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法
統
継
承
式
執
り
行
わ
れ
る

　

─
─ 

法
統
継
承
に
際
し
て
の
消
息 

─
─

　
本
日
、
私
は
先
代
門
主
の
意
に
従
い
、
法
統
を
継
承
し
、
本
願
寺
住

職
な
ら
び
に
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
門
主
に
就
任
い
た
し
ま
し
た
。

　
こ
こ
に
先
代
門
主
の
長
き
に
わ
た
る
ご
教
導
に
深
く
感
謝
し
ま
す
と

と
も
に
、
法
統
を
継
承
し
た
責
任
の
重
さ
を
思
い
、
能
う
限
り
の
努
力

を
い
た
す
決
意
で
あ
り
ま
す
。

　
釈
尊
の
説
き
明
か
さ
れ
た
阿
弥
陀
如
来
の
ご
本
願
の
救
い
は
、
七
高
僧

の
教
え
を
承
け
た
宗
祖
親
鸞
聖
人
に
よ
っ
て
、
浄
土
真
宗
と
い
う
ご
法

義
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
、そ
の
後
、歴
代
の
宗
主
方
を
中
心
と
し
て
、

多
く
の
方
々
に
支
え
ら
れ
、
現
代
ま
で
伝
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の

流
れ
を
受
け
継
い
で
今
こ
こ
に
法
統
を
継
承
し
、
未
来
に
向
け
て
ご
法

義
が
伝
え
ら
れ
て
い
き
ま
す
よ
う
、
力
を
尽
く
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
宗
門
の
過
去
を
ふ
り
か
え
り
ま
す
と
、
あ
る
い
は
時
代
の
常
識
に
疑

問
を
抱
か
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
対
応
、
あ
る
い
は
宗
門
を
存
続
さ
せ

る
た
め
の
苦
渋
の
選
択
と
し
て
の
対
応
な
ど
、
ご
法
義
に
順
っ
て
い
な

い
と
思
え
る
対
応
も
な
さ
れ
て
き
ま
し
た
。こ
の
よ
う
な
過
去
に
学
び
、

時
代
の
常
識
を
無
批
判
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
ま
た
苦
渋

の
選
択
が
必
要
に
な
る
社
会
が
再
び
到
来
し
な
い
よ
う
、
注
意
深
く
見

極
め
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
宗
門
の
現
況
を
考
え
ま
す
時
、
各
寺
院
に
ご
縁
の
あ
る
方
々
へ
の
伝

道
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
寺
院
に
ご
縁
の
な
い
方
々
に
対
し
て
、
い
か

に
は
た
ら
き
か
け
て
い
く
の
か
を
考
え
る
こ
と
も
重
要
で
す
。
本
願
念

仏
の
ご
法
義
は
、
時
代
や
社
会
が
変
化
し
て
も
変
わ
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
ご
法
義
の
伝
え
方
は
、
そ
の
変
化
に
つ
れ
て
変
わ
っ
て
い
か

ね
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
現
代
と
い
う
時
代
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う

に
し
て
ご
法
義
を
伝
え
て
い
く
の
か
、
宗
門
の
英
知
を
結
集
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
現
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
ど
の
よ
う
に
取
り
組
む
の
か
、

と
り
わ
け
、
東
日
本
大
震
災
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
被
災
地
の
復
興

を
ど
の
よ
う
に
支
援
し
て
い
く
の
か
な
ど
、問
題
は
山
積
し
て
い
ま
す
。

　
「
自
信
教
人
信
」の
お
言
葉
を
い
た
だ
き
、
現
代
の
苦
悩
を
と
も
に
背

負
い
、
御
同
朋
の
社
会
を
め
ざ
し
て
皆
様
と
歩
ん
で
ま
い
り
た
い
と
思

い
ま
す
。

　
　
平
成
二
十
六
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
月
六
日

　
　
二
〇
一
四
年

龍
谷
門
主　

釋　
専　
如

「退任に際してのご消息」は最終頁に記載しております
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キッズサンガ

　「
キ
ッ
ズ
サ
ン
ガ
」、
こ
の
不
思
議
な
言
葉
も
、

皆
様
、聞
き
な
れ
て
く
だ
さ
っ
た
で
し
ょ
う
か
？

　
仏
さ
ま
を
ご
縁
と
し
て
お
寺
に
集
ま
る
子
ど

も
達
は
、
毎
年
少
し
ず
つ
増
え
て
い
る
よ
う

で
す
。

　
第
四
回
郡
上
組
キ
ッ
ズ
サ
ン
ガ
は
、「
み
ん
な

あ
つ
ま
れ
　
お
寺
で
遊
ぼ
う
」の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の

も
と
九
月
八
日
、
八
幡
町
河
鹿
浄
願
寺
様
で
開

か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
当
日
は
雨
天
に
も

か
か
わ
ら
ず
幼
稚
園
児
か
ら
小
学
六
年
生
ま
で

四
十
数
名
が
集
ま
り
ま
し
た
。

　
御
法
話
を
聞
く
姿
勢
も
板

に
つ
い
て
き
ま
し
た
。
仏
事

の
お
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ

い
た
後
、
き
ち
ん
と
正
座
し

て
お
勤
め
も
で
き
ま
し
た
。

お
寺
で
遊
ぼ
う
タ
イ
ム
で
は

昨
年
人
気
だ
っ
た「
宝
探
し
」

で
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
ゲ
ッ
ト
し

て
ご
満
悦
。
次
は
田
中
先
生

の
ご
指
導
に
よ
る「
バ
ル
ー

ン
ア
ー
ト
」
で
す
。
細
長
い

風
船
を
ふ
く
ら
ま
し
て
、
ね
じ
り
な
が
ら
作
っ

た
色
と
り
ど
り
の
花
は
と
て
も
き
れ
い
で
満
足

気
な
子
ど
も
達
で
し
た
。
昼
食
は
、
ビ
ハ
ー
ラ
、

平成25年9月8日
八幡町河鹿浄願寺
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仏
教
女
性
会
、
寺
族
女
性
会
の
方
々
が
調
理
さ

れ
た
子
ど
も
に
合
わ
せ
た
二
種
類
の
カ
レ
ー
ラ

イ
ス
で
、
絶
品
で
し
た
。

　
午
後
は
工
作
で
す
。
昔
か
ら
あ
る
竹
ト
ン
ボ

な
ら
ず
紙
ト
ン
ボ
と
い
う
の
を
ご
存
じ
で
し
ょ

う
か
？
羽
根
の
部
分
の
竹
を
紙
に
変
え
て
、
三

枚
の
厚
紙
を
少
し
ず
つ
ず
ら
し
な
が
ら
貼
り
合

わ
せ
て
微
妙
な
カ
ー
ブ
を
作
り
、
竹
ひ
ご
を
つ

け
れ
ば
出
来
上
が
り
。
身
近
な
材
料
を
使
っ
て

出
来
上
が
っ
た
自
作
の
紙
ト
ン
ボ
を
早
速
飛
ば

し
て「
飛
ん
だ
！
飛
ん
だ
！
」と
歓
声
を
あ
げ
る

子
、
飛
ば
し
方
を
教
え
て
も
ら
う
子
、
賑
や
か

な
ひ
と
と
き
で
し
た
。
自
分
で
作
っ
て
遊
ぶ
と

い
う
何
で
も
な
い
事
の
よ
う
で
す
が
、
こ
れ
は

人
間
性
を
育
て
る
大
切
な
事
で
あ
る
と
思
い
ま

す
。
郡
上
組
は
地
域
も
広
く
二
十
五
ヶ
寺
が
集

ま
る
の
は
大
変
な
事
で
す
が
、
今
後
も
キ
ッ
ズ

サ
ン
ガ
推
進
の
為
、
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。
掲
載
し
ま
し
た
楽
し
そ
う
な
写
真
、

ご
覧
あ
れ
。
御
堂
の
中
で
楽
し
く
遊
ぶ
子
ど
も

達
、
阿
弥
陀
様
に
合
わ
せ
る
小
さ
な
手
等
、
ほ

ほ
え
ま
し
く
見
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

郡
上
組
キ
ッ
ズ
サ
ン
ガ
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こ
う

こ
う

で
ん

▲ 新　香光殿　鳥瞰図

岐阜教区・岐阜別院　親鸞聖人750回大遠忌法要のコーナー

新 「
香
光
殿
」

　
　
　
上
棟
式
行
わ
れ
る

　
昨
年
十
一
月
か
ら
建
設
工
事
が
始
ま
っ
た
香
光
殿
は
、

鉄
骨
の
柱
が
立
ち
、
屋
根
の
形
が
出
来
上
が
り
、
床
の

コ
ン
ク
リ
ー
ト
う
ち
の
工
事
が
終
わ
り
、
四
月
二
十
四

日（
木
）午
後
二
時
よ
り
、
教
区
内
寺
院
の
寺
族
・
門
信

徒
を
始
め
岐
阜
幼
稚
園
園
児
・
保
護
者
ら
約
二
二
〇
名

が
参
加
し
上
棟
式
を
行
い
ま
し
た
。
法
要
に
引
き
続
き

河
村
信
昭
法
要
委
員
会
事
務
所
長（
岐
阜
別
院
輪
番
）、

横
山
善
道
法
要
委
員
会
委
員
長
が
挨
拶
を
致
し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
岐
阜
幼
稚
園
園
児
三
〇
名
に
よ
り
大
き
な

掛
け
声
に
併
せ
て
二
本
の
綱
を
引
い
て
棟
木
を
あ
げ
る

工
匠
式
を
執
り
行
い
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
場
所
を
境
内
に
移
し
、
餅
ま
き
や
菓
子
ま

き
を
参
加
者
全
員
で
楽
し
み
ま
し
た
。

　

本
格
的
な
内
装
工
事
に
入
り
、
瓦
上
げ
、
外
内
装
の

壁
仕
上
げ
や
ク
ロ
ス
張
り
、
電
気
配
線
等
を
行
い
、
完

成
へ
と
近
づ
い
て
お
り
ま
す
。

　
完
成
は
今
年
十
月
を
予
定

▼ 工匠式・棟木のつなをひく
　 岐阜幼稚園児

▲ 餅まき

教
化
セ
ン
タ
ー（
仮
称
）は

香
光
殿
と
命
名
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●崇敬寺院門信徒懇志
◆総事業予算　　7億8,018万円

●永代経（院号）懇志

●別院門徒懇志

総予算

総予算

総予算

現　在

現　在

現　在

●僧侶懇志
総予算

現　在

●特別懇志
総予算

現　在

（2014〔平成26〕年6月18日現在）
御進納ありがとうございました

2億6,545万円

2億6,200万円

6,300万円

1億1,085万円

6,066万円

2,252万円

1,000万円

2,672万円

1,597万円

1億4,588万円 達成率 55％

達成率 42％

達成率 96％

達成率 60％

達成率 225％

▼ 工匠式・棟木のつなをひく
　 岐阜幼稚園児

▲ 上棟式事務所長あいさつ

▲ 上棟式・法要

　

岐
阜
別
院
に
永
代
経（
院
号
）懇
志
を
納
め

て
い
た
だ
い
た
方
の
永
代
経
法
要
が
、
四
月

二
十
一
日（
月
）午
前
十
時
よ
り
岐
阜
別
院
本
堂

に
お
い
て
お
勤
め
さ
れ
ま
し
た
。
余
間
に
は
法

名
軸
を
掲
げ
、
河
村
輪
番
の
導
師
の
も
と
賑
々

し
く
お
勤
め
致
し
ま
し
た
。

　

お
勤
め
後
は
、
中
垣
昌
美
師（
大
阪
教
区
讃

良
組
善
宗
寺
住
職
・
龍
谷
大
学
名
誉
教
授
）よ

り
ご
法
話
を
い
た
だ
き
、
昼
に
は
岐
阜
別
院
門

徒
会
に
よ
る
お
斎
が
振
る
舞
わ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
永
代
経
法
要
は
毎
年
進
納
者
に
ご
案
内

し
お
勤
め
い
た
し
ま
す
。

　
今
後
も
永
代
経（
院
号
）懇
志
を
ご
進
納
い
た

だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

永
代
経
法
要
勤
ま
る

永
代
経（
院
号
）懇
志
進
納
者

事業予算と現況 （一部）
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法　話

　

先
日
、
私
の
叔
父
が
急
な
往
生
を
致
し
ま
し

た
。
永
年
実
家
の
寺
の
代
務
住
職
を
勤
め
て
い

た
だ
き
、
父
で
あ
り
師
で
あ
る
よ
う
な
大
き
な

存
在
の
叔
父
で
し
た
。
実
に
何
年
も
の
時
を
経

て
、
奈
良
の
山
間
の
叔
父
の
寺
院
に
参
拝
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
石
川
啄
木
の『
ふ
る
さ
と
の　
山
に
む
か
ひ
て

い
ふ
こ
と
な
し　

ふ
る
さ
と
の
山
は　

あ
り
が

た
き
か
な
』に
尽
き
る
山
々
と
お
寺
の
た
た
ず
ま

い
。「
真
理
ち
ゃ
ん
、
と
い
と
こ（
遠
い
と
こ
ろ
）

来
て
く
れ
た
ん
け
」と
の
叔
父
の
笑
顔
が
見
え
る

か
の
よ
う
な
思
い
で
、
お
念
仏
申
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　
懐
か
し
い“
ふ
る
さ
と
”で
す
。

　

さ
て
、“
ふ
る
さ
と
”と
は
い
か
な
る
は
た
ら

き
を
し
て
く
だ
さ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
東
日
本

大
震
災
で
多
く
の
方
々
が
、“
ふ
る
さ
と
”を
失

い
、
或
は
遠
く
離
れ
て
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

災
害
で
な
く
と
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
ご
縁
に
よ
り
、

“
ふ
る
さ
と
”を
遠
く
隔
て
、
あ
る
い
は
喪
失
し

て
暮
し
て
お
ら
れ
る
方
々
が
あ
り
ま
す
。
私
も

そ
の
一
人
で
す
。

　
親
鸞
聖
人
の
お
弟
子・覚
信
房
の
こ
と
が
、『
親

鸞
聖
人
御
消
息
』に
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
『
く
に
を
た
ち
て
、
ひ
と
い
ち
と
申
し
し
と

き
、
病
み
い
だ
し
て
候
ひ
し
か
ど
も
、
同
行
た

ち
は
帰
れ
な
ん
ど
申
し
候
ひ
し
か
ど
も
、「
死
す

る
ほ
ど
の
こ
と
な
ら
ば
、
帰
る
と
も
死
し
、
と

ど
ま
る
と
も
死
し
候
は
ん
ず
。
ま
た
病
は
や
み

候
は
ば
、
帰
る
と
も
や
み
、
と
ど
ま
る
と
も
や

み
候
は
ん
ず
。
お
な
じ
く
は
、
み
も
と
に
て
こ

そ
を
は
り
候
は
ば
、
を
は
り
候
は
め
と
存
じ
て

ま
ゐ
り
て
候
ふ
な
り
」と
、
御
も
の
が
た
り
候
し

な
り
。
こ
の
御
信
心
ま
こ
と
に
め
で
た
く
お
ぼ

え
候
ふ
。』（
註
釈
版
聖
典
７
６
６
頁
）と
。

　

覚
信
房
に
と
っ
て
の“
ふ
る
さ
と
”は
、
ま
さ

に
親
鸞
聖
人
の
み
も
と
で
し
た
。
そ
の
所
以
は
、

他
力
真
実
信
心
に
ご
縁
結
ん
で
く
だ
さ
っ
た
師

で
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
い
ず
こ
に

て
も
病
み
、
死
す
べ
く
生
き
る
覚
信
房
に
と
っ

て
、“
ふ
る
さ
と
”に
向
い
て
往
き
つ
つ
、《
今
此

処
》を
生
き
抜
く
こ
と
こ
そ
が
、
如
来
の
救
い
の

御
手
の
真
只
中
に
居
続
け
る
自
身
の
証
で
あ
っ

た
と
味
わ
わ
れ
て
き
ま
す
。
即
ち
、“
ふ
る
さ
と
”

に
向
い
て
往
く
い
と
な
み
が
、同
時
に《
今
此
処
》

に
還
り
続
け
、《
今
此
処
》を
引
き
受
け
て
生
き

抜
く
い
と
な
み
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
教
え

て
く
だ
さ
い
ま
す
。

　

か
つ
て
前
坊
守
が
晩
年
を
過
ご
し
た
施
設
で

の
口
癖
は
、『
う
ち
に
帰
り
た
い
な
あ
。
真
理
子
さ

ん
、
あ
ん
た
の
居
る
う
ち
へ
』で
し
た
。
病
状
を

考
え
れ
ば
、
到
底
叶
わ
ぬ
こ
と
を
知
り
な
が
ら
の

言
葉
。
今
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、
彼
女
の
愛
ら
し

い
笑
顔
ば
か
り
で
す
。
彼
女
も
ま
た
、“
ふ
る
さ

と
”に
向
い
て
往
き
つ
つ
、《
今
此
処
》に
還
り
続

け
、
あ
る
が
ま
ま
に
懸
命
に
生
き
抜
い
て
い
か

れ
た
の
だ
と
味
わ
わ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
で
す
。

　
い
つ
ど
こ
に
い
る
と
き
に
も
、こ
の《
今
此
処
》

の
私
に
還
り
、
は
た
ら
き
続
け
て
く
だ
さ
る
笑

顔
・
言
葉
・
仏
さ
ま
が
た
。“
ふ
る
さ
と
”浄
土
。

　

私
も
ま
た
、“
ふ
る
さ
と
”浄
土
に
向
い
て
往

き
、
同
時
に《
今
此
処
》を
生
き
抜
く
智
慧
と
力

を
こ
の
身
に
頂
戴
し
て
い
ま
す
。
そ
の
証
は
、

如
来
さ
ま
自
ら
我
が
身
に
到
り
届
い
て
く
だ
さ

り
、《
今
此
処
》に
我
が
口
を
突
い
て
出
て
く
だ

さ
る
お
念
仏
で
す
。

　
　
　
　
　
華
陽
組
等
光
寺
住
職

　
　
　
　
　
　
　
　
本
願
寺
派
布
教
使

小
川
真
理
子

《
今
此
処
》に
は
た
ら
き
つ
づ
け
る
浄
土



7 ●

勤　式

　
浄
土
真
宗
に
お
け
る「
お
葬
式
」の
意
味
に
つ

い
て
い
ろ
い
ろ
誤
解
が
あ
る
よ
う
で
す
。

　
ま
ず「
お
別
れ
会
」と
い
う
も
の
と「
お
葬
式
」

の
違
い
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
「
お
別
れ
会
」と
い
わ
れ
る
も
の
は「
告
別
式
」

と
も
い
わ
れ
ま
す
が
、「
お
葬
式
」
と
同
じ
で
あ

る
と
み
な
し
て
混
同
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い

よ
う
で
す
。
一
般
的
に「
告
別
式
」と
い
わ
れ
る

も
の
は
、
文
字
通
り「
別
れ
を
告
げ
る
式
」で
す

か
ら
、「
亡
く
な
ら
れ
た
方
に
対
し
て
後
に
遺
さ

れ
た
有
縁
の
人
々
が
、
生
前
を
偲
び
、
厚
情
に

感
謝
し
て
、
今
生
の
別
れ
を
告
げ
る
」と
い
う
意

味
で
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、「
告
別
式
」は「
亡
く

な
ら
れ
た
方
に
対
し
て
、
遺
さ
れ
た
人
々
が
行

う
も
の
」と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
の
で
、
そ
こ

に
は
、「
阿
弥
陀
如
来
さ
ま
に
相あ
い
対た
い
し
て
行
う
儀

礼
」と
い
う
宗
教
的
な
意
味
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し

た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
行
わ

れ
る「
告
別
式
」
に
は
、
お
仏
壇
は
も
ち
ろ
ん
、

僧
侶
の
姿
も
あ
る
は
ず
も
な
く
、
読
経
の
声
も

響
い
て
き
ま
せ
ん
。

　
次
に「
お
葬
式
」の
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
み

ま
し
ょ
う
。「
お
葬
式
」は
、「
葬
儀（
葬そ
う

送そ
う

儀ぎ

礼れ
い

）」

と
も
言
わ
れ
ま
す
よ
う
に
、
宗
教
的
な「
儀
礼
」

を
と
も
な
う
も
の
で
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
こ

の「
儀
礼
」と
は
、
私
た
ち
浄
土
真
宗
の
教
え
を

聞
く
も
の
に
と
っ
て「
阿
弥
陀
如
来
さ
ま
に
相あ
い

対た
い

し
て
執
り
行
う
も
の
」
と
い
う
意
味
に
な
り
ま

す
。
し
た
が
っ
て
、「
お
葬
式
」と
は
、「
亡
く
な

ら
れ
た
方
に
対
し
て
、
別
れ
を
告
げ
る
」と
い
う

こ
と
に
終
始
す
る
も
の
で
は
な
く
、「
亡
く
な
ら

れ
た
人
も
、
後
に
遺
さ
れ
た
人
も
、
阿
弥
陀
如

来
さ
ま
の
お
救
い
の
内
に
あ
る
と
い
う
思
い
の

中
で
行
う
儀
礼
」と
い
う
意
味
な
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
亡
く
な
ら
れ
た
人
に
対
し
て

行
う「
告
別
式
」に
は
、
宗
教
的
な「
儀
礼
」と
い

う
意
味
は
ま
っ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、

阿
弥
陀
如
来
さ
ま
に
相あ
い

対た
い

し
て
行
う
儀
礼
と

い
う
意
味
を
も
つ「
お
葬
式（
葬
儀
）」と
混
同
す

る
こ
と
は
、
大
き
な
誤
り
で
あ
る
と
言
え
る
で

し
ょ
う
。

　
も
う
一
つ
が「
鎮ち
ん

魂こ
ん

式し
き

」
で
す
。
こ
の「
鎮
魂

式
」は
、
お
葬
式
と
混
同
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ

れ
も
ま
っ
た
く
の
別
の
も
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら

こ
の「
鎮
魂
式
」は
死
者
の
た
め
に
す
る
も
の
で

あ
る
か
ら
で
す
。
死
者
の
魂
が
こ
の
世
に
迷
っ

て
い
て
成
じ
ょ
う

仏ぶ
つ

で
き
ず
、
あ
の
世
に
行
け
な
い
と

か
わ
い
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
ま
た
は
、
私
た
ち

に
災わ
ざ
わい
を
も
た
ら
し
た
り
、
死
者
が
化
け
て
出

て
き
た
ら
困
る
の
で「
鎮
魂
式
」を
行
う
と
い
う
、

遺
族
が
死
者
の
た
め
に
す
る
儀
式
が「
鎮
魂
式
」

で
す
。
故
に
、「
葬
儀
式
」と「
鎮
魂
式
」は
ま
っ

た
く
別
物
で
あ
り
ま
す
。

　

浄
土
真
宗
の
教
え
に
お
い
て
、
私
た
ち
は
阿

弥
陀
如
来
さ
ま
の
お
救
い
の
は
た
ら
き
に
よ
っ

て
お
浄
土
に
生
ま
れ
る
身
で
す
。
迷
っ
た
霊
魂
、

成
仏
で
き
な
い
霊
魂
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

　
「
葬そ
う

送そ
う

儀ぎ

礼れ
い
」
の
本
当
の
意
味
を
知
っ
た
う
え

で
、
改
め
て「
葬
儀
」の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え

て
み
て
は
ど
う
で
す
か
。

　
　
　
　
　
　
　
岐
阜
教
区
勤
式
練
習
会
理
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
川
南
組
　
教
念
寺　

仙
石
教
信

葬そ
う　

送そ
う　

儀ぎ　

礼れ
い
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本
日
、
平
成
二
十
六
年
六
月
五
日
を
も
っ
て
、
私
は
本
願
寺
住

職
な
ら
び
に
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
門
主
を
退
任
し
、
後
を
本
願
寺

嗣
法
・
新
門
に
託
す
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

　
昭
和
五
十
二
年
四
月
一
日
、
法
統
を
継
承
し
て
以
来
、
三
十
七

年
二
か
月
に
な
り
ま
す
。
至
ら
ぬ
こ
と
が
多
々
あ
っ
た
中
、
今
日

ま
で
務
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
の
は
、
仏
祖
の
ご
加
護
は
申
す

ま
で
も
な
く
、
宗
門
内
外
の
方
々
の
ご
支
援
、
ご
理
解
と
ご
協
力

の
お
蔭
で
あ
り
ま
す
。
皆
様
に
、
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
こ
の
間
、本
願
寺
で
は
、阿
弥
陀
堂
の
修
復
、顕
如
上
人
四
百
回
忌
、

蓮
如
上
人
五
百
回
遠
忌
、
御
影
堂
の
修
復
、
宗
祖
聖
人
七
百
五
十
回

大
遠
忌
等
の
ご
縁
を
皆
様
と
と
も
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
さ

ら
に
、
北
境
内
地
を
取
得
で
き
た
お
蔭
で
、
活
動
を
よ
り
広
く
展
開

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
宗
門
で
は
基
幹
運
動
の
推
進

と
と
も
に
、
さ
ま
ざ
ま
の
活
動
や
事
業
が
あ
り
ま
し
た
。
世
界
各
地

に
も
、
お
念
仏
の
輪
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
を
、
巡
教
な
ど

に
よ
っ
て
身
近
に
知
り
、
御
同
朋
の
思
い
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
こ
と
、
ま
こ
と
に
有
り
難
く
思
い
ま
す
。

　

こ
の
三
十
七
年
間
は
勝
如
前
門
主
の
戦
争
を
挟
ん
だ
激
変
の

五
十
年
に
比
べ
れ
ば
、
や
や
穏
や
か
と
も
言
え
る
時
代
で
し
た
が
、

国
内
で
は
大
小
の
天
災
・
人
災
が
相
次
ぎ
、
経
済
価
値
が
優
先
さ

れ
た
結
果
、
心
の
問
題
も
深
刻
化
し
ま
し
た
。
世
界
で
は
、
武
力

紛
争
、
経
済
格
差
、
気
候
変
動
、
核
物
質
の
拡
散
な
ど
、
深
刻
な

あ
る
い
は
人
類
の
生
存
に
関
わ
る
課
題
が
露
わ
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
中
で
、
心
残
り
は
、
浄
土
真
宗
に
生
き
る
私
た
ち
が
十
分
に

力
を
発
揮
で
き
た
と
は
言
え
な
い
こ
と
で
す
。

　
私
た
ち
の
宗
門
は
、
門
信
徒
一
人
ひ
と
り
に
、
み
教
え
が
受
け
継

が
れ
る
と
い
う
素
晴
ら
し
い
伝
統
を
も
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
、

社
会
の
変
動
の
中
に
あ
っ
て
、
浄
土
真
宗
の
み
教
え
や
伝
統
に
あ
る

多
様
な
可
能
性
を
見
つ
け
出
し
、
各
人
、
各
世
代
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個

性
と
条
件
を
活
か
し
、
特
に
若
い
世
代
の
感
性
と
実
行
力
を
尊
重
し

て
、
一
人
で
も
多
く
の
方
を
朋
と
し
、
御
同
朋
の
社
会
を
め
ざ
し
て

歩
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
願
っ
て
お
り
ま
す
。

　
後
を
継
ぎ
ま
す
新
門
主
は
、
築
地
本
願
寺
で
五
年
九
か
月
の
間
、

副
住
職
を
務
め
て
経
験
を
積
み
見
聞
を
広
め
て
い
ま
す
。
今
後
は
、

法
統
を
護
る
と
と
も
に
、
宗
門
全
体
を
思
い
、
広
く
宗
教
界
を
視

野
に
入
れ
て
、
務
め
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
皆
様
の
一
層
の
ご
支

援
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
な
お
、
私
は
、
七
十
歳
ま
で
あ
と
一
年
余
り
と
な
り
ま
し
た
。
先

の
こ
と
は
予
測
で
き
ま
せ
ん
が
、
阿
弥
陀
如
来
の
揺
る
ぎ
な
い
本
願

力
の
中
に
、
宗
祖
聖
人
の
み
教
え
を
仰
ぎ
、
浄
土
真
宗
の
僧
侶
と
し

て
の
務
め
を
、
で
き
る
限
り
果
た
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　
　
平
成
二
十
六
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
月
五
日

　
　
二
〇
一
四
年

龍
谷
門
主　

釋　
即　
如

岐
阜
教
区
教
務
所
長

御
同
朋
の
社
会
を
め
ざ
す
運
動

　
　
　
　
岐
阜
教
区
委
員
会
委
員
長

河　
村　
信　
昭

　
去
る
６
月
６
日
第
24
代
即
如
ご
門
主
か
ら
第
25
代
専
如
ご
門

主
へ
、
法
統
を
伝
承
さ
れ
る｢

法
統
継
承
式｣

が
お
勤
ま
り
に
な
り

ま
し
た
。
満
堂
の
御
影
堂
・
阿
弥
陀
堂
の
両
堂
と
白
洲
を
埋
め

る
お
同
行
に
、改
め
て
お
念
仏
の
尊
さ
を
知
ら
さ
れ
る
こ
と
で
す
。

親
鸞
聖
人
が
お
示
し
く
だ
さ
っ
た
浄
土
真
宗
の
み
教
え
は
、
歴
代

ご
門
主
の
ご
化
導
と
お
念
仏
を
依
り
ど
こ
ろ
と
し
て
生
き
抜
か

れ
た
多
く
の
先
人
方
に
よ
っ
て
、
絶
え
る
こ
と
な
く
受
け
継
が
れ

て
ま
い
り
ま
し
た
。

　
第
24
代
即
如
ご
門
主
は
、
昭
和
52
年
４
月
法
統
を
継
承
さ
れ
、

常
に
宗
門
の
先
頭
に
お
立
ち
い
た
だ
き
、
私
た
ち
を
お
導
き
く
だ

さ
い
ま
し
た
。
岐
阜
教
区
に
お
き
ま
し
て
も
別
院
は
も
と
よ
り
昭

和
56
年
12
月
の
長
良
組
ほ
か
３
組
の
ご
巡
教
を
は
じ
め
と
し
平

成
16
年
６
月
の
黒
野
・
岐
稲
組
へ
の
ご
巡
教
ま
で
、
全
14
組
に
お

出
ま
し
下
さ
い
ま
し
た
。
常
に
み
教
え
が
広
く
岐
阜
教
区
内
の
多

く
の
人
び
と
に
伝
わ
る
よ
う
に
と
心
を
砕
い
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　
私
は
、
第
25
代
を
継
承
い
た
だ
い
た
大
谷
光
淳
、
専
如
ご
門
主

に
は
、
特
に
心
に
残
る
ご
縁
を
三
度
い
た
だ
き
ま
し
た
。
小
学
校

５
年
生
の
時
、
秋
の
夕
暮
れ
に
お
父
様
と
お
二
人
で
山
科
の
蓮
如

上
人
の
ご
廟
を
参
拝
さ
れ
た
と
き
、
平
安
中
学
の
新
入
生
オ
リ
エ

ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
と
き
、
そ
し
て
ブ
ラ
ジ
ル
で
開
催
さ
れ
た
世
界

仏
教
婦
人
会
大
会
に
随
員
と
し
て
お
伴
さ
せ
て
い
た
だ
き
リ
オ
・

デ
・
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
の
お
寺
を
ご
巡
回
い
た
し
た
と
き
、
予
定
外
の

こ
と
が
起
こ
り
ま
し
た
。
参
拝
だ
け
の
は
ず
が
、
ブ
ラ
ジ
ル
人
の

代
表
の
方
が
、
新
門
様
よ
り
お
話
が
い
た
だ
き
た
い
と
云
う
の
で

す
。
予
定
外
の
事
で
す
か
ら
断
わ
っ
て
お
り
ま
し
た
ら
、
後
ろ
か

ら
ど
う
し
ま
し
た
と
声
が
し
ま
し
た
。事
の
顛
末
を
申
し
ま
す
と
、

新
門
様
は
、
河
村
さ
ん
大
丈
夫
で
す
と
40
人
ほ
ど
の
ブ
ラ
ジ
ル
人

の
前
に
立
ち
、
お
言
葉
を
述
べ
ら
れ
る
こ
と
で
し
た
。
そ
の
お
姿

に
深
い
感
銘
を
受
け
た
こ
と
で
し
た
。
法
統
を
継
承
さ
れ
る
御
身

と
し
て
常
に
各
地
の
現
状
を
窺
わ
れ
る
中
で
、
現
代
社
会
に
み
教

え
を
伝
え
広
め
て
い
く
こ
と
の
大
切
さ
に
つ
い
て
ご
尽
瘁
い
た

だ
い
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　
こ
の
た
び
の
法
統
継
承
に
あ
た
り
、
即
如
ご
門
主
か
ら
賜
り
ま

し
た
こ
れ
ま
で
の
ご
教
導
を
礎
に
、若
き
専
如
ご
門
主
を
中
心
に
、

岐
阜
教
区
一
丸
と
な
っ
て
、
お
念
仏
の
声
満
ち
る
社
会
を
め
ざ
し

て
、
受
け
継
ぐ
べ
き
事
柄
を
受
け
継
ぎ
、
同
時
に
、
時
代
に
即
応

し
た
活
動
を
お
こ
な
い
、
子
供
た
ち
に
ま
た
社
会
に
お
念
仏
が
広

ま
る
よ
う
精
進
し
て
ま
い
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。

「
東
日
本
大
震
災
支
援
金
」

宗
派
受
付
窓
口

郵
便
振
替

〇
一
〇
六
〇
─
八
─
一
〇
〇

加
入
者
名　

浄
土
真
宗
本
願
寺
派　
宗
務
所

通
信
欄
に「
東
日
本
大
震
災
支
援

金
」と
ご
記
入
く
だ
さ
い

岐
阜
別
院 『
黎
明
講
座
』

・
期
日　
八
月
一
日（
金
）～
五
日（
火
）

・
時
間　
午
前
六
時
半
～
八
時
ま
で

・
場
所　
本
願
寺
岐
阜
別
院　
本
堂

・
講
師

　
一
日　
本
願
寺
派
勧
学

　
　
　
　
　
　
内
藤　
知
康 

氏

　
二
日　
三
島
市
Ｆ
Ｍ
ボ
イ
ス
Ｑ

　
　
　
　
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー

　
　
　
　
　
　
本
持　
信
慈 

氏

　
三
日　
東
北
教
区
相
馬
組
常
福
寺 

住
職

　
　
　
　
　
　
廣
畑　
恵
順 

氏

　

四
月
一
日
付
で
二
人
が
入
所
い
た
し

ま
し
た
。

　

よ
ろ
し
く
ご
指
導
い
た
だ
き
ま
す
よ

う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

稲い
な

川が
わ　

慧さ
と

海み（
岐
厚
組
専
願
寺
）　

巖い
わ

后ご　
美み

乃の

里り

（
華
陽
組
願
照
寺
）　

　
三
月
三
十
一
日
付
で
退
職
い
た
し

ま
し
た
。

鷲
見
亮
子 

（
録
事
・
承
仕
）

日
比
野
た
か
子 

（
臨
時
勤
務
員
）

お
知
ら
せ

新
職
員
紹
介

退
職
者
報
告

　

六
月
六
日
に
即
如
ご
門
主
様
か
ら
専

如
ご
門
主
様
へ
の
法
統
継
承
式
が
行
わ

れ
ま
し
た
。
法
統
継
承
に
際
し
て
の
消

息
の
中
で
、
専
如
ご
門
主
様
は
現
代
に

即
し
た
ご
法
義
の
伝
え
方
に
英
知
を
結

集
す
る
事
が
必
要
と
仰
っ
て
い
ま
す
。

と
り
わ
け
若
い
人
達
へ
ど
う
ア
プ
ロ
ー

チ
し
て
い
く
か
が
重
要
な
事
に
な
る
と

考
え
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

今
。
岐
阜
別
院
で
は
新
た
な
香
光
殿

の
工
事
が
順
調
に
進
ん
で
い
ま
す
。
十

月
頃
に
完
成
の
予
定
と
言
い
ま
す
。
新

し
い
香
光
殿
が
中
心
と
な
り
岐
阜
教
区

の
ご
法
義
繁
盛
に
役
立
つ
事
を
期
待
し

て
や
み
ま
せ
ん
。

編
集
後
記

　
四
日　
岐
阜
聖
徳
学
園
大
学

　
　
　
　
短
期
大
学
部
教
授

　
　
　
　
　
　
蜷
川　
祥
美 

氏

　
五
日　
本
願
寺
岐
阜
別
院　
輪
番

　
　
　
　
　
　
河
村　
信
昭 

氏

岐
阜
教
区 『
僧
侶
研
修
会
』

・
期
日　
八
月
一
日（
金
）～
二
日（
土
）

・
場
所　
岐
阜
教
区
教
務
所

　
　
　
　
二
階
会
議
室

・
日
程　
一
日　
　
　
　
内
藤　
知
康 

氏

　
　
　
　
二
日　
午
前　
竹
本　
了
悟 

氏

　
　
　
　
　
　
　
午
後　
廣
畑　
恵
順 

氏


