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�

宗
務
総
長
　
市
川　

隆
成

就
任
の
ご
あ
い
さ
つ

　

私
は
、
福
井
教
区
越
前
市
京
町
別
格
本
山
引
接
寺
住
職　

市
川
隆
成
と
申
し
ま
す
。

　

去
る
四
月
十
八
日
開
催
の
臨
時
宗
議
会
に
お
き
ま
し
て
、

不
肖
私
が
宗
務
総
長
に
推
挙
い
た
だ
き
、
五
月
九
日
に
武
田

圓
寵
管
長
猊
下
よ
り
、
補
任
状
を
手
交
い
た
だ
き
ま
し
た
。

も
と
よ
り
浅
学
非
才
で
あ
り
ま
す
が
た
だ
た
だ
身
に
余
る
光

栄
と
感
激
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
仏
縁
に
感
謝
致
し
、
管
長

猊
下
の
ご
教
示
を
仰
ぎ
、
そ
の
重
責
を
担
い
、
天
台
真
盛
宗

門
末
寺
院
僧
侶
、
檀
信
徒
の
お
力
添
え
を
い
た
だ
き
、
宗
門

の
発
展
と
御
本
山
西
教
寺
の
護
持
の
た
め
、
日
々
精
進
致
す

覚
悟
で
あ
り
ま
す
。

　

な
お
内
局
は
、
教
学
部
長
に
滋
賀
教
区
法
蓮
寺
住
職　

兼

子
鐵
秀
師
、
社
会
部
長
に
福
井
教
区
西
楽
寺
住
職　

西
澤
義

宏
師
、
財
務
部
長
に
滋
賀
教
区
来
迎
寺
住
職��

橋
爪
眞
全
師
、

庶
務
部
長
に
伊
勢
教
区
西
福
寺
住
職��

鈴
木
康
之
師
と
そ
れ

ぞ
れ
教
学
、
布
教
、
宗
議
会
と
経
歴
豊
富
な
各
師
と
力
を
合

わ
せ
て
そ
の
任
に
当
た
っ
て
参
り
ま
す
。

　

さ
て
内
局
の
お
請
式
の
前
日
五
月
八
日
に
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
の
分
類
が
二
類
か
ら
季
節
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
と
同

等
に
な
り
ま
し
た
。
三
年
に
渡
り
、
コ
ロ
ナ
禍
に
翻
弄
さ
れ

て
き
ま
し
た
が
、
四
月
の
本
山
御
忌
千
部
会
法
要
が
、
通
常

の
日
程
で
行
わ
れ
た
よ
う
に
若
干
の
光
が
見
て
き
た
よ
う
で

す
。
し
か
し
、
感
染
症
が
無
く
な
っ
た
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ワ
ク
チ
ン
接
種
や
マ
ス
ク
な
ど
で
き
る
こ
と
は
し
て
参
り
ま

し
ょ
う
。

��

次
に
今
年
は
梅
雨
入
り
と
同
時
に
台
風
が
襲
来
し
列
島
各

地
で
大
雨
の
被
害
が
連
続
し
て
起
こ
っ
て
お
り
ま
す
。
私
は
、

比
叡
山
上
で
の
「
宗
教
サ
ミ
ッ
ト
・
平
和
の
祈
り
」
へ
毎
年

参
加
し
、
宗
教
宗
派
を
超
え
世
界
中
か
ら
集
ま
っ
た
宗
教
者

と
平
和
の
祈
り
を
続
け
て
き
ま
し
た
。
昨
年
八
月
四
日
参
加

し
た
際
、
天
地
が
ひ
っ
く
り
返
る
よ
う
な
豪
雨
と
共
に
、
す

さ
ま
じ
い
雷
鳴
と
、
左
右
か
ら
の
稲
妻
に
見
舞
わ
れ
、
生
き

た
心
地
が
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
大
樹
天
台
座
主
猊
下
の
「
天

地
が
怒い
か

っ
て
お
ら
れ
る
！
」
と
の
大
音
声
が
今
も
耳
に
残
り

ま
す
。
平
和
の
問
題
と
気
候
変
動
に
無
関
心
で
は
お
ら
れ
ま

せ
ん
。
越
前
の
海
で
獲
れ
る
魚
の
量
や
種
類
が
激
変
し
、
越

前
か
ら
始
ま
っ
た
お
米
「
コ
シ
ヒ
カ
リ
」
も
温
暖
化
と
と
も

に
北
へ
北
へ
と
主
産
地
が
移
動
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
私
達

の
身
の
周
り
で
は
、
相
次
ぐ
物
の
値
上
げ
な
ど
目
に
見
え
る

形
で
平
和
と
気
候
変
動
に
つ
な
が
る
問
題
が
沢
山
起
こ
っ
て

お
り
ま
す
。
こ
の
混
乱
混
迷
の
時
こ
そ
、
仏
教
徒
た
る
私
達

は
、
遠
く
お
釈
迦
様
や
御
開
山
真
盛
上
人
の
お
言
葉
を
か
み

し
め
、
生
き
て
い
く
指
針
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

　

お
釈
迦
様
の
弟
子
達
へ
の
最
後
の
言
葉
「
比
丘
た
ち
よ
。

諸
行
は
滅
び
ゆ
く
。
怠
る
こ
と
な
く
努
め
よ
」「
諸
行
」
と

は
因
縁
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
全
て
の
も
の
。
す
べ
て
の
現
象

や
存
在
の
こ
と
。
そ
れ
ら
は
必
ず
滅
び
ゆ
く
無
常
な
も
の
。

釈
尊
の
心
身
も
例
外
で
な
く
身
を
も
っ
て
そ
の
こ
と
を
示
さ

れ
、
最
後
に
弟
子
達
に
た
ゆ
ま
ぬ
精
進
を
促
さ
れ
ま
し
た
。

　

私
共
の
御
開
山
真
盛
上
人
は
、
明
応
四
年
二
月
晦
日
、
伊

賀
の
西
蓮
寺
に
お
け
る
四
十
八
夜
別
事
念
佛
会
を
お
勤
め
さ

れ
て
い
る
最
中
に
御
往
生
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
最
後
の
お
言

葉
と
し
て
「
相
構
え
て
、
無
欲
清
浄
に
し
て
、
能よ
く
よ
く々

念
佛
す

べ
し
」
申
さ
れ
ま
し
た
。
遠
く
イ
ン
ド
の
地
で
、
た
ゆ
ま
ぬ

精
進
を
促
し
た
釈
尊
最
後
の
教
え
が
、
真
盛
上
人
に
受
け
継

が
れ
、
私
達
に
御
遺
戒
と
し
て
残
さ
れ
た
の
で
す
。
我
が
身

の
滅
す
る
さ
ま
を
弟
子
達
に
見
せ
、
諸
行
無
常
を
体
現
さ
れ
、

阿
弥
陀
佛
の
本
願
に
お
す
が
り
す
る
お
念
佛
の
道
を
さ
し
示

さ
れ
ま
し
た
。「
我
が
身
を
修
め
、心
を
正
し
て
お
念
佛
を
」

と
さ
れ
た
御
開
山
真
盛
上
人
の
教
え
が
、
五
百
数
十
年
の
時

を
経
、
脈
々
と
息
づ
い
て
い
ま
す
。
十
九
萬
日
受
け
継
が
れ

て
来
、
そ
し
て
二
十
萬
日
へ
て
相
続
さ
れ
て
い
く
お
念
佛
。

今
あ
る
命
に
感
謝
し
、
お
念
佛
を
喜
ぶ
日
お
く
り
を
致
し
ま

し
ょ
う
。
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し
て
瀬
田
城
を
築
き
ま
し
た
。
交
通
の
要
衝

で
あ
る
瀬
田
橋
を
管
理
す
る
と
と
も
に
、

代
々
、
石
山
寺
世
尊
院
や
園
城
寺
光
浄
院
に

庶
子
を
送
っ
て
出
家
入
院
さ
せ
、
そ
れ
ら
の

寺
院
に
室
町
将
軍
や
公
家
、
連
歌
師
ら
を
迎

え
て
関
係
を
深
め
ま
し
た
。
八
郎
左
衛
門
は

出
家
後
、
暹
慶
の
法
名
で
光
浄
院
第
五
代
院

主
を
務
め
ま
す
が
、元
亀
三
年（
一
五
七
二
）

五
月
八
日
に
将
軍
足
利
義
昭
か
ら
「
上
山
城

国
半
国
守
護
」
に
任
じ
ら
れ
、
義
昭
の
寵
臣

と
し
て
活
躍
し
ま
す
。
義
昭
も
興
福
寺
僧
と

し
て
の
経
歴
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
通
じ
る
も

の
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

と
こ
ろ
が
元
亀
四
年
、
義
昭
は
自
ら
を
擁

立
し
た
織
田
信
長

に
反
旗
を
翻
し
ま

す
。
暹
慶
は
義
昭

に
味
方
し
て
近
江

石
山
城
に
籠
城
し

ま
す
が
、
柴
田
勝

家
・
明
智
光
秀
ら

の
攻
城
軍
の
説
得

に
従
い
降
伏
。
助

命
さ
れ
て
還
俗
し
、

山
岡
景
友
と
し
て

信
長
に
仕
え
ま
す
。

後
年
、
豊
臣
秀
吉

の
そ
ば
近
く
に
仕

え
る
「
御
咄
衆
（
御

伽
衆
）」と
な
り「
道

　

令
和
五
年
五
月
二
十
七
日
（
土
）
寺
庭
婦

人
・
檀
信
徒
さ
ま
に
向
け
て
、
総
本
山
西
教

寺
に
て
「
徳
川
家
康
と
近
江
―
大
河
ド
ラ
マ

「
ど
う
す
る
家
康
」
に
よ
せ
て
―
」
と
題
す

る
講
演
を
い
た
し
ま
し
た
。
近
江
坂
本
に
ル

ー
ツ
を
も
ち
、
西
教
寺
さ
ま
と
ご
縁
の
深
い

私
に
と
っ
て
、
令
和
四
年
五
月
二
十
一
日
の

教
学
法
儀
講
習
会
で
畏
れ
多
く
も
「
伝
教
大

師
最
澄
の
思
想
と
真
盛
上
人
」
に
つ
い
て
お

話
し
た
こ
と
に
続
き
、
光
栄
の
至
り
で
ご
ざ

い
ま
し
た
。

　

私
は
徳
川
家
康
と
近
江
の
関
係
に
お
い
て
、

こ
れ
ま
で
重
視
さ
れ
な
か
っ
た
大
事
な
観
点

が
幾
つ
か
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ひ
と
つ

は
、
家
康
が
豊
臣
政
権
下
で
近
江
に
「
在
京

賄
領
」
と
し
て
八
万
九
六
〇
〇
石
も
の
所
領

を
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
す
。
そ
れ
も
東

海
道
や
中
山
道
の
街
道
筋
、
石
部
・
土
山
・

守
山
宿
と
そ
の
周
辺
と
い
う
要
地
で
あ
り
、

甲
賀
郡
一
万
二
七
〇
〇
石
、
蒲
生
郡
一
万
二

九
〇
〇
石
、
野
洲
郡
六
万
四
〇
〇
〇
石
と
い

う
内
訳
で
す
。
天
台
真
盛
宗
寺
院
が
多
い
地

域
な
の
も
面
白
い
で
す
が
、
何
よ
り
家
康
が

「
近
江
の
隠
れ
大
名
」
だ
っ
た
と
い
う
事
実

に
は
、
も
っ
と
注
目
す
べ
き
で
し
ょ
う
。

　

も
う
一
つ
、
私
が
年
来
主
張
し
て
や
ま
な

い
の
が「
家
康
を
将
軍
に
し
た
近
江
の
武
将
・

山
岡
道
阿
弥
」
と
の
関
係
で
す
。
山
岡
道
阿

弥（
一
五
四
〇
～
一
六
〇
四
）は
瀬
田
城
主
・

山
岡
景
隆
の
弟
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。
八

郎
左
衛
門
と
い
う
名
乗
り
か
ら
八
男
の
可
能

性
が
高
く
、
若
く
し
て
園
城
寺
光
浄
院
で
出

家
し
ま
す
。
山
岡
家
は
甲
賀
武
士
の
家
柄
で

す
が
、
南
北
朝
時
代
に
栗
太
郡
瀬
田
に
進
出

山岡道阿弥の署名と花押

徳
川
家
康
を
将
軍
に
し
た
近
江
の
武
将
・
山
岡
道
阿
弥

徳
川
家
康
を
将
軍
に
し
た
近
江
の
武
将
・
山
岡
道
阿
弥

�

滋
賀
県
立
琵
琶
湖
文
化
館
　
副
館
長
　

滋
賀
県
立
琵
琶
湖
文
化
館
　
副
館
長
　
井
上
　
優

井
上
　
優

阿
弥
」
と
い
う
阿
弥
号
を
名
乗
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
慶
長
三
年
、
秀
吉
が
死
す
と
形

見
分
け
を
受
け
、
慶
長
五
年
に
は
徳
川
家
康

の
御
家
人
と
な
り
側
近
く
に
仕
え
ま
す
。
同

年
、
天
下
分
け
目
の
関
ケ
原
合
戦
が
起
き
る

わ
け
で
す
が
、�

安
治
の
裏
切
り
が
、
合
戦
の

勝
敗
を
決
め
た
の
は
揺
る
が
ぬ
史
実
で
す
が
、

実
は
両
人
と
も
に
家
康
と
の
間
で
道
阿
弥
を

通
し
て
裏
切
り
の
約
定
を
取
り
付
け
て
い
ま

し
た
。
ど
ち
ら
も
一
級
史
料
で
あ
る
古
文
書

が
遺
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

戦
後
、
道
阿
弥
は
ほ
ぼ
大
名
格
の
九
〇
〇

〇
石
を
家
康
か
ら
与
え
ら
れ
「
甲
賀
組
」
を

預
け
ら
れ
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
甲
賀
御
庭
番

の
始
ま
り
で
、
幕
府
公
式
記
録
の
『
徳
川
実

紀
』
に
「
徳
川
家
創
業
の
功
臣
」
と
称
さ
れ

ま
す
。「
厭
離
穢
土
欣
求
浄
土
」
を
旗
印
と

し
た
家
康
と
は
、
阿
弥
陀
信
仰
で
つ
な
が
っ

て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
も
っ
と
広
く
知
ら

れ
る
べ
き
、
近
江
の
隠
れ
た
名
将
な
の
で
す
。

山岡道阿弥（イラスト：滋賀県立琵琶湖文化館）
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き
る
画
期
的
な
も
の
で
し
た
。
真
洲
は
、『
往

生
伝
記
』・『
絵
詞
伝
』・『
西
方
尼
寺
伝
』
の

三
つ
の
伝
記
書
を
頼
り
に
『
和
解
伝
』
を
編

纂
し
、
さ
ら
に
江
戸
時
代
中
期
の
様
相
や
伊

勢
に
関
す
る
記
述
は
独
自
に
書
き
起
こ
し
て

い
ま
す
。『
和
解
伝
』
は
、
上
人
の
生
誕
か

ら
往
生
ま
で
を
漏
ら
さ
ず
記
述
し
多
く
の
人

に
上
人
の
道
跡
を
伝
え
た
い
と
い
う
真
洲
の

気
概
が
感
じ
ら
れ
る
伝
記
書
に
仕
上
が
っ
て

い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
八
回
連
載
で
、『
御
絵
伝
』と『
和

解
伝
』
を
中
心
に
宗
祖
真
盛
上
人
の
行
実
を

繙
い
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。（
詳
し
く

は
昨
年
出
版
し
ま
し
た『
真
盛
上
人
一
代
記
』

も
合
わ
せ
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。）

は
じ
め
に

　

宗
祖
真
盛
上
人
の
道
跡
や
考
え
を
後
世
の

私
た
ち
が
知
る
手
が
か
り
は
、
宗
祖
伝
記
や

直
筆
の
書
簡
を
読
み
解
く
こ
と
が
肝
要
で
す
。

　

宗
祖
伝
記
の
始
ま
り
は
、
真
盛
上
人
の
入

滅
後
す
ぐ
に
『
真
盛
上
人
往
生
伝
記
』
三
巻

（
以
下
『
往
生
伝
記
』）
が
綴
ら
れ
、
時
を

経
ず
し
て
『
真
盛
上
人
絵
詞
伝
』（
以
下
、『
絵

詞
伝
』
図
一
）
が
作
ら
れ
ま
し
た
。
共
に
上

人
の
存
命
中
を
知
る
弟
子
が
制
作
に
あ
た
っ

て
い
る
こ
と
は
、
後
世
の
者
が
宗
祖
を
知
り

得
る
最
も
貴
重
な
根
本
伝
記
で
あ
り
、
以
後

こ
の
二
つ
が
祖
型
と
な
り
多
く
の
宗
祖
伝
記

が
作
ら
れ
ま
し
た
。

　

主
な
宗
祖
伝
記
の
変
遷
を
概
観
し
ま
す
と
、

上
人
直
弟
子
の
真
生
が
明
応
四
年
（
一
四
九

五
）『
往
生
伝
記
』
を
記
し
た

こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
上
人

臨
終
の
様
子
か
ら
始
ま
り
、
真

生
が
直
に
見
聞
き
し
た
こ
と
を

記
し
た
本
伝
記
は
、
本
宗
に
と

っ
て
最
も
尊
重
す
べ
き
根
本
聖

典
で
す
。『
絵
詞
伝
』
は
、『
往

生
伝
記
』
を
原
資
料
と
し
て
編

年
体
に
改
め
、
幼
少
期
等
の
内

容
も
書
き
起
こ
し
、
さ
ら
に
四

十
八
場
面
の
絵
も
付
加
さ
れ
作

ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
二
つ
の

伝
記
を
参
考
に
し
な
が
ら
江
戸

図一　西教寺蔵『絵詞伝』

図二　西教寺蔵『御絵伝』

『
御
絵
伝
』と『
和
解
伝
』を
中
心
に
宗
祖
の
行
実
を
追
体
験

『
御
絵
伝
』と『
和
解
伝
』を
中
心
に
宗
祖
の
行
実
を
追
体
験

�

西
願
寺
　
長
谷
川
　
真
徹

時
代
前
期
に
は
生
誕
の
様
子
等
も
書
き
起
こ

さ
れ
『
西
方
尼
寺
伝
』
が
、
さ
ら
に
江
戸
時

代
中
期
に
な
る
と
、
そ
れ
ま
で
の
諸
伝
記
を

比
較
考
察
し
簡
潔
に
ま
と
め
た
『
真
盛
上
人

別
伝
』
が
編
纂
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
西

来
寺
二
十
一
世
真し

ん
し
ゅ
う洲

に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で

の
諸
伝
記
や
先
行
研
究
を
踏
ま
え
な
が
ら
、

一
般
の
人
々
に
も
宗
祖
の
行
状
や
教
え
が
伝

わ
り
や
す
い
よ
う
に
工
夫
さ
れ
た
『
円え

ん
か
い戒
国こ

く

師し

和わ

解げ

伝で
ん

』（
以
下
『
和
解
伝
』）
が
編
纂
さ

れ
ま
し
た
。『
和
解
伝
』
は
、『
円
戒
国
師
御ご

絵え

伝で
ん

』
四
幅
（
以
下
、『
御
絵
伝
』
図
二
）

の
解
説
書
と
し
て
作
ら
れ
て
い
ま
す
。『
御

絵
伝
』
は
、
聴
衆
が
四
幅
一
二
一
場
面
の
絵

を
拝
見
し
な
が
ら
、
そ
の
場
面
の
解
説
を
聞

い
て
宗
祖
の
行
状
を
追
体
験
す
る
こ
と
が
で

八
回
連
載
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檀
信
徒
の
皆
さ
ま
へ
お
願
い

　

総
本
山
西
教
寺
に
ご
参
拝
の
際
は
、
先
に
ご
配
布

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
「
檀
信
徒
用
無
料
拝
観
券

（
ご
家
族
五
名
様
ま
で
）」
を
必
ず
受
付
へ
ご
提
示

く
だ
さ
い
。
紛
失
さ
れ
た
方
は
、
本
紙
（
寳
珠
）
を

お
持
ち
い
た
だ
き
ご
提
示
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
、
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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台
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令
和
二
年
十
月
に
組
織
さ
れ
た
「
宗
の
あ

り
方
審
議
会
」
で
は
、
当
時
の
前
阪
宗
務
総

長
か
ら
の
諮
問
を
受
け
て
、
今
後
の
時
代
変

化
に
即
応
し
た
寺
院
・
僧
侶
・
宗
の
あ
る
べ

き
姿
や
、
そ
の
実
現
の
た
め
の
宗
制
度
の
改

革
の
方
向
性
に
つ
い
て
、
約
二
年
半
に
わ
た

っ
て
議
論
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
間
、

審
議
会
が
六
回
に
わ
た
っ
て
開
催
さ
れ
た
ほ

か
、
原
案
の
取
り
ま
と
め
組
織
で
あ
る
調
査

起
案
部
会
で
の
リ
モ
ー
ト
会
議
・
集
合
会
議

は
数
十
回
に
及
び
、
多
岐
に
わ
た
る
検
討
が

行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
本
年
四
月

十
九
日
、
最
終
答
申
が
久
保
田
審
議
会
委
員

長
よ
り
前
阪
宗
務
総
長
に
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
最
終
答
申
で
提
示
さ
れ
た
項
目
は
次

の
通
り
で
す
。

一
．
寺
院
の
あ
り
方
に
つ
い
て

①
檀
信
徒
・
地
域
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て

②
無
住
職
寺
院
対
策
・
住
職
人
材
の
確
保

に
つ
い
て

③
住
職
収
入
と
家
庭
経
済
に
つ
い
て

二
．
僧
侶
の
あ
り
方
に
つ
い
て

①
男
女
の
機
会
均
等
及
び
女
性
僧
侶
の
待

遇
確
保
を
図
る
た
め
の
施
策
に
つ
い
て

②
僧
侶
育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て

③
座
次
に
つ
い
て

　

疫
病
退
散
祈
願
か
ら
は
じ
ま
っ
た
「
納
涼�

風
鈴
参
道�
通
り
抜
け
」
が
今
年
も
開
催
さ

れ
て
い
ま
す
。
今
年
は
二
千
個
の
色
と
り
ど

り
の
ガ
ラ
ス
風
鈴
を
石
階
段
よ
り
本
堂
前
ま

で
木
枠
を
設
置
し
吊
る
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

子
ど
も
た
ち
に
人
気
の
風
鈴
絵
付
け
体

　

西
教
寺
で
は
、
本
宗
菩
提
寺
の
檀
信
徒
さ

ま
を
対
象
に
、
亡
き
ご
精
霊
の
納
骨
を
受
け

付
け
て
お
り
ま
す
。

　

真
盛
上
人
ゆ
か
り
の
比
叡
山
麓
、
琵
琶
湖

を
望
む
お
念
仏
の
聖
地
で
大
切
な
方
々
が
心

や
す
ら
か
に
な
り
ま
す
よ
う
ご
納
骨
の
お
申

し
込
み
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

　

事
前
予
約
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
菩
提
寺

も
し
く
は
本
山
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

納
骨
料�

２
万
円　
（
納
骨
堂
に
て
ご
回
向
）

�

３
万
円
～（
本
堂
・
納
骨
堂
に
て
ご
回
向
）

三
．
宗
の
あ
り
方
に
つ
い
て

①
宗
の
今
後
の
進
む
べ
き
方
向
性
に
つ
い
て

②
寺
格
制
度
の
見
直
し
に
つ
い
て

　

そ
の
中
で
、
今
後
取
り
組
む
べ
き
課
題
の

柱
と
な
っ
て
い
る
観
点
は
、
概
ね
次
の
よ
う

に
整
理
で
き
ま
す
。

⑴
寺
院
運
営
と
宗
教
活
動
の
活
性
化
を
促

す
た
め
、
寺
院
を
檀
信
徒
の
み
な
ら
ず

地
域
の
人
た
ち
も
含
め
た
拠
点
と
位
置

付
け
、
様
々
な
形
で
の
交
流
の
機
会
を

提
供
す
る
。

⑵
無
住
職
寺
院
の
増
加
に
対
応
す
る
た
め
、

兼
務
住
職
の
身
分
と
責
任
を
明
確
に
す

る
と
と
も
に
、
複
数
寺
院
に
よ
る
協
同

運
営
の
仕
組
み
を
考
え
る
。

⑶
僧
侶
で
あ
る
こ
と
に
誇
り
を
持
て
る
よ

う
に
、
生
涯
を
通
じ
た
教
育
体
系
を
僧

侶
育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
構
築
す
る
。

⑷
僧
侶
や
そ
の
後
継
者
の
減
少
に
歯
止
め

を
か
け
る
た
め
、
女
性
や
一
般
社
会
人

か
ら
の
登
用
も
含
め
た
幅
広
い
人
材
活

用
を
進
め
る
。

⑸
今
後
、
宗
を
支
え
る
檀
信
徒
数
の
減
少

が
見
通
さ
れ
る
中
で
、
宗
・
本
山
と
し

て
独
自
財
源
の
確
保
対
策
を
進
め
る
と

と
も
に
歳
出
削
減
や
寺
格
制
度
の
見
直

し
を
図
り
、
宗
門
と
し
て
の
根
幹
を
堅

持
し
つ
つ
、身
の
丈
に
あ
っ
た
宗
運
営
・

本
山
運
営
を
指
向
す
る
。

　

最
終
答
申
を
受
け
た
前
阪
宗
務
総
長
は
、

「
私
ど
も
の
内
局
は
間
も
な
く
任
期
満
了
を

迎
え
る
た
め
、
残
念
な
が
ら
そ
の
具
体
化
を

進
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
頂

い
た
内
容
を
し
っ
か
り
と
引
き
継
ぎ
、
次
期

内
局
の
手
で
そ
の
実
現
が
図
ら
れ
る
こ
と
を

期
待
し
ま
す
」
と
述
べ
ま
し
た
。

　

そ
し
て
五
月
九
日
、
前
阪
内
局
か
ら
の
引

継
ぎ
を
受
け
た
市
川
新
宗
務
総
長
は
、
そ
の

後
の
挨
拶
で
「
長
期
に
わ
た
り
真
摯
に
検
討

さ
れ
た
こ
の
結
果
を
し
っ
か
り
と
受
け
と
め
、

新
内
局
と
し
て
十
分
な
精
査
を
行
っ
た
う
え

で
、
そ
の
実
現
に
向
け
て
着
実
に
取
り
組
み

を
進
め
ま
す
」
と
の
決
意
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

「
宗
の
あ
り
方
審
議
会
」が

「
宗
の
あ
り
方
審
議
会
」が

最
終
答
申
を
提
出

最
終
答
申
を
提
出

「
宗
の
あ
り
方
審
議
会
」が

最
終
答
申
を
提
出

納
涼 

風
鈴
参
道 

通
り
抜
け

本
山
納
骨
の
お
す
す
め

（
六
月
二
十
四
日
〜
九
月
十
八
日
）

〜
心
の
ふ
る
さ
と

　
　
　
　
　

比
叡
山
麓 

西
教
寺
へ
〜

験
・
限
定
ご
朱
印
や
特
製
夏
野
菜
そ
う
め
ん

の
提
供
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
詳
細
は
、
西

教
寺
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。


