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住
職

じ
ゅ
う
し
ょ
く

継 け

い

職
し
ょ
く

奉
告

ほ

う

こ

く 

  

こ
の
度
、
西
照
寺
第
十
四

世
釋
教
潤
か
ら
第
十
五
世
釋

基
正
へ
、
住
職
を
継
職
し
て

い
く
手
続
き
と
し
て
、
報
恩

講
の
御
座(

逮
夜)

に
併
せ
て
住

職
継
職
の
お
勤
め
を
致
し
ま

す
。
か
と
い
っ
て
、
特
別
な

事
業
や
法
要
を
企
画
し
て
い

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

「
新
型
コ
ロ
ナ
」
の
完
全

な
終
息
が
見
通
せ
た
折
に
、

新
住
職
の
も
と
門
信
徒
の
皆

様
に
ご
相
談
う
え
、
何
か
事

業
や
法
要
が
計
画
さ
れ
る
も

の
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
節
、

ご
高
配
を
賜
れ
ば
幸
甚
で
ご

ざ
い
ま
す
。 

 
 

合
掌 

 

報 

恩 

講 

勤
修 

 

左
記
の
と
お
り
今
年
度
の
報
恩
講
を
お
勤
め
い
た
し
ま
す 

お
参
り
く
だ
さ
い
ま
せ 

お
つ
と
め
の
時
間 

十
一
月
六
日(

日
）
午
後
二
時
（
逮
夜
）
～ 

住
職
継
職
奉
告 

 
七
日(

月
）
午
前
九
時
半
（満
日
中
）
～ 

 
 
 
 

 
  

 

布
教
使 

林 

史
樹 

師 
高
岡
市
伏
木
要
願
寺
住
職 

 

※
今
年
度
お
斎(

御
膳)

は
あ
り
ま
せ
ん
。 

ま
た
、
六
日
晩
の
お
初
夜
は
あ
り
ま
せ
ん 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

西
谷
山 

西 
照 
寺 

 



 
 

 

「
新
型
コ
ロ
ナ
」
か
ら
問
わ
れ
て
い
る
こ
と 

先
ず
は
、「
人
間
中
心
主
義
」
に
対
す
る
警
鐘
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。 人

間
は
、
人
間
相
互
の
関
係
、
さ
ま
ざ
ま
な
動
植
物
・
大
自
然
と
の
関

係
性
の
中
で
相
互
に
依
存
し
共
生
し
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
忘
れ
た

か
の
よ
う
に
、
豊
か
さ
を
求
め
未
開
の
地
を
開
拓
し
環
境
を
破
壊
し
て

き
た
。
そ
の
結
果
、
野
生
の
動
物
は
住
み
家
を
追
わ
れ
、
人
間
と
接
触
す

る
機
会
が
多
く
な
り
ま
し
た
。
最
近
よ
く
、
熊
や
猪
な
ど
野
生
の
動
物

が
街
に
出
没
し
た
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
を
耳
に
し
ま
す
。
こ
う
い
う
こ
と

な
の
で
し
ょ
う
。 

今
回
は
、
人
間
に
と
っ
て
毒
性
の
強
い
野
生
コ
ウ
モ
リ
由
来
と
さ
れ

る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
が
、
人
に
感
染
し
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
の
中
で
、

あ
っ
と
い
う
間
に
世
界
に
広
が
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。 

 

二
つ
に
は
、「
自
分
の
命
は
自
分
の
も
の
、
所
有
物
で
あ
る
」
と
い
う

見
方
の
問
題
で
す
。
人
間
中
心
主
義
を
生
み
出
す
背
景
に
も
な
っ
て
い

る
よ
う
に
思
い
ま
す
。 

 
 
 

い
の
ち
の
事
実 

こ
れ
は
自
分
の
命
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、
事
実
は
、
両
親
を
は
じ 

め
長
い
先
祖
の
歴
史
の
中
で
、
一
方
的
に
与
え
ら
れ
た
命
で
す
。
私
の

意
志
で
こ
の
環
境
に
生
ま
れ
て
き
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て

命
を
長
ら
え
さ
せ
る
た
め
に
、
他
の
動
植
物
の
命
を
取
っ
て
こ
な
け
れ

ば
生
き
て
い
け
ま
せ
ん
。
そ
れ
か
ら
、
大
自
然
の
恵
み
。
心
臓
一
つ
、
血

液
の
流
れ
も
自
分
の
意
志
で
動
か
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

人
間
同
士
の
関
係
性
も
非
常
に
重
要
で
す
。 

そ
う
す
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
無
限
と
も
言
え
る
よ
う
な
つ
な
が
り
や

支
え
、
関
係
性
の
中
で
、
自
分
で
な
い
も
の
に
よ
っ
て
「
生
か
さ
れ
て
い

る
」
と
い
う
の
が
「
い
の
ち
の
事
実
」
で
す
。 

 

修
行
道
地
経
に
、
子
ど
も
た
ち
が
砂
浜
で
、
お
城
や
家
や
動
物
や
い

ろ
ん
な
も
の
を
作
っ
て
遊
ん
で
い
る
と
い
う
話
が
出
て
き
ま
す
。
間
違

っ
て
足
で
引
っ
か
け
お
城
を
破
損
さ
せ
た
子
が
い
ま
し
た
。「
俺
の
城
を

壊
し
て
何
て
こ
と
す
る
ん
だ
」、
作
っ
た
子
が
怒
り
ま
す
。「
ご
め
ん
、
ご

め
ん
」
と
言
っ
て
治
そ
う
と
し
ま
す
が
、
う
ま
く
い
き
ま
せ
ん
。
周
り
の

子
も
は
や
し
立
て
ま
す
。
そ
う
こ
う
し
て
い
る
内
に
夕
方
に
な
っ
て
薄

暗
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
み
ん
な
家
に
帰
っ
て
い
き
ま
す
。
残
さ
れ
た

半
分
壊
れ
た
よ
う
な
砂
の
造
形
物
は
、
や
が
て
風
や
波
に
流
さ
れ
て
も

と
の
砂
浜
に
帰
っ
て
い
く
と
い
う
話
で
す
。 

 

こ
れ
は
私
た
ち
の
命
の
こ
と
を
言
う
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
私 



の
命
の
根
底
に
は
、
無
限
に
広
が
る
砂
浜
の
よ
う
な
根
源
的
い
の
ち
の

世
界
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
で
、
い
ろ
い
ろ
な
条
件
（
因
と
縁
）
が
重

な
り
合
っ
て
砂
の
造
形
物
の
よ
う
に
、
人
間
と
い
う
形
に
な
っ
た
り
、

動
物
や
花
に
な
っ
た
り
し
ま
す
。
そ
し
て
、
条
件
が
変
わ
れ
ば
違
う
形

に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
仏
教
で
は
、「
縁
起
」（
因
縁
生
起
）

と
教
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ど
の
形
（
命
）
に
良
い
と
か
悪
い
と
か
は

あ
り
ま
せ
ん
。
み
な
平
等
で
あ
り
、
物
事
を
区
別
し
な
い
と
い
う
こ
と

で
「
無
分
別
」
と
い
う
言
い
方
も
し
ま
す
。 

 

十
九
世
紀
の
初
頭
、
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
・
マ
ッ
ハ
ー

は
、「
宗
教
の
本
質
と
は
、
宇
宙
へ
の
直
観
と
感
情
で
あ
る
」
と
書
い
て

い
ま
す
。
哲
学
者
に
こ
う
い
う
見
方
を
さ
れ
る
方
が
多
い
の
で
し
ょ
う

か
。
十
数
年
前
に
亡
く
な
ら
れ
た
哲
学
者
池
田
晶
子
さ
ん
は
、
死
ぬ
と

き
に
「
池
田
晶
子
は
死
に
ま
す
が
、
私
は
死
に
ま
せ
ん
。
私
は
宇
宙
で

す
」
と
言
わ
れ
た
そ
う
で
す
。
確
か
に
、
宇
宙
と
い
う
根
源
的
な
い
の
ち

の
世
界
が
あ
っ
て
、
種
々
の
条
件
が
整
っ
て
、
宇
宙
の
一
部
と
し
て
「
池

田
晶
子
」
と
い
う
肉
体
を
持
っ
て
生
ま
れ
て
き
た
。
池
田
晶
子
は
い
の

ち
の
本
体
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
根
源
的
な
宇
宙
の
い
の
ち
の
摂
理

に
従
っ
て
、
生
滅
変
化
し
て
元
の
い
の
ち
の
本
体
に
帰
っ
て
い
か
れ
た

と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。
仏
教
と
同
質
の
も
の
を
感
じ
ま
す
。 

 
 
 
 
 

自
我
に
生
き
る 

 

と
こ
ろ
が
人
間
は
、
与
え
ら
れ
た
こ
の
形
（
命
）
を
、
こ
れ
は
自
分
の

命
で
私
の
所
有
物
だ
と
い
う
「
自
我
」
が
生
ま
れ
ま
す
。
そ
う
す
る
と
物

事
を
「
分
別
」
し
て
、
自
分
の
都
合
の
良
い
よ
う
に
生
き
た
い
と
執
着

（
我
執
）
し
ま
す
。
生
老
病
死
で
い
う
と
、
若
く
て
健
康
で
長
生
き
は
良

い
事
幸
せ
な
こ
と
で
、
老
病
死
は
悪
い
事
不
幸
な
こ
と
だ
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。 

自
分
の
思
い
や
欲
望
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
が
幸
せ
で
喜
び
だ
。
こ
の

欲
望
は
限
り
な
く
増
大
し
て
い
き
ま
す
。 

「
こ
ん
な
素
晴
ら
し
い
服
が
あ
り
ま
す
よ
。
こ
ん
な
デ
ザ
イ
ン
の
車

は
ど
う
で
し
ょ
う
か
」。 

人
間
の
欲
望
を
煽
る
よ
う
に
大
量
の
情
報
が
流
さ
れ
て
い
ま
す
。
大

量
生
産→

大
量
消
費→

大
量
廃
棄
。
こ
れ
が
経
済
を
支
え
て
き
た
と
聞

い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
結
果
公
害
や
環
境
汚
染
破
壊
が
深
刻
で
、

さ
ま
ざ
ま
な
命
が
損
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
南
北
の
経
済
貧
富
の
格
差
。

資
源
の
枯
渇
。
深
刻
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。 

こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
「
新
型
コ
ロ
ナ
」
の
問
題
で
す
。
こ
の
こ
と

は
、
私
の
根
底
に
あ
る
根
源
的
い
の
ち
の
世
界
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の

が
つ
な
が
り
関
係
性
を
持
っ
て
い
る
。 

 

（
裏
面
に
続
く
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（
中
面
か
ら
の
続
き
） 

私
た
ち
に
、
自
分
中
心
の
自
我
の
思
い
で
は
な
く
て
、
そ
の
関
係
性

か
ら
、
自
我
の
あ
り
方
を
見
直
し
て
い
く
生
活
の
大
切
さ
を
気
づ
く

よ
う
に
と
、
促
し
て
く
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。 

   

釈
尊
の
気
づ
き 

釈
尊
は
、
人
生
は
「
苦
」
な
り
と
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
た
。
人
間

の
本
質
と
は
、
苦
悩
し
た
り
不
安
に
思
っ
た
り
す
る
こ
と
だ
と
言
わ

れ
る
の
で
す
。
そ
の
苦
の
中
で
も
「
死
」
が
根
源
的
で
す
。
ど
ん
な

に
自
分
の
思
い
を
遂
げ
、
欲
望
を
満
た
し
て
も
、
必
ず
死
ぬ
よ
う
に

な
っ
て
い
ま
す
。 

こ
の
自
分
の
死
と
真
摯
に
向
き
合
う
時
、
ど
う
し
て
も
自
分
を
問

わ
ず
に
は
お
れ
ま
せ
ん
。
自
分
は
何
の
た
め
に
人
間
に
生
ま
れ
た
の

か
。
こ
の
人
生
に
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
と
い
う
の
か
。
何
を
す
る
た

め
の
人
生
な
の
か
。
こ
の
ま
ま
で
い
い
の
か
な
ど
で
す
。
私
に
何
か

問
題
が
あ
る
か
ら
、
苦
悩
す
る
の
で
し
ょ
う
。
苦
悩
す
る
か
ら
私
の

迷
妄
に
気
づ
く
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

苦
悩
の
背
景
に
は
、
私
の
迷
妄
を
超
え
て
真
実
の
安
楽
さ
と
り
に

到
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
願
い
、
根
源
的
い
の
ち
の
世
界
か
ら
の
は
た

ら
き
が
、
は
た
ら
い
て
い
る
と
釈
尊
は
気
づ
い
た
の
で
し
た
。 

哲
学
者
で
し
た
ら
、
そ
れ
は
「
宇
宙
か
ら
の
は
た
ら
き
だ
」
と
い

う
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
で
は
私
に
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
そ

の
私
の
た
め
に
、
心
（
感
情
）
に
届
く
よ
う
に
、
そ
の
こ
と
を
悟
っ

た
阿
弥
陀
様
が
お
ら
れ
て
、
念
仏
と
な
っ
て
私
を
救
う
た
め
に
「
気

づ
け
よ
目
覚
め
よ
」
と
、
は
た
ら
い
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
。
と
教
え

て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

こ
の
い
の
ち
の
本
源
に
気
づ
か
さ
れ
た
、
親
鸞
聖
人
は
『
一
切
の

有
情
は
、
み
な
も
っ
て
世
々
生
々
の
父
母
兄
弟
な
り
、
い
づ
れ
も
い

づ
れ
も
、
こ
の
順
次
生
に
仏
に
成
り
て
た
す
け
候
ふ
べ
き
な
り
』
と

述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
根
源
的
い
の
ち
の
世
界
で
は
、
み
ん
な
ど
こ

か
で
つ
な
が
り
、
関
係
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
あ
る
意
味
で
は
、
す

べ
て
が
私
で
あ
る
と
い
う
目
覚
め
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

そ
う
す
る
と
自
分
の
こ
と
よ
り
も
他
者
の
た
め
に
自
分
を
捨
て
て

生
き
て
い
こ
う
と
す
る
心
が
促
さ
れ
て
き
ま
す
。
そ
こ
に
こ
そ
、
私

の
生
き
る
意
味
、
生
死
の
問
題
を
超
え
、
救
わ
れ
て
い
く
道
が
開
け

て
く
る
と
親
鸞
様
は
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
合
掌 

（
文
責
住
職
） 

 
 
 
 
 


