
在

の
社
会
情
勢
が
、
日
々
の
梅
花
流
研
鑽
の

機
会
を
減
少
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

受
検
意
欲
を
削
が
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の

だ
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。
検
定
を
受
検
し

教
階
が
上
が
っ
て
い
く
こ
と
が
梅
花
流
研

鑽
の｢

目
的｣

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ

れ
を
一
つ
の｢

目
標｣

と
し
て
掲
げ
る
こ

と
に
よ
り
、
よ
り
深
い
梅
花
流
の
神
髄
に

触
れ
て
い
く
機
会
を
得
ら
れ
る
こ
と
で

し
ょ
う
。
受
検
の
機
会
を
逃
し
て
し
ま
っ

て
い
る
講
員
さ
ん
へ
、
今
一
度
姿
勢
を
正

し
て
自
己
を
見
つ
め
直
し
、
検
定
会
受
検

を
促
し
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
。

�

（
梅
花
主
事　

中
村
卓
道
）

梅
花
コ
ー
ナ
ー

所長挨拶梅花養成所　開所式
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五
庵
山
抄

初
心
忘
る
べ
か
ら
ず

�

清
光
院
住
職
　
佐
　
藤
　
良
　
浩

　
大
本
山
永
平
寺
の
山
門
に
は
次
の
よ
う

に
書
か
れ
た
聯
が
掛
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

家
庭
嚴
峻　
陸
老
の
真
門
よ
り
入
る

を
容
さ
ず

鎖
鑰
放
閑　
遮
莫
、
善
財
の
一
歩
を

進
め
来
る
に

　
簡
単
に
意
訳
し
ま
す
と
「
永
平
寺
は
と

て
も
厳
し
い
で
す
が
、
山
門
は
常
に
開
け

放
っ
て
い
る
の
で
心
あ
る
な
ら
一
歩
進
み

な
さ
い
。」
と
い
う
意
味
に
な
る
と
思
い

ま
す
。

　
今
年
も
数
十
名
の
新
到
和
尚
が
一
念
発

起
し
二
月
よ
り
続
々
と
こ
の
山
門
に
立
ち

上
山
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　
ま
だ
ま
だ
右
も
左
も
わ
か
ら
な
い
新
到

和
尚
で
す
。
教
え
ら
れ
た
作
法
を
不
安
に

な
り
な
が
ら
も
丁
寧
に
守
り
な
が
ら
修
行

生
活
を
送
っ
て
い
ま
す
。
合
掌
を
し
て
い

る
姿
や
頭
を
下
げ
て
い
る
姿
、
立
ち
居
振

る
舞
い
を
見
て
い
る
と
自
分
が
永
平
寺
に

上
山
し
た
時
の
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
て
く

れ
ま
す
。

　
い
ざ
自
分
の
事
を
振
り
返
っ
て
み
る
と

修
行
を
始
め
た
頃
は
志
強
く
丁
寧
に
合
掌

を
し
、
頭
を
下
げ
て
い
た
の
に
、
年
を
追

う
ご
と
に
緊
張
感
は
薄
れ
て
い
き
今
の
自

分
は
ま
あ
こ
ん
な
も
ん
で
い
い
で
し
ょ
と

い
っ
た
よ
う
な
、
な
あ
な
あ
な
気
持
ち
で

適
当
な
立
ち
居
振
る
舞
い
を
し
て
い
る
と

こ
ろ
が
あ
る
こ
と
に
多
々
気
付
か
さ
れ
反

省
す
る
次
第
で
す
。
ま
さ
に
初
心
忘
る
べ

か
ら
ず
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　
初
心
に
つ
い
て
能
の
世
界
で
有
名
な
世

阿
弥
が
著
し
た
『
花
鏡
』
の
中
に
次
の
よ

う
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

是
非
の
初
心
忘
る
べ
か
ら
ず
。

時
々
の
初
心
忘
る
べ
か
ら
ず
。

老
後
の
初
心
忘
る
べ
か
ら
ず
。

　
こ
れ
を
永
平
寺
の
修
行
に
当
て
は
め
て

私
な
り
に
考
え
ま
す
と
、

　
是
非
は
永
平
寺
の
上
山
し
た
て
の
未
熟

で
一
生
懸
命
だ
っ
た
時
の
心
を
忘
れ
て
は

い
け
な
い
。

　
時
々
は
永
平
寺
二
年
目
以
上
に
な
る
と

先
輩
と
い
う
立
場
に
な
り
、
新
し
い
立
場

に
お
い
て
は
初
心
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、

そ
の
時
の
心
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。

　
老
後
は
永
平
寺
を
乞
暇
し
た
時
、
永
平

寺
で
仏
道
修
行
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
学
び
、
新

た
な
地
で
の
仏
道
修
行
が
始
ま
る
そ
の
時

の
心
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。

と
思
う
わ
け
で
す
。

　
永
平
寺
に
い
る
今
は
毎
年
こ
の
時
期
に

な
る
と
こ
の
気
持
ち
を
嫌
で
も
思
い
出
さ

せ
て
く
れ
ま
す
。
こ
の
先
永
平
寺
を
下
り

た
後
も
、
で
き
る
限
り
初
心
を
忘
れ
る
こ

と
な
く
仏
道
修
行
を
続
け
て
い
け
た
ら
本

望
で
す
。

諸
君
覚
悟
は
よ
い
か

―
―
あ
る
宗
学
者
の
抵
抗
と
不
服
従
―
―

�
石
龍
寺
同
籍
　
工
　
藤
　
英
　
勝

　
秋
田
市
妙
覚
寺
の
三
三
世
で
あ
り
、
一

時
期
は
秋
田
県
宗
務
所
の
所
長
も
務
め
て

い
た
真
崎
大
雄
師
は
、
後
に
駒
澤
大
学
学

長
と
な
る
衛
藤
即
応
師
（
一
八
八
八
～

一
九
五
八
）
と
は
道
友
の
仲
で
す
。
真
崎

師
が
岩
手
正
法
寺
の
住
持
職
に
就
任
し
た

縁
に
よ
り
、
そ
こ
に
七
百
年
来
秘
蔵
さ
れ

て
い
た
『
正
法
眼
蔵
』
古
写
本
拜
覧
繕
写

の
機
会
を
衛
藤
師
に
提
供
し
て
、
こ
れ
が

「
宗
門
の
本
尊
論
」
の
参
究
と
そ
の
確
定

に
結
び
つ
き
ま
し
た
。（
詳
し
く
は
衛
藤

即
応
『
正
法
眼
蔵
序
説　

弁
道
話
義
解
』

三
二
頁
等
）

　

さ
て
、
近
代
宗
学
の
創
始
者
で
あ
り
、

な
に
よ
り
も
信
念
の
教
育
者
で
あ
っ
た
衛

藤
即
応
師
の
周
辺
を
調
べ
て
い
る
う
ち

に
、
た
い
へ
ん
気
に
な
る
講
演
記
録
を
発

見
し
ま
し
た
。

　

そ
の
記
録
と
は
、
昭
和
一
八

（
一
九
四
三
）
年
一
〇
月
一
五
日
、
駒
澤

大
学
大
講
堂
に
お
い
て
、
学
生
と
教
職
員

等
を
前
に
衛
藤
師
が
講
述
し
た
「
出
陣
学

徒
壮
行
の
辞
」
と
題
す
る
講
演
速
記
録

で
す
。（
初
出
『
道
元
』
誌
昭
和
一
八
年

一
〇
月
号
・
再
録
『
信
仰
の
帰
趣
』
昭
和

二
七
年
一
〇
月
二
〇
日
）

　
ア
ジ
ア・太
平
洋
戦
争
が
苛
烈
を
極
め
、

日
本
軍
の
劣
勢
と
後
退
が
色
濃
く
な
っ
て

い
た
状
況
下
、
在
学
大
学
生
等
に
た
い
す

る
徴
兵
猶
予
措
置
も
停
止
さ
れ
、
応
召
し

戦
地
へ
赴
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

─
第
四
教
区
の
皆
さ
ま
の
声
─
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そ
の
壮
行
会
で
、
衛
藤
師
は
何
度
も
繰

り
返
し

　
諸
君　
覚
悟
は
よ
い
か

と
問
い
か
け
ま
す
。
当
時
の
緊
迫
し
た
時

局
下
で
す
か
ら
、「
出
征
し
て
死
ぬ
覚
悟

は
で
き
て
い
る
か
」
と
い
う
意
味
か
と
思

い
き
や
さ
に
あ
ら
ず

　
「
仏
法
は
死
を
要
求
す
る
の
で
は
な
く
、

生
き
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
真
実
の
仏
法

者
の
覚
悟
は
、
生
き
て
生
き
て
生
き
ぬ
く

と
こ
ろ
に
あ
る
」
ま
た
「
国
家
の
お
役
に

た
っ
て
、
い
ま
死
ぬ
の
は
花
で
あ
る
、
と

考
え
る
の
は
仏
法
で
は
な
い
」
さ
ら
に
は

「
真
に
生
き
る
た
め
に
は
死
線
を
突
破
せ

ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
が
す
な
わ
ち
覚
悟
で

あ
る
。
死
に
場
所
を
探
す
の
で
は
な
い
、

生
き
所
を
求
め
る
の
で
あ
る
」（
本
文
抜

粋
）
と
喝
破
し
て
い
ま
す
。
衛
藤
即
応
師

の
こ
の
発
言
は
、
現
代
の
学
徒
に
向
け
て

も
、「
生
き
抜
く
覚
悟
は
よ
い
か
」
と
問

い
か
け
て
い
ま
す
。

い
の
ち

�

永
泉
院
住
職
　
佐
々
木
　
俊
　
明

長
く
厳
し
い
冬
が
明
け　
梅
が
ほ
こ
ろ
び

　
桜
が
咲
い
て

大
地
が
目
覚
め　
田
畑
に
機
械
の
音
ひ
び

き冬
ご
も
り
し
て
い
た　
カ
メ
ム
シ
が
外
に

出
た
い
と
窓
に
来
る
。

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
を
突
き
破
り　
芽
を
出
し

花
を
つ
け
る
水
仙
よ　
や
わ
ら
か
な
そ
の

葉
の
ど
こ
に
分
厚
い
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
を　

突
き
抜
け
る
力
が
あ
っ
た
の
か
。

北
帰
行
の
途
中　
田
ん
ぼ
で
羽
を
休
め
る

白
鳥
よ

隊
列
を
組
み　
先
頭
を
交
代
し
な
が
ら
海

峡
を
越
え
て
い
く
の
か
。

踏
み
潰
さ
れ
し
ア
リ
ン
コ
が　
釣
り
上
げ

ら
れ
し
魚
が　

罠
に
か
か
り
し
動
物
が

も
っ
と
生
き
た
い
と
も
が
い
て
る
。

す
べ
て
が
い
の
ち
の
い
と
な
み
な
り　
そ

れ
ぞ
れ
の
姿
で
た
だ
為
す
べ
き
事
を
為
し

す
べ
て
の
す
べ
て
が　
い
の
ち
を
相
続
す

る
た
め
に
い
き
て
い
る
。

　
『
い
ま
ま
さ
に　

い
の
ち
の
は
な
の　

ほ
こ
ろ
び
に
け
り
』

天
地
同
根
万
物
一
体
の
命
の
中
に
あ
っ
て

　
人
は
な
ぜ
傷
つ
け
合
い

肌
の
色
や
宗
教
で
差
別
す
る
の
か

如
来
の
知
恵
徳
相
を
具
有
す
る　
我
々
人

類
が　
怒
り　
恨
み　
呪
い
を

捨
て
み
れ
な
い
の
か

顛
倒
妄
想
の
ゆ
え
に　
地
球
上
に
線
を
引

き　
攻
撃
し
破
壊
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
か

他
国
の
こ
と
と
思
う
こ
と
な
か
れ　
い
つ

か
は
頭
燃
を
払
う
こ
と
に
な
る
。

日
本
も　
過
去
に
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
し

て
こ
な
か
っ
た
か
反
省
し

今
こ
そ　
貪
瞋
痴　
わ
が
ま
ま
根
性
す
て

は
ら
い

こ
の
世
の
す
べ
て
の
人
々
が
守
ら
れ
ま
す

よ
う
に　
み
ん
な
幸
せ
に
な
っ
て
下
さ
る

よ
う
に　
他
を
苦
し
め
た
り
傷
つ
け
た
り

す
る
こ
と
な
く　
平
和
で
穏
や
か
に
過
ご

せ
ま
す
よ
う
に　
拝
み
あ
い　
助
け
合
い

　
感
謝
で
い
っ
ぱ
い
の
日
暮
ら
し
で
あ
り

ま
す
よ
う
に　
祈
る
毎
日
。

桜

�

正
眼
寺
住
職
　
藤
　
原
　
晃
　
徳

　

毎
日
起
き
る
度
に
外
の
雪
を
確
認
し
、

暗
い
内
か
ら
力
仕
事
を
す
る
日
々
が
よ
う

や
く
終
わ
り
、
暖
か
な
季
節
が
や
っ
て
き

ま
し
た
。

　
ニ
ュ
ー
ス
で
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

や
海
外
で
の
暗
い
報
道
ば
か
り
の
中
で
桜

前
線
の
北
上
と
い
う
明
る
い
話
題
に
心
が

温
か
く
な
る
の
を
感
じ
ま
す
。

　
日
本
を
代
表
す
る
花
と
言
え
ば
や
は
り

皆
、
桜
を
思
い
浮
か
べ
る
と
思
い
ま
す
。

古
代
で
は
花
と
言
え
ば
梅
だ
っ
た
よ
う
で

す
が
、
中
世
か
ら
桜
に
な
っ
た
と
聞
き
ま

す
。た
だ
日
本
を
代
表
す
る
花
と
し
て
は
、

あ
ま
り
に
見
頃
の
時
期
が
短
い
な
あ
と
感

じ
ま
す
。

　
寒
い
冬
を
越
え
、
雪
解
け
と
共
に
つ
ぼ

み
を
膨
ら
ま
せ
て
、
一
気
に
開
花
し
、
僅

か
一
週
間
ば
か
り
の
満
開
の
時
期
を
迎
え

た
後
に
一
斉
に
散
り
、
直
ぐ
に
ま
た
次
の

芽
を
出
す
支
度
を
す
る
。

　
こ
の
散
り
際
の
儚
さ
、
潔
さ
が
も
し
か

し
た
ら
満
開
の
時
期
が
長
い
梅
に
代
わ
り

日
本
を
代
表
す
る
花
と
な
っ
た
所
以
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
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し
つ
く
さ
れ
た
街
や
建
物
、
廃
墟
の
道
を

歩
む
子
供
等
々
。
見
る
に
し
の
び
な
い
。

戦
闘
に
よ
っ
て
多
く
の
兵
士
・
一
般
人
民

が
命
を
落
す
。
ミ
サ
イ
ル
攻
撃
を
受
け
れ

ば
一
緒
に
し
て
沢
山
の
犠
牲
者
が
で
る
。

生
が
瞬
時
に
し
て
奪
わ
れ
る
。
そ
こ
に
は

生
に
対
す
る
尊
厳
な
ど
一
切
存
在
し
な

い
。
即
刻
停
戦
を
願
う
の
み
で
あ
る
。

　
図
ら
ず
も
池
に
投
じ
ら
れ
た
二
つ
の
石

に
よ
っ
て
生
の
尊
厳
・
死
の
尊
厳
を
強
く

意
識
さ
せ
ら
れ
た
。
生
と
死
の
尊
厳
を
失

え
ば
人
は
非
人
道
と
な
る
。
そ
の
行
き
着

く
先
の
最
大
が
戦
争
。

　
如
何
せ
ん
。
心
穏
や
か
な
ら
ぬ
昨
今
で

あ
る
。

変
化
と
柔
軟
性

�

龍
門
寺
徒
弟
　
浅
　
田
　
高
　
俊

　
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
騒
動
が
始
ま
り
、
二
年

が
経
過
し
ま
し
た
。
こ
の
二
年
間
で
世
間

で
は
「
不
要
不
急
の
外
出
は
控
え
る
よ
う

に
」
と
い
う
御
触
れ
に
よ
っ
て
外
出
す
る

こ
と
へ
の
精
神
的
抵
抗
や
周
り
か
ら
の
風

評
を
気
に
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
世
間
が
そ
の
よ
う
に
め
ま
ぐ
る
し
く
変

化
し
て
い
く
中
、
私
は
總
持
寺
と
い
う
世

間
と
は
隔
絶
さ
れ
た
場
所
で
修
行
を
し
て

い
ま
し
た
。
安
居
中
は
世
間
の
情
報
は
ほ

と
ん
ど
入
っ
て
き
ま
せ
ん
。
入
っ
て
く
る

情
報
は
一
ヶ
月
遅
れ
で
手
に
入
る
新
聞
と

先
輩
や
老
師
か
ら
の
口
伝
え
の
み
。
そ
ん

な
生
活
の
中
、
一
年
が
過
ぎ
よ
う
と
し

て
い
た
時
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

ニ
ュ
ー
ス
が
自
分
た
ち
の
耳
に
も
入
り
ま

し
た
。
最
初
は

　
「
そ
ん
な
に
騒
い
で
ど
う
し
た
ん
だ
ろ

う
。」

　
「
ど
う
せ
す
ぐ
騒
ぎ
は
収
ま
る
だ
ろ

う
。」

と
、
考
え
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
蓋
を
開

け
て
み
る
と
、
収
ま
る
ど
こ
ろ
か
全
国
に

広
が
り
、
次
々
と
新
型
ウ
イ
ル
ス
が
発
生

し
て
い
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
っ
て
總
持
寺
で

は
変
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
す
。
僧
堂
飯

台（
僧
堂
に
お
け
る
ご
飯
を
食
べ
る
こ
と
）

で
も
マ
ス
ク
着
用
、
外
す
タ
イ
ミ
ン
グ
が

決
め
ら
れ
る
、
各
寮
の
入
口
前
に
は
ア
ル

コ
ー
ル
消
毒
液
が
配
置
さ
れ
寮
に
入
る
と

き
は
ア
ル
コ
ー
ル
消
毒
が
義
務
化
さ
れ
ま

し
た
。
法
堂
や
坐
禅
す
る
と
き
の
立
ち
位

置
や
座
る
場
所
も
一
人
一
人
間
隔
を
空
け

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
僧
堂
と
い
う
場
所
の
性
質
上
、
こ
こ
ま

　
昔
流
行
っ
た
歌
の
歌
詞
に

「
花
び
ら
の
よ
う
に
散
っ
て
ゆ
く
事　

こ

の
世
界
で
全
て
受
け
入
れ
て
ゆ
こ
う　
君

が
僕
に
残
し
た
モ
ノ
〝
今
〟
と
い
う
現
実

の
宝
物　
だ
か
ら
僕
は
精
一
杯
生
き
て　

花
に
な
ろ
う
」
と
あ
り
ま
す
。

　
遥
か
昔
の
人
々
も
移
り
行
く
桜
の
姿
に

〝
今
〟
と
い
う
現
実
を
生
き
て
い
る
と
い

う
こ
と
を
重
ね
合
わ
せ
て
精
一
杯
生
き
て

き
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
今
、
私
た
ち
が
こ
の
世
に
生
を
受
け
生

き
て
い
る
こ
と
が
、
ご
先
祖
様
が
残
し
て

く
れ
た
宝
物
で
あ
る
と
改
め
て
感
謝
し

て
、
暗
い
ニ
ュ
ー
ス
が
多
い
こ
の
世
の
中

で
精
一
杯
生
き
て
い
く
。

　
今
年
も
満
開
の
桜
、
散
っ
て
い
く
桜
を

見
て
感
じ
た
い
と
思
い
ま
す
。

解
脱
考

�

珠
林
寺
住
職
　
鮎
　
川
　
義
　
孝

　
齢
、
八
十
路
も
近
付
け
ば
少
々
の
こ
と

で
は
驚
か
な
い
。
い
や
、
相
当
の
こ
と
で

も
驚
か
な
い
。
世
を
達
観
し
た
悟
り
の
境

地
だ
。否
、そ
れ
は
繊
細
さ・感
情
の
欠
如
。

図
太
い
だ
け
。
単
な
る
鈍
感
ｅ
ｔ
ｃ
諸
々

の
声
が
聞
え
そ
う
だ
。
だ
が
、
誰
が
な
ん

と
言
お
う
と
我
は
解
脱
の
境
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
最
近
、
わ
が
止
水
に
大
き
な

石
が
ド
ボ
ン
ド
ボ
ン
と
二
つ
投
げ
込
ま
れ

た
。
水
面
は
千
々
に
乱
れ
て
い
る
。

　

一
つ
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

世
界
へ
の
拡
大
。
感
染
者
は
日
本
で

７
４
４
万
７
８
３
５
人
。
秋
田
県

で
は
２
万
１
９
７
３
人
。
全
世
界
で

５
億
５
０
７
万
２
９
４
０
人
。
死
者
は

日
本
で
２
万
９
１
１
８
人
。
地
球
上
で

６
０
２
万
６
０
人
。（
デ
ー
タ
は
4
月
20

日
の
秋
田
魁
新
報
よ
り
）感
染
力
の
強
さ
、

罹
患
病
死
者
の
多
さ
に
は
只
々
驚
く
ば
か

り
。

　
コ
ロ
ナ
発
生
を
境
に
葬
儀
の
様
が
す
っ

か
り
変
っ
て
し
ま
っ
た
。殆
ど
が
家
族
葬
。

親
子
兄
弟
姉
妹
で
も
県
外
か
ら
の
参
列
は

難
し
い
。
大
事
な
人
の
死
に
も
遠
く
か
ら

手
を
合
せ
る
し
か
な
い
。
人
間
の
死
と
直

接
対
面
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
っ
か

り
と
逝
去
を
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
死
の
尊
厳
を
共
有
す
る
場
が
極
端
に

少
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
か
け
が
え
の

な
い
人
の
死
を
昇
華
で
き
な
い
の
で
は
な

い
か
と
心
が
痛
む
。

　
一
つ
は
2
月
24
日
、
ロ
シ
ア
が
ウ
ク
ラ

イ
ナ
に
武
力
侵
攻
し
た
こ
と
だ
。
以
来
連

日
、
テ
レ
ビ
か
ら
は
爆
撃
の
状
況
、
破
壊
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で
急
激
に
生
活
様
式
が
変
化
し
た
こ
と
は

こ
れ
ま
で
に
無
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
の
常
識
が
通
じ
ず
に
ス
ト
レ
ス

を
感
じ
る
人
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
し
か
し
、
私
は
そ
の
柔
軟
性
は
と
て

も
賞
賛
さ
れ
る
べ
き
こ
と
だ
と
考
え
て
い

ま
す
。
長
い
間
変
え
ら
れ
な
か
っ
た
規
則

や
習
慣
を
変
え
る
こ
と
に
は
と
て
も
勇
気

の
い
る
こ
と
で
あ
り
、
大
変
な
事
で
す
。

閉
鎖
さ
れ
た
總
持
寺
と
は
状
況
が
違
う
こ

と
が
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
現
代
社
会
に

お
い
て
も
、
寺
院
に
お
い
て
も
大
事
な
こ

と
で
あ
る
と
実
感
し
ま
し
た
。

　
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
と
世
界
平
和
が
実
現

し
ま
す
よ
う
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま

す
。

　
　
※�

当
コ
ー
ナ
ー
の
掲
載
順
は
原
稿
到

着
順
で
す
。

表紙の言葉

こぼれおちる春のしずく
静かに小さな鐘を鳴らす
彼国の青空と黄金の野へ
響きゆけ万邦和楽の祈り

宗務所・禅センター利用ガイドラインの変更　【令和4年4月改定】
　新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止の為、宗務所・禅センターを利用の際には以下に
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、適切な距離をとっての利用をお願いします。
　手指消毒液は宗務所入口に設置しております。
○飲食を伴う利用について
　飲食を伴う利用の際には、黙食を徹底してください。
○座席配置について
　会議や講義での座席配置においては適宜パーティションを利用し、適切な距離を確保できる
ようにしてください。
○備品利用について
　消毒用品を用意しております。
　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
　利用時は換気を意識して、可能な限り窓を開けるなど対応を願います。
　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、時間をずらすなど工夫下さい。
○利用前後について
　 宗務所・禅センターを利用する主催者もしくは代表者は利用者名簿に目的・日時を明記し、

参加者について取りまとめをして宗務所へ提出してください。利用後に参加者へ体調不良等
が生じた場合、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観点から、利用者との接触機会を極力減らす為に準備・片付けは利
用者で行っていただくようお願い致します。

　 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。
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報
告

　

令
和
四
年
一
月
以
降

◎
宗
務
所
梅
花
講
役
員
会

　

二
月
二
日

◎
梅
花
流
講
習
会

　

二
月
四
日

◎
研
修
部
研
修
会
（
宗
務
所
・
リ
モ
ー
ト
）

　

二
月
八
日

　

�『
實
苗
義
産
和
尚
語
録
』
を
読
む
（
1
）

　

講
師　

龍
泉
寺
住
職

　

佐
藤
俊
晃
老
師

◎
災
害
対
策
委
員
会

　

二
月
二
十
五
日

◎
諮
問
委
員
会

　

二
月
二
十
五
日

◎
宗
務
所
梅
花
講
講
長
会

　

三
月
三
日

◎
梅
花
流
講
習
会

　

三
月
四
日

◎
通
常
所
会
（
予
算
所
会
）

　

三
月
二
十
五
日

�

以
前
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
か
ら
の
変
更
点
に

つ
い
て

・�
昼
食
を
は
さ
ん
で
利
用
す
る
こ
と
も
可

能
に
な
り
ま
し
た
。

　

�⇒
飲
食
を
し
な
が
ら
の
会
話
は
慎
ん
で

い
た
だ
く
、
い
わ
ゆ
る
〝
黙
食
〟
を
お

願
い
致
し
ま
す
。

・�

外
部
団
体
の
利
用
に
際
し
て
は
主
催
者

側
で
参
加
者
名
簿
の
提
出
を
お
願
い
し

て
お
り
ま
す
。

　

�⇒

参
加
者
と
人
数
の
把
握
に
ご
協
力
い

た
だ
く
と
と
も
に
、
開
催
後
に
参
加
者

へ
の
連
絡
が
必
要
に
な
っ
た
場
合
の
為

に
主
催
者
は
参
加
者
の
連
絡
先
を
把
握

し
、
連
絡
方
法
を
確
立
し
て
お
い
て
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
そ
の
際
に
は
宗
務
所

へ
の
連
絡
も
継
続
し
て
お
願
い
し
て
お

り
ま
す
。

　

コ
ロ
ナ
禍
で
延
期
さ
れ
て
い
た
本
山
總

持
寺
禅
貫
主
江
川
禅
師
の
本
葬
は
9
月
14

日
に
厳
修
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

法
定
聚
会
と
な
り
ま
す
。

　

駒
澤
大
学（
東
京
都
世
田
谷
区
／
学
長
：

各
務
洋
子
）
禅
文
化
歴
史
博
物
館
は
、
開

校
１
４
０
周
年
・
開
館
20
周
年
事
業
と
し

て
道
元
禅
師
真
筆
『
正
法
眼
蔵
嗣
書
』
草

案
本
の
レ
プ
リ
カ
の
作
製
を
決
定
。
そ
の

資
金
調
達
の
た
め
、
5
月
9
日
（
月
）
か

ら
7
月
8
日
（
金
）
ま
で
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ

ン
デ
ィ
ン
グ
を
実
施
す
る
。
目
標
額
は

３
０
０
万
円
。『
正
法
眼
蔵
嗣
書
』
の
清

書
本
に
あ
た
る
修
訂
本
は
同
館
が
所
蔵
し

て
い
る
が
、
そ
の
下
書
き
に
あ
た
る
草
案

本
は
、
江
戸
時
代
に
26
葉
に
切
断
・
分
施

さ
れ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
草
案

本
と
修
訂
本
を
比
較
す
る
こ
と
は
道
元
禅

師
の
思
想
を
う
か
が
い
知
る
上
で
重
要
で

あ
り
、
草
案
本
の
文
化
的
価
値
は
非
常
に

高
い
。
対
象
と
な
る
草
案
本
は
、
26
葉
の

う
ち
現
在
所
在
が
明
ら
か
な
11
カ
寺
の
13

葉
を
予
定
し
て
い
る
。

　

ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
つ
い
て

　
「
８
０
０
年
の
時
を
超
え
て
迫
る
！『
正

法
眼
蔵
嗣
書
』
修
訂
本
の
源
流
」

　

https://readyfor.jp/projects/
zenpaku2022

・
目
標
額
：
３
０
０
万
円

・�

期　

間
：
5
月
9
日
（
月
）
～
7
月
8

日
（
金
）

（
大
学
プ
レ
ス
セ
ン
タ
ー
発
信
）

　

令
和
4
年
度
永
平
寺
報
恩
授
戒
会
に
お

い
て
、
16
教
区
藏
伝
寺
住
職
高
橋
一
浩
老

師
が
直
壇
長
を
務
め
ら
れ
ま
し
た
。
師
は

昭
和
55
年
大
本
山
永
平
寺
に
安
居
。
平
成

14
年
よ
り
役
寮
を
務
め
ら
れ
て
お
り
ま

す
。
授
戒
会
は
4
月
23
日
よ
り
29
日
ま
で

厳
修
さ
れ
無
事
完
戒
圓
成
い
た
し
ま
し

た
。

　
「
秋
田
県
布
教
師
の
会
」
は
4
月
12
日

研
修
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
宇
野
全
智
師

を
講
師
に
お
迎
え
し
て
の
研
修
は
、
コ
ロ

ナ
禍
で
3
年
越
し
の
開
催
と
な
り
ま
し

た
。SD

G,s

に
関
す
る
講
義
は
示
唆
に
富

ん
だ
内
容
の
濃
い
も
の
で
し
た
。
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寺
　
族

教
区
寺
番

寺
院
名

区
分

御
芳
名

年
　
月
　
日

享
年

18

315

源
守
院

寺
族

越
姓
　
允
子

令
和
３
年
4
月
15
日

97

12

72

松
連
寺

寺
族

市
橋
　
敦
子

令
和
３
年
7
月
29
日

94

4

109

龍
門
寺

寺
族

浅
田
　
照
子

令
和
３
年
9
月
24
日

95

4

100

永
傳
寺

寺
族
冨
士
森
タ
ツ
子

令
和
３
年
10
月
31
日

85

18

309

寿
仙
寺

寺
族

小
西
　
節
子

令
和
３
年
11
月
20
日

86

16

199

藏
伝
寺

寺
族

髙
橋
　
慶
子

令
和
３
年
11
月
27
日

88

1

21

正
應
寺

寺
族

加
藤
　
ハ
ギ

令
和
４
年
1
月
18
日

96

8

225

大
薗
寺

寺
族

森
澤
キ
ヨ
エ

令
和
４
年
2
月
13
日

89

謹
ん
で
弔
意
を
表
し
ま
す

僧
　
侶

教
区
寺
番

寺
院
名

区
分

御
芳
名

年
　
月
　
日

享
年

教
師

資
格

3

76

蔵
堅
寺

東
堂

門
脇
　
俊
明
令
和
３
年
5
月
3
日

89

正

4

109

龍
門
寺

東
堂

浅
田
　
裕
高
令
和
３
年
5
月
26
日

95

大

13

39

寶
田
寺

住
職

佐
藤
　
修
雄
令
和
３
年
6
月
14
日

73

2
等

5

141

香
川
寺

東
堂

千
葉
　
剛
道
令
和
３
年
9
月
17
日

88

権
大

2

48

常
福
寺

住
職

鈴
木
　
慎
雄
令
和
３
年
10
月
6
日

93

正

1

1

鱗
勝
院

住
職

三
浦
　
昌
彦
令
和
３
年
10
月
7
日

66

権
大

16

184

護
昌
寺

東
堂

茂
林
　
俊
堂
令
和
３
年
11
月
25
日

92

1
等

8

232

満
福
寺

同
籍

大
坂
　
宗
春
令
和
３
年
12
月
5
日

83

-

16

202

重
福
寺

東
堂

國
安
　
格
典
令
和
４
年
1
月
4
日

88

権
大

1

4

寶
袋
院

住
職

櫻
田
　
元
宏
令
和
４
年
1
月
7
日

76

正

14

128

耕
傳
寺

東
堂

砂
川
　
眞
一
令
和
４
年
2
月
5
日

95

2
等

9

284

善
徳
寺

住
職

細
谷
　
裕
昌
令
和
４
年
2
月
15
日

77

正

18

304

玉
林
寺

東
堂

桑
名
　
秀
興
令
和
４
年
2
月
23
日

91

大

謹
ん
で
弔
意
を
表
し
ま
す
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秋
田
県
は
令
和
4
年
に
入
っ
た
と
た
ん
に
新
型
コ
ロ
ナ
に
感
染
す
る
人
が
増
加

し
始
め
、
4
月
12
日
に
は
４
４
５
人
と
過
去
最
多
を
記
録
し
ま
し
た
。
一
方
で
首

都
圏
や
大
阪
を
中
心
と
す
る
関
西
方
面
な
ど
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
感
染
が
確
認
さ

れ
て
い
た
、
い
わ
ゆ
る
「
都
会
」
で
は
減
少
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　

都
会
で
流
行
し
て
い
た
も
の
が
時
間
を
経
て
秋
田
に
や
っ
て
く
る
構
図
は
、
葬

儀
に
も
当
て
は
ま
り
ま
す
。

　

葬
儀
の
習
慣
が
大
き
く
変
化
す
る
き
っ
か
け
に
は
、
い
つ
も
社
会
的
大
事
件
が

絡
ん
で
い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
関
東
大
震
災
で
、
そ
れ
ま
で
東
京
で
も
当
た

り
前
に
行
わ
れ
て
い
た
葬
列
が
急
速
に
行
わ
れ
な
く
な
り
、
や
が
て
告
別
式
が
葬

儀
の
中
心
に
な
り
ま
し
た
。
高
度
経
済
成
長
期
は
社
葬
が
盛
大
に
行
わ
れ
て
い
ま

し
た
が
、
こ
れ
も
長
い
不
況
の
時
代
に
入
っ
て
以
来
、
家
族
葬
が
主
流
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　

秋
田
県
も
近
頃
で
は
葬
列
を
組
ん
で
の
葬
儀
は
ほ
と
ん
ど
見
か
け
ら
れ
ま
せ

ん
。
田
舎
で
は
あ
ま
り
な
じ
ま
な
か
っ
た
家
族
葬
も
当
た
り
前
と
な
り
ま
し
た
。

コ
ロ
ナ
禍
と
い
う
大
事
件
は
、
秋
田
県
の
葬
儀
を
も
大
き
く
変
化
さ
せ
ま
し
た
。

　

こ
こ
へ
き
て
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
ロ
シ
ア
の
「
戦
争
」
が
始
ま
り
、
収
ま
る
気
配

が
あ
り
ま
せ
ん
。
世
界
有
数
の
穀
倉
地
帯
を
持
つ
国
と
、
資
源
大
国
と
い
わ
れ
る

国
の
戦
争
は
、
す
で
に
物
価
高
と
い
う
形
で
世
界
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
ま
す
。

私
た
ち
の
生
活
は
、
間
違
い
な
く
厳
し
い
状
況
に
変
わ
る
で
し
ょ
う
。

　

今
号
「
五
庵
山
抄
」
の
工
藤
英
勝
師
に
よ
り
ご
紹
介
い
た
だ
い
た
衛
藤
即
応
師

の
喝
破
は
、
今
の
時
代
に
お
い
て
も
至
言
で
あ
り
ま
す
。
社
会
が
ど
の
よ
う
に
変

化
し
て
も
変
化
し
て
は
い
け
な
い
も
の
、
時
代
に
合
わ
せ
変
化
し
な
け
れ
ば
い
け

な
い
も
の
。
そ
れ
を
見
極
め
、
仏
法
者
と
し
て
生
き
抜
く
こ
と
。
こ
の
こ
と
は
ま

さ
に
「
覚
悟
」
の
問
題
だ
と
、
改
め
て
感
じ
て
い
ま
す
。�

（
袴
田
俊
英
記
）

編
集
後
記

月日 行　　　　　　　　程 食事

10
／
18
(火 )

7:00 ～ 10:30 頃　　　　　　 12:45 頃
各地 ＝ 秋田 ･ 山形自動車道 ＝ 山形天童 IC ＝ 村田 JCT =

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17:30 頃
　　　　　　　　　　＝ 郡山 JCT ＝ いわき勿来 IC ＝ 五浦温泉泊

×
昼
夕

10
／
19
(水 )

8:30　　　　　　　　　　12:00 頃
五浦温泉 ＝ 五浦美術館 ＝ 成田山新勝寺 ＝ 成田 IC ＝

　　　　　　　　　　　 16:30 頃
　　　　　＝ 汐入 IC ＝ 大本山總持寺【第５２回檀信徒本山研修会】

朝
昼
夕

10
／
20
(木 )

　　　　　　　　　  9:00
【檀信徒本山研修会】總持寺 ＝ 首都高 ＝ 国立競技場（車窓） ＝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17:30 頃
　　　　＝ 豊川稲荷東京別院 ＝ 牛久大仏 ＝ 常磐道 ＝ 母畑温泉泊

朝
昼
夕

10
／
21
(金 )

8:00　　　　　　　　　　　　 12:20 頃
母畑 ＝ アクアマリンふくしま ＝ 二本松菊人形（予定） ＝ 二本松 IC ＝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　18:00 ～ 21:00 頃
　　　　　　　　　　　　　＝ 村田 JCT ＝ 山形 ･ 秋田自動車道 ＝ 各地

朝
昼
×

第52回檀信徒本山研修会
1、期日　令和4年10月18日（火）～10月21日（金）
2、会場　大本山總持寺

《大本山總持寺本山研修と豊川稲荷東京別院･五浦･母畑温泉の旅》
日程表

※時刻は予定です、交通機関又は道路事情等により時刻･行程等が変更になる場合もあります。
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 第１回 	     7月 30日（土）    
	 	 時間／10時半～12時	……写	経
	 	 　　　13時		～		16時	……講	座
	 	 会場／曹洞宗秋田県宗務所・禅センター

 第2回 	     9月   8日（木）    
 第3回 	   11月 25日（金）    

    11月4日（金）    
	 会場／秋田キャッスルホテル
	 講師／福島県長秀院　渡辺祥文	老師

5月13日（金）、6月10日（金）、

7月8日（金）、9月1日（木）、

10月6日（木）、11月11日（金）、

12月1日（木）、2月3日（金）、

3月3日（金）
講習時間／10時半～15時
会　　場／曹洞宗秋田県宗務所・
　　　　　禅センター

    9月 30日(金)    

仏教講座

禅を聞く会梅花流講習

野外研修

申込み随時
受講料500円

申込み随時／受講料無料

受講無料

写経、坐禅を
体験してみよう

お唱えしてみよう

お坊さんと
寺院巡りしてみよう

お坊さんのお話を
聞いてみよう

◇問い合わせ
曹洞宗秋田県宗務所・禅センター
秋田市泉三嶽根15-18　TEL(018)868-6871
ホームページ	 http://soto-akita.com
E-mail	 info@soto-akita.com

そうだ　禅、
学ぼう
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年 間 行 事 予 定
令和４年度（2022）

友引 管区 宗務所 宗務庁 県内寺院

31
火

31
日

31
水

30
金
仏
教
講
座
・
野
外
研
修

30
月

30
木

30
土
仏
教
講
座

30
火

29
木

30
土

29
日

29
水
監
査
会

29
金

29
月

28
水

29
金
昭
和
の
日

28
土

28
火

28
木

28
日

27
火

28
木

27
金

27
月

27
水

27
土

26
月

27
水
宗
門
護
持
会
評
議
会

26
木

26
日
第
十
七
教
区
霊
仙
寺

晋
山
結
制

26
火
管
区
役
職
員

人
権
啓
発
研
修
会

26
金

25
日

26
火

25
水
第
十
六
教
区
護
昌
寺

本
葬
儀

25
土

25
月

25
木

24
土

25
月

24
火

24
金

24
日

24
水

23
金
秋
分
の
日

24
日

23
月
婦
人
会
総
会

23
木

23
土

23
火

22
木

23
土

22
日

22
水

22
金

22
月

21
水

22
金

21
土

21
火

21
木

21
日

20
火

21
木

20
金

20
月
宗
務
所
護
持
会
総
会

20
水

20
土

19
月
敬
老
の
日

20
水

19
木

19
日

19
火
決
算
所
会

19
金

18
日

19
火

18
水

18
土

18
月
海
の
日

18
木

17
土

18
月
寺
族
会
総
会

17
火
寺
族
会
会
議

17
金

17
日

17
水

16
金

17
日

16
月

16
木

梅
花
特
派

16
土

16
火

15
木

16
土

15
日

15
水

15
金

15
月

宗
務
所
休
務

14
水
全
県
梅
花
大
会

15
金

14
土

14
火

14
木

14
日

13
火

14
木

13
金
梅
花
流
講
習
会

13
月

13
水
研
修
部
研
修
会

13
土

12
月

13
水

12
木

12
日

第
九
教
区
楞
厳
院

晋
山
結
制

第
三
教
区
正
乗
寺

晋
山
結
制

12
火

12
金

11
日

12
火

11
水
布
教
協
議
会

11
月

11
木

山
の
日

10
土

11
月

10
火

11
土

10
日

10
水

9
金

10
日

9
月
梅
花
養
成
所

（
研
修
）

9
土

9
火

8
木
仏
教
講
座

9
土

10
金

梅
花
流
講
習
会

8
金
梅
花
流
講
習
会

8
月

管
区
寺
族
会

8
金

8
日

9
木

特
派
布
教
（
中
止
）

管
区
婦
人
会

7
日

7
水

7
木
梅
花
養
成
所

（
開
所
式
）

7
土

8
水

7
木

6
土

6
火
梅
花
養
成
所

（
研
修
）

6
金
梅
花
養
成
所

（
初
級
・
上
級
）

7
火

梅
花
講
師
等
研
修
会

5
金
梅
花
養
成
所

（
研
修
）

6
水
寺
族
会
監
査
会

6
月

6
水

5
月
梅
花
養
成
所

（
初
級
・
上
級
）

5
火

5
木
こ
ど
も
の
日

5
日

第
四
教
区
恵
林
寺

晋
山
結
制
・
退
董

5
火

4
木
梅
花
養
成
所

（
初
級
・
上
級
）

4
月

4
水
み
ど
り
の
日

4
土

4
月

4
日

3
日

3
火
憲
法
記
念
日

3
金
管
区
宗
連
（
中
止
）

3
日

3
水

3
土

2
土

2
月

2
木

2
土

2
火

2
金
梅
花
検
定
会
（
県
北
）

1
金
梅
花
流
講
習
会

1
日

1
水

1
金
寺
族
会
研
修
旅
行

1
月

1
木
梅
花
流
講
習
会

月/日

4

APR

月/日

5

MAY

月/日

6

JUN

月/日

7

JUL

月/日

8

AUG

月/日

9

SEP
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