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令
和
四
年
二
月
一
日
発
行 

第
九
十
五
号 

檀
信
徒
の
皆
さ
ま
こ
ん
に
ち
は
。
一
年
で
一
番
寒

い
時
期
に
お
便
り
を
書
い
て
い
ま
す
。
と
は
言
っ
て

も
い
つ
ま
で
も
続
き
ま
せ
ん
。
寒
い
か
ら
こ
そ
、
お

鍋
も
美
味
し
く
、
お
風
呂
も
気
持
ち
良
い
。
こ
の
時

期
を
楽
し
ん
で
過
ご
し
て
頂
い
た
ら
と
思
い
ま
す
。 

動
植
物
は
人
間
よ
り
も
体
内
時
計
が
優
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
思
う
こ
と
が
多
々
あ
り
ま
す
が
、

時
間
や
節
目
を
使
い
こ
な
せ
る
の
は
人
間
だ
け
の
特

徴
で
す
。
そ
れ
だ
け
に
私
は
節
目
を
大
切
に
思
っ
て

い
ま
す
。
一
時
間
、
午
前
、
午
後
、
一
日
、
一
週
間

な
ど
様
々
な
節
目
が
あ
り
、
節
目
が
あ
る
の
で
気
持

ち
の
切
り
替
え
も
出
来
て
私
も
助
か
っ
て
い
ま
す
。 

特
に
四
十
九
日
や
一
周
忌
、
三
回
忌
な
ど
の
忌
日

の
節
目
は
悲
し
み
の
中
に
あ
る
お
檀
家
様
に
も
「
元

気
を
出
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
少
し
は
前
を
向
い
て

み
ま
せ
ん
か
？
」
な
ど
と
声
を
掛
け
る
機
縁
に
も
な

り
ま
す
。
ま
た
、
そ
れ
ほ
ど
気
に
か
け
な
い
方
で
も

大
晦
日
と
元
旦
の
一
日
に
は
節
目
を
感
じ
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
？
「
年
が
変
わ
っ
た
か
ら
今
年
は

良
い
一
年
に
し
た
い
」
「
目
標
を
新
た
に
頑
張
り
た

い
」
な
ど
と
節
目
を
大
切
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。
こ

れ
と
同
様
に
真
言
宗
の
寺
院
で
は
節
分
に
重
き
を
置

い
て
星
祭
り
の
お
札
を
檀
信
徒
の
皆
さ
ま
に
お
出
し

し
て
い
ま
す
。 

お
札
は
全
て
数
え
年
で
勘
定
い
た
し
ま
す
。
こ
の

数
え
年
と
は
、
お
母
さ
ん
の
胎
内
に
赤
ち
ゃ
ん
が
宿

っ
た
時
を
零
歳
と
し
て
、
生
ま
れ
た
時
が
一
歳
に
な

り
ま
す
。
そ
し
て
大
晦
日
を
超
え
て
元
旦
を
迎
え
る

と
個
人
の
誕
生
日
と
は
関
係
な
く
、
全
員
が
一
緒
に

年
を
取
る
の
が
数
え
年
の
数
え
方
に
な
り
ま
す
。 

令
和
四
年
の
本
厄
年 

●
男
性 

平
成 

十 

年
生
ま
れ 

二
十
五
才 

昭
和
五
十
六
年
生
ま
れ 

四
十
二
才 

昭
和
三
十
七
年
生
ま
れ 

六
十
一
才 

●
女
性 

 

平
成
十
六 

年
生
ま
れ 

十
九
才 

 

平
成 

二 

年
生
ま
れ 

三
十
三
才 

 

昭
和
六
十
一
年
生
ま
れ 

三
十
七
才 

（
本
厄
の
前
後
の
年
が
前
厄
、
後
厄
に
な
り
ま
す
） 

星
祭
り
は
別
名
で
星
供
（
ほ
し
く
）
と
も
呼
ば
れ

る
密
教
修
法
の
一
つ
で
す
。
生
ま
れ
た
時
の
自
分
の

星
と
、
一
年
ご
と
に
巡
る
星
を
供
養
す
る
法
要
で
す
。

厄
年
の
い
わ
れ
に
は
様
々
あ
り
ま
す
が
、
男
女
で
違

い
が
あ
る
の
は
や
は
り
出
産
な
ど
が
大
き
く
か
か
わ

る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
そ
の
昔
は
大
厄
の
漢
字

に
「
大
役
」
が
使
わ
れ
て
い
る
古
書
な
ど
も
あ
る
こ

と
か
ら
、
仕
事
や
村
の
世
話
役
、
神
社
の
世
話
人
な

ど
を
任
さ
れ
る
、
人
の
目
に
多
く
付
く
年
ご
ろ
と
な

り
、
身
を
つ
つ
し
む
意
味
合
い
も
あ
る
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。 

ま
た
、
前
厄
、
後
厄
が
有
る
の
は
人
間
の
成
長
な

ど
同
じ
く
、
早
く
吉
凶
が
巡
る
人
、
遅
く
訪
れ
る
人

が
有
る
た
め
に
、
そ
の
前
後
も
厄
年
と
し
て
ご
供
養

を
す
る
の
で
す
が
、
当
山
で
は
お
申
込
み
い
た
だ
い

た
方
に
は
個
人
（
家
）
ご
と
に
台
帳
を
作
り
、
毎
年

星
祭
り
の
お
札
を
お
渡
し
し
て
い
る
の
で
、
特
別
に

希
望
を
さ
れ
な
い
限
り
は
（
大
き
な
お
札
を
出
さ
ず

に
）
通
年
通
り
の
紙
札
を
お
出
し
し
て
い
ま
す
。 

星
祭
り
の
法
要
を
修
す
る
の
は
節
分
で
す
が
、
当

山
で
は
小
寒
の
頃
よ
り
朝
の
お
勤
め
に
て
御
祈
祷
を

始
め
ま
す
。
そ
の
ご
祈
願
は
何
よ
り
も
心
身
健
全
の

延
命
成
就
と
無
病
息
災
、
無
事
故
の
一
年
に
な
る
よ

う
に
と
お
祈
り
を
致
し
ま
す
。
そ
し
て
一
枚
の
お
札

か
ら
ご
本
尊
の
大
日
如
来
様
や
お
釈
迦
様
、
お
不
動

様
と
ご
縁
が
頂
け
る
の
が
何
よ
り
も
有
難
い
こ
と
で

は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

三
月
八
日
（
火
曜
日
）
十
四
時
よ
り 

「
法
話
の
会
」
金
剛
宝
戒
寺 

本
堂
に
お
い
て 

阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
記
念
式
典
か
ら
五
日
後
の

一
月
二
十
二
日
の
未
明
に
あ
っ
た
地
震
に
は
驚
か
さ

れ
ま
し
た
。
二
十
七
年
前
、
こ
の
寒
空
の
な
か
、
外

で
余
震
に
震
え
て
い
た
方
々
は
ど
ん
な
に
か
心
細
か

っ
た
こ
と
か
と
思
い
直
し
ま
し
た
。
幸
い
ど
の
お
家

も
大
き
な
被
害
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
が
、
佐
伯
の

大
日
寺
さ
ま
の
修
行
大
師
は
台
座
か
ら
落
ち
て
大
き

く
破
損
を
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
か
た
わ
ら
、

信
者
様
の
間
か
ら
は
「
お
大
師
様
が
身
代
わ
り
と
な

っ
て
害
を
受
け
て
く
れ
た
ん
や
」
と
い
う
声
も
聞
こ

え
て
き
た
そ
う
で
す
。
身
を
挺
し
て
守
っ
て
下
さ
っ

た
お
大
師
様
に
も
、
ま
た
そ
の
様
な
心
境
に
な
る
信

者
様
に
も
有
難
い
思
い
が
致
し
ま
し
た
。 
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