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令
和
四
年
十
月
一
日
発
行 

第
一
〇
三
号 

檀
信
徒
の
皆
さ
ま
こ
ん
に
ち
は
。
鐘
楼
堂
の
横
に

植
え
て
あ
る
無
口
な
金
木
犀
が
こ
の
季
節
だ
け
は
朝

一
番
に
話
し
か
け
て
き
ま
す
。
特
に
早
朝
は
空
気
が

澄
ん
で
い
る
だ
け
に
、
毎
日
微
妙
な
違
い
の
味
わ
い

を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
て
い
ま
す
。 

上
半
期
は
こ
れ
ま
で
に
無
い
ほ
ど
少
な
か
っ
た
お

葬
儀
が
お
盆
明
け
か
ら
パ
ラ
パ
ラ
と
続
き
ま
し
た
。

何
度
も
何
度
も
渡
し
て
い
る
引
導
で
す
が
、
そ
の
度

ご
と
に
悲
し
み
が
違
い
、
慣
れ
る
と
い
う
事
は
あ
り

ま
せ
ん
。
暑
い
暑
い
と
繰
り
返
し
聞
い
て
き
た
挨
拶

も
今
年
は
台
風
と
共
に
身
を
引
い
て
い
き
、
季
節
の

移
り
変
わ
り
を
感
じ
る
こ
と
が
出
来
る
の
も
生
き
て

い
て
こ
そ
で
あ
り
、
こ
の
一
瞬
、
一
瞬
を
大
切
に
し

な
け
れ
ば
と
の
思
い
を
強
く
し
ま
す
。 

人
の
「
死
」
に
は
二
通
り
あ
り
、
一
つ
に
は
肉
体

的
な
「
死
」
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
周
り
の
人
た
ち

か
ら
忘
れ
去
ら
れ
た
時
の
「
死
」
で
あ
る
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
確
か
に
そ
の
通
り
で
、
故
人
を
偲
ぶ
と

き
、
生
前
以
上
に
敬
愛
の
思
い
が
強
く
な
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
。
今
の
時
代
は
故
人
伝
記
や
残
し
た
書
籍

だ
け
で
な
く
、
生
前
中
の
動
画
な
ど
も
見
る
こ
と
が

可
能
と
な
り
、
「
死
」
の
認
識
も
違
っ
て
き
て
い
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

即
身
成
仏
を
唱
え
ら
れ
た
、
宗
祖
弘
法
大
師 

空

海
様
は
百
年
の
寿
命
を
得
た
と
し
て
も
、
そ
れ
よ
り

先
の
弟
子
た
ち
や
衆
生
を
救
う
こ
と
は
出
来
な
い
と

の
思
い
か
ら
、
高
野
山
の
奥
之
院
に
ご
入
定
さ
れ
、

今
も
私
た
ち
の
生
活
を
見
守
っ
て
下
さ
っ
て
い
る
と

信
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
日
常
に
そ
の
恩
恵
を

強
く
感
じ
れ
ば
感
じ
る
程
に
存
在
感
が
強
く
な
る
の

は
不
思
議
な
も
の
で
す
。 

そ
の
お
大
師
様
が
来
年
、
千
二
百
五
十
回
目
の
御

誕
生
を
迎
え
ら
れ
ま
す
。
コ
ロ
ナ
禍
で
不
透
明
で
は

あ
り
ま
す
が
、
当
山
か
ら
も
団
体
参
拝
を
募
る
つ
も

り
で
す
。
祖
山
へ
の
参
拝
を
希
望
さ
れ
る
方
は
こ
の

機
会
に
ご
一
緒
さ
れ
ま
せ
ん
か
？ 

令
和
五
年
五
月
十
九
日
（
金
曜
日
）
フ
ェ
リ
ー
発 

翌
日 
 

五
月
二
十
日
（
土
曜
日
）
高
野
山
宿
泊 

翌
々
日 

五
月
二
十
一
日
（
日
曜
日
）
記
念
法
要 

 

今
の
と
こ
ろ
右
の
様
な
日
程
で
五
月
二
十
二
日

（
月
曜
日
）
の
早
朝
に
フ
ェ
リ
ー
に
て
大
分
に
帰
港

予
定
で
す
。
関
心
の
あ
る
方
は
お
声
掛
け
く
だ
さ
い
。 

 
先
月
の
十
日
か
ら
月
参
り
や
お
彼
岸
で
趣
意
書

を
配
ら
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
。
五
年
後
の
令
和
九

年
に
当
山
は
開
創
千
三
百
年
を
迎
え
ま
す
。
高
野
山

で
修
行
を
し
た
仲
間
が
八
十
名
ほ
ど
い
ま
す
が
、
千

三
百
年
の
歴
史
を
持
っ
た
お
寺
の
住
職
は
多
く
居
ま

せ
ん
。
大
分
県
下
の
真
言
宗
の
お
寺
で
は
随
一
だ
と

思
い
ま
す
。
歴
史
だ
け
で
あ
れ
ば
高
野
山
よ
り
も
古

い
歴
史
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
千
三
百
年
の
記
念

事
業
を
計
画
し
て
い
ま
す
。 

 

当
山
の
歴
史
は
天
平
時
代
の
神
亀
四
年
（
七
二

七
年
）
に
始
ま
り
ま
す
。
聖
武
天
皇
の
勅
願
を
行
基

菩
薩
が
奉
じ
て
創
建
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
当
初
は
大

分
郡
荏
隈
郷
五
丁
津
留
に
創
建
さ
れ
ま
し
た
。
今
の

豊
府
高
校
か
ら
古
国
府
へ
少
し
向
か
っ
た
辺
り
に
、

寺
域
三
万
坪
。
金
堂
な
ど
の
諸
堂
を
構
え
た
大
伽
藍

を
形
成
し
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、

律
令
制
の
衰
退
や
大
分
川
の
氾
濫
な
ど
を
受
け
、
当

山
も
衰
退
を
し
ま
し
た
が
、
鎌
倉
幕
府
が
成
立
し
仏

教
文
化
が
地
方
に
も
流
れ
て
き
た
時
に
、
上
野
の
大

地
に
当
山
を
再
興
し
、
西
大
寺
よ
り
幸
尊
律
師
を
中

興
の
祖
と
し
て
招
い
て
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。 

 

今
回
の
記
念
事
業
で
は
庫
裡
部
分
を
完
全
に
解

体
し
、
そ
こ
へ
寺
務
所
と
大
座
敷
を
構
え
る
予
定
で

す
。
大
座
敷
は
法
要
の
際
の
集
会
所
と
し
て
の
他
、

檀
信
徒
皆
さ
ん
の
法
事
や
、
そ
の
後
の
お
斎
（
お
食

事
）
ま
た
、
希
望
さ
れ
る
方
は
お
寺
で
の
葬
儀
も
出

来
る
様
に
整
え
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で

以
上
に
檀
信
徒
の
皆
さ
ん
に
お
寺
へ
足
を
運
ん
で
頂

き
、
歴
史
あ
る
お
寺
に
親
し
み
を
感
じ
て
頂
き
た
く

思
っ
て
い
ま
す
。
尚
、
左
記
の
日
程
で
今
回
の
事
業

説
明
・
質
問
会
を
本
堂
に
て
行
い
ま
す
の
で
、
ど
う

ぞ
参
加
を
お
願
い
致
し
ま
す
。 

 

十
月
八
日
（
土
曜
日
） 

十
五
時
三
十
分
～ 

 

十
一
月
八
日
（
火
曜
日
）
十
五
時
三
十
分
～ 

十
二
月
十
一
日
（
日
曜
日
）
十
四
時
～ 

ま
た
、
十
一
月
は
月
例
の
講
習
会
も
行
い
ま
す
の

で
説
明
会
と
合
わ
せ
て
参
加
頂
け
る
と
幸
い
で
す
。 

十
一
月
八
日
（
火
曜
日
）
十
四
時
か
ら 

金
剛
宝
戒
寺
本
堂
に
お
い
て
「
法
話
の
会
」 

十
月
八
日
の
講
習
会
も
行
う
予
定
で
す
！
合
掌 


