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令
和
三
年
一
月
一
日
発
行 

第
八
十
二
号 

檀
信
徒
の
皆
さ
ま
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。
本
年
も
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

皆
さ
ん
は
ど
の
様
な
思
い
で
令
和
二
年
を
送
り
、
新

年
を
お
迎
え
さ
れ
た
で
し
ょ
う
か
？ 

諸
行
無
常
は
お
釈
迦
さ
ま
の
基
本
思
想
で
こ
の
世

の
真
理
で
も
あ
り
ま
す
。
同
じ
こ
と
の
繰
り
返
し
の

様
に
感
じ
る
日
常
も
、
常
に
移
り
変
わ
り
、
全
く
同

じ
毎
日
と
い
う
こ
と
は
有
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
普
段

は
そ
の
様
な
事
を
敏
感
に
感
じ
に
く
い
の
が
現
実
で

す
。
そ
の
様
な
中
、
昨
年
は
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
蔓

延
し
季
節
の
行
事
な
ど
も
軒
並
み
に
中
止
と
な
り
ま

し
た
。
人
と
の
付
き
合
い
な
ど
、
当
た
り
前
が
当
た

り
前
で
な
い
と
感
じ
る
事
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
こ
の
諸
行
無
常
と
共
に
仏
教
の
基
本

思
想
が
一
切
皆
苦
で
す
。
一
切
皆
苦
と
は
生
き
て
行

く
上
で
避
け
る
事
の
出
来
な
い
苦
し
み
が
存
在
す
る

と
い
う
教
え
で
す
。
そ
の
代
表
格
と
し
て
四
苦
八
苦

を
あ
げ
て
い
ま
す
。
日
常
の
全
て
が
「
苦
」
と
感
じ
て

い
る
人
は
少
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
愛
す
る
人
と
の

嬉
し
い
出
会
い
も
、
時
の
移
り
変
わ
り
と
共
に
悲
し

い
別
れ
に
つ
な
が
り
ま
す
。
人
生
を
俯
瞰
し
て
考
え

る
と
一
切
皆
苦
も
真
理
で
あ
る
と
私
は
思
い
ま
す
。 

昨
年
は
お
葬
式
に
さ
え
立
ち
会
え
ず
、
お
別
れ
を

し
た
人
た
ち
の
報
道
を
見
ま
し
た
。
ま
た
お
檀
家
さ

ん
の
中
に
も
施
設
な
ど
に
入
っ
て
い
た
方
は
亡
く
な

る
前
に
お
会
い
し
た
の
が
半
年
前
だ
っ
た
と
い
う
方

も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
今
の
社
会
に
老
健
施
設

な
ど
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
が
、
施
設
は
寿
命
を
延
ば
す

と
こ
ろ
な
の
か
、
命
を
活
か
す
と
こ
ろ
な
の
か
？
難

し
い
問
題
で
も
あ
り
ま
す
。
幸
せ
と
は
何
で
あ
ろ
う

か
、
人
生
や
死
に
つ
い
て
も
深
く
考
え
る
一
年
で
し

た
。
人
は
な
ぜ
死
ぬ
の
か
？
そ
も
そ
も
自
分
は
何
歳

ま
で
生
き
た
い
の
か
？
ど
の
様
な
最
期
を
迎
え
た
い

の
か
？
自
問
自
答
を
し
た
一
年
で
も
あ
り
ま
し
た
。 

話
は
変
わ
り
ま
す
が
、
昨
年
十
二
月
の
講
習
会
は

「
四
諦
八
正
道
と
瞑
想
」
と
題
し
て
お
話
を
さ
せ
て

頂
き
ま
し
た
。
四
諦
八
正
道
を
一
言
で
い
う
な
ら
ば
、

四
つ
の
真
理
と
悟
る
た
め
の
八
つ
の
実
践
方
法
で
す
。

悟
り
イ
コ
ー
ル
心
の
平
安
と
考
え
る
な
ら
ば
、
悩
み

の
解
決
方
法
と
理
解
を
し
て
も
良
い
と
思
い
ま
す
。

四
諦
と
は
一
、
苦
諦
（
避
け
る
事
の
出
来
な
い
苦
が

有
る
と
い
う
真
理
）
二
、
集
諦
（
苦
し
み
に
は
原
因
が

有
る
と
い
う
真
理
）
三
、
滅
諦
（
苦
し
み
の
原
因
「
渇

愛
」
を
見
つ
け
、
制
す
る
真
理
）
四
、
道
諦
（
渇
愛
を

取
り
除
く
方
法
）
の
四
つ
で
す
。
字
か
ら
誤
解
を
招

い
て
し
ま
い
そ
う
で
す
が
滅
諦
と
は
渇
愛
を
滅
す
る

の
で
は
な
く
渇
愛
を
制
御
、
も
し
く
は
停
止
さ
せ
る

と
い
う
事
で
す
。
そ
の
た
め
の
方
法
が
道
諦
で
あ
り
、

実
践
方
法
と
し
て
八
正
道
を
示
し
て
い
ま
す
。 

八
正
道
と
は
①
正
見
（
正
し
い
見
解
）
②
正
思
惟

（
正
し
い
考
え
や
心
）
③
正
語
（
正
し
い
言
葉
）
④
正

業
（
正
し
い
行
い
）
⑤
正
命
（
正
し
い
生
活
）
⑥
正
精

進
（
正
し
い
努
力
）
⑦
正
念
（
正
し
い
記
憶
と
反
復
）

⑧
正
定
（
正
し
い
瞑
想
）
の
八
つ
の
こ
と
で
す
。
こ
れ

ら
は
独
立
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
連
動
す
る
事
に

よ
り
中
道
を
生
き
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。
こ
の
様
に
「
正
し
い
」
が
多
く
並
ぶ
と
難
し
く
、

自
分
に
は
出
来
な
い
事
の
よ
う
に
感
じ
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。「
正
し
さ
」
の
定
義
は
難
し
い
で
す
が
仏
教

の
正
し
い
と
は
「
善
」
と
近
く
「
人
を
傷
つ
け
ず
、
人

の
為
に
な
る
こ
と
を
人
の
身
に
な
っ
て
考
え
行
動
す

る
」
と
い
う
様
に
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
思
い
や
り

の
心
や
考
え
、
言
葉
、
行
動
を
持
っ
て
の
正
し
い
生

活
を
繰
り
返
し
送
る
と
、
落
ち
着
い
た
心
で
瞑
想
が

出
来
る
よ
う
に
な
り
偏
り
の
な
い
見
解
が
芽
生
え
、

因
縁
生
起
を
理
解
し
、
中
道
を
歩
め
る
よ
う
に
な
る

の
だ
と
思
い
ま
す
。
人
を
立
て
れ
ば
蔵
が
建
つ
と
い

う
諺
が
有
る
よ
う
に
、
八
正
道
の
生
活
が
大
変
な
の

で
は
な
く
、
自
分
本
位
の
生
活
に
苦
し
み
が
伴
う
の

で
は
な
い
か
と
今
は
理
解
し
て
い
ま
す
。 

来
月
は
節
分
で
す
。
節
分
と
言
え
ば
二
月
三
日
と

思
い
が
ち
で
す
が
、
今
年
は
暦
の
調
整
で
二
月
二
日

が
節
分
、
三
日
が
立
春
と
な
り
ま
す
。
例
年
通
り
星

祭
り
の
お
札
を
お
出
し
し
ま
す
。
今
年
の
本
厄
は
男

性
が
平
成
九
年
、
昭
和
五
十
五
年
、
昭
和
三
十
六
年

生
ま
れ
。
女
性
は
平
成
十
五
年
、
昭
和
六
十
四
年
（
平

成
元
年
）
昭
和
六
十
年
生
ま
れ
の
方
々
で
す
。 

日 

時 

二
月
八
日
（
月
曜
日
）
十
四
時
か
ら 

場 

所 

金
剛
宝
戒
寺
本
堂
に
於
い
て 

演 

題 

「
お
釈
迦
さ
ま
の
言
葉
と
瞑
想
」 

コ
ロ
ナ
禍
で
様
々
な
考
え
方
が
有
る
と
思
い
ま
す

が
、
講
習
会
の
予
定
を
し
て
い
ま
す
。
決
し
て
無
理

の
な
い
参
加
を
お
願
い
致
し
ま
す
。 
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