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宗
報
平
成
十
五
年
五
月
号

第
一
八
二
号
改
訂
第
十
四
号

寺
院
経
済
基
盤
と
し
て
の
葬
儀
に
つ
い
て

｜
二
月
に
開
か
れ
た
千
葉
教
研「
二
十
一
世
紀
の
寺
院
運
営
」
か
ら

（
日
蓮
宗
現
代
宗
教
研
究
所
主
任
）

伊

藤

立

教

岩
間
湛
正
宗
務
総
長
が
掲
げ
る
平
成
十
五
年
度
施
政
の
重
点
目
標
と
し
て
、
葬
儀
に
対
す
る
取
り
組
み
、
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

平
成
十
四
年
度
の
千
葉
県
教
化
研
究
会
議
は
、
平
成
十
五
年
二
月
二
十
六
日
、
茂
原
市
の
葬
祭
会
館
・
茂
原
ア
ス
カ
「
法
輪
閣
」
を
会

場
に
、
千
葉
西
部
宗
務
所
（
畠
山
慈
浄
所
長
）
が
担
当
し
、
教
師
百
十
六
名
寺
庭
婦
人
三
十
七
名
計
百
五
十
三
名
が
参
加
し
て
、「
二
十

一
世
紀
の
寺
院
運
営
｜
立
教
開
宗
七
五
〇
年
か
ら
の
出
発
」
を
テ
ー
マ
に
教
化
研
究
の
場
が
持
た
れ
た
が
、
そ
の
内
容
は
、
葬
儀
に
対
す

る
取
り
組
み
、
そ
の
も
の
で
し
た
。

開
会
式
に
続
く
基
調
講
演
に
先
立
つ
挨
拶
で
、
ア
ス
カ
葬
儀
店
丸
淳
一
社
長
が
、
大
規
模
に
多
角
的
に
展
開
し
て
い
る
事
業
に
つ
い

て
、
実
業
家
と
し
て
の
抱
負
を
披
露
、「
世
の
中
は
、
目
に
見
え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の
（
こ
れ
が
本
当
の
世
界
）
で
成
り
立
つ
。
僧

侶
か
ら
、
精
神
世
界
を
ご
指
導
願
い
た
い
」
と
締
め
く
く
ら
れ
ま
し
た
。
イ
ラ
ク
情
勢
・
拉
致
問
題
・
少
子
高
齢
化
の
世
情
か
ら
入
る
、

二
十
五
分
間
の
わ
か
り
や
す
い
「
講
演
」
で
し
た
。

お
寺
は
生
涯
何
を
す
る
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基
調
講
演
は
、
ア
ス
カ
葬
儀
店
本
橋
和
也
本
部
長
が
、

１
、
葬
儀
社
か
ら
見
る
葬
儀
の
形
態

●
今
ま
で
の
葬
儀

村
の
一
大
事
！

お
葬
式
は
隣
組
と
お
寺
で
す
る

葬
儀
の
手
配
は
隣
組
が
釜
の
準
備
ま
で
！

●
現
在
の
葬
儀

村
の
し
き
た
り
と
葬
儀
社
の
し
き
た
り

土
地
の
人
間
と
新
住
民

●
未
来
の
葬
儀

住
職
の
い
な
い
お
葬
式
、
無
宗
教
、
送
る
会

結
婚
式
の
昔
と
今

２
、
変
わ
り
つ
つ
あ
る
葬
儀
の
現
場

●
変
わ
り
つ
つ
あ
る
信
仰

先
祖
あ
っ
て
の
自
分
か
ら
、
自
分
が
先
祖

●
寺
院
か
ら
離
れ
る
葬
儀

菩
提
寺
が
あ
っ
て
も
寺
院
紹
介
の
相
談
を
す
る
お
施
主
様

寺
院
墓
地
よ
り
宗
派
を
問
わ
な
い
霊
園
が
満
杯
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●
現
代
社
会
に
合
わ
な
い
寺
院

お
葬
式
の
時
だ
け
思
い
出
す
お
寺
様

心
の
教
育

農
家
は
生
涯
米
を
作
る
、
お
寺
は
生
涯
何
を
す
る

の
順
に
、
六
十
五
分
間
話
さ
れ
ま
し
た
。

私
た
ち
が
傾
聴
す
べ
き
内
容
で
し
た
の
で
、
要
点
を
箇
条
書
き
に
ご
紹
介
し
ま
す
。

葬
儀
と
い
う
場
面
で
最
も
身
近
に
い
る
葬
祭
業
者
か
ら
見
た
「
お
坊
さ
ん
・
お
寺
さ
ん
」
は
、

ふ
だ
ん
葬
儀
の
こ
と
を
檀
家
さ
ん
に
話
し
て
い
な
い
か
ら
、「
葬
儀
は
葬
儀
屋
に
」
と
な
る
。

従
っ
て
、
葬
儀
の
日
程
と
僧
侶
紹
介
を
葬
儀
屋
が
や
る
こ
と
に
な
る
。
葬
儀
屋
主
導
に
な
る
。

葬
儀
の
お
坊
さ
ん
を
紹
介
す
る
と
い
う
寺
院
紹
介
業
者
が
い
て
、
葬
儀
屋
に
接
触
し
て
く
る
。

お
布
施
の
意
味
が
わ
か
ら
な
い
、
お
布
施
に
疑
問
が
あ
る
、
と
聞
か
さ
れ
る
。

寺
を
持
た
な
い
僧
侶
は
故
人
を
あ
の
世
に
送
れ
な
い
、
と
教
え
て
ほ
し
い
。

無
宗
教
葬
が
ど
ん
ど
ん
ふ
え
る
。
創
価
学
会
の
友
人
葬
（
カ
ザ
リ
モ
ノ
の
僧
侶
は
い
ら
な
い
）。

結
婚
式
の
今
昔
と
同
じ
で
、（
お
坊
さ
ん
の
）
知
ら
な
い
う
ち
に
葬
儀
が
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。

ホ
テ
ル
で
キ
リ
ス
ト
教
式
結
婚
式
を
挙
げ
た
り
、
結
婚
式
は
せ
ず
に
披
露
宴
の
み
行
う
今
の
若
者
。

そ
ん
な
若
者
が
葬
儀
の
喪
主
に
な
る
と
ど
う
な
る
の
か
、
と
い
う
危
機
感
が
全
く
僧
侶
に
な
い
。

子
供
の
減
少
、
社
会
の
高
齢
化
、
核
家
族
化
、
檀
家
減
少
、
葬
儀
の
簡
素
化
、
布
施
半
減
。

葬
儀
布
施
｜
親
の
葬
儀
の
喪
主
と
な
る
四
、
五
十
代
の
支
払
え
る
金
額
と
な
る
。
金
額
言
う
べ
き
。

若
い
人
に
、
先
祖
あ
っ
て
の
自
分
、
と
教
え
て
お
か
な
い
と
。
こ
れ
は
お
坊
さ
ん
の
役
割
。
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十
年
後
に
困
る
。
先
祖
の
供
養
を
し
な
い
。
菩
提
寺
が
あ
っ
て
も
寺
院
紹
介
を
頼
む
喪
主
が
い
る
。

菩
提
寺
が
地
元
の
寺
の
紹
介
を
葬
儀
屋
に
頼
む
。
お
か
し
い
。
菩
提
寺
が
寺
を
手
配
す
べ
き
。

葬
儀
布
施
や
お
葬
式
、
有
り
難
い
と
思
っ
た
ら
文
句
言
わ
な
い
。
普
段
の
つ
き
合
い
が
な
い
と
ダ
メ
。

寺
院
墓
地
よ
り
霊
園
墓
地
が
い
い
と
い
う
。
菩
提
寺
を
持
ち
た
が
ら
な
い
。
意
味
づ
け
し
な
い
と
。

信
仰
心
を
起
こ
す
働
き
か
け
。
苦
し
ん
で
い
る
人
た
ち
に
教
え
る
。

今
月
の
日
蓮
宗
新
聞
に
、
無
料
で
お
寺
の
開
放
を
、
と
あ
っ
た
。
葬
儀
も
含
め
た
対
応
を
。

お
寺
は
生
涯
何
を
す
る

住
み
や
す
い
国
を
つ
く
る
た
め
の
人
づ
く
り
、
寺
を
伝
え
残
し
て
。

お
寺
と
葬
儀
社
は
、
切
っ
て
も
切
れ
な
い
ご
縁
あ
り
。
ど
う
か
よ
ろ
し
く
。

と
い
う
内
容
で
し
た
。

お
坊
さ
ん
は
法
を
説
い
て
ほ
し
い

昼
食
後
の
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
は
、
千
葉
四
管
区
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
教
師
二
名
寺
庭
婦
人
一
名
が
パ
ネ
ラ
ー
と
な
り
、
伊
藤
立
教

現
宗
研
主
任
・
西
川
佳
璋
千
葉
教
化
セ
ン
タ
ー
長
・
大
塩
孝
信
千
葉
教
研
実
行
委
員
長
を
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
に
、
田
中
見
定
千
葉
教
研
運
営

委
員
が
司
会
し
て
、
配
布
さ
れ
た
資
料
集
の
な
か
に
印
刷
さ
れ
て
い
る
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
内
容
十
項
目
を
話
し
合
い
ま
し
た
。

事
前
に
パ
ネ
ラ
ー
全
員
が
打
ち
合
わ
せ
を
行
い
、
発
言
内
容
・
発
言
順
を
割
り
振
っ
て
本
番
に
臨
み
、
集
計
し
終
え
て
資
料
集
に
刷
り
込

ん
で
あ
る
千
葉
四
管
区
全
教
師
・
寺
庭
婦
人
対
象
ア
ン
ケ
ー
ト
「
二
十
一
世
紀
の
寺
院
運
営
に
つ
い
て
」
も
参
考
に
、
一
般
参
加
者
の
意

見
も
聞
き
ま
し
た
。

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
終
え
、
質
疑
応
答
と
ま
と
め
で
、
六
時
間
の
教
研
会
議
を
終
了
し
ま
し
た
。
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お
坊
さ
ん
に
ま
だ
信
用
が
あ
る
う
ち
に

講
評
と
し
て
は
、

・
女
性
教
師
・
寺
庭
婦
人
の
参
加
が
全
体
の
三
割
と
多
く
、
発
言
も
多
か
っ
た
。

・
葬
儀
会
館
は
、
会
議
の
会
場
と
し
て
使
い
よ
か
っ
た
。

・
葬
祭
業
者
二
氏
の
話
は
具
体
的
で
、「
お
坊
さ
ん
は
法
を
説
い
て
ほ
し
い
」
な
ど
参
考
に
な
っ
た
。

・
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
は
成
功
し
た
（
お
そ
ら
く
初
め
て
）。

・
予
定
調
和
（
は
じ
め
か
ら
結
論
が
見
え
て
し
ま
っ
て
い
る
）
さ
せ
ぬ
よ
う
、
結
論
を
急
が
な
か
っ
た
。

・
檀
信
徒
に
「
な
ぜ
菩
提
寺
が
必
要
か
」
を
い
う
な
ら
、「
な
ぜ
日
蓮
宗
が
必
要
か
」
を
自
問
す
べ
き
。

・
法
を
説
き
た
い
が
、「
日
蓮
宗
の
規
範
」
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
教
学
の
不
在
、
教
化
の
混
乱
。

・
葬
儀
に
安
住
し
、
法
を
説
か
な
い
。
教
化
を
し
な
い
、「
教
学
」
を
必
要
と
し
な
い
現
場
。

・
日
蓮
聖
人
が
大
事
か
、
日
蓮
宗
が
大
事
か
。
日
蓮
聖
人
が
大
事
、
と
い
う
な
ら
、
す
べ
き
こ
と
あ
り
。

・
お
坊
さ
ん
に
ま
だ
信
用
が
あ
る
う
ち
で
す
ぞ
、
檀
信
徒
教
化
、
未
信
徒
教
化
は
。

・
教
研
ら
し
い
教
研
に
な
っ
た
。
調
査
と
研
究
の
機
関
で
あ
る
現
宗
研
に
と
っ
て
も
、
得
る
も
の
大
で
あ
っ
た
。

収
入
少
な
く
、
と
て
も
生
活
で
き
な
い
！

調
査
と
研
究
の
機
関
で
あ
る
現
宗
研
に
と
っ
て
得
る
も
の
大
、
で
あ
っ
た
の
は
、
千
葉
教
研
事
務
局
が
事
前
に
収
集
し
、
当
日
配
布

（
事
前
に
配
っ
て
お
か
れ
た
ら
最
高
）
の
資
料
集
に
掲
載
し
た
四
十
三
項
目
の
ア
ン
ケ
ー
ト
集
計
結
果
で
す
。
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こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
集
計
結
果
の
な
か
の
書
き
込
み
式
回
答
を
取
意
抜
粋
し
た
も
の
を
、
資
料
と
し
て
読
者
諸
師
に
提
供
し
ま
す
。

教
師
を
対
象
に
し
た
も
の
で
は
、

（
今
後
の
社
会
情
勢
・
寺
院
運
営
を
考
え
る
と
子
息
に
お
寺
を
承
い
で
も
ら
う
の
に
不
安
は
あ
り
ま
す
か
、
の
設
問
に
対
し
、
あ

る
、
と
回
答
し
た
人
の
意
見
）

人
口
激
減
も
あ
る
が
、（
若
い
）
寺
院
上
人
が
あ
ま
り
に
俗
的
に
な
っ
て
い
る
。

新
世
代
の
宗
教
観
、
常
識
の
変
化
・
喪
失
。

（
寺
院
に
対
す
る
意
見
を
求
め
た
設
問
で
は
）

住
職
と
い
う
も
の
を
頂
点
と
思
う
考
え
方
で
は
、
進
歩
が
な
い
。

世
情
、
時
の
流
れ
に
対
し
て
は
、
敏
感
で
あ
る
べ
き
。
代
務
の
寺
を
維
持
で
き
な
い
と
き
は
、
新
し
い
団
地
な
ど
へ
宗
門
か
ら
移

す
方
法
を
。

寺
院
の
過
疎
・
過
密
を
調
整
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

社
会
の
宗
教
意
識
の
変
化
、
殊
に
宗
教
離
れ
は
、
今
迄
の
寺
院
の
在
り
方
を
根
本
か
ら
考
え
直
す
こ
と
と
な
る
。

葬
儀
は
寺
院
の
死
活
問
題
。
し
か
し
、
騒
ぎ
立
て
る
の
は
逆
効
果
。

寺
庭
婦
人
を
対
象
に
し
た
も
の
で
は
、

（
お
寺
に
嫁
が
れ
た
こ
と
で
困
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
、
の
設
問
に
対
し
、
あ
る
、
と
回
答
し
た
人
の
意
見
）

寺
の
風
習
に
な
か
な
か
慣
れ
な
か
っ
た
こ
と
。

（
お
子
さ
ん
に
寺
の
後
を
継
い
で
欲
し
い
と
お
考
え
で
す
か
、
の
設
問
に
対
し
、
は
い
、
と
解
答
し
た
人
の
意
見
）

父
親
の
背
中
を
見
せ
ま
し
た
。
例
え
ば
昨
夜
い
く
ら
遅
く
帰
っ
て
も
朝
は
時
間
に
起
き
て
お
経
を
行
う
と
い
う
よ
う
な
。

（
上
の
設
問
で
、
い
い
え
、
と
回
答
し
た
人
の
意
見
）
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病
弱
ゆ
え
、
田
舎
等
の
寺
庭
は
勤
ま
ら
な
い
。

収
入
が
少
な
い
た
め
、
と
て
も
生
活
で
き
る
と
は
思
え
な
い
か
ら
！


