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令
和
三
年
四
月
一
日
発
行 

第
八
十
五
号 

檀
信
徒
の
皆
さ
ま
こ
ん
に
ち
は
。
境
内
は
早
朝
か

ら
と
て
も
に
ぎ
や
か
で
す
。
言
葉
を
覚
え
た
て
の
幼

子
の
様
に
小
鳥
た
ち
が
さ
え
ず
り
合
っ
て
い
ま
す
。 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
流
行
し
て
一
年
が
過
ぎ

ま
し
た
。
振
り
返
り
ま
す
と
昨
年
は
大
分
県
外
へ
出

る
事
の
な
い
一
年
で
し
た
が
、
三
月
は
久
し
ぶ
り
に

高
野
山
へ
上
が
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
当
山
の
所
縁

坊
で
も
あ
る
本
覚
院
住
職 

稲
葉
法
研
大
僧
正
様
の

法
印
轉
衣
（
て
ん
ね
）
式
に
ご
招
待
を
受
け
た
か
ら

で
す
。
法
印
と
は
一
年
間
、
宗
祖
弘
法
大
師
空
海
様

の
ご
名
代
と
し
て
、
高
野
山
で
の
主
要
な
法
要
の
導

師
を
務
め
る
大
変
名
誉
あ
る
役
職
で
す
。
こ
ち
ら
も

コ
ロ
ナ
禍
で
人
数
を
制
限
し
た
法
要
と
な
り
ま
し
た

が
、
高
野
山
内
住
職
が
勢
揃
い
を
し
た
大
変
威
厳
あ

る
法
要
で
し
た
。 

私
が
初
め
て
法
印
様
に
お
会
い
し
た
の
が
今
か
ら

二
十
五
年
以
上
昔
の
事
に
な
り
ま
す
。
当
時
か
ら
大

変
貫
禄
の
あ
る
方
で
し
た
の
で
、
年
齢
な
ど
は
考
え

て
み
た
こ
と
が
有
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
今
に
し
て

思
う
と
四
十
台
後
半
で
今
日
の
私
と
同
年
齢
く
ら
い

で
す
。
当
時
の
本
覚
院
さ
ま
が
ど
の
よ
う
な
事
を
考

え
て
お
ら
れ
た
か
は
想
像
も
出
来
な
い
も
の
の
、
法

印
ま
で
務
め
ら
れ
る
の
は
並
大
抵
の
ご
努
力
で
は
無

か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
法
印
様
が
高
野
山
に
上
ら
れ

た
ご
縁
は
幼
少
期
の
大
病
で
あ
っ
た
と
伺
っ
て
い
ま

す
。
今
回
の
ご
挨
拶
で
も
命
の
尊
さ
を
説
か
れ
て
い

ま
し
た
。
一
年
間
お
大
師
様
の
お
代
わ
り
を
務
め
ら

れ
る
わ
け
で
す
が
、
お
大
師
様
に
見
守
ら
れ
重
責
を

果
た
さ
れ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。
帰
宅
前
の
奥
之
院

参
拝
で
は
日
常
の
感
謝
と
檀
信
徒
様
の
平
安
と
共
に

本
覚
院
様
の
ご
健
康
を
祈
念
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。 

三
月
の
講
習
会
で
は
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
と
い
う
原

始
仏
教
聖
典
の
中
で
も
最
も
古
い
と
言
わ
れ
て
い
る

仏
典
の
中
か
ら
お
釈
迦
様
の
言
葉
を
ご
紹
介
致
し
ま

し
た
。
こ
の
経
典
の
中
に
は
難
し
い
仏
教
用
語
な
ど

は
な
く
、
お
釈
迦
さ
ま
が
生
き
て
お
ら
れ
た
当
時
に

弟
子
や
民
衆
か
ら
受
け
た
質
問
な
ど
に
対
し
て
、
散

文
形
式
の
「
話
し
言
葉
」
で
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
原

文
で
は
詩
の
形
式
で
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

足
る
こ
と
を
知
り
、
わ
ず
か
な
食
物
で
暮
ら
し
、

雑
務
少
な
く
、
生
活
も
ま
た
簡
素
で
あ
り
、
諸
々
の

感
官
（
感
覚
器
官
や
感
情
）
が
静
ま
り
、
聡
明
で
高
ぶ

る
こ
と
な
く
、
諸
々
の
（
ひ
と
の
）
家
で
貪
る
こ
と
が

な
い
。 

宮
沢
賢
治
の
「
雨
に
も
負
け
ず
」
を
思
い
出
す
よ

う
な
言
葉
（
詩
）
で
す
。
現
代
の
私
た
ち
は
多
く
の
モ

ノ
に
満
た
さ
れ
、
贅
沢
な
食
事
に
豪
遊
し
、
多
く
の

情
報
と
刺
激
の
強
い
映
像
や
遊
び
に
触
れ
、
少
し
で

も
周
り
の
人
よ
り
も
優
位
に
立
つ
こ
と
を
幸
せ
と
感

じ
た
り
、
思
っ
た
り
、
求
め
た
り
し
て
い
る
様
な
気

が
し
て
い
ま
す
。
右
の
言
葉
は
お
弟
子
様
が
お
釈
迦

さ
ま
に
「
幸
せ
と
は
ど
の
よ
う
な
状
態
で
す
か
？
」

と
問
わ
れ
た
時
の
返
答
。
お
釈
迦
さ
ま
の
幸
福
論
の

よ
う
に
も
聞
こ
え
て
き
ま
す
。 

若
い
人
も
壮
年
の
人
も
、
愚
者
も
賢
者
も
、
す
べ

て
死
に
屈
服
し
て
し
ま
う
。
す
べ
て
の
者
は
必
ず
死

に
至
る
。 

か
れ
ら
は
死
に
捉
（
と
ら
）
え
ら
れ
て
あ
の
世
に

去
っ
て
行
く
が
、
父
も
そ
の
子
を
救
わ
ず
親
族
も
そ

の
親
族
を
救
わ
な
い
。 

今
か
ら
二
五
〇
〇
年
前
は
ち
ょ
っ
と
し
た
ケ
ガ
や

発
熱
が
命
取
り
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
出
来

る
こ
と
な
ら
ば
代
わ
っ
て
あ
げ
た
い
と
思
っ
て
も
無

理
な
の
が
、
親
子
の
別
れ
や
病
で
あ
り
、
現
代
で
も

変
わ
ら
な
い
苦
し
み
で
す
。
近
親
者
を
亡
く
し
た
人

に
お
釈
迦
さ
ま
が
語
り
か
け
ら
れ
た
真
理
の
お
言
葉

で
す
。（
ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば 

中
村
元
訳
よ
り
） 

五
月
も
講
習
会
を
行
い
ま
す
が
飲
食
を
伴
う
お
接

待
と
お
花
ま
つ
り
は
今
年
も
中
止
と
さ
せ
て
頂
き
ま

す
。
ご
了
承
く
だ
さ
い
。 

日 

時 

五
月
八
日
（
土
曜
日
）
十
四
時
か
ら 

場 

所 

金
剛
宝
戒
寺 

本
堂
に
お
い
て 

演 

題 

「
お
釈
迦
様
の
言
葉
と
瞑
想
」 

一
日
も
早
い
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
終
息
を
ご
祈
念
い

た
し
ま
す
。 

中
止 

お
接
待 

 
 

五
月
二
日 

お
花
ま
つ
り 

五
月
十
九
日 

「
吾
唯
足
知
」
今
月
の
お
便
り
は
自
分
自
身
へ
の

戒
め
の
よ
う
に
も
感
じ
ま
し
た
。「
雑
務
少
な
く
、
生

活
も
簡
素
で
あ
る
」
臨
終
の
時
に
そ
の
様
に
思
え
る

人
生
で
あ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。 
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