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「
一
年
を
振
り
返
っ
て
」

　
　
　
秋
田
県
曹
洞
宗
青
年
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
会
長　
鈴
木　
泰
賢

　

早
い
も
の
で
、
会
長
に
就
任
し
て
１
年
が
過

ぎ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。「
役
職
が
人
を
磨
く
」

と
の
言
葉
に
す
が
っ
て
一
年
間
活
動
を
続
け
て

ま
い
り
ま
し
た
が
、
な
か
な
か
言
葉
通
り
と
は

い
か
ず
相
変
わ
ら
ず
頼
り
な
い
会
長
で
は
あ
り

ま
す
が
、
ど
う
に
か
一
年
間
、
会
の
運
営
が
滞

り
な
く
進
め
ら
れ
ま
し
た
こ
と
は
、
一
重
に
会

員
諸
師
の
御
協
力
と
御
寺
院
様
の
御
指
導
の
賜

物
と
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

現
執
行
部
で
は
二
年
間
の
研
修
の
テ
ー
マ
を

「
神
仏
習
合
」
と
し
て
活
動
し
て
参
り
ま
し
た
。

最
初
の
事
業
と
な
り
ま
し
た
弁
道
会
に
お
い
て

は
、
皇
學
館
大
学
教
授
の
菅
野
覚
明
先
生
よ
り

「
神
道
」
に
つ
い
て
、
ま
た
随
聞
会
に
お
い
て

は
北
秋
田
市
龍
泉
寺
佐
藤
俊
晃
老
師
よ
り
「
曹

洞
宗
と
神
道
と
の
関
わ
り
」
に
つ
い
て
、
住
職

学
研
修
会
に
お
い
て
は
駒
沢
大
学
教
授
の
長
谷

部
八
朗
先
生
を
御
招
き
し
、
神
仏
習
合
の
象
徴

で
も
あ
る
「
修
験
道
」
に
つ
い
て
講
習
を
頂
き

ま
し
た
。
い
ず
れ
の
講
習
会
も
こ
ち
ら
の
予
想

を
上
回
る
沢
山
の
方
に
御
参
加
頂
き
、
ほ
ん
の

入
り
口
で
は
あ
り
ま
す
が
日
本
人
の
宗
教
観
を

学
ぶ
良
い
機
会
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

　

ま
た
、
七
月
二
十
八
〜
三
十
日
に
は
、
昨
年

に
引
き
続
き 

福
島
県
二
本
松
市
と
川
俣
町
の

太
鼓
チ
ー
ム
の
子
ど
も
達
を
男
鹿
に
御
招
き
し
、

思
い
っ
き
り
海
遊
び
を
楽
し
ん
で
も
ら
お
う
と

「
男
鹿
な
ま
は
げ
教
室
」
を
開
催
い
た
し
ま
し

た
。
幸
い
当
日
は
天
候
に
も
恵
ま
れ
、
福
島
で

は
な
か
な
か
出
来
な
い
野
外
で
の
活
動
も
順
調

に
行
わ
れ
、
特
に
今
回
の
メ
イ
ン
イ
ベ
ン
ト
と

も
い
え
る
海
遊
び
で
は
、
圧
倒
さ
れ
る
程
の
は

し
ゃ
ぎ
様
で
、
子
ど
も
達
も
存
分
に
男
鹿
の
大

自
然
を
満
喫
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

　

福
島
を
含
む
被
災
地
は
ま
だ
ま
だ
厳
し
い
と

言
わ
ざ
る
を
得
な
い
現
状
に
あ
り
ま
す
。
し
か

し
今
回
の
参
加
者
、
特
に
子
ど
も
達
に
は
本
当

に
微
々
た
る
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
良
い
思

い
出
と
今
後
を
生
き
る
活
力
を
与
え
る
こ
と
が

出
来
た
の
で
は
な
い
か
と
自
負
し
て
お
り
ま
す
。

今
年
の
秋
に
は
い
よ
い
よ
東
北
地
方
集
会
「
秋

田
大
会
」
を
迎
え
ま
す
。
「
神
仏
習
合
」
と
い

う
日
本
人
の
本
質
や
宗
教
観
を
考
察
す
る
集
大

成
と
な
る
よ
う
な
大
会
を
目
指
し
て
鋭
意
準
備

中
で
は
あ
り
ま
す
が
、
会
員
諸
師
、
御
寺
院
様

に
は
今
後
と
も
当
会
に
対
し
ま
し
て
更
な
る
ご

指
導
、
ご
協
力
賜
わ
り
ま
す
よ
う
紙
面
を
お
借

り
し
て
伏
し
て
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。第 1回目の研修となる

弁道会にて挨拶する鈴木会長
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弁
道
会

　
日
時
：
六
月
二
十
四
日
（
月
）
午
後
二
時
よ
り

　
場
所
：
曹
洞
宗
秋
田
県
宗
務
所
・
禅
セ
ン
タ
ー

　
演
題
：
「
神
道
と
日
本
人
」

　
講
師
：
菅
野
覚
明 

先
生
：
倫
理
学
者
。
元
・
東
大
教
授
、
現
・
皇
學
館
大
学

　
　
　
　
神
道
学
科
教
授
。
日
本
倫
理
思
想
史
専
攻
。
著
書
に
「
日
本
の
元
徳
」

　
　
　
　
「
神
道
の
逆
襲
」
「
武
士
道
の
逆
襲
」
な
ど
。

　

今
期
研
修
テ
ー
マ
「
神
仏
習
合
」
に
基
づ
き
、
そ
の
研
修
の
第
１
回
目
と
し
て
、

「
神
道
と
は
何
か
」を
知
る
べ
く
、菅
野
覚
明
先
生
を
お
招
き
し「
神
道
と
日
本
人
」

と
題
し
て
講
義
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
初
夏
を
思
わ
せ
る
晴
天
の
中
、
四
五
名
の
会

員
が
参
加
し
ま
し
た
。

　

神
道
は
「
カ
ミ
」
を
祭
る
祭
祀
で
あ
る

と
の
説
明
か
ら
、
そ
の
構
造
や
日
本
の
神

に
つ
い
て
、
各
国
の
気
候
風
土
に
よ
る
宗

教
的
感
覚
の
違
い
な
ど
を
親
し
み
や
す
い

お
話
も
交
え
て
の
講
義
で
し
た
。

　

ま
た
、
先
生
は
過
去
に
大
本
山
永
平
寺

に
て
安
居
修
行
も
さ
れ
て
お
り
、
鈴
木
会

長
と
一
緒
の
寮
舎
だ
っ
た
こ
と
も
あ
る
と

の
こ
と
で
、
神
仏
両
面
か
ら
見
た
現
在
の

仏
教
者
と
神
道
者
の
性
格
の
違
い
等
に
つ

い
て
も
お
話
い
た
だ
き
ま
し
た
。

随
聞
会

　
日
時
：
十
月
二
日（
水
）午
前
十
時
半
よ
り

　
場
所
：
曹
洞
宗
秋
田
県
宗
務
所・禅
セ
ン
タ
ー

　
演
題
：「
曹
洞
宗
と
神
道
」

　
講
師
：
北
秋
田
市 

龍
泉
寺
住
職 

佐
藤
俊
晃
老
師（
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
客
員
研
究
員
）

　

幅
広
く
深
い
知
識
を
お
持
ち
の
老
師
に
は
「
曹
洞
宗
と
神
道
」
と
い
う
演
題
で
道

元
禅
師
の
神
祇
信
仰
・
祈
祷
儀
礼
、
祖
録
に
見
ら
れ
る
白
山
信
仰
、
ま
た
庚
申
信
仰

な
ど
ユ
ー
モ
ア
を
交
え
な
が
ら
の
穏
や
か
な
口
調
で
お
話
し
い
た
だ
き
、
四
三
名
の

会
員
が
耳
を
傾
け
ま
し
た
。

「
道
元
禅
師
の
神
祇
信
仰
・
祈
祷
儀
礼
等
へ
の
批
判
の
文
言
は
多
く
認
め
る
こ
と
が

出
来
る
が
、
そ
れ
は
道
元
禅
師
が
仏
祖
に
対
し
て
加
護
を
願
う
こ
と
が
無
か
っ
た
と

い
う
こ
と
で
は
な
く
、
様
々
な
事
例
で
仏
・
菩
薩
の
力
、
祈
祷
の
加
護
の
力
を
期
待

し
て
認
め
て
い
た
。
そ
れ
が
当
時
の
宗
教
者
の
当
た
り
前
の
姿
で
あ
っ
た
。」

「『
ホ
ウ
イ
ン
様
』
と
し
て
地
域
で
親
し

ま
れ
て
い
た
県
内
の
修
験
道
寺
院
で
は
明

治
政
府
の
廃
止
令
に
対
応
し
ほ
と
ん
ど
が

『
神
社
』
と
な
っ
た
。
仏
寺
は
死
後
の
世

界
・
先
祖
供
養
、
修
験
寺
は
祈
祷
・
現
世

供
養
と
し
て
地
域
で
の
役
割
が
分
か
れ
て

い
た
。
そ
れ
が
無
く
な
っ
た
こ
と
は
地
域

に
と
っ
て
痛
手
で
は
な
い
か
。」と
の
思
い

も
語
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
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男
鹿
な
ま
は
げ
教
室 w

ithふ
く
し
まK

ID
S

　

七
月
二
十
八
日
〜
三
十
日
の
三
日
間
に
わ
た
り
、

福
島
県
二
本
松
市
・
川
俣
町
か
ら
和
太
鼓
チ
ー
ム

の
小
学
生
ら
を
招
い
て
の
「
保
養
プ
ロ
グ
ラ
ム
」

企
画
『
男
鹿
な
ま
は
げ
教
室　

w
ith　

ふ
く
し
ま

KID
S

』
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

昨
年
は
白
神
山
地
の
麓
で
新
鮮
な
空
気
と
緑
あ

ふ
れ
る
自
然
に
親
し
ん
で
も
ら
い
、
和
太
鼓
を
通

じ
て
の
交
流
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
今
年
は
男
鹿

の
海
で
思
い
っ
き
り
楽
し
ん
で
も
ら
お
う
と
い
う

内
容
で
、
和
太
鼓
演
奏
を
通
じ
て
の
住
民
や
観
光

客
と
の
交
流
や
子
ど
も
達
に
と
っ
て
の
自
己
表
現

の
場
と
な
る
よ
う
な
企
画
と
な
り
ま
し
た
。

参
加
し
た
子
供
た
ち
の
感
想
よ
り

「
海
水
浴
が
と
て
も
楽
し
か
っ
た
で
す
。
」

（
４
年 

男
子
）

「
海
遊
び
が
楽
し
か
っ
た
で
す
。
外
国
の
人
と
も

ふ
れ
合
え
て
、
い
い
経
験
に
な
り
ま
し
た
。
」

（
６
年 

女
子
）

「
海
で
遊
ぶ
時
な
ど
、
お
ぼ
う
さ
ん
が
い
っ
し
ょ

に
遊
ん
だ
り
、
ふ
ろ
に
友
達
と
い
っ
し
ょ
に
入
っ

た
り
し
て
と
て
も
楽
し
か
っ
た
で
す
。
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
」

（
４
年 

男
子
）

「
海
の
時
に
、
ポ
ニ
ー
に
の
れ
て
よ
か
っ
た
で
す
。」

（
４
年 

男
子
）

「
海
に
入
っ
た
り
、
ゆ
う
ら
ん
せ
ん
に
の
っ
た
り
、

福
島
で
は
で
き
な
い
こ
と
を
い
っ
ぱ
い
で
き
た
の

で
、
と
て
も
楽
し
か
っ
た
で
す
。
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。
」

（
６
年 

女
子
）

「
テ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
で
、
流
れ
星
を
見
ら
れ
て
良

か
っ
た
で
す
。
神
話
の
話
を
聞
い
た
ら
お
も
し
ろ

か
っ
た
の
で
、
ま
た
、
夜
空
を
見
上
げ
て
星
や
星

座
を
見
つ
け
た
い
で
す
」

（
４
年 

女
子
）

「
２
日
目
の
海
水
浴
、
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
な
ど
と
て

も
楽
し
か
っ
た
で
す
。
次
に
や
る
時
も
よ
ん
で
く

だ
さ
い
。
」

（
６
年 

女
子
）

　
　
詳
し
い
日
程
や
様
子
は
秋
曹
青
ホ
ー
ム
ペー
ジ

　
で
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

　

http://w
w
w
.sousei-akita.net/
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大
槌
町
慰
霊
行
脚

期
日
：
九
月
十
一
日
（
水
）

日
程
：
十
一
時　
大
槌
町
吉
里
吉
里

　
　
　
吉
祥
寺
様
集
合　
十
二
時 

　
　
　
旧
役
場
前
で
法
要
。
導
師
：

　
　
　
秋
曹
青
・
鈴
木
泰
賢
会
長 

　
　
　
慰
霊
行
脚
後
、
吉
里
吉
里
海

　
　
　
岸
で
二
時
四
十
六
分
法
要
。

秋
田
曹
青
六
名
と
岩
手
曹
青
合
わ
せ

て
約
二
十
名
が
参
加

第
三
十
八
回
曹
洞
宗
青
年
会
東
北
地
方
集
会
「
福
島
大
会
」

期
日
：
十
一
月
十
九
日(

火)

会
場
：
福
島
県
郡
山
市
「
郡
山
ビ
ュ

　
　
　
ー
ホ
テ
ル
ア
ネ
ッ
ク
ス
」

　

午
後
一
時
三
十
分
か
ら
の
記
念
式

典
、
午
後
三
時
か
ら
の
記
念
事
業
で

は
第
一
部
玄
侑
宗
久
氏
の
基
調
講
演
、

第
二
部
玄
侑
宗
久
氏
と
青
年
僧
侶
ら

が
語
る
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
、

第
三
部
で
は
、
や
な
せ
な
な
氏
の

「
い
の
ち
を
歌
う
コ
ン
サ
ー
ト
」
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

織姫太鼓（上）と
和雅美太鼓による演奏（左）

（男鹿「五風」にて）
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住
職
学
研
修

　
日
時
：
二
月
十
九
日
（
水
）
午
後
一
時
半
よ
り

　
場
所
：
曹
洞
宗
秋
田
県
宗
務
所
・
禅
セ
ン
タ
ー

　
演
題
：「
修
験
道
に
つ
い
て―

そ
の
信
仰
と
形
態―

」

　
講
師
：
長
谷
部
八
朗 

先
生
（
駒
澤
大
学
教
授
）

　

こ
の
時
期
に
は
珍
し
い
晴
天
に
恵
ま
れ
、四
五
名
の

会
員
が
参
加
し
ま
し
た
。

あ
ま
り
機
会
の
無
い
修
験
道
に
つ
い
て
の
講
演
と
い

う
こ
と
で
、
「
修
験
道
と
は
」
か
ら
始
ま
り
、
山
岳

宗
教
や
仏
教
・
密
教
そ
の
他
の
宗
教
・
思
想
と
の
習
合

に
つ
い
て
、ま
た
、平
安
期
に
お
け
る
修
験
道
の
変
化

や
そ
の
後
の
分
派
と
現
代
の
修
験
道
に
至
る
歴
史
に

つ
い
て
も
お
話
し
頂
き
ま
し
た
。

　

時
間
い
っ
ぱ

い
に
講
義
し
て

頂
き
、
皆
熱
心

に
聞
き
入
り
ま

し
た
。
ま
た
質

疑
応
答
も
活
発

に
行
わ
れ
ま
し

た
。

「
修
験
道
に
つ
い
て

　
　

―

そ
の
信
仰
と
形
態―

」
を
聴
講
し
て

三
教
区　
円
通
寺　
近
藤
俊
彦

　

こ
の
度
の
住
職
学
研
修
は
駒
沢
大
学
教
授
・
長
谷
部

八
朗
先
生
を
講
師
に
迎
え
ご
講
義
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。今
回
の
テ
ー
マ
は
修
験
道
と
い
う
こ
と
で
、全
く

未
知
の
ジ
ャ
ン
ル
で
し
た
が
、大
変
興
味
深
く
聴
講
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

修
験
道
に
つ
い
て
は
、「
山
伏
」「
法
螺
貝
」「
山
岳

で
の
厳
し
い
修
行
」と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
だ
け
が
先
行

し
、具
体
的
な
形
態
に
つ
い
て
の
知
識
は
皆
無
で
あ
り

ま
し
た
。
し
か
し
、
密
教
僧
・
最
澄
と
空
海
が
そ
の
源

に
存
在
す
る
と
い
う
点
、
様
々
な
宗
教
・
思
想
が
混
ざ

り
合
っ
て
確
立
さ
れ
た
点
は
、一
僧
侶
と
し
て
し
っ
か

り
抑
え
て
お
く
べ
き
部
分
で
あ
る
と
感
じ
ま
し
た
。

　

昨
年
の
こ
と
で
す
が
、秋
田
県
立
博
物
館
で
催
さ
れ

た「
霊
峰
鳥
海
に
祈
る
人
び
と
」
と
い
う
企
画
展
に
足

を
運
ぶ
機
会
が
あ
り
、そ
こ
で
各
地
を
遊
行
し
て
地
域

に
定
着
し
た
修
験
者
が
如
何
に
文
化
形
成
に
関
わ
っ

て
い
っ
た
か
を
初
め
て
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

長
谷
部
先
生
は
、
秋
田
県
の「
鳥
海
修
験
」に
つ
い
て

非
常
に
関
心
を
寄
せ
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、私
も
こ

こ
最
近
に
な
っ
て
よ
う
や
く
、ブ
ナ
林
や
伏
流
水
な
ど

を
育
む
豊
か
な
自
然
に
加
え
、祭
や
番
楽
な
ど
独
特
な

修
験
文
化
を
持
つ
鳥
海
山
の
魅
力
を
再
発
見
し
た
と

こ
ろ
で
す
。

　

地
元
・
西
目
町
か
ら
は
晴
れ
の
日
に
は
鳥
海
山
の
美

し
い
山
容
を
仰
ぎ
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。小
学
生
の

頃
か
ら
度
々
登
山
を
し
て
お
り
ま
し
た
が
、今
思
う
と

ご
く
自
然
と
修
験
道
の
足
跡
を
辿
っ
て
お
り
、調
べ
て

み
ま
す
と「
駒
ノ
王
子（
参
詣
儀
礼
所
）」「
氷（
垢
離
）

ノ
薬
師
」な
ど
馴
染
み
の
地
名
や
呼
び
名
か
ら
も
修
験

の
歴
史
が
垣
間
見
ら
れ
、さ
ら
に
興
味
を
深
め
て
お
り

ま
す
。

　

今
期
、
鈴
木
会
長
が
テ
ー
マ
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た

「
神
仏
習
合
」は
、
様
々
な
角
度
か
ら
宗
教
・
文
化
を

捉
え
る
こ
と
が
で
き
、ま
た
文
献
等
を
読
ん
で
い
る
と

日
本
人
の
懐
の
深
さ
や
寛
容
さ
、如
何
に
宗
教
を
拠
り

ど
こ
ろ
と
し
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
が
伝
わ
っ
て
き

ま
す
。今
回
貴
重
な
講
義
の
機
会
を
設
け
て
い
た
だ
き

誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。今
後
の
研
修
に
も

大
変
期
待
を
寄
せ
て
お
り
ま
す
。
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〜
「
神
仏
習
合
」
を
さ
が
し
て
〜

　
　
　
　
男
鹿
市　
赤
神
神
社
五
社
堂

　

男
鹿
と
い
え
ば「
な
ま
は
げ
」が
連
想
さ
れ
ま
す
が
、そ

の
「
な
ま
は
げ
」
で
知
ら
れ
る「
真
山
」、「
本
山
」

を
中
心
と
し
た
山
々
は
、
古
く
か
ら
赤
神
権
現
を
信

仰
す
る
聖
山
と
し
て
多
く
の
修
験
者
が
訪
れ
た
地
で

も
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
本
山
の
麓
に
あ
る
赤
神
神
社
は
貞
観
二
年（
八

六
〇
年
）
に
慈
覚
大
師
が
堂
塔
を
建
立
し
、「
赤
神
山

日
積
寺
永
禅
院
」と
名
付
け
、
赤
神
権
現
を
祀
っ
た
の

が
始
ま
り
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
赤
神
神
社
は
そ
の
後
、

　

こ
の
地
の
豪
族
ら

に
よ
っ
て
寺
領
の
寄

進
や
堂
宇
の
再
興
が

行
わ
れ
る
な
ど
、
中

世
を
通
じ
て
栄
え
、

最
盛
期
に
は
九
ヵ
寺

四
十
八
坊
が
あ
っ
た

と
伝
え
ら
れ
、
江
戸

時
代
の
紀
行
家
で
知

ら
れ
る
菅
江
真
澄
の

文
献
や
江
戸
期
の

「
領
内
絵
図
」、「
紙

本
金
地
着
色
男
鹿
図
屏
風
」（
秋
田
県
立
博
物
館
蔵
）

か
ら
は
当
時
の
一
大
道
場
で
あ
っ
た
様
子
を
知
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

五
社
堂
の
呼
び
名
で
知
ら
れ
る
五
つ
の
社
殿
は
赤

神
権
現
を
祀
る
社
殿
を
中
央
に
右
側
か
ら「
三
の
宮
堂
」

「
客
人
権
現
堂
」「
赤
神
権
現
堂
」「
八
王
子
堂
」「
十

禅
師
堂
」
と
横
一
列
に
並
ん
で
お
り
、
元
は
比
叡
山
の

山
王
上
七
社
を
勧
請
し
た
も
の
で
あ
り
、二
社
が
廃
れ

て
五
社
と
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。五
つ
の
社
殿
は

い
ず
れ
も
江
戸
中
期
の
建
築
で
建
て
替
え
や
修
復
な

ど
の
時
期
が
明
確
で
あ
る
こ
と
か
ら
秋
田
県
内
の
近

世
に
お
け
る
社
寺
建
築
の
資
料
と
し
て
も
重
要
で
あ

り
、
平
成
二
年
に
は
国
の
重
要
文
化
財
に
も
指
定
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

中
央
に
祀
ら
れ
て
い
る
赤
神
権
現
は
漢
の
武
帝
で

あ
る
と
伝
え
ら
れ
、
武
帝
に
連
れ
て
こ
ら
れ
た
五
匹

の
鬼
た
ち
は
、五
社
堂
へ
登
っ
て
行
く「
九
百
九
十
九
段

の
石
段
」を
積
み
上
げ
た
と
さ
れ
、
な
ま
は
げ
の
起
源

と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、右
か
ら
二
番
目
に
あ

る「
客
人
権
現
堂
」に
は
、
江
戸
前
期
の
僧
・
円
空
の

作
で
あ
る
「
木
造
十
一
面
観
音
菩
薩
立
像
」（
県
指
定

文
化
財
）が
安
置
さ
れ
て
お
り
、
普
段
は
公
開
が
さ
れ

て
い
な
い
た
め
、そ
の
姿
を
拝
む
機
会
は
限
ら
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
こ
の
他
に
も「
八
王
子
堂
」に
二
体
の

観
音
像
が
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

天
台
宗
寺
院
で
始
ま
っ
た
赤
神
山
日
積
寺
永
禅
院

は
中
世
の
頃 

真
言
宗
に
変
わ
り
、
明
治
五
年
の
神
仏

分
離
令
に
よ
っ
て
赤
神
神
社
と
な
り
、最
盛
期
の
姿
は

五
社
堂
と
そ
の
入
り
口
に
あ
る
日
積
寺
の
堂
塔
で
あ

っ
た
長
楽
寺
を
残
す
の
み
で
す
が
、最
近
で
は
某
女
優

さ
ん
が
Ｃ
Ｍ
撮
影
に
来
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
フ
ァ

ン
が
参
拝
に
訪
れ
る
と
い
っ
た
話
題
も
あ
り
ま
し
た
。

　

男
鹿
地
域
の
宗
教
的
な
歴
史
を
知
る
こ
と
が
で
き

る
場
所
と
し
て
訪
れ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

名　
称
：
赤
神
神
社
五
社
堂

所
在
地
：
男
鹿
市
船
川
港
本
山
門
前
字
祓
川
三
五

ま
ろ
う
ど
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お
知
ら
せ

○
仏
法
興
隆
花
ま
つ
り
千
僧
法
要

（
全
日
仏
青
主
催
）

期
日
：
四
月
二
十
六
日
（
土
）

会
場
：
奈
良
県
・
東
大
寺

◇ 

午
前
十
時 

ア
シ
ョ
カ
ピ
ラ
ー 

清
掃
・
荘
厳

◇ 

午
後
一
時 

花
ま
つ
り
千
僧
大
般
若
転
読
法
要

○
全
国
曹
洞
宗
青
年
会

　

四
〇
周
年
記
念
式
典 

記
念
講
演

期
日
：
五
月
二
十
日
（
火
）
・
二
十
一
日
（
水
）

会
場
：
曹
洞
宗
檀
信
徒
会
館

記
念
講
演
：
青
山
俊
董
老
師
（
愛
知
専
門
尼
僧
堂
堂

頭
）

※

式
典
案
内
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
よ
り

　

全
国
曹
洞
宗
青
年
会
は
昭
和
五
〇
年
に
発
会
し
今

期
で
創
立
四
〇
周
年
の
節
目
に
あ
た
り
ま
す
。こ
の
四

〇
年
の
歴
史
の
な
か
に
刻
み
込
ま
れ
て
き
た
先
輩
諸

老
師
の
精
進
と
智
慧
へ
の
感
謝
と
、当
会
が
よ
り
社

会
に
資
す
る
団
体
た
る
べ
く
、こ
の
四
〇
周
年
を
更
な

る
会
発
展
の
機
縁
と
す
る
た
め
に
記
念
式
典
を
執
り

行
い
ま
す
。今
期
は「
繋
が
る
想
い
が
未
来
を
拓
く
」を

ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
、過
去
と
今
を
繋
げ
、未
来
を
拓
く

契
機
と
な
る
様
祈
念
申
し
上
げ
、本
記
念
式
典
の
案

内
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。先
輩
諸
老
師
、会
員
宗

師
の
皆
様
方
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、諸
事
多
端
と
は
存

じ
上
げ
ま
す
が
、何
卒
ご
参
集
い
た
だ
き
ま
す
様
、伏

し
て
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　
　

全
国
曹
洞
宗
青
年
会 

会
長 

櫻
井
尚
孝

○
東
北
管
区 
傾
聴
研
修
会

（
全
曹
青
主
催
・
四
〇
周
年
記
念
行
事
）

期
日
：
六
月
二
十
五
日
〜
二
十
六
日

場
所
：
福
島
県
福
島
市 
ホ
テ
ル
辰
巳
屋

◇
研
修
概
要

・
六
〜
八
時
間
程
度
の
基
礎
的
な
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

行
い
ま
す
。

・
実
地
研
修
や
、外
部
よ
り
特
別
講
師
を
招
い
て
の
研

修
を
行
い
ま
す
。

○
第
三
十
五
回

　
日
本
山
岳
修
験
学
会

　
　
　
鳥
海
山
学
術
大
会

主
催
：
日
本
山
岳
修
験
学
会

・
同
第
三
十
五
回
鳥
海
山
学

術
大
会
実
行
委
員
会

期
日
：
九
月
十
三
〜
十
五
日

主
会
場
：
由
利
本
荘
市

文
化
交
流
館
「
カ
ダ
ー
レ
」

※

住
職
学
研
修
・
長
谷
部
先

生
か
ら
の
紹
介
で
す
。

※

今
秋
に
東
北
地
方
集
会

「
秋
田
大
会
」
（
十
月
下

旬
頃
）
が
計
画
さ
れ
て
お

り
ま
す
。

　

後
日
ご
案
内
申
し
上
げ

ま
す
。
ご
理
解
ご
協
力
賜

り
ま
す
様
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。
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