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葬
式
坊
主
に
徹
せ
よ

遠　

藤　

了　

義

　

私
の
住
職
寺
は
皆
様
に
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
配
布
さ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
の
で
見
て
頂
け
れ
ば
お
解
り
と
存
じ
ま
す
が
、
田
舎
で
敷
地

が
広
大
な
為
、
お
金
よ
り
草
が
沢
山
あ
る
お
寺
で
す
。

　

住
職
以
来
昔
は
生
は
本
堂
に
上
げ
な
い
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、
そ
ん
な
事
を
云
っ
て
い
る
と
み
ん
な
葬
儀
社
の
セ
レ
モ
に
行
っ

て
し
ま
い
ま
す
か
ら
、
本
堂
で
の
葬
儀
を
進
め
て
い
ま
す
。
セ
レ
モ
で
し
た
方
が
私
は
楽
な
の
で
す
が
。

　

法
事
は
自
宅
三
分
の
二
、
本
堂
三
分
の
一
で
、
葬
儀
は
自
宅
三
分
の
一
、
セ
レ
モ
三
分
の
一
、
本
堂
三
分
の
一
と
い
う
の
が
現
状
で
す
。

　

本
堂
は
椅
子
席
八
十
脚
、
本
堂
真
裏
の
ホ
ー
ル
が
六
十
脚
で
ほ
と
ん
ど
間
に
合
い
ま
す
。
庫
裡
は
畳
敷
で
五
〜
六
十
人
は
た
っ
ぷ
り
入

り
ま
す
が
、
皆
さ
ん
椅
子
の
方
が
良
い
と
い
っ
て
い
ま
す
。

　

本
堂
・
ホ
ー
ル
共
、
冷
暖
房
完
備
で
通
夜
・
葬
儀
二
日
間
で
三
万
円
で
す
（
法
事
は
五
千
円
）。
使
用
料
は
タ
ダ
で
す
が
奉
納
と
し
て

頂
い
て
お
り
ま
す
。

　

法
号
（
戒
名
）
は
檀
家
さ
ん
で
あ
れ
ば
四
字
の
信
士
等
は
無
料
で
す
。

　

檀
家
さ
ん
の
三
分
の
一
は
四
字
法
号
で
す
。
本
来
は
二
字
が
法
号
で
す
か
ら
、
院
号
、
信
士
、
居
士
は
位
号
で
す
か
ら
法
号
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
お
飾
り
で
す
の
で
ど
う
し
て
も
と
い
う
方
に
は
お
飾
り
料
と
し
て
、
お
願
い
し
て
余
分
に
頂
い
て
お
り
ま
す
。
今
ま
で
三
万
円

か
ら
二
百
万
円
ま
で
の
葬
儀
を
致
し
ま
し
た
。

　

笑
い
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
あ
る
法
要
で
若
い
施
主
が
い
か
ほ
ど
お
包
み
し
た
ら
と
云
う
の
で
、
住
職
が
お
気
持
ち
で
と
い
っ
た
ら
、
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終
わ
っ
て
お
布
施
の
袋
を
開
い
て
み
た
ら
「
お
気
持
」
と
書
い
た
紙
が
入
っ
て
い
た
と
い
う
本
当
の
話
が
あ
り
ま
す
。

　

現
代
人
に
は
普
段
か
ら
解
り
や
す
く
お
布
施
の
事
も
お
話
し
て
お
く
事
が
大
事
で
す
。
布
施
は
坊
さ
ん
へ
の
そ
の
時
の
労
働
の
対
価
で

は
無
く
、
広
大
な
お
寺
の
維
持
や
住
職
の
布
教
活
動
に
対
す
る
協
力
金
が
含
ま
れ
て
い
る
事
を
常
日
頃
理
解
し
て
も
ら
う
事
で
す
。

　

葬
式
坊
主
と
い
っ
て
坊
さ
ん
を
貶
し
、
お
寺
は
生
き
た
人
間
を
対
象
に
活
動
す
る
所
だ
と
声
を
大
き
く
し
て
い
る
坊
さ
ん
も
、
い
ざ
葬

儀
が
入
れ
ば
会
議
も
そ
こ
そ
こ
に
帰
っ
て
し
ま
う
。
例
え
ば
、
私
は
生
き
た
人
間
を
対
象
に
し
て
い
ま
す
か
ら
葬
儀
は
お
隣
の
お
寺
さ
ん

に
た
の
ん
で
く
れ
と
い
う
坊
さ
ん
は
一
人
も
い
な
い
。

　

今
現
実
に
葬
儀
を
中
心
に
動
い
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
私
は
葬
儀
を
き
ち
ん
と
勤
め
る
事
が
大
事
で
、
私
は
そ
れ
で
檀
家
を
増
や
し
て

き
ま
し
た
。

　

通
夜
十
五
分
、
葬
儀
五
分
の
法
話
と
、
葬
儀
・
法
事
後
の
会
食
も
出
来
る
だ
け
参
席
す
る
よ
う
に
心
が
け
て
い
ま
す
。
食
べ
た
い
か
ら

行
く
の
で
は
無
く
、
こ
の
場
が
又
、
布
教
の
場
な
の
で
す
。

　

お
檀
家
で
あ
れ
ば
家
族
構
成
や
家
庭
の
経
済
状
態
、
故
人
の
人
柄
等
は
解
り
ま
す
が
、
飛
び
入
り
の
葬
儀
は
必
ず
職
業
、
人
柄
、
趣
味
、

家
族
構
成
な
ど
を
伺
っ
て
か
ら
通
夜
・
葬
儀
に
臨
み
ま
す
。
そ
う
い
う
中
で
十
軒
に
一
軒
位
は
檀
家
に
な
る
な
ど
お
寺
と
の
縁
が
出
来
ま
す
。

　

新
聞
の
コ
ラ
ム
に
、
葬
儀
に
来
た
坊
さ
ん
が
「
こ
ん
に
ち
は
」
の
挨
拶
と
、「
お
経
を
上
げ
さ
せ
て
頂
き
ま
す
」、
終
わ
っ
て
「
失
礼
し

ま
す
」
の
三
回
位
し
か
言
葉
を
発
し
な
か
っ
た
。
こ
ん
な
坊
さ
ん
に
来
て
貰
わ
な
く
と
も
良
い
と
出
て
い
ま
し
た
。

　

こ
う
い
う
坊
さ
ん
も
居
る
よ
う
で
す
。

　

私
の
寺
に
は
永
代
供
養
合
葬
墓
や
ペ
ッ
ト
の
合
葬
墓
も
あ
り
ま
す
の
で
、
犬
猫
が
縁
で
お
檀
家
に
な
る
場
合
も
あ
り
、
ペ
ッ
ト
の
墓
が

一
番
綺
麗
で
す
。

　

田
舎
で
不
便
な
お
寺
で
す
が
、
生
き
た
人
間
も
相
手
に
し
ど
う
し
た
ら
人
が
集
ま
る
か
と
努
力
し
て
い
ま
す
。

　

正
月
の
初
祈
祷
、
お
盆
の
行
事
は
別
と
し
て
、
五
月
の
連
休
の
内
一
日
は
文
化
講
座
、
講
演
会
、
展
示
会
を
、
十
一
月
お
会
式
後
に
は
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落
語
会
（
本
年
十
一
回
目
）
な
ど
に
は
百
人
程
、
暮
の
除
夜
の
鐘
な
ど
は
二
、
三
百
人
程
で
半
分
以
上
は
檀
家
外
の
方
々
で
す
。

　

庫
裡
の
玄
関
を
開
け
る
と
椅
子
席
テ
ー
ブ
ル
で
七
〜
八
人
は
い
つ
で
も
腰
掛
け
て
お
茶
が
飲
め
る
よ
う
に
し
て
あ
り
ま
す
の
で
、
セ
ー

ル
ス
マ
ン
や
銀
行
員
、
お
檀
家
を
始
め
ど
な
た
で
も
時
間
の
あ
る
方
は
お
茶
を
飲
み
話
を
し
て
帰
り
ま
す
。

　

私
は
い
つ
も
私
の
所
は
「
皆
の
宗
」
で
す
か
ら
と
云
っ
て
、
ご
縁
を
大
切
に
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
昔
、
お
寺
で
色
々
な
事
を
致
し
て
お
り
ま
し
た
。
寺
子
屋
で
勉
強
を
教
え
て
い
た
の
は
学
校
に
と
ら
れ
、
養
生
な
ど
の
漢
方
医
療

は
病
院
に
と
ら
れ
、
社
会
活
動
は
公
民
館
に
と
ら
れ
唯
一
残
っ
た
葬
儀
も
葬
祭
業
者
セ
レ
モ
に
と
ら
れ
、
こ
れ
か
ら
の
寺
院
は
大
変
と
存

じ
ま
す
。

　

お
配
り
し
た
も
の
を
参
考
に
し
て
坊
さ
ん
も
自
己
反
省
を
し
な
が
ら
今
残
さ
れ
た
葬
儀
を
し
っ
か
り
行
う
事
か
ら
始
め
て
い
く
事
が
大

切
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
「
現
代
宗
教
研
究
」
第
四
十
号
（
平
成
十
八
年
刊
行
）
三
四
二
頁
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、「
有
難
い
と
感
じ
る
こ
と
が
出
来
な
い
僧
侶
に

高
い
布
施
を
す
る
必
要
を
感
じ
な
い
」
葬
儀
自
体
に
「
有
難
い
」「
葬
儀
を
し
て
良
か
っ
た
」
と
思
え
る
部
分
が
減
少
し
て
き
た
こ
と
に

僧
侶
の
認
識
不
足
と
常
に
お
寺
や
住
職
と
檀
信
徒
の
方
々
と
縁
を
深
め
て
い
な
い
為
と
存
じ
ま
す
。

　

昔
は
坊
さ
ん
よ
り
頭
の
良
い
人
は
居
な
か
っ
た
が
、
今
は
坊
さ
ん
よ
り
頭
の
悪
い
人
は
居
な
い
と
認
識
し
て
精
進
努
力
せ
ね
ば
な
ら
な

い
。
は
だ
か
の
王
様
、
お
山
の
大
将
で
、
誰
も
注
意
し
て
く
れ
な
い
。

　

お
寺
自
身
、
坊
さ
ん
自
身
が
自
分
達
は
し
っ
か
り
と
宗
教
活
動
を
や
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
、
決
し
て
お
金
儲
け
の
為
に
や
っ
て
い
る
ん

じ
ゃ
な
い
ん
で
す
よ
と
い
う
事
を
示
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　

よ
く
言
わ
れ
て
ま
す
が
、「
教
学
な
き
現
場
と
現
場
な
き
教
学
」
寺
が
単
な
る
経
営
の
場
に
な
っ
て
い
く
こ
と
と
、
教
学
が
実
践
性
を

失
い
心
情
の
無
い
専
門
的
な
知
性
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
な
ど
、
色
々
あ
る
が
要
は
坊
さ
ん
自
身
の
生
活
の
あ
り
方

が
重
要
で
宗
教
者
と
し
て
社
会
や
人
々
に
ど
う
関
わ
り
を
も
っ
て
い
く
か
が
大
切
で
自
信
と
誇
り
を
も
っ
て
葬
儀
を
執
行
す
る
事
で
あ
る
。
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