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徳
川
家
康
を
支
え
た
僧
侶
た
ち

洞
林
寺
住
職
　
吉
　
田
　
俊
　
英

１
、
南
光
坊
天
海
と
金
地
院
崇
伝

　
大
河
ド
ラ
マ
『
ど
う
す
る
家
康
』
は
な
か
な
か

ぶ
っ
と
ん
だ
ド
ラ
マ
造
り
を
し
て
い
る
よ
う
で
す
。�

徳
川
家
康
は
幼
少
期
青
年
期
を
織
田
家
今
川
家
の

人
質
と
し
て
過
し
た
苦
労
人
で
し
た
。
苦
難
の
時

代
を
堅
忍
不
抜
に
生
抜
き
、
大
大
名
に
な
っ
た
後

は
豊
臣
家
と
諸
大
名
相
手
に
果
敢
に
立
ち
回
っ
た

老
獪
さ
は
広
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
松
本
潤
演
じ
る
青
年
期
の
家
康
は
決
断
力
を
欠

き
、
行
動
力
も
乏
し
い
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い

る
。
生
ま
れ
な
が
ら
に
優
れ
た
武
将
な
ど
い
ま
せ

ん
。
鍛
錬
を
重
ね
、
学
問
を
深
め
、
多
く
の
修
羅

場
を
経
験
し
て
こ
そ
、
名
将
へ
の
成
長
が
有
り
得

る
の
だ
ろ
う
。
ヘ
タ
レ
な
青
年
家
康
が
ど
う
狸
爺

に
成
長
し
て
い
く
か
、
楽
し
み
た
い
。

　
ド
ラ
マ
の
進
展
の
中
で
、
家
康
は
今
後
も
多
く

の
苦
難
に
直
面
し
、
苦
し
い
判
断
を
強
い
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
姉
川
の
戦
い
、
一
向
一

揆
、
三
方
が
原
の
戦
い
、
長
篠
の
戦
い
、
高
天
神

城
の
戦
い
、
築
山
殿
信
康
事
件
、
本
能
寺
の
変
、

小
牧
長
久
手
の
戦
い
、
関
ケ
原
の
戦
い
等
々
。

　
第
二
回
放
送
で
は
、
三
河
松
平
家
菩
提
寺
で
あ

る
浄
土
宗
大
樹
寺
の
住
職
を
里
見
浩
太
朗
が
演
じ

て
居
ま
し
た
。
岡
崎
市
の
大
樹
寺
は
家
康
の
祖
父

松
平
清
康
と
父
松
平
弘
忠
の
菩
提
所
で
す
。

　
家
康
を
支
え
た
僧
侶
と
し
て
は
、

江
戸
の
幕
府
を
開
い
た
家
康
の
ブ

レ
ー
ン
と
し
て
活
躍
し
た
南
光
坊
天

海
と
金
地
院
崇
伝
が
有
名
で
す
。
時

代
劇
で
は
、
古
狸
家
康
の
相
談
役
と

し
て
登
場
す
る
こ
と
も
多
い
僧
侶
で

す
。
天
海
は
家
康
の
信
頼
厚
く
、
家

康
滅
後
の
「
東
照
大
権
現
号
」
や
東

照
宮
造
営
の
中
心
を
担
っ
た
こ
と
で

有
名
で
す
。
崇
伝
は
明
や
朝
鮮
東
南

ア
ジ
ア
諸
国
と
の
交
易
、
西
欧
諸
国

と
の
接
触
、
外
交
文
書
の
起
草
や
朱

印
状
の
事
務
取
扱
を
一
手
に
引
き
受
け
ま
し
た
。

ま
た
寺
社
行
政
や
宗
教
関
係
の
法
制
度
も
担
当

し
、
寺
社
奉
行
の
も
と
と
な
る
全
国
の
寺
社
を
統

括
す
る
制
度
に
着
手
し
寺
社
の
行
政
シ
ス
テ
ム
を

確
立
し
ま
し
た
。

２
、
可
睡
斎
と
等
膳
和
尚

　
曹
洞
宗
の
寺
院
で
徳
川
家
と
の
縁
が
深
い
こ
と

で
知
ら
れ
て
い
る
の
が
、
静
岡
県
袋
井
市
に
あ
る

万
松
山
可
睡
斎
で
す
。
寺
紋
は
徳
川
家
と
同
じ
三

つ
葉
葵
を
使
用
し
て
お
り
、
現
在
の
本
堂
の
大
屋

根
の
左
右
に
大
き
な
三
つ
葉
葵
が
あ
り
ま
す
。
可

睡
斎
と
い
う
寺
の
由
来
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な

逸
話
が
あ
り
ま
す
。

　
　�

十
一
代
住
職
仙
麟
等
膳
大
和
尚
は
幼
い
家
康

を
戦
乱
か
ら
救
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
後
に
家

康
が
浜
松
城
主
と
な
っ
た
折
、
報
恩
の
為
に

城
に
招
か
れ
た
。
そ
の
席
で
コ
ッ
ク
リ
コ
ッ

ク
リ
居
眠
り
を
始
め
ま
し
た
。
そ
の
姿
を
見

た
家
康
は
和
尚
の
安
ら
か
な
親
愛
の
心
を
悟

り
、
和
尚
に
「
睡ね
む

る
可べ

し
」（
御
前
に
て
睡
っ

て
も
無
礼
で
は
な
い
と
の
意
）
と
言
い
、「
可

睡
和
尚
」
と
愛
称
せ
ら
れ
、
寺
号
も
東
陽
軒

か
ら
可
睡
斎
と
改
め
た
。
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残
念
な
が
ら
、
こ
れ
は
後
世
の
作
り
話
の
よ
う

で
す
。
徳
川
家
康
誕
生
前
に
「
可
睡
斎
」
と
い
う

寺
号
を
使
用
し
て
い
た
記
録
が
あ
る
そ
う
で
す
。

　
家
康
は
今
川
家
の
人
質
で
あ
っ
た
時
期
、
駿
府

城
下
の
臨
済
寺
に
預
け
ら
れ
、
そ
の
近
く
の
増
善

寺
の
知し

客か

（
受
付
や
接
待
の
責
任
者
）
を
勤
め
て

い
た
等
膳
和
尚
と
も
親
交
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

　
等
膳
和
尚
が
脚
光
を
浴
び
る
前
提
と
し
て
、
徳

川
家
を
揺
る
が
し
た
「
信
康
事
件
」
が
あ
り
ま
す
。

家
康
の
正
室
築
山
殿
と
嫡
男
信
康
は
織
田
信
長
か

ら
「
武
田
勝
頼
と
内
通
し
た
」
と
い
う
嫌
疑
を
か

け
ら
れ
、
信
長
は
家
康
に
両
名
の
処
分
を
命
じ
、

家
康
は
や
む
を
え
ず
天
正
七
（
一
五
七
九
）
年
八

月
築
山
殿
を
処
刑
し
、
九
月
信
康
に
切
腹
を
命
じ

信
康
は
自
害
し
ま
し
た
。

　
い
か
に
信
長
の
命
で
あ
っ
た
と
は
言
え
、
両
名

を
処
刑
す
る
こ
と
は
家
康
に
と
っ
て
辛
か
っ
た
こ

と
は
明
ら
か
で
す
。
家
康
に
と
っ
て
大
き
な
ト
ラ

ウ
マ
と
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　
浜
松
城
で
家
康
は
築
山
殿
の
怨
霊
に
苦
し
め
ら

れ
て
い
ま
し
た
。
家
康
は
可
睡
斎
の
等
膳
和
尚
に

怪
鬼
の
調
伏
を
命
じ
ま
し
た
。
等
膳
和
尚
が
弟
子

の
禅
易
と
宋
山
を
伴
い
浜
松
城
に
赴
き
、
家
康
の

寝
所
に
留
ま
り
禅
定
修
法
を
勤
め
菩
薩
戒
を
授
け

血
脈
を
与
え
る
と
、
築
山
殿
の
怨
霊
は
調
伏
さ
れ

ま
し
た
。
以
後
、
家
康
の
等
膳
和
尚
へ
の
帰
依
は

一
層
高
ま
っ
た
そ
う
で
す
。
等
膳
和
尚
の
恩
義
に

報
い
る
た
め
で
し
ょ
う
か
、
天
正
十
一
（
一
五
八

三
）
年
十
一
月
、
家
康
は
可
睡
斎
隠
居
等
膳
を
駿

河
・
遠
江
・
三
河
・
伊
豆
の
曹
洞
宗
寺
院
を
取
り

締
ま
る
僧
禄
に
任
じ
て
お
り
ま
す
。

　
ド
ラ
マ
中
に
等
膳
和
尚
が
登
場
す
る
か
ど
う
か

は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
有
村
架
純
さ
ん
演
じ
る
築
山

殿
が
ど
う
い
う
怨
霊
に
変
貌
す
る
か
、
興
味
深
い

と
こ
ろ
で
す
。

彼
岸
に
思
う

護
持
会
副
会
長
　
佐
　
藤
　
泰
　
憲

１
、
御
先
祖
の
記
録

　
家
系
図
？
突
然
言
わ
れ
て
も
普
通
は
ピ
ン
と
来

な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
古
い
お
宅
な
ら
仏

壇
の
引
き
出
し
と
か
裏
を
探
せ
と
な
る
の
だ
ろ
う

が
、
立
て
直
し
た
と
か
マ
ン
シ
ョ
ン
に
越
し
た
と

可睡斎本堂

佐藤家の家系図
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な
る
と
探
し
よ
う
が
な
い
。
更
に
は
、
新
し
く
当

地
に
家
を
構
え
た
と
な
る
と
最
初
か
ら
無
い
の
で

あ
る
。

　
も
う
二
十
五
年
以
上
前
の
事
に
な
る
が
、
父
が

亡
く
な
り
葬
儀
の
際
に
親
戚
の
お
じ
さ
ん
か
ら

「
家
系
図
を
出
し
て
見
せ
て
」
と
言
わ
れ
皆
で
探

し
私
も
恥
ず
か
し
な
が
ら
そ
の
時
初
め
て
、
我
が

家
の
そ
れ
を
、
仏
壇
の
裏
の
奥
の
書
庫
に
在
る
の

を
見
つ
け
て
、
見
入
っ
た
事
を
覚
え
て
い
る
。

　
先
祖
は
越
後
浪
人
だ
っ
た
が
、
伊
達
政
宗
に
取

り
立
て
ら
れ
、
役
宅
を
賜
り
、
寛
文
五
年
に
隠
居

し
た
と
書
か
れ
て
い
た
。
屋
敷
近
辺
は
明
治
初
期

の
仙
台
市
街
図
に
も
区
割
り
が
そ
の
ま
ま
在
り
、

私
も
五
十
年
前
ま
で
は
住
ん
で
い
た
。
家
計
図
は

巻
物
に
な
っ
て
お
り
、
最
後
は
祖
母
の
代
で
終

わ
っ
て
い
た
。
一
人
一
人
の
出
生
、
経
歴
、
洞
林

寺
に
何
時
葬
ら
れ
た
か
ま
で
記
載
が
あ
る
が
、
毛

筆
の
達
筆
で
余
り
判
読
出
来
ず
、
誰
が
何
代
目
か

も
判
ら
な
い
。
そ
の
後
は
大
事
に
元
の
場
所
に
戻

し
家
族
に
は
そ
の
場
所
を
伝
え
ま
し
た
。

　
何
年
か
前
の
こ
と
、
当
家
か
ら
他
に
出
た
親
戚

の
老
い
た
叔
父
さ
ん
が
訪
ね
て
来
て
、
自
分
の

ル
ー
ツ
を
調
べ
て
い
て
本
家
の
家
計
図
と
照
合
し

た
い
と
申
し
入
れ
が
あ
り
、
二
人
で
調
べ
、
祖
母

の
代
で
終
わ
っ
て
い
た
後
の
系
図
が
繋
が
り
嬉
し

く
安
心
し
た
事
が
あ
る
。
又
、
十
年
前
、
妻
の
父

の
葬
式
で
、
む
こ
う
の
実
家
に
行
っ
た
時

に
本
家
筋
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
多
く
の

親
戚
が
集
ま
り
、
誰
が
ど
の
人
な
の
か
と

困
っ
た
と
こ
ろ
、娘
と
姪
が
当
時
学
生
だ
っ

た
が
、
皆
に
聞
き
な
が
ら
、
集
ま
っ
た
人

達
の
兄
弟
親
戚
夫
婦
、
亡
く
な
っ
て
い
た

叔
父
伯
母
等
の
関
係
を
即
席
の
系
図
で
作

り
上
げ
た
事
が
今
で
も
役
立
っ
て
い
る
。

　
彼
岸
の
と
き
、
家
族
や
親
戚
同
士
で
墓

前
に
手
を
合
わ
せ
る
が
、
自
分
の
先
祖
を

辿
り
敬
い
、
次
代
に
伝
え
て
い
く
役
目
を

今
の
我
々
が
担
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
墓
閉

い
等
な
ど
が
話
題
に
な
る
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
大

切
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
何
も
巻
物
状
で
な
く

て
も
、
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ホ
の
ア
プ
リ
で
作
れ
ま

す
。
カ
ル
チ
ャ
ー
教
室
も
あ
り
ま
す
。
お
寺
さ
ん
、

住
職
さ
ん
に
相
談
し
た
り
、
過
去
帳
等
を
当
た
る

な
ど
で
、
自
分
の
先
祖
を
見
つ
め
直
し
、
先
祖
の

事
績
を
伝
承
し
て
い
く
、
よ
い
機
会
な
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　
自
然
災
害
が
続
く
昨
今
で
す
。
ご
先
祖
さ
ん
も

今
の
我
々
以
上
の
苦
難
の
中
を
生
き
抜
い
て
来
ら

れ
た
と
思
い
ま
す
。
ご
先
祖
さ
ん
が
辿
っ
て
き
た

軌
跡
を
知
り
、
改
め
て
家
族
の
大
切
さ
を
肝
に
銘

じ
、
家
族
の
絆
を
深
め
る
機
会
と
も
な
る
と
思
い

ま
す
。

２
、
仏
像
の
素
晴
ら
し
さ

　
仏
像
は
、
造
形
の
素
晴
ら
し
さ
と
と
も
に
、
深

い
精
神
性
を
備
え
厳
か
な
気
持
ち
を
与
え
て
く
れ

ま
す
。
時
間
と
金
が
無
い
の
で
、
遠
方
に
は
行
け

ま
せ
ん
が
、
地
元
や
東
北
近
辺
に
は
足
を
運
び
ま

す
。
京
都
奈
良
な
ど
の
仏
像
は
巡
回
展
示
で
仙
台

に
来
た
際
に
は
見
逃
さ
な
い
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

　
今
般
、
四
月
十
五
日
か
ら
約
二
ヶ
月
、
東
北
歴

史
博
物
館
で
『
奈
良
・
東
北
の
み
ほ
と
け
展
』
が

開
催
さ
れ
ま
す
。
私
的
に
は
、
奈
良
の
は
勿
論
、

東
北
屈
指
の
仏
像
の
里
で
あ
る
会
津
勝
常
寺
の
国

宝
級
の
仏
像
に
会
え
る
の
が
楽
し
み
で
す
。

奈良東北のみほとけ展
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「
学
び
続
け
る
こ
と
」

社
会
保
険
労
務
士
　
澤
　
田
　
裕
　
一

　
厚
生
労
働
省
が
二
月
に
発
表
し
た
昨
年
の
毎
月

勤
労
統
計
調
査
に
よ
る
と
、
物
価
の
影
響
を
考
慮

し
た
実
質
賃
金
は
前
年
比
０
．９
％
減
で
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
賃
金
の
実
質
水
準
を
算
出
す
る
指

標
と
な
る
物
価
は
３
％
上
昇
と
賃
金
の
伸
び
を
上

回
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
賃
金
上
昇
率
が
物
価
上
昇

率
に
負
け
た
形
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
今
年
の
年
始
、
首
相
は
「
イ
ン
フ
レ
率
を
超
え

る
賃
上
げ
の
実
現
を
お
願
い
し
た
い
」と
言
っ
て
、�

企
業
に
対
し
て
物
価
上
昇
分
を
超
え
る
賃
上
げ
を

要
請
し
た
の
で
す
が
、
企
業
と
し
て
は
「
成
長
な

く
し
て
賃
上
げ
な
し
」
と
考
え
て
い
る
の
が
大
多

数
で
す
。「
企
業
の
成
長
」と
は
な
ん
で
し
ょ
う
か
。�

「
企
業
の
成
長
」
を
因
数
分
解
す
る
と
、
そ
れ
は

「
人
の
成
長
」
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
「
人
的
資
本
経
営
」
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま

す
。「
人
的
資
本
経
営
」
と
は
、
企
業
や
組
織
で

働
く
人
財
を
資
本
の
ひ
と
つ
と
し
て
認
識
し
て
、

人
財
価
値
を
最
大
限
に
引
き
出
す
こ
と
に
よ
っ
て

中
長
期
的
な
企
業
価
値
を
高
め
て
い
く
考
え
方
に

な
り
ま
す
。
優
秀
な
人
財
の
育
成
に
は
時
間
的
・

金
銭
的
コ
ス
ト
が
か
か
り
ま
す
が
、
人
財
を
資
本

の
ひ
と
つ
と
し
て
考
え
た
場
合
、
人
財
育
成
に
か

か
る
費
用
は
コ
ス
ト
で
は
な
く
投
資
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　
人
財
育
成
に
は
「
リ
ス
キ
リ
ン
グ
」
が
必
要
に

な
り
ま
す
。「
リ
ス
キ
リ
ン
グ
」
と
は
、
変
化
に

対
応
す
る
為
、
必
要
と
さ
れ
る
新
し
い
知
識
や
ス

キ
ル
を
学
ぶ
こ
と
で
す
。
こ
の
リ
ス
キ
リ
ン
グ
に

対
応
で
き
な
い
人
は
、
結
果
と
し
て
変
化
に
対
応

で
き
ず
に
淘
汰
さ
れ
て
い
く
で
し
ょ
う
。
進
化
論

で
有
名
な
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
名
言
に
あ
る
よ
う
に
。

い
つ
の
時
代
も
、
強
い
者
、
賢
い
者
が
生
き
残
る

の
で
は
な
く
。
変
化
で
き
る
者
が
生
き
残
る
の
こ

と
が
で
き
る
の
で
す
。

　
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
の
改
正
に
よ
り
企
業
に

は
労
働
者
に
対
し
て
七
十
歳
ま
で
の
就
業
機
会
確

保
の
努
力
義
務
が
課
さ
れ
ま
し
た
。「
七
十
歳
ま

で
働
く
の
は
厳
し
い
」
と
お
考
え
の
諸
先
輩
も
多

い
と
は
思
い
ま
す
が
、
今
は
人
生
百
年
時
代
。
そ

れ
ぞ
れ
の
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
で
活
き
活
き
と
楽
し

く
生
き
て
い
く
為
に
、
学
び
続
け
る
事
は
大
切
だ

と
考
え
ま
す
。

　
最
後
に
、
私
の
好
き
な
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ウ
ル
マ

ン
の
詩
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
青
春
と
は
人
生
の
或
る
期
間
を
言
う
の
で

は
な
く
、
心
の
も
ち
方
を
言
う
。

薔
薇
の
面
差
し
、
紅
の
唇
、
し
な
や
か
な
手

足
で
は
な
く
、
た
く
ま
し
い
意
志
、
豊
か
な

想
像
力
、
燃
え
る
情
熱
を
さ
す
。

青
春
と
は
人
生
の
深
い
泉
の
清
新
さ
を
言
う
。

青
春
と
は
臆
病
さ
を
退
け
る
勇
気
、
安
き
に

つ
く
気
持
ち
を
振
り
捨
て
る
冒
険
心
を
意
味

す
る
。

と
き
に
は
、
二
十
歳
の
青
年
よ
り
も
六
十
歳

の
人
に
青
春
が
あ
る
。

年
を
重
ね
た
だ
け
で
人
は
老
い
な
い
。

理
想
を
失
う
時
に
初
め
て
老
い
る
。

歳
月
は
皮
膚
に
し
わ
を
増
す
が
、
熱
情
は
、

失
え
ば
心
は
し
ぼ
む
。

苦
悶
や
・
恐
怖
・
失
望
に
よ
り
気
力
は
地
に

這
い
精
神
は
芥
に
あ
る
。

六
十
歳
で
あ
ろ
う
と
十
六
歳
で
あ
ろ
う
と
人 詩人　サミュエル・ウルマン
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の
胸
に
は
、
脅
威
に
魅
か
れ
る
心
、
幼
子
の

よ
う
な
未
知
へ
の
探
究
心
、
人
生
へ
の
興
味

の
歓
喜
が
あ
る
。

君
に
も
吾
に
も
見
え
ざ
る
駅
逓
が
心
に
あ
る
。

人
か
ら
神
か
ら
美
・
希
望
・
喜
び
・
勇
気
・

力
の
霊
感
を
受
け
る
限
り
君
は
若
い
。

霊
感
が
絶
え
、
精
神
が
皮
肉
の
雪
に
お
お
わ

れ
、
悲
嘆
の
氷
に
閉
ざ
さ
れ
る
と
き
、
二
十

歳
で
あ
ろ
う
と
人
は
老
い
る
。

頭
を
高
く
上
げ
希
望
の
波
を
と
ら
え
る
限

り
、
八
十
歳
で
あ
ろ
う
と
人
は
青
春
に
し
て

已
む
。

仏
教
に
と
っ
て
大
事
な
三さ
ん

仏ぶ
っ

忌き

洞
林
寺
副
住
職
　
吉
　
田
　
彦
　
英

　
洞
林
寺
は
仏
教
の
中
で
も
曹そ
う
と
う
し
ゅ
う

洞
宗
と
い
う
仏
教

教
団
に
属
し
て
い
ま
す
。
曹
洞
宗
以
外
の
教
団
で

す
と
阿
弥
陀
仏
を
信
仰
し
「
ナ
ン
マ
ン
ダ
、
ナ
ン

マ
ン
ダ
」
と
唱
え
る
浄
土
宗
・
宮
城
県
で
は
松
島

瑞
巌
寺
の
臨
済
宗
・
踊
り
念
仏
を
行
う
時
宗
・
お

題
目
を
唱
え
る
日
蓮
宗
。
等
々
…
日
本
で
は
様
々

な
仏
教
教
団
が
存
在
し
そ
の
中
で
も
様
々
な
宗
派

が
存
在
し
て
い
ま
す
。

　
様
々
な
仏
教
教
団
が
あ
り
ま
す
が
そ
の
根
幹
と

な
っ
て
い
る
の
は
、
仏
教
を
開
い
た
お
釈
迦
様
の

存
在
で
す
。

　
仏
教
で
は
お
釈
迦
様
の
ご
誕
生
・
お
悟
り
・
ご

命
日
を
そ
れ
ぞ
れ
「
降ご
う

誕た
ん

会え

」「
成じ
ょ
う
ど
う
え

道
会
」「
涅ね

槃は
ん

会え

」
と
規
定
し
三
仏
忌
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

・
降
誕
会

　
四
月
八
日
は
お
釈
迦
様
の
お
誕
生
日
で
す
。
別

名
花
祭
り
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
我
々
も
誕
生

日
も
祝
う
よ
う
に
花
を
飾
り
、
甘
露
の
雨
が
降
っ

た
と
言
わ
れ
る
こ
と
か
ら
甘
茶
を
用
意
し
ま
す
。

洞
林
寺
で
は
本
堂
須
弥
壇
前
に
花
御
堂
を
設
置

し
、
お
釈
迦
様
の
誕
生
佛
像
に
甘
茶
を
か
け
お
経

を
唱
え
誕
生
を
御
祝
い
い
た
し
ま
す
。
ま
た
本
堂

正
面
に
も
象
の
置
物
上
に
誕
生
佛
像
を
安
置
し
て

い
ま
す
の
で
、
本
堂
内
で
も
外
で
も
甘
茶
を
か
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

・
成
道
会

　
十
二
月
八
日
は
お
釈
迦
様
が
修
行
に
励
む
な
か

で
仏
教
の
真
髄
、
真
理
を
悟
っ
た
日
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。

　
洞
林
寺
で
は
修
行
に
励
ま
れ
髭
や
髪
の
伸
び
た

お
釈
迦
様
の
仏
像
を
安
置
し
、
お
悟
り
の
遺
徳
を

讃
え
る
法
要
を
お
勤
め
し
ま
す
。

・
涅
槃
会

　
二
月
十
五
日
は
お
釈
迦
様
が
お
亡
く
な
り
に

な
っ
た
日
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
病
床
に
臥
す
お

釈
迦
様
の
周
り
に
弟
子
達
の
他
に
、
動
物
達
や
虫

と
い
っ
た
生
き
と
し
生
け
る
も
の
も
集
ま
り
見

守
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
様
子
を
描
い

た
絵
を
涅
槃
図
と
言
い
ま
す
。
洞
林
寺
で
は
皆
様

誕生佛を安置した花御堂本堂前にて自由に甘茶を
かけることができます　

－6－

◎
原
稿
募
集

　
皆
様
の
お
便
り
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

　
身
近
か
な
ニ
ュ
ー
ス
、
心
境
な
ど
ど
う
ぞ

お
寄
せ
下
さ
い
。

が
故
人
様
の
御
法
事
を
お
勤
め
す
る
よ
う
に
、
涅

槃
図
前
に
て
お
釈
迦
様
の
御
供
養
の
お
勤
め
を
い

た
し
ま
す
。

　
涅
槃
図
は
毎
年
二
月
い
っ
ぱ
い
ま
で
本
堂
東
側

に
掛
け
て
お
り
ま
す
の
で
、
お
参
り
の
際
は
是
非

お
立
ち
寄
り
い
た
だ
き
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
三
仏
忌
を
通
し
我
々
人
間
誰
し
も
が
生
活
し
て

い
く
う
え
の
節
目
と
い
う
も
の
に
向
き
合
い
、
檀

信
徒
の
皆
様
方
が
よ
り
良
い
生
活
を
過
ご
し
て
い

た
だ
け
る
よ
う
願
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な

気
づ
き
の
場
と
し
て
の
洞
林
寺
と
な
る
よ
う
に
、

我
々
も
努
め
て
参
り
ま
す
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

永
平
寺
修
行
回
想
記
　
其
の
二
十
二

洞
林
寺
副
住
職
　
吉
　
田
　
彦
　
英

・
侍じ

真し
ん
寮
公
務
中
明
け

　
一
週
間
の
公
務
中
期
間
、
ヘ
ロ
ヘ
ロ
に
な
り
な

が
ら
公
務
帳
を
覚
え
、
作
法
を
体
で
覚
え
相
方
と

公
務
点
検
の
日
を
迎
え
ま
し
た
。
公
務
点
検
の

際
、
寮
長
の
供
真
和
尚
さ
ん
に
「
ご
め
ん
く
だ
さ

い
、
侍
真
寮
公
務
中
の
彦
英
で
す
が
侍
真
寮
公
務

点
検
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。」
と
口
上

を
述
べ
ま
す
。

　
公
務
点
検
は
三
八
日
の
当
番
公
務
に
な
り
ま

す
。

　
一
週
間
で
覚
え
た
こ
と
自
分
の
ベ
ス
ト
を
ど
う

に
か
出
し
き
り
供
真
和
尚
さ
ん
に
指
摘
は
た
く
さ

ん
貰
い
ま
し
た
が
、
致
命
的
な
ミ
ス
は
無
か
っ
た

よ
う
で
ど
う
に
か
合
格
は
も
ら
え
ま
し
た
。

　
正
式
に
侍
真
寮
の
一
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

・
侍
真
寮
の
食
事

　
侍
真
寮
で
の
食
事
の
時
間
は
全
寮
舎
の
中
で
一

番
短
い
で
す
。
食
事
の
時
間
で
す
が
五
分
以
内
で

食
べ
る
よ
う
に
と
い
う
お
達
し
が
あ
り
ま
し
た
。

最
初
五
分
以
内
で
食
べ
終
わ
る
な
ん
て
無
理
な
の

で
は
…
と
思
い
ま
し
た
。
し
か
し
先
転
役
の
者
達

を
見
る
と
ほ
ぼ
ご
飯
を
食
べ
ず
に
か
き
込
む
よ
う

に
し
て
い
ま
し
た
。
私
は
普
段
し
っ
か
り
噛
ん
で

食
事
を
す
る
タ
イ
プ
だ
っ
た
の
で
衝
撃
的
な
光
景

で
し
た
。

　
何
故
そ
こ
ま
で
短
時
間
に
こ
だ
わ
る
か
と
い
う

と
、
侍
真
寮
で
一
人
前
と
認
め
ら
れ
る
ま
で
空
き

時
間
は
ひ
た
す
ら
に
馴
ら
し
（
法
要
進
退
を
修

得
す
る
こ
と
）
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で

す
。

　
侍
真
寮
で
は
公
務
や
法
要
進
退
を
一
人
前
と
認

め
ら
れ
る
と
「
長な
が

単た
ん

牌ぱ
い

」
と
い
う
も
の
が
与
え
ら

れ
ま
す
。

　
通
称
「
長
単
」
こ
れ
が
一
種
の
ス
テ
ー
タ
ス
と

し
て
永
平
寺
山
内
で
重
要
な
要
素
で
あ
り
、
こ
の

称
号
を
持
つ
こ
と
で
一
目
置
か
れ
る
存
在
に
な
り

ま
す
。

　
ま
た
、
大
庫
院
か
ら
持
っ
て
く
る
食
事
以
外
に

も
御
上
壇
に
お
供
え
し
た
ご
飯
も
侍
真
寮
員
が
食

べ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
道
元
禅
師
や
歴
代
住

職
に
お
供
え
し
た
も
の
で
す
か
ら
、
捨
て
る
わ
け

に
は
い
き
ま
せ
ん
。
た
だ
と
ん
で
も
無
い
量
な
の

で
、
有
難
い
と
思
い
つ
つ
味
噌
汁
や
水
で
流
し
込

涅槃会本堂内での読経の様子
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皆
様
の
お
便
り
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

　
身
近
か
な
ニ
ュ
ー
ス
、
心
境
な
ど
ど
う
ぞ

お
寄
せ
下
さ
い
。
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身
近
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な
ニ
ュ
ー
ス
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心
境
な
ど
ど
う
ぞ

お
寄
せ
下
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い
。



む
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大
変
な
時
間
で

し
た
。

・
長な
が
当と
う

　
前
述
し
た
長
単
で
す
が
月
二
回
の
試
験
が
行
わ

れ
ま
す
。
毎
月
二
十
八
、
九
日
に
お
勤
め
す
る
高こ
う

祖そ

大だ
い

師し

月が
っ

忌き

献け
ん

湯と
う

・
献け
ん

供ぐ

、
毎
月
二
十
三
、
四
日

に
お
勤
め
す
る
二
祖
国
師
月
忌
献
湯
・
献
供
の
法

要
が
対
象
と
な
り
ま
す
。
献
湯
が
お
逮
夜
の
法

要
、
献
供
が
本
法
要
に
な
り
ま
す
。

　
高
祖
大
師
と
は
道
元
禅
師
様
、
二
祖
国
師
は
永

平
寺
二
世
孤こ
う
ん
え
じ
ょ
う

雲
懐
奘
禅
師
様
で
す
。

　
長
当
は
長
単
当
番
公
務
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。

前
号
で
紹
介
し
た
三
八
清
掃
と
当
番
公
務
、
法

要
で
の
三さ
ん

方ぼ
う

出
し
が
試
験
に
お
い
て
重
要
視
さ

れ
ま
す
。

　
長
当
に
な
る
と
清
掃
や
準
備
に
普
段
よ
り
厳
し

い
供
真
和
尚
さ
ん
チ
ェ
ッ
ク
が
入
る
の
で
、
夜
中

の
十
二
時
か
ら
自
主
的
に
公
務
を
始
め
ま
す
。

　
夜
中
の
点
検
で
回
る
人
に
も
稀
に
遭
遇
す
る
こ

と
も
あ
る
そ
う
で
、「
長
当
な
ん
で
す
。」
と
言
う

と
理
解
し
「
こ
ん
な
時
間
か
ら
大
変
だ
な
あ
頑
張

れ
よ
。」
と
み
な
応
援
し
て
く
れ
る
そ
う
で
す
。

　
普
段
な
ら
寮
員
も
余
裕
が
あ
れ
ば
当
番
の
お
手

伝
い
を
で
き
る
の
で
す
が
、
試
験
な
の
で
手
を
貸

す
の
も
禁
止
で
す
。

　
長
当
の
者
は
一
日
中
御
供
所
に
こ
も
り
ま
す
。

三
八
清
掃
以
外
は
ひ
た
す
ら
に
御
供
所
の
清
掃
で

す
。
三
八
清
掃
、
食
事
、
法
要
に
出
る
と
き
以
外

は
下
に
降
り
て
は
い
け
な
い
決
ま
り
に
な
っ
て
い

ま
す
。

　
ち
ょ
っ
と
し
た
可
哀
そ
う
な
お
話
な
の
で
す

が
、
私
と
同
期
の
者
が
こ
の
長
当
に
な
っ
た
時
、

な
ん
と
当
日
寝
坊
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
慌
て
た

様
子
で
私
も
起
こ
さ
れ
、
手
伝
い
で
き
る
と
こ
ろ

は
や
っ
て
あ
げ
ま
し
た
。
た
だ
そ
の
寝
坊
の
せ
い

で
勿
論
試
験
は
不
合
格
。
夜
開
枕
鈴
が
鳴
る
ま
で

試
験
な
の
に
、
朝
一
番
か
ら
絶
望
的
な
気
持
ち
で

夜
ま
で
や
り
こ
な
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
に

絶
望
の
表
情
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
私
よ
り
セ
ン

ス
も
あ
り
飲
み
込
み
も
早
い
出
来
る
和
尚
だ
っ
た

の
で
、
こ
ん
な
こ
と
を
す
る
な
ん
て
珍
し
い
と
い

う
か
…
な
ぜ
こ
ん
な
日
に
や
っ
て
し
ま
っ
た
ん
だ

と
思
っ
た
と
同
時
に
私
も
自
分
の
番
の
際
は
気
を

つ
け
よ
う
と
改
め
て
思
い
ま
し
た
。
そ
の
後
相
方

は
再
試
験
を
行
い
無
事
長
単
試
験
を
合
格
が
で
き

ま
し
た
。
長
単
を
渡
さ
れ
て
い
る
様
子
を
私
は
羨

ま
し
く
感
じ
、
自
分
も
も
っ
と
頑
張
ら
ね
ば
と
い

う
気
持
ち
が
芽
生
え
ま
し
た
。

�

（
次
回
に
続
き
ま
す
。）

供
真
和
尚
に
書
い
て
も
ら
っ
た
長
単
牌

回向双紙を載せる三方長当で法要での三方出しに 
合否の命運がかかっている　　　　　　　　　　
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ブ
ラ
ジ
ル
の
方
々
と
の
ご
縁
を
繋
ぐ

洞
林
寺
寺
族
　
吉
　
田
　
ふ
く
子

　
二
月
五
日
、
ま
た
ま
た
ブ
ラ
ジ
ル
か
ら
の
Ｊ
Ｉ

Ｃ
Ａ
支
援
日
系
介
護
研
修
の
研
修
生
の
方
々
が
洞

林
寺
に
来
ら
れ
ま
し
た
。
以
前
は
、
年
一
回
だ
っ

た
の
が
、
去
年
の
七
月
、
十
一
月
、
そ
し
て
こ
の

二
月
と
結
構
続
き
ま
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
防
止
の
た
め
、
日
本
も
ブ
ラ
ジ
ル
も
水
際
対

策
が
実
施
さ
れ
、
海
外
渡
航
が
丸
二
年
以
上
禁
止

状
態
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
渡
航
禁
止
が
解
除
さ

れ
、
延
期
さ
れ
て
い
た
研
修
を
続
け
て
実
施
し
て

い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
日
系
介
護
研
修
を
実
施
し
て
い
る
「
ゆ
ら
リ
ズ

ム
」
の
担
当
者
で
あ
る
菊
地
さ
ん
か
ら
一
月
下
旬

に
「
二
月
五
日
か
ら
仙
台
で
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
の
介
護
研

修
の
た
め
、
ブ
ラ
ジ
ル
か
ら
研
修
生
が
来
ま
す
。

今
回
も
お
伺
い
し
て
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
宜
し
い

で
し
ょ
う
か
？
」「
今
回
、
十
九
人
と
多
い
の
で
、

お
位
牌
を
お
参
り
さ
せ
て
い
た
だ
く
だ
け
で
も
結

構
で
す
の
で
。」
と
い
う
連
絡
が
有
り
ま
し
た
。

　
ち
ょ
っ
と
多
い
人
数
で
す
が
、
以
前
ブ
ラ
ジ
ル

宮
城
県
人
会
が
東
北
夏
祭
り
を
巡
る
ツ
ア
ー
で
来

日
し
松
島
と
仙
台
を
観
光
し
た
時
に
も
二
十
人
ほ

ど
の
ブ
ラ
ジ
ル
人
が
洞
林
寺
に
御
寄
り
頂
い
た
こ

と
も
あ
り
ま
し
た
。
娘
た
ち
が
お
抹
茶
を
点
て
、

孫
た
ち
が
お
茶
出
し
し
て
く
れ
れ
ば
、
何
と
か

「
お
も
て
な
し
」
出
来
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
家

族
の
都
合
を
確
認
し
て
、
二
月
五
日
の
研
修
終
了

後
に
来
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　
二
階
の
会
館
の
テ
ー
ブ
ル
に
あ
ら
か
じ
め
和
菓

子
を
並
べ
、
到
着
し
た
方
か
ら
順
に
お
茶
を
飲
ん

で
も
ら
い
、
洞
林
寺
と
ブ
ラ
ジ
ル
と
の
御
縁
を
説

明
し
通
訳
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
研
修
生
一
同

か
ら
ブ
ラ
ジ
ル
の
お
菓
子
を
お
土
産
に
い
た
だ
き

ま
し
た
。
ブ
ラ
ジ
ル
宮
城
県
人
会
、
ロ
ー
ザ
由
香

教
授
か
ら
も
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
本
堂
に
移
動
し
、
本
尊
様
と
『
海
外

移
住
物
故
者
諸
精
霊
』
そ
し
て
釋
迦
涅
槃
図
に
お

参
り
し
て
い
た
だ
き
、「
宮
城
県
海
外
移
住
家
族

会
が
海
外
移
住
で
亡
く
な
ら
れ
た
方
々
の
た
め
に

慰
霊
祭
を
し
て
き
た
。」
こ
と
な
ど
を
説
明
し
ま

し
た
。

　
洞
林
寺
か
ら
干
支
の
絵
馬
と
花
の
お
干
菓
子
、

私
が
買
っ
て
お
い
た
日
本
の
風
景
の
一
筆
箋
を
お

土
産
に
差
し
上
げ
ま
し
た
。

　
さ
さ
や
か
で
す
が
、
家
族
み
ん
な
で
「
お
も
て

な
し
」
致
し
ま
し
た
。
き
っ
と
先
住
も
喜
ん
で
下

さ
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
日
本
と
ブ
ラ
ジ
ル
の

草
の
根
の
友
好
交
流
と
し
て
今
後
も
続
け
て
い
け

れ
ば
い
い
な
あ
、
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

本堂でお焼香していただきました
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ブ
ラ
ジ
ル
の
方
々
と
の
ご
縁
を
繋
ぐ

洞
林
寺
寺
族
　
吉
　
田
　
ふ
く
子

　
二
月
五
日
、
ま
た
ま
た
ブ
ラ
ジ
ル
か
ら
の
Ｊ
Ｉ

Ｃ
Ａ
支
援
日
系
介
護
研
修
の
研
修
生
の
方
々
が
洞

林
寺
に
来
ら
れ
ま
し
た
。
以
前
は
、
年
一
回
だ
っ

た
の
が
、
去
年
の
七
月
、
十
一
月
、
そ
し
て
こ
の

二
月
と
結
構
続
き
ま
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
防
止
の
た
め
、
日
本
も
ブ
ラ
ジ
ル
も
水
際
対

策
が
実
施
さ
れ
、
海
外
渡
航
が
丸
二
年
以
上
禁
止

状
態
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
渡
航
禁
止
が
解
除
さ

れ
、
延
期
さ
れ
て
い
た
研
修
を
続
け
て
実
施
し
て

い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
日
系
介
護
研
修
を
実
施
し
て
い
る
「
ゆ
ら
リ
ズ

ム
」
の
担
当
者
で
あ
る
菊
地
さ
ん
か
ら
一
月
下
旬

に
「
二
月
五
日
か
ら
仙
台
で
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
の
介
護
研

修
の
た
め
、
ブ
ラ
ジ
ル
か
ら
研
修
生
が
来
ま
す
。

今
回
も
お
伺
い
し
て
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
宜
し
い

で
し
ょ
う
か
？
」「
今
回
、
十
九
人
と
多
い
の
で
、

お
位
牌
を
お
参
り
さ
せ
て
い
た
だ
く
だ
け
で
も
結

構
で
す
の
で
。」
と
い
う
連
絡
が
有
り
ま
し
た
。

　
ち
ょ
っ
と
多
い
人
数
で
す
が
、
以
前
ブ
ラ
ジ
ル

宮
城
県
人
会
が
東
北
夏
祭
り
を
巡
る
ツ
ア
ー
で
来

日
し
松
島
と
仙
台
を
観
光
し
た
時
に
も
二
十
人
ほ

ど
の
ブ
ラ
ジ
ル
人
が
洞
林
寺
に
御
寄
り
頂
い
た
こ

と
も
あ
り
ま
し
た
。
娘
た
ち
が
お
抹
茶
を
点
て
、

孫
た
ち
が
お
茶
出
し
し
て
く
れ
れ
ば
、
何
と
か

「
お
も
て
な
し
」
出
来
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
家

族
の
都
合
を
確
認
し
て
、
二
月
五
日
の
研
修
終
了

後
に
来
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　
二
階
の
会
館
の
テ
ー
ブ
ル
に
あ
ら
か
じ
め
和
菓

子
を
並
べ
、
到
着
し
た
方
か
ら
順
に
お
茶
を
飲
ん

で
も
ら
い
、
洞
林
寺
と
ブ
ラ
ジ
ル
と
の
御
縁
を
説

明
し
通
訳
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
研
修
生
一
同

か
ら
ブ
ラ
ジ
ル
の
お
菓
子
を
お
土
産
に
い
た
だ
き

ま
し
た
。
ブ
ラ
ジ
ル
宮
城
県
人
会
、
ロ
ー
ザ
由
香

教
授
か
ら
も
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
本
堂
に
移
動
し
、
本
尊
様
と
『
海
外

移
住
物
故
者
諸
精
霊
』
そ
し
て
釋
迦
涅
槃
図
に
お

参
り
し
て
い
た
だ
き
、「
宮
城
県
海
外
移
住
家
族

会
が
海
外
移
住
で
亡
く
な
ら
れ
た
方
々
の
た
め
に

慰
霊
祭
を
し
て
き
た
。」
こ
と
な
ど
を
説
明
し
ま

し
た
。

　
洞
林
寺
か
ら
干
支
の
絵
馬
と
花
の
お
干
菓
子
、

私
が
買
っ
て
お
い
た
日
本
の
風
景
の
一
筆
箋
を
お

土
産
に
差
し
上
げ
ま
し
た
。

　
さ
さ
や
か
で
す
が
、
家
族
み
ん
な
で
「
お
も
て

な
し
」
致
し
ま
し
た
。
き
っ
と
先
住
も
喜
ん
で
下

さ
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
日
本
と
ブ
ラ
ジ
ル
の

草
の
根
の
友
好
交
流
と
し
て
今
後
も
続
け
て
い
け

れ
ば
い
い
な
あ
、
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

本堂でお焼香していただきました
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令和４年度護持会会計決算書（案） 自　令和４年１月１日
至　令和４年12月31日

　収　　　入
項　　　　目 予 算 額 収入済額 増 減 額 摘　　　　　　　　　　　要

円 円 円 イ洞 林 寺 境 内 墓 地 306名× 15,000円＝ 4,590,000円

１．会　　　　費 5,499,000 5,520,000 21,000

ロ洞 林 寺 葛 岡 墓 地 10名× 15,000円＝ 150,000円
ハお 骨 預 か り 10名× 15,000円＝ 150,000円
ニ他 管 理 墓 地 27名× 12,000円＝ 324,000円
ホ他管理墓地で位牌堂使用 5名× 15,000円＝ 75,000円
ヘ信 者 8名× 12,000円＝ 96,000円
ト過 年 度 分 5名　 ＝ 135,000円

２．特 別 会 費 50,000 220,000 170,000 永代供養塔使用者への連絡経費等のため、特別会費
（年額5,000円）を前もって納入していただく。

３．雑 収 入 2,319 25 △ 2,294 預金利子

４．助 成 金 50,000 0 △ 50,000 法人会計（会館営繕志納金）よりの助成金

５．繰 越 金 2,008,681 2,008,681 0 令和３年度繰越金

合　　　　計 7,610,000 7,748,706 138,706

※他管理墓地とは、葛岡・北山・泉の市民墓地および宮城霊園等、洞林寺以外が管理する墓地のことです。

　支　　　出

項　　　　目
予　　　　算　　　　額

支出済額 残　高 摘　　　　　　　　要
当　　初 更　　正 現　　額

円 円 円 円 円 宗費（宗務庁）� 507,190円
宗務所費� 149,000円
教区営繕基金等� 29,400円１．賦 課 金 720,000 △ 34,410 685,590 685,590 0

２．清 掃 費 1,250,000 5,750 1,255,750 1,255,750 0
①境内墓地清掃費� 620,000円
②洞林寺葛岡墓地清掃費� 200,000円
③本堂 位牌堂 会館等清掃費� 391,800円
④他 清掃費用� 43,950円

３．境内整備費 720,000 △ 5,000 715,000 715,000 0 境内 墓地 植木剪定費

４．施設運営費 2,700,000 50,000 2,750,000 2,750,000 0 壁補修塗装 山門改修駐車場整備

５．会 議 費 100,000 △ 47,150 52,850 52,850 0
生花� 34,100円
供物 菓子� 11,742円
お茶等飲物� 7,008円

６．会報制作費 450,000 △ 87,407 362,593 362,593 0 護持会会報印刷代� 318,340円
会報 送料� 44,253円

７．火災保険料 180,000 6,920 186,920 186,920 0 本堂 位牌堂 不動堂� 118,220円
庫裡会館� 68,700円

８．月 牌 料 700,000 0 700,000 700,000 0 令和４年度檀信徒先祖供養料

９．教 化 費 120,000 △ 26,638 93,362 93,362 0
お線香代� 44,000円
春彼岸施本（仏教すくーる）� 41,606円
新入学児童お祝い品と送料� 7,756円

10．事 務 費 100,000 44,473 144,473 144,473 0
通信費（はがき切手郵送料等）� 89,968
送金手数料� 1,100
事務用品（チラシ のり 封筒 等）� 53,405

11．大本山総持寺
　　大遠忌寄付金 120,000 0 120,000 120,000 0 大本山総持寺大遠忌局　完納

12．積 立 金 50,000 170,000 220,000 220,000 0 特別会費として積み立て

13．別途積立金 300,000 △ 300,000 0 0 0

14．予 備 費 100,000 362,168 462,168 0 462,168

合　　　　計 7,610,000 138,706 7,748,706 7,286,538 462,168

収入額 7,748,706円 － 支出額 7,286,538円 ＝ 繰越金 462,168円
※積立金　前年度までの特別会費分 395,000円　令和４年度特別積立金 220,000円　合計 615,000円
　別途積立金　200,000円（令和５年の護持会50周年記念式典のため）
� 令和５年１月28日　
諸帳簿ならびに領収書を精査した結果、厳正に処理されていることを確認致しました。
� 監事　　吉　田　正　一　印　
� 監事　　菅　原　啓　夫　印　
� 監事　　福　島　正　孝　印　

－10－

令和５年度護持会会計予算（案） 自　令和５年１月１日
至　令和５年12月31日

　収　　　入
項　　　　目 本年度予算額 前年度決算額 増　減　額 摘　　　　　　　　　　　要

円 円 円 イ洞 林 寺 境 内 墓 地 306名× 15,000円= 4,590,000円

１．会　　　　費 5,385,000 5,520,000 △ 135,000

ロ洞 林 寺 葛 岡 墓 地 10名× 15,000円= 150,000円
ハお 骨 預 か り 10名× 15,000円= 150,000円
ニ他 管 理 墓 地 27名× 12,000円= 324,000円
ホ他管理墓地で位牌堂使用 5名× 15,000円= 75,000円
ヘ信 者 8名× 12,000円= 96,000円

２．護持会特別会費 100,000 220,000 △ 120,000 永代供養塔使用者から頂く護持会費
３．雑 収 入 2,832 25 2,807 預金利子等
４．助 成 金 50,000 0 50,000 宗教法人会計（会館営繕志納金）より
５．繰 入 金 200,000 0 200,000 護持会50周年記念式典　別途積立金より繰り入れ
６．繰 越 金 462,168 2,008,681 △ 1,546,513 令和４年度繰越金

合　　　　計 6,200,000 7,748,706 △ 1,548,706

　支　　　出
項　　　　目 本年度予算額 前年度決算額 増　減　額 摘　　　　　　　　　　　要

円 円 円
１．賦 課 金 750,000 685,590 64,410 宗費（宗務庁）、宗務所費、第２教区護持会会費
２．清 掃 費 1,300,000 1,255,750 44,250 墓地・境内、清掃、本堂位牌堂・庫裡会館　清掃
３．境内整備費 750,000 715,000 35,000 境内庭木剪定、消毒
４．施設運営費 1,200,000 2,750,000 △ 1,550,000 駐車場白線補修、本堂畳改修
５．会 議 費 100,000 52,850 47,150 総会資料　彼岸法要供物等
６．会報制作費 450,000 362,593 87,407 会報印刷代　送料等
７．火災保険料 200,000 186,920 13,080 本堂・位牌堂・書院、庫裡会館　火災保険
８．月 牌 料 700,000 700,000 0 檀信徒先祖供養
９．教 化 費 100,000 93,362 6,638 施本、新入学児童記念品
10．事 務 費 150,000 144,473 5,527 封筒、往復はがき、郵送料、事務用品
11．総持寺大遠忌寄付 0 120,000 △ 120,000 令和４年度で完納
12．護持会50周年記念 300,000 0 300,000 記念品、記念品送料
13．積 立 金 100,000 220,000 △ 120,000 護持会特別会費を将来のために積立てる
14．別途積立金 0 0 0 護持会創立50周年（令和５年）記念式典　積立
15．予 備 費 100,000 462,168 △ 362,168
合　　　　計 6,200,000 7,748,706 △ 1,548,706

令
和
四
年
度
　
活
動
報
告

１
・
１
　
元
朝
先
祖
参
り

　
～
３
　
三
朝
祈
祷
　
檀
信
徒
各
家
安
祥
祈
願

２
・
15
　
涅ね

槃は
ん

会え

３
・
21
　
春
彼
岸
法
要

　
　
　
　�

護
持
会
総
会
は
議
案
資
料
郵
送
、
返
信

ハ
ガ
キ
で
議
決

　
　
　
　�

新
入
学
児
童
お
祝
式
は
記
念
品
発
送
を

以
て
替
え
る

４
・
８
　
花
祭
り
（
降ご

う

誕た
ん

会え

）

８
・
12
　
盆
塔
祭

９
・
23
　
秋
彼
岸
法
要

10
・
14
　
婦
人
会
総
会

12
・
２
　
総
代
会

12
・
31
　
成じ

ょ
う
ど
う
え

道
会

令
和
五
年
度
　
活
動
計
画

一
、
三
朝
祈
祷

一
、�

春
彼
岸
法
要

　
　�

護
持
会
総
会
は
議
案
資
料
郵
送
、返
信
ハ
ガ
キ
で
議
決

　
　�

新
入
学
児
童
お
祝
式
は
記
念
品
発
送
に
替
え
る

一
、
菅
谷
不
動
尊
祭
典

一
、
盆
塔
祭

一
、
秋
彼
岸
法
要

一
、
護
持
会
創
立
五
十
周
年
記
念
式
典

一
、
除
夜
の
鐘
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令和５年度護持会会計予算（案） 自　令和５年１月１日
至　令和５年12月31日

　収　　　入
項　　　　目 本年度予算額 前年度決算額 増　減　額 摘　　　　　　　　　　　要

円 円 円 イ洞 林 寺 境 内 墓 地 306名× 15,000円= 4,590,000円

１．会　　　　費 5,385,000 5,520,000 △ 135,000

ロ洞 林 寺 葛 岡 墓 地 10名× 15,000円= 150,000円
ハお 骨 預 か り 10名× 15,000円= 150,000円
ニ他 管 理 墓 地 27名× 12,000円= 324,000円
ホ他管理墓地で位牌堂使用 5名× 15,000円= 75,000円
ヘ信 者 8名× 12,000円= 96,000円

２．護持会特別会費 100,000 220,000 △ 120,000 永代供養塔使用者から頂く護持会費
３．雑 収 入 2,832 25 2,807 預金利子等
４．助 成 金 50,000 0 50,000 宗教法人会計（会館営繕志納金）より
５．繰 入 金 200,000 0 200,000 護持会50周年記念式典　別途積立金より繰り入れ
６．繰 越 金 462,168 2,008,681 △ 1,546,513 令和４年度繰越金

合　　　　計 6,200,000 7,748,706 △ 1,548,706

　支　　　出
項　　　　目 本年度予算額 前年度決算額 増　減　額 摘　　　　　　　　　　　要

円 円 円
１．賦 課 金 750,000 685,590 64,410 宗費（宗務庁）、宗務所費、第２教区護持会会費
２．清 掃 費 1,300,000 1,255,750 44,250 墓地・境内、清掃、本堂位牌堂・庫裡会館　清掃
３．境内整備費 750,000 715,000 35,000 境内庭木剪定、消毒
４．施設運営費 1,200,000 2,750,000 △ 1,550,000 駐車場白線補修、本堂畳改修
５．会 議 費 100,000 52,850 47,150 総会資料　彼岸法要供物等
６．会報制作費 450,000 362,593 87,407 会報印刷代　送料等
７．火災保険料 200,000 186,920 13,080 本堂・位牌堂・書院、庫裡会館　火災保険
８．月 牌 料 700,000 700,000 0 檀信徒先祖供養
９．教 化 費 100,000 93,362 6,638 施本、新入学児童記念品
10．事 務 費 150,000 144,473 5,527 封筒、往復はがき、郵送料、事務用品
11．総持寺大遠忌寄付 0 120,000 △ 120,000 令和４年度で完納
12．護持会50周年記念 300,000 0 300,000 記念品、記念品送料
13．積 立 金 100,000 220,000 △ 120,000 護持会特別会費を将来のために積立てる
14．別途積立金 0 0 0 護持会創立50周年（令和５年）記念式典　積立
15．予 備 費 100,000 462,168 △ 362,168
合　　　　計 6,200,000 7,748,706 △ 1,548,706

令
和
四
年
度
　
活
動
報
告

１
・
１
　
元
朝
先
祖
参
り

　
～
３
　
三
朝
祈
祷
　
檀
信
徒
各
家
安
祥
祈
願

２
・
15
　
涅ね

槃は
ん

会え

３
・
21
　
春
彼
岸
法
要

　
　
　
　�

護
持
会
総
会
は
議
案
資
料
郵
送
、
返
信

ハ
ガ
キ
で
議
決

　
　
　
　�

新
入
学
児
童
お
祝
式
は
記
念
品
発
送
を

以
て
替
え
る

４
・
８
　
花
祭
り
（
降ご

う

誕た
ん

会え

）

８
・
12
　
盆
塔
祭

９
・
23
　
秋
彼
岸
法
要

10
・
14
　
婦
人
会
総
会

12
・
２
　
総
代
会

12
・
31
　
成じ

ょ
う
ど
う
え

道
会

令
和
五
年
度
　
活
動
計
画

一
、
三
朝
祈
祷

一
、�

春
彼
岸
法
要

　
　�

護
持
会
総
会
は
議
案
資
料
郵
送
、返
信
ハ
ガ
キ
で
議
決

　
　�

新
入
学
児
童
お
祝
式
は
記
念
品
発
送
に
替
え
る

一
、
菅
谷
不
動
尊
祭
典

一
、
盆
塔
祭

一
、
秋
彼
岸
法
要

一
、
護
持
会
創
立
五
十
周
年
記
念
式
典

一
、
除
夜
の
鐘
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懐
か
し
の
昭
和
の
記
憶
シ
リ
ー
ズ 

№
５

　
　
青
葉
通
り
宮
城
酪
農
軽
食
喫
茶

　
　
　
【
ミ
ル
ク
ス
タ
ン
ド
】

青
葉
区
　
伊
　
藤
　
眞
一
郎

　
戦
後
ま
だ
ま
だ
街
中
の
暗
い
夜
空
に
一
際
明
る

く
珍
し
い
ネ
オ
ン
サ
イ
ン
が
輝
い
て
い
て
、
新
し

い
市
民
の
憩
い
の
場
だ
っ
た
ミ
ル
ク
ス
タ
ン
ド
。

　
昭
和
三
十
年
頃
青
葉
通
り
藤
崎
の
向
か
い
に

オ
ー
プ
ン
。
当
時
と
し
て
は
珍
し
い
鉄
筋
コ
ン
ク

リ
ー
ト
造
の
近
代
的
な
ビ
ル
。
二
階
は
お
洒
落
な

吹
き
抜
け
で
、
ト
ー
ス
ト
、
コ
ッ
ペ
パ
ン
、
新
鮮

な
牛
乳
、
ミ
ル
ク
カ
レ
ー
、
各
種
パ
フ
ェ
、
ソ
フ

ト
ク
リ
ー
ム
な
ど
を
提
供
し
て
い
た
。
子
供
の
頃

母
に
手
を
引
か
れ
生
ま
れ
て
初
め
て
食
し
た
サ
ン

ド
ウ
ィ
ッ
チ
の
美
味
し
さ
と
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ

ク
は
今
も
記
憶
に
新
し
い
。

　
近
く
に
は
大
映
や
青
葉
劇
場
と
言
う
映
画
館
が

あ
り
、
映
画
を
観
た
後
こ
こ
で
食
事
す
る
の
が
仙

台
市
民
の
ト
レ
ン
デ
ィ
だ
っ
た
。

　
「
懐
か
し
の
昭
和
の
記
憶
シ
リ
ー
ズ
」
今
後
も

連
載
お
届
け
致
し
ま
す
が
、
皆
様
の
中
で
是
非
こ

れ
は
披
露
し
た
い
と
言
う
当
時
の
貴
重
な
お
写
真

お
話
お
持
ち
で
し
た
ら
ご
一
報
頂
け
れ
ば
幸
い
で

す
‼あ

と

が

き
佐
　
藤
　
泰
　
憲

◇
「
ま
ん
ず
、
真
っ
先
に
咲
く
」
と
云
わ
れ
る
マ

ン
サ
ク
が
黄
色
い
花
を
枝
先
に
咲
か
せ
、
足
元
に

は
、
セ
リ
バ
オ
ー
レ
ン
、
カ
タ
ク
リ
が
彩
り
、
蕨
、

蕗
、
タ
ラ
の
芽
、
コ
シ
ア
ブ
ラ
が
待
っ
て
い
る
。

雪
が
溶
け
里
山
、
低
山
歩
き
が
好
き
な
筆
者
に

は
、
待
っ
て
い
た
季
節
で
あ
る
。

◇
こ
れ
に
備
え
て
、
先
月
と
今
月
は
、
Ｍ
Ｒ
Ｉ
、

ポ
リ
ー
プ
内
視
鏡
検
査
、
胃
カ
メ
ラ
、
特
定
検
診
、

免
許
証
更
新
を
集
中
し
て
受
診
し
て
、
全
て
指
導

の
必
要
な
し
の
結
果
を
頂
い
た
。

　
後
期
高
齢
者
に
入
る
と
、
体
力
、
気
力
を
ど
う

維
持
す
る
か
が
大
事
に
な
っ
て
き
ま
す
。
最
近
は

フ
レ
ー
ル
予
防
な
る
言
葉
が
聞
か
れ
、
高
齢
者
の

身
心
の
健
康
維
持
が
各
所
で
訴
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
持
続
力
、
忍
耐
力
、
視
力
、
聴
力
を
低
下
さ
せ

ず
、
毎
日
の
生
活
に
取
り
組
も
う
と
気
持
ち
を
切

り
替
え
て
暮
し
て
い
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

◇
今
年
の
彼
岸
供
養
も
、
護
持
会
総
会
も
皆
が
集

ま
れ
ず
、
揃
っ
て
の
活
動
が
中
々
出
来
ま
せ
ん
。

マ
ス
ク
解
除
？
制
限
の
緩
和
の
流
れ
も
見
ら
れ
ま

す
。
今
ま
で
は
コ
ロ
ナ
禍
で
皆
が
揃
っ
て
お
経
を

唱
え
る
事
が
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
今
夏
の
お

盆
の
供
養
に
は
是
非
皆
で
一
緒
に
お
経
を
唱
え
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
欲
し
い
。
皆
が
一
緒
に
な
っ

て
御
先
祖
の
た
め
に
読
経
す
る
。
そ
う
い
う
先
祖

供
養
の
行
事
に
戻
っ
て
も
ら
い
た
い
も
の
で
す
。

◇
筆
者
に
は
、
春
の
次
は
、
白
い
雲
、
高
山
植
物

の
夏
山
が
楽
し
み
で
す
。
前
述
の
体
力
、
気
力
を

維
持
す
る
よ
う
に
、
一
日
一
日
を
過
ご
し
た
い
と

思
い
ま
す
。

在りし日のミルクスタンド
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