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曹
洞
宗
の
葬
儀
法
は
、
今
も
昔
も
変

わ
っ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
そ
の
形
態

は
、
会
館
葬
・
家
族
葬
・
炉
前
で
の
直
葬
・

無
宗
教
葬
儀
な
ど
、
大
き
く
変
化
し
て

き
て
い
る
。

　
そ
の
背
景
に
は
、
死
は
地
域
の
み
ん

な
が
弔
う
も
の
と
い
う
気
持
ち
が
薄
れ
、

き
わ
め
て
個
人
的
な
こ
と
と
し
て
捉
え

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と

が
要
因
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
特
集
で
は
、
東
北
管
区
内
八
宗

務
所
か
ら
八
名
集
ま
っ
て
戴
き
、
二
〇

年
前
と
現
在
の
葬
儀
の
変
化
、
更
に
は

二
〇
年
後
の
葬
儀
を
展
望
し
て
、
意
見

交
換
を
行
っ
た
。

　
本
号
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お

け
る
葬
儀
の
変
容
、
次
号
で
は
二
〇
年

後
を
見
据
え
て
、
今
な
す
べ
き
方
向
性

を
模
索
す
る
。

■
出
席
者

　

福
島
県　
　

長
楽
寺　

中
野　

重
孝

　

宮
城
県　
　

瀧
澤
寺　

庄
司　

行
正

　

岩
手
県　
　

地
蔵
院　

大
塲　

浩
俊

　

青
森
県　
　

報
效
寺　

鳥
谷
部
俊
悦

　

山
形
第
一　

法
昌
院　

深
瀬　

俊
路

　

山
形
第
二　

泉
高
院　

山
岸　

俊
道

　

山
形
第
三　

見
龍
寺　

池
田　

好
斉

　

秋
田
県　
　

宝
昌
寺　

新
川　

泰
道

　

教
化
セ
ン
タ
ー
統
監　

髙
橋　

哲
秋

　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　

 （
敬
称
略
）

［
中
　
野
］

　

二
〇
年
前
は
福
島
市
内
で
も
葬
儀
社

は
二
社
ぐ
ら
い
で
あ
っ
た
。
当
時
は
自

宅
葬
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
寺
院
葬
で

も
露
地
安
置
の
南
面
で
行
っ
て
い
た
。

　

一
五
～
六
年
前
頃
よ
り
葬
儀
業
者
が

急
増
し
て
葬
儀
会
館
も
増
え
、
現
在
は

会
館
葬
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

　

規
模
も
二
〇
年
前
は
地
域
や
親
戚
な

ど
参
列
者
も
多
く
一
日
か
が
り
の
葬
儀

で
あ
っ
た
が
、
都
市
化
に
よ
り
縮
小
化

さ
れ
、
家
族
や
兄
弟
だ
け
の
葬
儀
（
家

族
葬
）
が
増
え
て
き
た
。

　

そ
れ
に
伴
い
、
三
導
師
が
普
通
で
あ

っ
た
が
、
三
人
の
僧
で
の
葬
儀
も
減
り
、

現
在
は
ほ
と
ん
ど
僧
侶
一
人
で
行
っ
て

い
る
。

　

戒
名
に
つ
い
て
は
従
来
通
り
、
寺
へ

の
貢
献
度
を
加
味
し
つ
つ
、
各
家
の
先

祖
の
戒
名
に
な
ら
っ
て
付
与
し
て
い
る
。

し
か
し
、
他
宗
の
寺
院
で
は
、
位
階
や

文
字
数
に
よ
っ
て
戒
名
料
を
定
め
て
い

る
。
宗
門
も
こ
れ
に
な
ら
い
つ
つ
あ
る

が
、
こ
の
こ
と
は
非
常
に
問
題
で
あ
る
。

［
鳥
谷
部
］

　

青
森
県
は
大
き
く
青
森
・
弘
前
・
八
戸
・

む
つ
に
分
け
ら
れ
、
当
寺
は
八
戸
地
域

で
あ
る
。

　

八
戸
市
だ
け
で
あ
る
が
、
通
夜
に
は

会
葬
者
は
訪
問
し
な
い
こ
と
が
昔
か
ら

習
わ
し
と
な
っ
て
お
り
、
現
在
も
続
い

て
い
る
。

　

二
〇
年
前
は
老
人
ホ
ー
ム
に
入
所
さ

せ
る
こ
と
に
も
抵
抗
が
あ
る
よ
う
な
雰

囲
気
が
あ
り
、
自
宅
死
が
多
か
っ
た
。

現
在
は
病
院
死
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、

自
宅
死
が
珍
し
く
な
っ
て
い
る
。

　

現
在
、
都
市
部
で
は
葬
儀
会
館
も
増

え
て
き
て
い
る
が
、
郡
部
で
は
二
〇
年

前
と
変
わ
ら
ず
に
公
民
館
や
自
宅
で
の

葬
儀
が
半
分
、
寺
院
で
の
葬
儀
が
半
分

で
あ
る
。

［
深
　
瀬
］

　

変
化
し
て
き
た
の
は
、
葬
儀
法
や
菩

提
寺
を
も
た
な
い
共
同
墓
な
ど
で
は
な

く
、
喪
主
や
施
主
の
意
識
で
あ
り
、
老

健
施
設
や
介
護
保
険
適
用
な
ど
の
社
会

変
化
が
背
景
に
あ
る
。

　

山
形
県
の
場
合
、
企
業
が
少
な
い
の

で
、
跡
取
り
が
地
元
に
い
な
い
檀
家
が

多
い
。
そ
の
跡
取
り
が
菩
提
寺
と
ど
う

つ
な
が
り
を
つ
け
て
い
く
の
か
が
問
題

で
あ
る
。
例
え
ば
、
護
持
会
費
納
入
者

が
亡
く
な
っ
た
場
合
、
後
継
者
が
そ
の

妻
な
の
か
地
元
に
居
住
し
な
い
息
子
な

の
か
が
家
族
内
で
も
わ
か
っ
て
い
な
い

現
状
が
あ
る
。

　

近
年
、
僧
侶
の
兼
職
率
が
減
り
、
社

会
の
経
済
価
値
観
と
か
け
離
れ
た
僧
が

少
な
く
な
い
。
特
に
若
い
僧
侶
に
顕
著

で
あ
る
。
檀
信
徒
の
葬
儀
が
地
味
に
な

る
傾
向
に
対
し
、
山
門
法
要
は
派
手
に

な
っ
て
き
て
い
る
。
地
味
な
檀
信
徒
法

要
を
「
よ
ろ
し
く
な
い
」
と
き
め
つ
け

る
の
は
、
僧
侶
側
の
感
覚
が
ズ
レ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
。

　

戒
名
に
つ
い
て
も
僧
侶
が
位
階
そ
の

も
の
を
ど
う
捉
え
、
ど
う
説
明
し
て
い

る
が
問
題
に
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　

山
形
市
で
の
寺
院
葬
は
、
駐
車
場
な

ど
の
問
題
で
、
家
族
の
み
な
ど
の
少
人

数
の
場
合
に
限
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て

ほ
と
ん
ど
が
会
館
葬
に
な
ら
ざ
る
を
得

な
い
。

　

二
〇
年
前
、
豪
雪
地
帯
の
出
稼
ぎ
家

庭
の
場
合
、
準
備
も
出
来
ず
、
や
む
な

く
会
館
葬
が
行
わ
れ
は
じ
め
た
。
都
市

化
現
象
に
よ
る
会
館
葬
と
は
事
情
が
異

な
る
こ
と
を
強
調
し
た
い
。

　

平
成
の
大
合
併
に
よ
り
、
都
市
部
郡

部
の
境
界
が
薄
れ
た
こ
と
、
職
場
で
の

情
報
交
換
等
に
よ
り
、
他
の
地
域
の
葬

儀
情
報
も
知
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に

な
っ
た
結
果
、
菩
提
寺
に
対
す
る
疑
問

を
持
つ
人
も
増
え
て
き
た
。

　

寺
院
の
側
が｢

当
寺
で
は
昔
か
ら
こ

の
よ
う
に
し
て
い
る｣

と
し
て
檀
信
徒

に
充
分
に
理
解
し
て
も
ら
え
る
努
力
を

し
て
い
な
い
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。
出

来
る
だ
け｢

言
葉｣

で
き
ち
ん
と
説
明
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す
る
こ
と
を
心
が
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

地
域
に
よ
っ
て
は
、
離
檀
す
る
場
合

に
問
題
が
お
こ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

［
山
　
岸
］

　

二
〇
年
前
は
安
居
中
で
あ
り
、
一
二

～
三
年
前
か
ら
住
職
と
な
っ
た
。

　

当
初
、
南
陽
市
に
は
葬
祭
ホ
ー
ル
は

な
く
、
五
人
組
が
機
能
し
、
葬
儀
業
者

は
補
佐
的
役
割
で
あ
っ
た
。

　

七
～
八
年
前
に
大
手
の
葬
儀
社
が
進

出
し
、
葬
祭
ホ
ー
ル
が
建
っ
て
、
会
館

葬
が
増
加
し
、
寺
院
葬
や
自
宅
葬
が
少

な
く
な
っ
て
き
た
。

　

自
宅
死
か
ら
病
院
死
が
多
く
な
り
、

遺
体
搬
送
を
葬
祭
業
者
が
行
う
事
に
よ

っ
て
、
現
在
、
都
市
部
で
は
業
者
主
導

と
な
っ
て
お
り
九
割
が
葬
祭
ホ
ー
ル
で

の
葬
儀
で
あ
る
。（
業
者
が
行
う
遺
体
搬

送
は
貨
物
自
動
車
運
送
業
務
法
を
根
拠

と
す
る
が
、
料
金
の
発
生
し
な
い
遺
族

な
ど
の
個
人
が
行
う
搬
送
に
は
適
用
外

で
あ
る
こ
と
が
、
一
般
に
は
理
解
さ
れ

て
い
な
い
と
い
う
事
情
も
あ
る
。）

　

郡
部
で
は
か
ろ
う
じ
て
五
人
組
が
機

能
し
て
お
り
、｢

地
域
で
暮
ら
し
て
き
た

人
は
、
地
域
で
送
る｣

気
構
え
は
残
っ

て
い
る
が
、
過
疎
化
と
老
齢
化
の
た
め

に
、
業
者
に
頼
る
傾
向
に
な
っ
て
き
て

い
る
。

［
池
　
田
］

　

二
〇
年
前
は
海
外
に
い
た
が
、
そ
こ

で
は
葬
儀
の
費
用
は
二
万
～
五
万
円
、

役
員
で
一
〇
万
円
程
度
で
あ
っ
た
。
日

本
に
戻
っ
て
葬
儀
布
施
は
破
格
だ
と
感

じ
た
。

　

庄
内
で
は
以
前
は
寺
や
自
宅
で
の
葬

儀
で
あ
っ
た
が
、
現
在
は
あ
る
地
域
の

一
ヵ
寺
だ
け
が
寺
院
葬
を
維
持
し
て
い

る
。

　

情
報
量
の
多
い
地
域
か
ら
次
第
に
都

市
化
は
進
み
、
前
述
の
一
ヵ
寺
を
除
き

一
〇
〇
％
会
館
葬
と
な
っ
た
。
他
の
寺

院
と
違
っ
た
葬
儀
は
出
来
に
く
い
と
い

う
風
潮
が
あ
る
。

　

庄
内
の
特
色
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の

は
梅
花
講
が
地
域
の
人
間
関
係
を
維
持

し
て
い
る
点
で
あ
る
。
梅
花
講
は
近
所

の
三
〇
歳
か
ら
八
〇
歳
代
の
ご
婦
人
が

入
っ
て
い
る
。
普
段
に
集
ま
っ
て
葬
儀

の
際
の
念
仏
（
ご
詠
歌
）
練
習
を
し
て

い
る
の
で
、
地
域
の
絆
を
深
め
る
こ
と

に
寄
与
し
て
い
る
が
、
近
年
は
減
少
傾

向
に
あ
る
。

　

以
前
の
通
夜
は
、
僧
侶
が
行
か
ず
に
、

梅
花
講
の
念
仏
と
隣
組
に
よ
る
通
夜
火

葬
で
あ
っ
た
。
最
近
は
、
念
仏
が
少
な

く
な
り
、
独
僧
で
の
通
夜
が
増
え
て
き
た
。

　

更
に
会
館
葬
に
よ
っ
て
、
夜
通
し
で

火
葬
を
し
て
い
た
葬
式
組
（
契
約
講
・

隣
組
）
が
衰
退
し
、
葬
儀
社
の
手
伝
い

と
し
て
、
花
を
会
葬
者
に
配
る
な
ど
の

役
回
り
に
な
っ
て
き
た
。

　

葬
式
組
が
衰
退
し
た
か
ら
業
者
が
肩

代
わ
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
、
業
者

が
取
り
仕
切
る
よ
う
な
っ
た
か
ら
葬
式

組
が
無
く
な
っ
た
の
か
は
、
ど
ち
ら
と

も
云
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

以
前
は
、
僧
侶
五
～
六
人
で
の
三
導

師
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
三
人
の
一
導

師
と
な
り
、
最
近
は
独
僧
も
あ
る
。
葬

儀
布
施
が
施
主
の
負
担
と
な
っ
て
い
る

為
に
僧
侶
の
数
も
減
っ
て
き
た
の
で
あ

ろ
う
。
ま
た
近
年
は
、
念
仏
講
や
契
約

講
が
減
っ
て
き
て
い
る
こ
と
に
も
原
因

が
あ
ろ
う
が
、
会
葬
者
の
数
も
少
な
く

な
り
、
家
族
葬
も
出
て
き
て
い
る
。

［
庄
　
司
］

　

二
〇
年
前
は
ま
だ
若
く
、
葬
儀
の
実

態
も
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
一
〇

年
前
頃
よ
り
葬
儀
会
館
が
増
え
て
き
て
、

車
を
ち
ょ
っ
と
走
ら
せ
れ
ば
ど
こ
に
で

も
葬
儀
会
館
が
あ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
現

在
も
増
加
傾
向
で
あ
る
。

　

仙
台
で
は
、
病
院
で
亡
く
な
っ
て
自

宅
へ
は
戻
ら
な
い
ケ
ー
ス
も
あ
り
、
葬

儀
会
館
に
直
行
し
、
通
夜
・
葬
儀
が
会

館
で
行
わ
れ
て
い
る
。

  

そ
ん
な
中
で
、
当
寺
は
先
々
住
の
代
か

ら｢

業
者
の
葬
儀
会
館
で
は
葬
儀
を
し

な
い｣

方
針
を
貫
い
て
お
り
、
そ
の
た

め
に
先
代
は
伽
藍
の
整
備
を
し
、
本
堂

に
椅
子
を
置
い
た
り
、
通
夜
ホ
ー
ル
を

造
り
、
駐
車
場
の
整
備
も
行
っ
て
き
た
。

　

檀
信
徒
に
も
機
会
あ
る
ご
と
に
「
お

寺
で
葬
儀
を
す
る
こ
と
」
を
発
信
し
て

き
た
。
私
も
そ
の
方
針
を
貫
い
て
お
り
、

最
近
は
檀
信
徒
の
理
解
も
得
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
む
し
ろ
進
ん
で
お
寺
で

葬
儀
を
し
た
い
と
い
う
希
望
者
が
増
え

て
き
て
お
り
、
枕
経
・
通
夜
も
、
当
寺

で
の
葬
儀
と
な
っ
て
い
る
。
枕
経
を
含

め
た
寺
院
葬
を
し
て
い
る
の
は
、
お
そ

ら
く
仙
台
で
当
寺
だ
け
で
あ
ろ
う
と
思

う
。

　

会
館
葬
な
ど
に
み
ら
れ
る
葬
儀
社
主

導
の
傾
向
は
、
喪
主
と
葬
儀
と
墓
地
が

一
連
化
さ
れ
て
い
な
い
と
感
じ
て
い
る
。

例
え
ば
、
近
年
、
○
○
会
館
で
葬
儀
を
し
、

僧
侶
に
読
経
し
て
戴
い
た
が
檀
家
に
な

る
話
は
な
か
っ
た
。
そ
ち
ら
の
檀
家
に

さ
せ
て
ほ
し
い
と
云
う
話
や
、
檀
家
に

は
な
り
た
く
な
い
が
墓
地
が
ほ
し
い
と

い
う
話
な
ど
が
持
ち
込
ま
れ
る
。

  

相
談
が
あ
れ
ば
、
何
度
か
お
寺
に
来

て
戴
き
な
が
ら
、
意
思
の
疎
通
を
図
り
、

相
手
に
理
解
戴
け
る
よ
う
な
良
い
方
向

に
導
く
よ
う
に
し
て
い
る
。

  

会
館
で
葬
儀
、
則
ち
戒
名
授
与
を
し
て

お
き
な
が
ら
、
檀
家
に
な
っ
て
戴
く
気

持
ち
も
、
墓
地
を
提
供
す
る
意
志
も
な

い
僧
侶
が
い
る
こ
と
は
問
題
で
あ
る
と

感
じ
て
い
る
。

［
大
　
塲
］

  

岩
手
は
広
い
の
で
、
住
職
地
で
あ
る
岩

手
県
南
、
一
関
市
の
気
仙
沼
市
に
近
い

過
疎
地
に
限
ら
せ
て
戴
く
。
過
疎
の
現

状
の
例
と
し
て
、
二
〇
年
前
の
小
学
生

数
は
二
五
〇
人
程
度
だ
っ
た
の
が
、
現

4
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在
一
〇
〇
人
ほ
ど
で
あ
り
、
親
の
数
も

減
少
傾
向
で
あ
る
。

　

平
成
二
年
に
住
職
と
な
っ
た
が
、
そ

の
こ
ろ
は
土
葬
も
あ
っ
た
。
葬
祭
会
館

も
な
か
っ
た
。
告
別
式
を
喪
主
家
で
行

う
自
宅
葬
は
な
か
っ
た
が
、
墓
地
の
そ

ば
に
あ
る
引
導
場
か
お
寺
で
の
葬
儀
が

行
わ
れ
て
い
た
。

  

最
近
は
五
㎞
は
ど
離
れ
た
町
場
に
い
く

つ
も
通
夜
ホ
ー
ル
（
葬
祭
会
館
と
は
呼

び
た
く
な
い
）
が
で
き
た
。
自
宅
で
通

夜
が
出
来
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
は
ホ

ー
ル
を
使
う
が
、
葬
儀
（
告
別
式
）
は

お
寺
か
引
導
場
で
行
っ
て
い
る
。

　

五
年
前
に
教
区
内
寺
院
三
八
ヵ
寺
の

ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
九
五
％
以
上
が
自

宅
あ
る
い
は
お
寺
で
行
っ
て
い
る
と
の

結
果
を
得
て
い
る
。
ア
ン
ケ
ー
ト
実
施

の
理
由
は
、
二
〇
～
三
〇
㎞
離
れ
た
一

関
中
心
部
に
大
手
葬
祭
業
者
の
会
館
が

建
ち
、
都
市
部
の
よ
う
に
会
館
葬
に
移

行
し
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
の
危
惧

感
か
ら
で
あ
っ
た
。

　

そ
こ
で
教
区
内
の
葬
祭
業
者
を
含
め

て
の
寺
院
と
話
し
合
い
の
結
果
、
各
家

庭
の
事
情
を
加
味
し
て
、
通
夜
ま
で
を

自
宅
代
わ
り
に
ホ
ー
ル
を
使
う
こ
と
は

可
と
す
る
が
、
葬
儀
は
従
来
通
り
寺
院

や
引
導
場
で
行
う
事
を
確
認
し
た
。
近

年
は
引
導
場
を
使
う
こ
と
も
少
な
く
な

り
、
ほ
と
ん
ど
が
お
寺
で
行
わ
れ
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
震
災
以
降
、
ホ
ー
ル
で
葬

儀
一
切
を
行
う
こ
と
も
、
最
近
は
見
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
こ
れ
は
仮

設
住
宅
な
ど
の
教
区
外
檀
信
徒
で
あ
ろ

う
と
思
う
。

　

教
区
内
寺
院
は
、
旧
一
ヵ
村
一
ヵ
寺

が
多
く
、
葬
儀
は
住
職
一
人
で
勤
め
る

こ
と
が
多
い
。
副
住
職
や
徒
弟
が
い
る

場
合
は
二
人
だ
が
、
三
人
で
勤
め
る
葬

儀
は
三
導
師
だ
と
思
わ
れ
る
ぐ
ら
い
希

で
あ
る
。

　

当
地
は
限
界
集
落
と
云
っ
て
も
よ
い

ほ
ど
後
継
者
が
少
な
く
、
極
論
す
れ
ば
、

葬
儀
の
た
び
ご
と
に
檀
家
が
減
っ
て
い

く
現
状
で
あ
る
。

　

私
は
寺
で
生
ま
れ
育
っ
た
人
間
で
あ
り
、

五
〇
年
前
の
葬
儀
も
知
っ
て
い
る
。
そ
の

こ
ろ
は
葬
儀
社
を
入
れ
ず
に
全
て
を
ま
か

な
っ
て
い
た
。
そ
の
習
わ
し
を
い
く
ら
か

で
も
残
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

　

例
え
ば
葬
列
だ
が
、
自
宅
か
ら
出
発

す
る
場
合
は
、
一
度
葬
列
を
組
ん
で
バ

ス
な
ど
で
移
動
し
、
再
度
山
門
か
ら
葬

列
、
三
匝
の
後
に
本
堂
に
入
る
。
葬
列

に
必
要
な
幡
や
天
蓋
な
ど
は
お
寺
に
用

意
し
て
い
る
。
青
竹
は
檀
家
が
そ
の
た

び
に
用
意
し
て
い
た
が
、
こ
の
頃
は
葬

儀
社
が
準
備
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
葬
儀
で
は
行
列
を
組
む

も
の
だ
と
さ
れ
、
昔
通
り
に
親
戚
縁
者
、

近
隣
地
域
の
人
た
ち
が
会
葬
し
て
の
葬

儀
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

葬
儀
は
、
本
家
を
中
心
に
し
て
受
付

や
司
会
進
行
な
ど
の
役
割
分
担
が
行
わ

れ
て
い
る
。

　

一
方
で
近
年
は
、
地
域
外
で
亡
く
な

り
、
葬
列
も
参
列
者
も
い
な
い
近
親
者

だ
け
の
葬
儀
も
増
え
て
き
て
お
り
、
従

来
の
葬
儀
の
形
態
が
今
後
は
変
わ
っ
て

い
く
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
る
。

［
新
　
川
］

　

当
寺
は
人
口
四
千
人
足
ら
ず
の
青
森

県
よ
り
の
農
村
で
あ
る
秋
田
県
藤
里
町

に
あ
る
。

　

当
地
に
は
会
館
と
か
ホ
ー
ル
が
な
く
、

ほ
と
ん
ど
が
自
宅
か
お
寺
で
葬
儀
が
行

わ
れ
て
お
り
、
習
俗
的
に
は
二
〇
年
前

も
今
も
変
わ
っ
て
は
い
な
い
。
し
い
て

云
え
ば
、
葬
列
が
若
干
簡
素
化
さ
れ
た

こ
と
、
僧
侶
の
数
が
四
人
だ
っ
た
の
が

三
人
に
な
り
、
現
在
は
最
低
二
人
で
勤

め
ら
れ
て
い
る
。
独
僧
の
葬
儀
は
難
し

い
こ
と
を
檀
信
徒
に
も
理
解
し
て
戴
い

て
い
る
。

　

当
地
で
は
、
家
族
経
営
的
葬
儀
社
が

一
軒
あ
る
だ
け
で
、
地
域
の
人
た
ち
と

連
携
し
て
親
身
に
な
っ
て
葬
儀
の
補
佐

を
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
市
部
で
は
ご
遺
体
が
病
院
か

ら
会
館
に
直
行
す
る
よ
う
だ
が
、
当
地

で
は
「
病
院
か
ら
自
宅
に
戻
れ
な
い
の

は
気
の
毒
で
あ
る
。
せ
め
て
二
～
三
日

は
自
宅
で
過
ご
さ
せ
て
あ
げ
た
い
」
と

い
う
気
持
ち
が
強
く
、
会
館
で
葬
儀
一

切
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
は
違
和
感
を
感

じ
て
い
る
。

　

現
在
、
ビ
ハ
ー
ラ
の
一
員
で
あ
る
が
、

医
療
や
福
祉
の
観
点
か
ら
も
葬
儀
に
つ

い
て
は
大
い
に
関
心
を
持
っ
て
い
る

［
髙
　
橋
］

　

都
市
部
ほ
ど
、
ご
遺
体
は
葬
儀
社
に

よ
っ
て
病
院
か
ら
直
接
葬
儀
会
館
に
搬

送
さ
れ
、
そ
こ
で
枕
経
か
ら
納
棺･

通

夜
・
授
戒
・
葬
儀
・
初
七
日
法
要
・
供

養
膳
ま
で
の
一
切
が
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
き
た
。
そ
の
傾
向
は
次
第
に
郡

部
に
浸
透
し
つ
つ
あ
る
。

　

そ
の
流
れ
に
対
抗
し
て
、
庄
司
師
は

「
葬
儀
は
墓
地
と
直
結
す
る
も
の
で
あ
り
、

檀
信
徒
の
葬
儀
は
菩
提
寺
で
行
う
べ
き

で
あ
る
」
と
し
て
、
寺
院
葬
に
こ
だ
わ

っ
て
い
る
。
大
塲
師
も
ま
た
、
お
寺
で

の
告
別
式
を
主
張
し
て
い
る
。

　

過
疎
地
や
農
村
部
に
あ
っ
て
は
、
従

来
の
葬
儀
に
こ
だ
わ
り
な
が
ら
も
、
老

齢
化
等
の
事
情
も
あ
り
、
煩
わ
し
さ
も

な
く
、
一
切
を
業
者
に
任
す
こ
と
が
出

来
る
都
市
部
で
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
な

葬
儀
が
、
楽
で
い
い
と
感
じ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

  

合
理
性
や
経
済
性
だ
け
で
葬
儀
が
論
じ

ら
れ
る
な
ら
ば
、
簡
略
化
小
規
模
化
は

進
行
し
、
葬
儀
は
遺
体
処
理
の
手
段
と

な
り
か
ね
な
い
。

　

次
号
で
は
、
将
来
を
展
望
し
つ
つ
、
今
、

私
た
ち
が
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事

を
論
じ
ま
す
。
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■ 青少年教化指導者研修会

■ 布教師特設検定会（令命１等　令命２等）

■ 第 43回　教化フォーラム

■ 平成 26年度　禅をきく会（本庁主催）

■ 布教講習会 ■ 管区婦人会研修会

期　日：平成 26 年７月 1 日㈫～ 2 日㈬　（１泊２日）
会　場：メルパルク仙台
※青少年教化員並びに布教活動に従事している僧侶の方は特にご参加下さい。

期　日：平成 26 年７月 2 日㈬
会　場：メルパルク仙台
申　込：所定の用紙にご記入の上、宗務所経由で開催一月前までに教化部
　　　　布教課まで提出

期　日：平成 26 年 10 月 17 日㈮　　13 時開会～ 16 時閉会（予定）
会　場：八戸市公会堂　八戸市内丸 1－1－1
　　　　　　　　　　　電話：0178-44-7171　　FAX：0178-44-7176
　・第一部　椅子坐禅
　・第二部　講師　福島県南相馬市・同慶寺住職　   田  中  徳  雲  老師
　・第三部　コンサート　サクソフォーン演奏「北の四重奏」
　・第四部　青森県内師範・詠範による梅花流詠讃歌登壇奉詠

期　日：平成 26 年 11 月（宮城県） 期　日：平成 26 年７月 17 日～ 18 日（福島県）

期　日：平成 26 年７月 4 日㈮
　　　　13 時 30 分～ 15：30 分
　　　　（管区寺族会講習会併修）
会　場：ホテルモントレ仙台
会　費：1,000 円

「寺族通信教育レポートからみえる
　　　　　　　　　寺院の現状と課題」
寺族通信教育　担当者：
　中野重孝 老師、渡邊祥文 老師
　深瀬俊路 老師、髙橋哲秋 統監

研 修 会 の ご 案 内
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第136回第139回

第137回第140回

第141回 第138回

平成 26 年
    4月10日㈭

会場：仙台市太白区文化センター 楽楽楽ホール　時間：14時 30 分～16時 30 分
入場料金：各回500円　

平成 26 年
    10月2日㈭

平成 26年
      6月5日㈭

平成 26年
   12 月4日㈭

平成 27年
     2 月5日㈭

平成 26年
   8月28日㈭

作家

廣 瀬 裕 子 先生

特派布教師
長野県蕃松院住職

増 田 友 厚 先生

神奈川県徳善寺住職

尾 崎 正 善 老師

特派布教師
北海道法光寺住職

佐 野 俊 也 老師

愛知専門尼僧堂堂長

青 山 俊 董 老師

元 總持寺貫首・御誕生寺住職

板 橋 興 宗 禅師

庭園デザイナー・神奈川県建功寺住職

枡 野 俊 明 老師

「暮らしのなかの禅」「つながる “いのち” を
        　　 耕しあい  生かしあう」

「峨山禅師の御姿に学ぶ」「分かち合う心」

「今、ここから始めよう
              ～人生と円相で考える～」 対談「日本人の心」

平成 26年度 禅をきく会  仙台会場
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平
成
二
十
五
年
度

　
後
期
行
事
報
告

布
教
講
習
会

第
四
十
二
回
教
化
フ
ォ
ー
ラ
ム

（
東
北
管
区
寺
族
会
　
講
習
会
　
併
修
）

◎
平
成
二
十
五
年
十
月
十
六
日
～
十
七
日

◎
八
戸
市　

グ
ラ
ン
ド
サ
ン
ピ
ア
八
戸

◎
講　

演

　

東
邦
大
学
医
学
部
名
誉
教
授　

有
田
秀
穂 

先
生

　
　
「
坐
禅
を
脳
科
学
す
る
」

　
　
　
　
（
※
台
風
の
影
響
に
よ
り
講
師
代
理
を
統
監
が
勤
め
る
）

　
　

書
道
家　

濱
崎
道
子 

先
生

　
　
「
書
の
公
益
性
と
実
技
」

　

人
権
学
習　

報
效
寺
住
職　

鳥
谷
部
俊
悦 
老
師

　
　
「
わ
が
ま
ま
と
自
利
―
教
義
と
人
権
を
つ
な
ぐ
も
の
」

◎
参
加
者　

四
十
八
名

◎
平
成
二
十
五
年
十
一
月
一
日
（
金
）

◎
ホ
テ
ル　

モ
ン
ト
レ
仙
台

◎
講　

師

　

東
京
都　

西
照
寺
寺
族　

嗣
永
典
子 

先
生

　
　
「
一
寺
族
に
よ
る
管
見
」

◎
参
加
者　

一
一
九
名

清野千代子 会長 嗣永典子 先生
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禅
を
き
く
会

◎
平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
三
日

◎
仙
台
市　

け
や
き
ホ
ー
ル
（
東
北
福
祉
大
学
）

◎
講　

演

　
青
森
県　

恐
山
院
代　

南　

直
哉 

老
師

　
　
「
魂
の
ゆ
く
え
」

　

復
興
支
援
コ
ン
サ
ー
ト

　
　

歌
手　
　
　
　

古
謝
美
佐
子 

さ
ん

　
　

演
奏　
　
　
　

佐
原　

一
哉 
さ
ん

　
　
ス
ペ
シ
ャ
ル
ゲ
ス
ト　

夏
川　

り
み 
さ
ん

◎
参
加
者　

五
百
名

「
禅
を
き
く
会
」
に
参
加
し
て
　
　
　
　
鹿
又
ひ
ろ
子

　

菩
提
寺
で
の
ご
詠
歌
講
習
の
お
り
に
「
禅
を
き
く
会
」
の
お
誘

い
が
あ
り
、
夏
川
り
み
さ
ん
が
ゲ
ス
ト
に
お
見
え
に
な
る
と
の
こ

と
で
、
聴
講
を
希
望
い
た
し
ま
し
た
。

　

当
日
は
、
灯
り
が
落
と
さ
れ
た
厳
か
な
中
、
い
す
坐
禅
で
始
ま

り
ま
し
た
。
短
い
時
間
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
な
ん
と
も
い
え
な

い
穏
や
か
な
気
分
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
恐
山
院
代
の
南
直
哉
老
師
の
﹃
魂
の
ゆ
く
え
﹄
の
お

話
し
が
始
ま
り
、
老
師
の
ギ
ャ
グ
連
発
で
笑
い
の
絶
え
な
い
講
演

で
し
た
。

　
「
死
者
は
居
な
い
ん
で
は
な
い
。
違
う
姿
で
そ
こ
に
い
る
。
親
は

死
ん
で
も
親
。
生
き
て
い
る
縁
で
は
な
く
、
亡
く
な
っ
た
人
と
縁

を
結
び
直
す
。
そ
の
人
は
死
ん
で
も
生
き
て
も
変
わ
ら
な
い
。
我
々

の
魂
を
育
ん
で
く
れ
る
。」
と
、
心
が
震
え
ま
し
た
。

　

東
日
本
大
震
災
被
災
者
の
方
々
へ
の
、
深
く
心
に
寄
り
添
わ
れ

た
お
言
葉
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
涙
が
こ
ぼ
れ
て
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
「
自
分
勝
手
を
や
め
て
、
大
自
然
に
身
を
委
ね
る
」
と
講
演
を
拝

聴
し
強
く
思
い
ま
し
た
の
に
、
今
は
～
（
？
？
）。
然
れ
ど
、
精
進

し
て
日
々
暮
ら
そ
う
と
考
え
て
お
り
ま
す
。　

                 

合
掌

講演：南　直哉 老師

スペシャルゲスト：夏川りみ さん 復興支援コンサート：古謝美佐子さん、佐原一哉さん

いす坐禅：髙橋哲秋 統監
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新
　
川
　
泰
　
道

教
化
活
動
企
画
委
員

「
私
の
生
活
改
善
計
画
」　
～
南
相
馬
市
・
同
慶
寺
さ
ま
を
訪
ね
て
～

一
、「
自
給
自
足
」
の
た
め
の

　
　
　
　
　
　
　
ソ
ー
ラ
ー
パ
ネ
ル

　

ご
住
職
の
田
中
徳
雲
師
は
、
以
前
か

ら
環
境
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
問
題
に
関

心
を
寄
せ
て
い
た
そ
う
で
す
が
、
今
回

の
震
災
お
よ
び
原
発
事
故
を
経
て
、
更

に
そ
の
思
い
を
強
く
さ
れ
た
と
の
こ

と
。
別
掲
の
通
り
、
原
発
事
故
の
影
響

で
お
寺
は
厳
し
い
状
況
で
は
あ
り
ま

す
が
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
に
お
い
て
も

先
駆
的
な
取
り
組
み
を
実
践
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

送
電
線
網
が
ル
ー
プ
に
な
っ
て
い

る
欧
州
と
違
っ
て
、
日
本
で
は
一
方
通

行
の
ク
シ
型
に
な
っ
て
お
り
、
逆
方
向

に
電
気
が
流
れ
る
こ
と
は
今
ま
で
想

定
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
増
え
続
け
る
太

陽
光
発
電
に
限
界
も
囁
か
れ
、
電
力
会

社
は
冷
や
冷
や
し
て
い
る
と
の
話
も

直
接
聞
か
れ
た
そ
う
で
す
。
売
電
目
的

の
ソ
ー
ラ
ー
シ
ス
テ
ム
は
儲
か
る
か

も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
根
本
的
な
電
力
問

題
の
解
決
に
は
な
ら
な
い
仕
組
み
で

す
。
電
力
会
社
や
大
規
模
発
電
施
設
に

頼
ら
ず
、
も
っ
と
シ
ン
プ
ル
に
自
分
の

と
こ
ろ
で
発
電
し
た
電
気
を
必
要
な

分
だ
け
使
い
、
余
っ
た
ら
蓄
電
す
る
と

い
う
仕
組
み
を
、
と
師
は
提
言
さ
れ
ま

す
。

　

同
慶
寺
さ
ま
で
は
、
パ
ネ
ル
二
枚
で

発
電
し
た
電
気
を
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト

用
の
リ
サ
イ
ク
ル
バ
ッ
テ
リ
ー
二
個

に
蓄
電
し
、
イ
ン
バ
ー
タ
ー
（
変
圧

器
）
を
介
し
て
使
っ
て
い
ま
す
。
今
は

お
寺
で
は
ほ
と
ん
ど
一
人
の
生
活
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
照
明

も
Ｌ
Ｅ
Ｄ
で
た
い
へ
ん
省
エ
ネ
な
た

め
、
パ
ソ
コ
ン
の
使
用
な
ど
も
含
め
今

の
と
こ
ろ
こ
れ
で
十
分
と
の
こ
と
。
一

般
家
庭
の
場
合
は
、
電
気
の
消
費
量
に

も
よ
り
ま
す
が
、
大
体
パ
ネ
ル
十
枚
に

バ
ッ
テ
リ
ー
が
十
個
あ
れ
ば
何
と
か

な
り
そ
う
で
す
。
買
電
も
売
電
も
し
な

い
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
自
給
自
足
、
地
産

地
消
を
目
指
す
こ
と
が
、
真
の
意
味
で

原
発
事
故
の
反
省
を
生
か
す
こ
と
に

な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
（
詳
し

く
は
、
川
内
村
か
ら
避
難
し
た
師
の
友

人
が
中
心
に
な
り
、
全
国
展
開
を
始
め

て
い
る
「
自
エ
ネ
組
」
で
検
索
）。

二
、
廃
食
油
を
利
用
し
て
車
を

　
　
走
ら
せ
る
デ
ィ
ー
ゼ
ル
エ
ン
ジ
ン

　

デ
ィ
ー
ゼ
ル
エ
ン
ジ
ン
は
、
も
と
も

と
植
物
油
で
動
か
す
た
め
に
開
発
さ

れ
た
エ
ン
ジ
ン
で
、
そ
れ
を
軽
油
で
動

か
す
か
ら
環
境
に
良
く
な
い
と
聞
か

れ
た
そ
う
で
す
。

　

師
の
友
人
で
バ
イ
オ
デ
ィ
ー
ゼ
ル

改
造
の
プ
ロ
か
ら
譲
り
受
け
た
車
を
、

天
ぷ
ら
屋
さ
ん
な
ど
か
ら
捨
て
る
油

を
い
た
だ
き
濾
過
し
て
使
っ
て
い
ま

す
。
お
店
で
も
お
金
を
か
け
て
処
理
し

て
い
た
の
で
大
変
喜
ば
れ
て
い
る
そ

う
で
、
協
力
店
の
数
も
増
え
一
週
間
で

約
二
百
リ
ッ
ト
ル
の
廃
油
を
い
た
だ

い
て
い
ま
す
。
師
は
毎
日
か
な
り
の
距

離
を
走
り
ま
す
が
、
燃
費
も
軽
油
よ
り

若
干
良
い
感
じ
で
リ
ッ
タ
ー
十
㎞
（
車

種
に
も
よ
る
）
前
後
だ
そ
う
で
す
。

　

捨
て
る
も
の
の
リ
サ
イ
ク
ル
と
い

う
こ
と
と
、
ま
た
完
全
に
廃
食
油
と
い

う
の
で
は
な
く
、
ボ
タ
ン
一
つ
で
軽
油

に
も
切
り
替
え
ら
れ
る
「
併
用
」
と
い

う
ス
タ
ン
ス
が
、
今
の
私
に
は
合
っ
て

い
ま
す
と
の
こ
と
（
興
味
が
あ
れ
ば

師
の
ア
ド
レ
ス tokuun2525@me.com 

ま
で
連
絡
く
だ
さ
い
）。

　
「
技
術
は
既
に
あ
り
ま
す
。
あ
と
は
、

何
の
た
め
に
、
何
を
、
ど
う
使
う
か
？

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
の
問
い
か

け
が
、
同
慶
寺
さ
ま
が
置
か
れ
た
状
況

と
重
な
り
印
象
的
で
し
た
。
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※
敬
称
を
略
し
、
宗
務
所
・
寺
籍
番
号
・
団
体
の

　
順
で
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

埼
玉
県

　
　

三
〇

普
門
院

　
　

九
〇

龍
門
寺

　
　

九
四

大
龍
寺

　
　

九
六

常
福
寺

　

一
三
八

心
鏡
寺

　

一
六
七

源
昌
院

　

一
九
〇

廣
徳
寺

　

三
九
三

泰
蔵
寺

千
葉
県

　

一
八
五

勢
國
寺

　

二
〇
八

東
泉
寺

静
岡
県

　

二
九
〇

弘
道
寺

愛
知
県

　

一
八
二

觀
昌
寺

　

三
二
〇

道
音
寺

　

六
一
九

広
済
寺

　

六
五
三

正
壽
寺

　

八
二
四

東
昌
寺

滋
賀
県

　
　

三
四

願
成
寺

島
根
県

　

二
九
五

妙
義
寺

宮
崎
県

　
　

三
一

地
福
寺

　
　

七
〇

徳
玄
寺

長
野
県

　

三
八
五

長
興
寺

　

四
〇
八

正
麟
寺

福
井
県

　
　

四
七

瑞
祥
寺

　
　

四
八

洞
雲
寺

福
島
県

　
　

三

陽
林
寺

　
　

九

宝
積
寺

　
　

九
八

常
泉
寺

　

一
四
六

保
福
寺

　

一
六
二

昌
建
寺

　

二
七
五

性
源
寺

　

三
二
四

松
泉
寺

　

三
四
五

大
用
寺

　

三
五
〇

久
昌
寺

　

四
〇
〇

定
林
寺

　

四
一
七

松
音
寺

宮
城
県

　
　

一
二

松
源
寺

　
　

五
六

大
満
寺

　
　

五
七

満
興
寺

　
　

六
七

同
慶
寺

　
　

八
八

耕
田
寺

　

一
〇
四

永
禅
寺

　

一
一
五

円
龍
寺

　

一
一
八

香
林
寺

　

一
六
九

中
興
寺

　

三
二
七

観
音
寺

　

三
八
七

福
田
寺

　

四
一
五

観
昌
寺

　

四
六
五

松
岩
寺

岩
手
県

　
　

六

永
泉
寺

　
　

一
七

清
水
寺

　
　

二
六

東
慈
寺

　
　

八
一

円
城
寺

　

一
六
六

宝
泉
寺

　

一
七
〇

長
慶
寺　

檀
信
徒
一
同

　

二
〇
二

観
林
寺

　

二
九
五

東
海
寺

　

三
一
八

青
山
寺

青
森
県

　
　

八

宝
積
院

　
　

五
八

長
円
寺

　
　

五
八

長
円
寺

　
　

六
七

福
昌
寺

　
　

七
四

浮
木
寺

　
　

九
二

長
泉
寺

　
　

九
四

洞
圓
寺

　
　

九
六

林
泉
寺

　
　

九
九

正
法
寺

　

一
〇
〇

澄
月
寺　

福
聚
会

　

一
〇
三

光
昌
寺

　

一
一
〇

長
昌
寺

　

一
一
五

心
月
寺

　

一
一
七

泉
龍
寺

　

一
四
八

報
效
寺

　

一
六
六

高
徳
寺

　

一
五
四

應
物
寺

　

一
八
三

大
乗
寺

　

一
八
三

大
乘
寺

山
形
県

　
　

一
二

正
徳
寺

　
　

六
七

成
安
寺

　
　

八
一

金
勝
寺

　

一
二
二

龍
源
寺

　

一
三
〇

常
林
寺

　

一
三
二

法
泉
寺　

護
寺
会

　

一
四
一

澄
江
寺

　

二
二
二

清
林
寺

　

二
三
九

東
光
寺

　

二
五
九

自
性
寺

　

三
〇
五

玉
林
寺　

梅
花
講

　

三
三
二

常
安
寺

　

三
六
八

正
福
寺

　

四
七
〇

蓮
台
院

　

五
〇
三

梅
林
寺

　

六
一
二

円
福
寺

　

六
四
〇

松
岩
寺

　

六
六
四

峰
鷲
院

　

七
一
八

長
渕
寺

　

七
二
二

永
蓮
寺

　

七
二
四

林
秀
寺

　

七
三
四

東
光
寺

　

七
三
六

龍
雲
寺

　

七
三
七

長
秀
寺

　

七
四
〇

長
応
寺

秋
田
県

　
　

八

天
龍
寺

　
　

九

光
明
寺

　
　

一
七

補
陀
寺

　
　

八
一

蔵
立
寺

　
　

八
六

瑞
林
寺

　
　

九
〇

正
乗
寺

　

一
一
二

珠
林
寺

　

一
六
六

久
昌
寺

　

一
七
五

香
最
寺

　

一
八
〇

竜
泉
寺

　

二
一
二

霊
仙
寺

　

二
四
三

宝
蔵
寺

　

二
五
一

満
勝
寺

　

二
六
二

龍
江
寺

　

三
〇
八

実
相
寺

　

三
二
〇

仁
叟
寺

　

三
二
二

大
圓
寺

　

三
五
三

安
養
寺

北
海
道

　

二
一
六

高
台
寺

　

四
八
六

薬
王
寺

団
体

　

関
東
管
区
教
化
セ
ン
タ
ー

　

関
東
管
区
教
化
セ
ン
タ
ー　

大
覚
会

　

茨
城
県
宗
務
所

　

愛
知
県
第
一
宗
務
所

　

愛
知
県
第
一
宗
務
所
第
二
六
教
区

　

愛
知
県
第
一
宗
務
所　

三
〇
教
区

　

愛
知
県
第
一
宗
務
所　

三
二
教
区

　

東
海
管
区
教
化
セ
ン
タ
ー

　

東
海
管
区　

禅
を
き
く
会　

参
加
者
一
同　
　

　

近
畿
管
区
教
化
セ
ン
タ
ー

　

中
国
管
区
教
化
セ
ン
タ
ー

　

岡
山
県
青
年
会

　

中
国
管
区　

禅
を
き
く
会　

参
加
者

　

四
国
管
区
教
化
セ
ン
タ
ー

　

九
州
管
区
教
化
セ
ン
タ
ー

　

北
信
越
管
区
教
化
セ
ン
タ
ー

　

長
野
県
第
一
宗
務
所
第
一
二
教
区

　

第
二
宗
務
所
曹
洞
宗
婦
人
会

　

福
井
県　

第
八
教
区

　

福
島
県　

萱
本
部
落
寺　

渡
部
道
雄

　

東
北
管
区
教
化
セ
ン
タ
ー

　

東
北
管
区　

禅
を
き
く
会　

参
加
者

　

青
森
県　

乗
照
寺

　

山
形
県
第
一
宗
務
所

　

秋
田
県
宗
務
所

　

北
海
道
管
区
教
化
セ
ン
タ
ー

東
日
本
大
震
災
支
援
募
金
缶
協
力
者
ご
芳
名

中
間
報
告
（
平
成
二
六
年
三
月
四
日  

現
在
）

■
合
計
額
　
四
、七
五
九
、七
八
四 

円
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本堂内にいたネズミ

田
　
中
　
徳
　
雲

南
相
馬
市
　
同
慶
寺
　
住
職

被
災
地
の
お
寺
は
今 

（
福
島
県
）

～
原
発
避
難
の
現
状 

２
０
１
４
～

第４回
　

南
相
馬
市
小お

高だ
か

区
に
あ
る
同
慶
寺

は
、
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電

所
か
ら
北
西
に
お
よ
そ
十
七
㎞
に
位

置
し
、
現
在
、
避
難
指
示
解
除
準
備
区

域
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
中
の
立

ち
入
り
は
自
由
で
す
が
、
居
住
、
宿
泊

は
で
き
ま
せ
ん
。
原
発
か
ら
お
よ
そ

二
十
㎞
北
に
位
置
す
る
原
町
区
以
北

に
お
住
ま
い
の
檀
信
徒
の
方
々
を
除

い
て
、
九
割
以
上
の
檀
信
徒
が
避
難
生

活
を
し
て
い
ま
す
。

　

イ
ン
フ
ラ
整
備
は
少
し
ず
つ
進
ん

で
い
ま
す
が
、
ゴ
ミ
の
回
収
が
不
定
期

（
出
し
て
お
く
と
適
当
に
来
て
回
収
し

て
い
く
よ
う
な
や
り
方
）
で
す
。
実
際

は
片
付
け
た
も
の
を
ビ
ニ
ー
ル
袋
に

入
れ
て
外
に
出
し
て
お
く
と
、
そ
れ
ら

を
カ
ラ
ス
や
小
動
物
が
荒
ら
し
（
彼
ら

は
人
間
が
避
難
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

畑
に
作
物
が
作
ら
れ
な
く
な
っ
た
た

め
に
餌
の
確
保
が
過
酷
に
な
っ
て
き

て
い
る
と
感
じ
ま
す
）、
帰
る
度
に
散

ら
か
さ
れ
て
困
っ
て
い
ま
す
。

　

本
堂
は
定
期
的
に
行
わ
れ
て
い
る

「
清
掃
結
い
」
の
お
陰
で
清
潔
に
保
た

れ
、
週
末
に
は
法
事
も
行
わ
れ
て
い
ま

す
。
し
か
し
庫
裏
の
一
部
は
、
避
難
初

期
時
に
放
置
状
態
で
あ
っ
た
雨
漏
り

に
加
え
、
長
期
間
人
が
住
ん
で
い
な
い

た
め
に
ネ
ズ
ミ
や
ハ
ク
ビ
シ
ン
の
害

が
ひ
ど
く
、
そ
う
か
と
い
っ
て
放
っ
て

お
く
わ
け
に
も
い
か
ず
、
汚
い
表
現
で

失
礼
し
ま
す
が
、
ま
さ
に
糞
ま
み
れ
に

な
り
な
が
ら
何
と
か
維
持
管
理
に
努

め
て
い
ま
す
。

　

ま
だ
ま
だ
手
の
届
か
な
い
と
こ
ろ

も
あ
り
ま
す
が
、
焦
ら
ず
出
来
る
と
こ

ろ
か
ら
や
っ
て
い
ま
す
。

　

檀
信
徒
の
み
な
さ
ま
は
、
当
寺
に
限

っ
て
見
れ
ば
、
南
相
馬
市
や
お
隣
の
相

馬
市
に
避
難
し
て
い
る
方
の
多
く
は

高
齢
者
が
中
心
で
す
。
子
供
が
い
る
家

庭
や
、
働
き
盛
り
の
世
代
は
、
母
子
は

比
較
的
放
射
線
量
が
低
い
地
域
に
避

難
し
、
父
親
だ
け
が
南
相
馬
で
仕
事
を

し
て
い
る
方
が
多
い
で
す
。

　

今
ま
で
築
い
て
き
た
地
域
の
つ
な

が
り
は
絶
た
れ
、
地
元
民
は
必
死
に
繕

っ
て
い
ま
す
が
、
相
変
わ
ら
ず
先
の
見

え
な
い
状
態
で
す
。
同
居
し
て
い
た
家

族
が
、
二
カ
所
、
三
カ
所
と
分
か
れ
て

生
活
し
て
お
り
、
そ
の
精
神
的
苦
痛
は

想
像
以
上
で
す
。

　

最
近
で
は
地
元
へ
の
帰
還
を
あ
き

ら
め
、
避
難
先
に
住
宅
を
建
て
た
り
、

中
古
物
件
を
求
め
た
り
す
る
方
も
少

な
く
な
い
状
態
で
す
。
避
難
生
活
を
続

け
な
が
ら
、同
時
に
小
高
（
ふ
る
さ
と
）

の
家
の
維
持
管
理
も
し
て
い
く
の
は

大
変
な
こ
と
で
す
。
離
れ
た
と
こ
ろ
に

避
難
し
て
い
る
人
は
特
に
大
変
で
す
。

と
は
い
え
、
三
年
使
っ
て
い
な
い
と
ほ

と
ん
ど
今
の
生
活
に
は
不
要
な
も
の

と
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
う
な
る
と
家
の

中
全
体
が
不
要
な
も
の
な
の
か
と
考

え
て
し
ま
い
ま
す
。

　

私
の
感
覚
で
す
が
、清
掃
（
片
付
け
）

に
通
っ
て
い
る
方
は
全
体
の
半
分
ぐ

ら
い
で
す
。
そ
の
う
ち
、
す
ぐ
に
で
も

還
り
た
い
と
考
え
て
い
る
方
は
一
～

二
割
い
る
で
し
ょ
う
か
…
。
か
な
り
厳

し
い
状
況
で
す
。

　

そ
れ
で
も
お
寺
の
行
事
や
清
掃
活

動
に
は
、
本
堂
に
は
入
り
き
れ
な
い
ほ

ど
人
が
集
ま
り
ま
す
（
世
話
人
と
い
う

役
割
が
機
能
し
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
の
で
、
み
ん
な
各
家
庭
で
寺
に
来
る

よ
う
に
な
っ
た
結
果
で
す
）
し
、
作
務

で
も
共
に
汗
を
流
し
ま
す
。
み
な
さ
ん

の
顔
に
は
一
時
的
に
笑
顔
が
戻
り
、
境

内
に
笑
い
声
が
響
き
ま
す
。

　

遠
方
に
移
住
を
決
意
さ
れ
た
方
々

も
、
参
加
は
出
来
ず
と
も
心
は
同
じ

で
、「
申
し
訳
な
い
」
と
い
う
思
い
を

も
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
例
え
遠
く
に
避

難
さ
れ
て
い
て
も
、
多
く
の
場
合
、
先

祖
の
お
墓
は
移
さ
ず
守
っ
て
い
か
れ

る
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
兼
務
地
（
仲
禅
寺
）
の
あ

る
双
葉
町
、
隣
の
大
熊
町
の
方
は
線
量

も
高
く
、
そ
れ
す
ら
も
厳
し
い
か
も
し

れ
な
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

私
の
家
族
は
、
現
在
い
わ
き
市
に
五

次
避
難
中
で
す
。
子
供
は
、
九
歳
、
七

歳
、
五
歳
、
二
歳
の
四
人
で
す
。

　

二
歳
の
子
は
歩
く
の
が
達
者
に
な

っ
て
き
て
、
一
緒
に
散
歩
す
る
の
が
大
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年末カレンダー発送作務

清掃結いに集まった皆さんと

好
き
で
す
。
散
歩
の
途
中
、
土
手
に
腰

を
下
ろ
し
、
隣
の
土
を
叩
い
て
、
こ
こ

に
座
れ
と
合
図
し
て
き
ま
す
。
並
ん
で

座
る
の
が
好
き
な
の
で
す
。

　

場
所
に
も
よ
り
ま
す
が
、
周
辺
の
土

壌
表
面
は
低
く
て
も
〇
．二
五
μ
シ
ー

ベ
ル
ト
以
上
は
あ
り
ま
す
。
そ
こ
を
下

か
ら
放
射
線
で
撃
た
れ
る
と
思
う
と
、

親
と
し
て
子
供
の
被
曝
に
目
を
つ
む

り
な
が
ら
生
活
を
す
る
こ
と
は
、
こ
れ

も
ま
た
想
像
以
上
の
精
神
的
な
苦
痛

が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
私
は
週
に
四
、五
日
は
国
道

六
号
線
を
北
上
し
、
旧
警
戒
区
域
の
中

を
通
り
抜
け
、
片
道
一
時
間
半
の
道
程

を
寺
ま
で
通
っ
て
い
ま
す
。
途
中
の
放

射
線
量
は
車
内
最
大
で
、
二
十
五
μ
シ

ー
ベ
ル
ト
あ
り
ま
す
の
で
、
レ
ン
ト
ゲ

ン
室
で
使
う
鉛
の
ブ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
を

三
枚
、
座
席
の
下
、
背
も
た
れ
、
そ
し

て
お
袈
裟
の
よ
う
に
左
肩
か
ら
心
臓
・

生
殖
器
ま
で
を
守
る
よ
う
に
か
け
て

い
ま
す
。

　

毎
日
の
こ
と
な
の
で
、「
な
い
よ
り

は
ま
し
」
的
に
考
え
て
い
ま
す
。

　

そ
の
他
に
も
、
遠
方
に
避
難
さ
れ
た

お
檀
家
さ
ん
の
元
を
訪
ね
る
こ
と
も

少
な
く
は
な
く
、
一
月
平
均
の
移
動
距

離
は
約
五
千
㎞
、
移
動
に
費
や
す
時
間

も
相
当
で
す
。
今
の
私
に
と
っ
て
車
は

も
う
一
つ
の
小
さ
な
お
寺
の
よ
う
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　

丸
三
年
が
経
と
う
と
し
て
い
る
今
、

改
め
て
考
え
ま
す
と
、
現
状
は
極
め
て

厳
し
い
状
態
で
あ
る
と
し
か
言
い
よ

う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
原
発
避
難
は
長
期

的
に
な
れ
ば
な
る
程
、
傷
は
深
ま
っ
て

ゆ
き
ま
す
。
そ
れ
で
な
く
て
も
複
雑
な

問
題
が
さ
ら
に
細
分
化
し
、
見
え
に
く

く
混
沌
と
し
た
状
態
に
な
っ
て
い
ま

す
。
で
も
、
ま
だ
頑
張
れ
ま
す
。
私
は

あ
き
ら
め
ま
せ
ん
。
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仏
は
是
れ

大
師
な
る
が

故
に
帰
依
す

法
は
良
薬
な
る
が

故
に
帰
依
す

僧
は
勝
友
な
る
が

故
に
帰
依
す

　
　
　
修
証
義
第
十
三
節

　

数
年
前
よ
り
、
小
学
生
低
学
年
を

中
心
と
し
た
学
童
保
育
の
子
供
た
ち

と
か
か
わ
っ
て
お
り
ま
す
。

　

女
性
指
導
員
の
先
生
方
ば
か
り
な

の
で
、
男
性
で
あ
る
私
が
時
折
足
を

運
ぶ
事
に
子
供
た
ち
は
何
か
し
ら
新

鮮
な
感
じ
方
を
す
る
様
子
で
、
い
ろ

ん
な
反
応
を
示
し
て
く
れ
ま
す
。
求

愛
の
し
ぐ
さ
で
自
分
に
気
を
引
こ
う

と
し
た
り
、
仏
事
で
一
緒
だ
っ
た
事

を
他
の
子
供
た
ち
へ
ア
ピ
ー
ル
し
た

り
、
無
理
や
り
ゲ
ー
ム
に
入
れ
さ
せ

ら
れ
る
事
も
し
ば
し
ば
で
、
と
に
か

く
自
分
の
欲
求
を
と
て
も
強
く
だ
し

ま
す
。
場
合
に
よ
っ
て
涙
の
訴
え
に

代
わ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ま
だ
あ

ど
け
な
い
子
供
た
ち
で
は
あ
る
も
の

の
、
そ
こ
に
は
し
っ
か
り
と
自
我
の

目
覚
め
が
あ
る
よ
う
で
す
。
あ
る
時
、

女
子
児
童
に
こ
ん
な
質
問
を
投
げ
か

け
ら
れ
ま
し
た
。「
ね
え
先
生
、
苦

し
み
っ
て
な
あ
に
？
」
何
気
な
い
問

い
で
は
あ
る
も
の
の
、
仏
教
に
と
っ

て
こ
れ
こ
そ
大
き
な
テ
ー
マ
で
あ
る

と
思
う
の
で
す
。

　

私
た
ち
は
、
他
者
と
の
対
比
が
で

き
る
よ
う
に
成
長
し
、
感
情
が
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と

は
い
え
、
生
き
て
い
る
限
り
「
自
分

の
思
い
ど
お
り
に
し
た
い
」
と
い
う

欲
求
を
持
ち
続
け
て
い
ま
す
。
大
人

に
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
決
し
て
消

え
て
な
く
な
る
感
情
で
は
な
い
で
し

ょ
う
。
そ
れ
は
、
誰
も
が
抱
え
て
い

る
「
貪
り
」「
怒
り
」「
愚
か
さ
」
の

三
毒
で
あ
り
ま
す
。
自
分
の
物
差
し

だ
け
で
物
事
を
捉
え
、
図
り
、
行
動

し
よ
う
と
す
る
生
き
方
か
ら
湧
き
出

る
煩
悩
で
す
。
俺
が
自
分
が
私
が
、

の
自
己
中
心
と
し
た
生
き
方
か
ら
、

方
向
転
換
が
必
要
で
す
。
そ
れ
は
お

釈
迦
様
に
帰
依
す
る
信
仰
に
目
覚
め

る
こ
と
で
す
。

　

道
元
禅
師
は
、
と
も
あ
れ
誓
い
を

立
て
る
こ
と
が
肝
要
だ
と
述
べ
ら
れ

ま
す
。

修
証
義
に
は

　
「
御
仏
を
信
じ
、

　
　
　
　

  
拠
り
所
と
い
た
し
ま
す
」

　
「
御
仏
が
示
さ
れ
た
教
え
を

　
　
　

 　

 

拠
り
所
と
い
た
し
ま
す
」

　
「
御
仏
を
信
じ
る
仲
間
・
友
を

　
　
　

  　

拠
り
所
と
い
た
し
ま
す
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
あ
り
ま
す
。

　

す
な
わ
ち
、
大
い
な
る
大
師
で
あ

る
お
釈
迦
様
に
身
も
心
も
放
ち
、
良

薬
で
あ
る
教
え
に
て
三
毒
を
鎮
め
、

仏
道
修
行
の
た
め
に
す
ぐ
れ
た
信
心

の
仲
間
を
敬
う
。
そ
う
し
て
常
に
発

心
す
る
こ
と
、
仏
の
道
を
実
践
す
る

こ
と
で
す
。

　「
帰
依
す
る
」
と
は
自
分
を
勘
定

に
入
れ
な
い
、
私
心
の
な
い
清
ら
か

な
心
持
で
、
信
心
ひ
と
す
じ
に
成
り

き
り
、
お
釈
迦
様
が
お
い
で
に
な
っ

た
時
も
、
お
目
に
か
か
れ
な
く
な
っ

た
時
代
に
お
い
て
も
、
変
わ
ら
ぬ
心

持
で
御
仏
に
あ
こ
が
れ
一
心
に
合
掌

し
、
頭
を
垂
れ
お
唱
え
申
し
上
げ
る

事
で
す
。

　

私
た
ち
の
暮
ら
し
は
日
々
便
利
さ

を
更
新
し
、
指
一
本
で
世
界
の
あ
ら

ゆ
る
情
報
を
集
め
る
こ
と
さ
え
可
能

に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
半
面
自
己
主

張
が
強
く
な
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
紛
争

が
絶
え
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
時
代
だ
か

ら
こ
そ
仏
教
の
智
慧
を
学
び
、
私
た

ち
は
「
苦
悩
」
や
「
苦
難
」
を
受
け

入
れ
な
が
ら
帰
依
す
る
生
き
方
を
実

践
し
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。

奥

山

雅

廣

教
化
セ
ン
タ
ー
布
教
師

法
話
　「
帰
依
す
る
」
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阿  

部  

光  

裕　

師

西  

川  

一  

英　

師

都  

築  

幸  

三　

師

関  

　  

弘  

爾　

師

常
圓
寺
住
職

長
泉
寺
住
職

鉤
取
寺
住
職

功
岳
寺
住
職

福
島
第
一
教
区
一
九
番

福
島
第
一
二
教
区
二
二
五
番

宮
城
第
一
教
区
八
二
番

宮
城
第
一
一
教
区
二
七
二
番

大  
松  

博  

典　

師

東  

井  

千  

明　

師

柿  

崎  

宏  

隆　

師

木  

村  

尚  

徳　

師

高
金
寺
住
職

東
長
寺
住
職

清
凉
寺
副
住
職

楊
柳
庵
住
職

岩
手
第
二
教
区
四
一
番

岩
手
第
一
二
教
区
二
九
七
番

青
森
第
四
教
区
三
八
番

山
形
Ⅰ
第
六
教
区
七
九
番

安  

野  

重  

幸　

師

山  
岸  

俊  

道　

師

奥  

山  

雅  

廣　

師

池  

田  

好  

斉　

師

巣
林
寺
住
職

泉
髙
院
住
職

常
光
院
住
職

見
龍
寺
住
職

山
形
Ⅰ
第
一
六
教
区
一
九
五
番

山
形
Ⅱ
第
二
教
区
二
八
五
番

山
形
Ⅱ
第
三
教
区
三
〇
二
番

山
形
Ⅲ
第
一
〇
教
区
六
二
一
番

今  

野  

悦  

次　

師

渡  

邊  

紫  

山　

師

冷
岩
寺
住
職

松
庵
寺
住
職

山
形
Ⅲ
第
一
〇
教
区
六
二
四
番

秋
田
第
九
教
区
二
六
〇
番

教化センター布教師紹介
平成 25年４月１日～平成 27年３月 31日

教化センター布教師の派遣につきましては、教化センター又は直接ご本人にご連絡ください。
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