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平
成
二
十
八
年
七
月
一
日
発
行 

第
二
十
八
号 

檀
信
徒
の
皆
さ
ま
こ
ん
に
ち
は
。
震
災
の
後
は
大

雨
で
す
。
ど
ん
な
に
科
学
が
進
ん
で
も
自
然
の
力
に

は
か
な
い
ま
せ
ん
。
見
え
ざ
る
モ
ノ
へ
の
畏
敬
の
念

を
忘
れ
ず
に
過
ご
す
こ
と
の
必
要
性
を
教
え
ら
れ
て

い
る
気
が
し
て
な
り
ま
せ
ん
。 

震
災
直
後
よ
り
お
願
い
し
て
い
ま
し
た
、
被
災
地

へ
の
義
援
金
を
５
月
末
で
締
め
切
り
さ
せ
て
頂
き
、

「
日
赤 

平
成
二
十
八
年 

熊
本
地
震
災
害
義
援
金
」

へ
二
十
四
万
百
七
十
円
振
り
込
み
さ
せ
て
頂
き
ま
し

た
。
代
表
と
し
て
金
剛
寳
戒
寺
の
名
義
で
寄
付
い
た

し
ま
し
た
が
、
仏
教
で
は
陰
な
が
ら
に
積
む
功
徳
を

「
陰
徳
」（
い
ん
と
く
）
と
言
い
ま
す
。
お
一
人
お
ひ

と
り
の
名
前
が
残
る
事
は
あ
り
ま
せ
ん
が
善
意
は
間

違
い
な
く
届
い
て
お
り
ま
す
。
沢
山
の
ご
協
力
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
領
収

書
も
添
付
し
て
お
り
ま
す
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
） 

高
野
山
真
言
宗 

大
分
青
年
会
で
も
二
度
托
鉢
を

し
て
、
被
災
地
へ
も
一
度
だ
け
足
を
運
び
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
活
動
を
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
被

災
地
へ
の
支
援
を
続
け
て
行
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。
こ
ち
ら
の
方
は
大
分
合
同
新
聞
社
を
通
し
て
寄

付
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
六
月
二
十
一
日
付
の
朝
刊

に
も
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。（
七
万
五
千
百
四
円
） 

今
年
で
三
回
目
に
な
り
ま
す
が
盆
月
の
草
取
り
を

行
い
ま
す
。
可
能
な
方
は
無
理
の
な
い
参
加
を
お
願

い
致
し
ま
す
。 

八
月
六
日
（
土
曜
日
） 

朝
六
時
半
か
ら
約
一
時
間 

本
堂
の
大
掃
除
と
境
内
の
草
取
り 

八
月
の
講
習
会
は
お
休
み
と
な
り
ま
す
が
、
例
年

通
り
千
巻
心
経
と
供
養
盆
踊
り
を
行
い
ま
す
。
今
年

が
初
盆
に
な
る
方
は
特
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。
ま
た

最
近
は
月
参
り
で
も
一
緒
に
般
若
心
経
を
お
唱
え
す

る
方
が
増
え
て
参
り
ま
し
た
。
そ
の
功
徳
は
計
り
知

れ
ま
せ
ん
。
ご
先
祖
様
の
為
、
ご
家
族
の
為
、
ご
自
身

の
為
に
も
ご
参
加
下
さ
い
。
盆
踊
り
の
最
後
に
は
お

楽
し
み
の
抽
選
会
も
有
り
ま
す
！ 

八
月
二
十
一
日
（
日
曜
日
） 

午
後
五
時
か
ら 

金
剛
寳
戒
寺
本
堂
に
於
い
て 

「
千
巻
心
経
」 

午
後
七
時
か
ら
金
剛
寳
戒
寺
境
内
に
於
い
て 

 
 
 

「
供
養
盆
踊
り
」 

六
月
八
日
に
は
「
十
善
戒
の
ス
ス
メ
」
と
題
し
て

私
が
お
話
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。「
戒
律
」
イ
コ
ー

ル
「
い
ま
し
め
」
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
か
ら
守
れ
な

い
と
、
と
て
も
厳
し
い
罰
則
が
有
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
「
戒
」
に
は
、
原
則
と
し
て
罰

則
は
な
く
、
守
れ
な
か
っ
た
時
は
罪
を
告
白
し
て
懺

悔
す
る
の
が
セ
オ
リ
ー
で
す
。
も
ち
ろ
ん
「
い
い
か

げ
ん
」
に
し
て
良
い
わ
け
で
は
有
り
ま
せ
ん
が
「
戒
」

を
守
れ
て
い
な
い
人
を
批
判
す
る
為
の
指
針
で
も
あ

り
ま
せ
ん
。 

ま
た
原
語
と
な
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
「
戒
」

に
は
習
慣
性
と
い
っ
た
意
味
合
い
も
あ
り
ま
す
の
で
、

「
殺
生
を
し
な
い
習
慣
を
つ
け
る
」 

「
悪
口
を
言
わ
な
い
習
慣
を
つ
け
る
」 

と
言
う
よ
う
に
考
え
、
私
た
ち
が
朝
起
き
た
ら
顔
を

洗
う
よ
う
に
、
食
事
を
し
た
ら
歯
を
磨
く
よ
う
に
習

慣
づ
け
を
し
て
、
そ
れ
ら
が
出
来
な
か
っ
た
ら
「
気

持
ち
悪
い
」「
気
分
が
悪
い
」
と
感
じ
る
よ
う
に
な
る

事
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

今
回
の
九
州
ブ
ロ
ッ
ク
研
修
会
に
参
加
せ
ず
管
長

猊
下
か
ら
の
お
授
け
を
受
け
て
な
く
て
も
守
る
の
は

自
分
次
第
で
す
。
十
の
不
徳
の
行
い
に
気
を
付
け
て

生
活
を
過
ご
す
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
る
効
能
は
思
っ

て
い
る
以
上
に
大
き
い
で
す
。
そ
し
て
自
身
が
最
期

を
迎
え
る
時
に
「
少
な
く
と
も
人
々
を
傷
つ
け
ず
に

過
ご
せ
た
人
生
だ
っ
た
」
思
え
た
ら
そ
れ
以
上
の
事

は
な
い
と
思
い
ま
す
。
私
自
身
も
ま
だ
ま
だ
初
心
者

で
す
が
共
に
心
が
け
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

当
初
の
予
定
よ
り
も
遅
く
な
り
ま
し
た
が
、
や
っ

と
納
骨
堂
の
建
設
に
取
り
掛
か
り
ま
し
た
。
こ
の
間
、

思
う
様
に
進
ま
ず
か
な
り
の
ス
ト
レ
ス
を
感
じ
て
い

ま
し
た
が
、
自
分
の
感
じ
て
い
る
ス
ト
レ
ス
と
向
き

合
う
事
に
よ
り
自
分
の
心
を
観
察
す
る
機
会
に
な
り

ま
し
た
。
専
修
学
院
を
卒
業
し
て
早
い
も
の
で
二
〇

年
も
過
ぎ
ま
す
が
、
四
月
と
六
月
は
皆
様
の
前
で
お

話
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
仏
教
は
宗
教
で
は
な
く

「
心
の
科
学
だ
」
と
い
う
心
理
学
者
も
い
る
程
で
す
。

今
回
は
私
自
身
も
仏
教
に
随
分
と
救
わ
れ
、
仏
教
の

素
晴
ら
し
さ
を
再
認
識
致
し
ま
し
た
。
何
が
機
縁
と

な
る
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
少
し
づ
つ
で
も
皆
様

に
お
伝
え
出
来
た
ら
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

 

合
掌 


