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●
真
宗
寺
総
代 

代
表
挨
拶 
 

 
 

総
代
の
小
野
と
申
し
ま
す
。
総
代
と
い
う
の
は
、
門
徒
の
総
意
を
代
表
し
て
、

こ
れ
を
寺
の
運
営
に
反
映
で
き
る
よ
う
助
言
と
勧
告
を
行
い
、
皆
さ
ん
と
お
寺
と

の
橋
渡
し
役
で
あ
り
ま
す
。
ま
ず
、
こ
れ
ま
で
の
懸
案
事
項
で
あ
り
ま
し
た
門
徒

会
費
の
使
途
を
明
確
に
し
て
、
開
示
で
き
る
よ
う
努
力
す
る
所
存
で
あ
り
ま
す
の

で
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。 

真
宗
寺
総
代 

小
野
恒
彦 

 

●
責
任
役
員
代
表
挨
拶 

こ
の
度
責
任
役
員
と
し
て
選
任
頂
き
ま
し
た
。
何
分
一
か
ら
の
ス
タ
ー
ト
で
す
。

前
任
役
員
の
残
さ
れ
た
功
績
に
は
及
び
ま
せ
ん
が
、
微
力
な
が
ら
私
な
り
に
全
力

を
尽
く
す
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ど
う
か
皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
の
程
、
宜
し

く
お
願
い
致
し
ま
す
。 

真
宗
寺
責
任
役
員 

川
口
敬
一 
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●
現
代
に
残
る
仏
教
語
①
「
諦
め
」 

 

「
諦
」
は
、
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
や
あ
き
ら
め
る
こ
と
、
そ
し
て
ま
こ
と
や

真
理
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、「
諦
め
」
を
辞
書
で
引
く
と
あ
き
ら
め
る

こ
と
、
思
い
き
る
こ
と
、
断
念
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
普
段
私
た
ち
は
、「
諦
め
る
」

と
い
う
言
葉
に
対
し
て
「
断
念
す
る
」
と
い
う
意
味
で
使
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い

で
し
ょ
う
。 

 

お
釈
迦
さ
ま
が
、
悟
り
を
開
い
た
後
、
初
め
て
五
人
の
修
行
僧
に
対
し
て
説
い

た
内
容
が
「
四
聖
諦
」
（
し
し
ょ
う
た
い
）
の
教
え
で
す
。
四
つ
の
「
諦
」
と
は
、

苦
諦
・
集
諦
・
滅
諦
・
道
諦
の
真
理
を
表
し
て
い
る
の
で
す
が
、
人
生
は
苦
で
あ

り
（
苦
）、
そ
の
原
因
は
渇
愛
、
つ
ま
り
自
己
中
心
的
な
「
独
り
よ
が
り
に
よ
る
驕

り
」
、
つ
ま
り
「
支
配
欲
」
で
あ
り
（
集
）、
こ
れ
を
解
消
す
る
こ
と
が
涅
槃
と
な

り
（
滅
）、
そ
の
為
の
方
法
が
八
正
道
（
道
）
と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。「
諦
め
」

と
い
う
本
来
の
意
味
は
、
消
極
的
な
「
断
念
す
る
」
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
も

の
ご
と
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
き
、
真
実
と
向
き
合
う
為
の
道
理
を
意
味
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。「
断
念
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
の
は
、
苦
行
を
共
に
し
た
五
人
の

修
行
僧
が
、
苦
行
を
や
め
た
お
釈
迦
さ
ま
に
対
し
て
、「
悟
り
を
断
念
し
た
」
と
判

断
し
た
か
ら
だ
と
い
う
説
が
有
力
で
す
が
、
法
を
聞
い
た
そ
の
修
行
僧
は
、
そ
の

後
最
初
の
お
釈
迦
様
の
弟
子
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。 

 
 

平
成
二
十
五
年

創
刊
号 

 

住
職
挨
拶 

厳
冬
の
候
、
ご
門
徒
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
如
何
お
過
ご
し
で
し
ょ
う

か
。
益
々
御
健
勝
の
こ
と
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。
又
、
平
素
は
ひ
と
か
た
な

ら
ぬ
御
愛
顧
を
賜
り
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

こ
の
度
、
真
宗
寺
の
門
徒
会
報
紙
と
し
て
「
竹
の
子
」
を
発
刊
し
、
仏
教
の
視

点
か
ら
現
代
の
諸
問
題
を
題
材
に
布
教
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
考
え
る
次

第
で
す
。 

ま
た
、
今
回
の
親
鸞
聖
人
七
百
五
十
回
御
遠
忌
法
要
に
伴
う
寄
付
に
つ
き
ま
し

て
、
公
正
明
大
な
収
支
報
告
を
さ
せ
て
頂
き
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま

す
。
よ
り
明
瞭
な
寺
院
運
営
の
一
環
と
し
て
御
了
承
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。 

今
後
も
皆
様
の
ご
支
援
、
ご
協
力
を
賜
れ
る
よ
う
精
進
し
て
ま
い
り
ま
す
の

で
、
何
卒
ご
理
解
の
程
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 
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真
宗
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■
真
宗
寺
年
間
行
事
の
ご
案
内 

 

定
例
聞
法
会 

 

三
月
二
十
五
日
（
月
）、
四
月
二
十
五
日
（
木
）、 

五
月
二
十
五
日
（
土
）、
六
月
二
十
五
日
（
火
）、 

七
月
二
十
五
日
（
木
）、
八
月
二
十
五
日
（
日
）、 

十
月
二
十
五
日
（
金
）
毎
月
十
時
半
よ
り 

※
真
宗
寺
の
本
堂
に
て
講
師
の
先
生
よ
り
毎
月
二
十
五
日
に
お

檀
家
の
皆
様
に
浄
土
真
宗
（
親
鸞
聖
人
）
の
教
え
を
分
か
り
や

す
く
ご
法
話
し
て
下
さ
る
会
で
す
。 

 

声
明
会 

 
 
 

四
月
二
十
一
日
（
日
）、
五
月 

 

十
九
日
（
日
）、 

六
月 

 

十
六
日
（
日
）、
七
月
二
十
一
日
（
日
）、 

八
月 

 

十
八
日
（
日
）、
九
月 

 
十
五
日
（
日
）、 

十
月 

 

二
十
日
（
日
） 

毎
月
第
三
日
曜
日
午
後
二
時
よ
り 

※
真
宗
寺
の
住
職
が
お
檀
家
の
皆
様
に
浄
土
真
宗
の
お
経
を
分

か
り
や
す
く
説
明
し
、
一
緒
に
声
を
出
し
な
が
ら
皆
様
と
ふ
れ

あ
う
会
で
す
。 

 

蓮
如
上
人
法
要 

四
月 

 

二
十
五
日
（
木
）
十
時
よ
り 

 

秋
彼
岸 

永
代
経
法
要 

 

九
月 

 

二
十
三
日
（
月
）
十
時
半
よ
り 

 

報
恩
講 

 
 
 

十
一
月 

 

十
一
日
（
月
）
十
時
よ
り 

 

鐘
つ
き 

 
 
 

十
二
月
三
十
一
日
（
火
）
午
後
十
一
時
四
十
五
分
頃
よ
り 

 

 

■
お
み
が
き
・
お
手
伝
い
（
お
給
仕
）
の
お
願
い
・
ご
案
内 

 

長
年
に
渡
り
、
真
宗
寺
の
仏
具
は
お
檀
家
の
皆
様
に
よ
る
「
お
み
が
き
」
に
よ

っ
て
今
日
ま
で
綺
麗
に
美
し
い
状
態
で
護
持
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
機
会
に
是

非
一
緒
に
皆
様
の
菩
提
寺
で
あ
る
真
宗
寺
の
仏
具
を
一
緒
に
磨
い
て
み
ま
せ
ん
か
。 

お
み
が
き
は
、
ど
な
た
で
も
簡
単
に
出
来
ま
す
し
、
お
道
具
も
何
も
要
り
ま
せ
ん
。 

お
身
体
一
つ
で
お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。 

又
、
真
宗
寺
行
事
の
際
に
お
け
る
お
斉
（
精
進
料
理
）
も
お
檀
家
の
皆
様
に
よ

る
、「
お
手
伝
い
」（
調
理
・
配
膳
・
後
片
付
け
）
で
護
持
さ
れ
て
き
ま
し
た
。 

と
こ
ろ
が
近
年
の
状
勢
で
、
年
々
お
給
仕
を
し
て
頂
け
る
方
が
減
っ
て
お
り
ま
す
。 

是
非
、
お
時
間
ご
都
合
の
合
う
方
は
、
お
檀
家
さ
ん
同
士
の
絆
を
深
め
る
良
い

機
会
だ
と
思
い
ま
す
の
で
、
こ
ち
ら
も
お
気
軽
に
ご
参
加
下
さ
い
。
お
待
ち
し
て

お
り
ま
す
。 
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■
あ
と
が
き 

こ
こ
最
近
、
私
達
を
取
り
巻
く
環
境
・
状
勢
に
よ
る
お
檀
家
の
寺
離
れ
が
浮
き

彫
り
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
単
に
状
勢
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
ま
で
の
お
寺
の

有
り
方
、
皆
様
と
の
接
し
方
等
に
よ
る
重
大
な
問
題
で
あ
る
と
私
は
考
え
ま
す
。 

例
え
ば
、
一
例
と
し
て
葬
式
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
本
来
は
大
事
な
ご
家
族
が
亡

く
な
ら
れ
た
際
、
先
ず
は
葬
儀
式
を
執
行
・
取
り
仕
切
る
お
寺
に
連
絡
を
し
て
、

住
職
・
又
は
担
当
の
僧
侶
と
ご
家
族
（
ご
遺
族
）
で
相
談
の
後
、
通
夜
・
葬
儀
の

日
程
を
決
め
ま
す
。
儀
式
の
日
程
（
流
れ
）・
予
算
は
葬
儀
屋
で
は
な
く
、
我
々
、

お
寺
と
檀
家
で
相
談
し
て
決
め
る
の
が
正
し
い
姿
で
有
り
ま
す
。 

皆
さ
ん
と
の
距
離
を
縮
め
る
方
法
と
し
て
、
お
寺
の
行
事
案
内
を
始
め
、
本
年

度
の
回
忌
表
等
を
記
載
し
た
寺
報
「
竹
の
子
」
を
発
刊
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。 

葬
儀
式
を
始
め
と
し
た
法
事
や
そ
の
他
の
こ
と
で
も
結
構
で
す
。
皆
様
の
ご
希

望
に
お
応
え
し
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
下
さ
い
。 

真
宗
寺 

住
職 

長
﨑 

寿
秀 
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