
        

五
月
十
四
日
、
曹
洞
宗
宗
務
庁
よ
り
法
幢

院
住
職
の
任
命
を
受
け
ま
し
た
。 

 

こ
れ
ま
で
寶
授
院
の
住
職
と
し
て
五
年

間
務
め
て
参
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
か
ら
は
先

代
の
名
に
恥
じ
ぬ
よ
う
両
寺
院
の
住
職
と

し
て
今
ま
で
以
上
に
努
力
・
精
進
し
て
参
り

ま
す
。 

 

檀
家
の
皆
様
か
ら
は
、
今
後
も
変
わ
ら
ぬ

御
指
導
・
御
支
援
を
賜
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。 

 

法
幢
院
・
寶
授
院
の
本
寺
で
あ
り
ま
す 

龍
石
山 

永
昌
院
（
山
梨
市
矢
坪
）
の
堀
内

正
樹
老
師
よ
り
、
お
祝
い
の
お
言
葉
を
頂
戴

し
ま
し
た
の
で
ご
紹
介
致
し
ま
す
。 

    

法
幢
院
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
松
山
典

嗣
師
が
住
職
に
就
任
さ
れ
ま
し
た
。
誠
に
お

め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

ご
承
知
の
方
も
多
い
と
存
じ
ま
す
が
、
曹

洞
宗
の
中
に
は
寺
格
の
規
定
が
あ
り
、
最
初 

     か
ら
法
幢
院
住
職
に
就
任
す
る
こ
と
が
不

可
能
で
あ
り
ま
し
た
。 

松
山
師
は
平
成
十
九
年
に
宝
授
院
住
職

に
就
任
さ
れ
て
か
ら
今
日
ま
で
、檀
信
徒
の

皆
様
に
ご
協
力
を
い
た
だ
い
て
法
幢
、宝
授

の
二
ヶ
寺
を
懸
命
に
守
り
、
教
化
檀
務
に
邁

進
さ
れ
る
様
子
は
す
で
に
皆
様
ご
存
じ
の

と
お
り
で
す
が
、
そ
の
傍
ら
曹
洞
宗
の
布
教

師
と
し
て
著
し
い
研
鑽
を
積
ま
れ
て
お
り

ま
す
。 

県
内
の
多
く
の
布
教
行
事
に
お
い
て
、老

若
男
女
に
優
し
く
的
確
に
仏
教
や
禅
の
教

え
を
伝
道
す
る
姿
は
本
当
に
頼
も
し
く
、
嬉

し
く
拝
見
し
て
お
り
ま
し
た
。最
近
は
後
輩

若
手
の
指
導
的
役
割
も
負
わ
れ
、信
望
は
誠

に
厚
き
も
の
が
あ
り
ま
す
。 

こ
の
度
は
そ
の
よ
う
な
活
動
、活
躍
が
評

価
さ
れ
、
五
月
十
四
日
、
曹
洞
宗
管
長
様
よ

り
正
式
に
辞
令
が
交
付
さ
れ
、法
幢
院
二
十

三
世
住
職
、
宝
授
院
兼
務
住
職
を
拝
命
さ
れ

た
の
で
あ
り
ま
す
。 

多
く
の
人
が
こ
の
日
を
待
っ
て
お
り
ま

し
た
。
私
も
そ
の
一
人
で
す
。
檀
信
徒
の
皆

様
と
共
に
心
か
ら
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。 

ど
う
か
典
嗣
方
丈
様
と
共
に
法
幢
院
、宝

授
院
が
ま
す
ま
す
発
展
し
、
長
く
守
り
伝
え

て
行
か
れ
ん
こ
と
を
お
祈
り
し
、ご
開
山
様
、

歴
代
住
職
様
、寺
を
守
っ
て
来
ら
れ
た
多
く

の
方
々
に
ご
報
告
申
し
上
げ
た
い
と
存
じ

ま
す
。 

 

松
山
新
住
職
様
、こ
れ
か
ら
も
お
体
に
お

気
を
つ
け
て
末
永
く
ご
活
躍
を
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。 

平
成
二
十
四
年
七
月
五
日 

永
昌
院
住
職 

堀
内
正
樹
合
掌 

   

宗
務
庁
よ
り
住
職
任
命
の
許
状
と
同
時

に
「
任
命
か
ら
三
年
以
内
に
晋
山
結
制
式
を

行
わ
な
け
れ
ば
住
職
の
資
格
を
喪
失
す
る

こ
と
と
な
る
」
と
の
通
知
を
受
け
ま
し
た
。 

 

つ
き
ま
し
て
、
総
代
会
役
員
会
を
開
き
、

ど
の
よ
う
に
晋
山
結
制
式
計
画
を
進
め
て

い
く
か
話
し
合
い
を
し
て
お
り
ま
す
。 

 

現
時
点
で
は
、
二
年
後
の
秋
頃
晋
山
結
制

式
を
お
こ
な
う
こ
と
。
ま
た
、
寺
で
の
葬
儀

を
望
む
声
が
あ
り
、そ
れ
を
視
野
に
入
れ
た

記
念
事
業
と
し
て
駐
車
場
の
整
備
を
考
え

て
お
り
ま
す
。 

 

檀
家
の
皆
様
に
ご
協
力
い
た
だ
き
晋
山

結
制
式
を
進
め
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お

り
ま
す
。計
画
の
詳
細
は
決
ま
り
次
第
ご
報

告
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

・
庫
裡
ト
イ
レ
修
善 

・
庫
裡
廊
下
天
井
ク
ロ
ス
張
り
替
え 

・
玄
関
チ
ャ
イ
ム
の
取
り
替
え 

・
自
家
水
ポ
ン
プ
マ
グ
ネ
ッ
ト
取
り
替
え 

・
禅
堂
の
壁
塗
装
工
事
一
式 

 

檀
家
の
皆
様
か
ら
の
護
持
会
費
で
右
記

の
修
善
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

   
 

青
年
僧
侶
の
法
式
研
修
の
為
、
五
月
一
五

日
、法
幢
院
に
て
大
般
若
会
法
要
を
厳
修
い

た
し
ま
し
た
。研
修
会
に
は
峡
東
地
域
の
青

年
僧
侶
十
二
人
が
参
加
し
、
法
幢
院
の
大
般

若
六
百
巻
を
使
用
し
約
三
時
間
、繰
り
返
し

法
式
研
修
を
行
い
ま
し
た
。 

大
般
若
会
と
は
『
大
般
若
経
』
を
転
読
す

る
事
で
、五
穀
豊
穣
や
国
家
安
寧
を
祈
念
し

人
々
を
幸
せ
に
す
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

法
幢
院
が
こ
の
よ
う
な
厳
か
な
法
要
の

研
修
の
場
と
し
て
選
ば
れ
、
大
変
嬉
し
く
思

っ
て
お
り
ま
す
。
先
祖
か
ら
受
け
継
が
れ
て

き
た
法
幢
院
の
『
大
般
若
経
』
六
百
巻
を
檀

家
の
皆
様
に
も
お
披
露
目
す
る
機
会
を
設

け
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

大
般
若
会
の
説
明
や
研
修
会
の
様
子
は

本
堂
内
・
水
場
横
の
掲
示
板
に
て
紹
介
し
て 
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夏
休
み
に
禅
の
集
い
が
開
か
れ
ま
す
の

で
ご
紹
介
致
し
ま
す
。
詳
し
い
内
容
・
日
程

な
ど
は
掲
示
板
に
て
ご
紹
介
し
ま
す
。申
し

込
み
は
法
幢
院
ま
で
お
願
い
し
ま
す
。 

●
峡
東
青
年
会
主
催 

七
月
二
十
一
・
二
十
二
日
（
一
泊
二
日
） 

 

場
所 

：
広
厳
院
（
笛
吹
市
一
宮
町
） 

参
加
費
：
三
千
円 

対
象 

：
小
中
学
生 

●
山
梨
県
青
年
会
主
催 

 

八
月
三
日
（
日
帰
り
） 

 

場
所 

：
自
元
寺
（
北
杜
市
白
州
町
） 

 

参
加
費
：
五
〇
〇
円 

 

対
象 

：
小
学
生 

   

二
月
二
十
三
日
に
息
子
・
宗
嗣
（
し
ゅ
う

じ
）
が
二
六
六
六
ｇ
で
誕
生
し
ま
し
た
の
で
、

ご
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

四
カ
月
を
過
ぎ
、
母
子
と
も
に
健
康
で
、

元
気
に
す
く
す
く
育
っ
て
お
り
ま
す
。 

 
 

    

   

① 

お
棚
経 

・
十
三
日
午
後 

瀬
木
・
上
原
・
巾 

 
 
 
 
 

踊
石
下
の
一
部 

・
十
四
日 

新
盆
の
ご
家
庭
・
大
藤 

 
 
 
 
 

上
条
・
塩
山
の
一
部
地
域 

・
十
五
日 

岩
波
・
上
切
・
二
子
山
・ 

 
 
 
 
 

上
小
田
原
・
下
小
田
原
・ 

 
 
 
 
 

踊
石
上
、
中
、
下 

※
都
合
に
よ
り
、
変
更
す
る
こ
と
も
ご
ざ
い

ま
す
が
、
御
了
承
下
さ
い
。 

※
ま
た
こ
の
地
域
以
外
へ
は
八
月
に
お
棚

経
へ
伺
う
予
定
で
す
。 

② 

寺
参
り 

七
月
十
六
日 

午
前
十
時
・
午
後
三
時 

※
御
都
合
に
合
わ
せ
て
御
来
山
下
さ
い
。 

③ 

精
霊
棚
に
お
供
え
し
た
牛
や
馬
、
供
物

を
川
へ
流
す
事
は
河
川
の
汚
染
に
つ
な

が
り
ま
す
。鐘
楼
横
の
畑
に
穴
を
準
備
し

ま
す
の
で
、そ
の
中
へ
入
れ
て
く
だ
さ
い
。 

※
穴
へ
は
右
記
以
外
の
腐
ら
な
い
物
（
ビ
ニ
ー

ル
等
）
は
入
れ
な
い
で
く
だ
さ
い
。 

④ 

世
話
人
の
交
代 

岩
波
組
の
世
話
人
が
岩
波
昇
様
よ
り
岩
波

守
和
様
へ
交
代
致
し
ま
し
た
。 

  

・ 
 

 

寺
か
ら
の
お
知
ら
せ 

は
じ
め
ま
し
て 

 

こ
ど
も
禅
の
集
い 

 


