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平
成
二
十
九
年
五
月
一
日
発
行 

第
三
十
八
号 

檀
信
徒
の
皆
さ
ま
、
こ
ん
に
ち
は
。
例
年
よ
り
も

遅
い
桜
の
季
節
が
終
わ
り
ま
し
た
。
桜
ほ
ど
日
本
人

に
哀
愁
を
も
た
ら
す
花
は
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
？
春
は
新
た
な
出
会
い
の
季
節
で
す
が
、
桜
は

先
だ
っ
た
故
人
と
の
思
い
出
も
連
れ
て
来
て
く
れ
ま

す
。
今
年
は
桜
が
入
学
式
ま
で
見
る
こ
と
が
出
来
て

個
人
的
に
は
嬉
し
か
っ
た
で
す
。 

四
月
八
日
は
午
前
一
〇
時
よ
り
可
兒
敦
彦
さ
ん
に

よ
る
「
お
お
い
た
文
化
笑
論
」
の
講
演
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
テ
ー
マ
は
「
笑
い
と
歌
」
と
い
う
こ
と
で
、
豊

富
な
話
題
と
経
験
を
独
特
の
話
術
で
紹
介
し
て
く
だ

さ
い
ま
し
た
。
時
折
ま
じ
え
る
大
分
弁
は
聴
講
者
と

の
距
離
を
一
気
に
縮
め
ま
し
た
。
講
習
会
を
始
め
て

三
年
が
過
ぎ
ま
し
た
が
、
こ
れ
ほ
ど
笑
い
を
誘
っ
て

の
お
話
は
な
か
っ
た
様
に
お
も
い
ま
す
。
テ
ー
マ
に

あ
る
「
歌
」
な
ど
か
ら
「
良
き
時
代
の
日
本
」
の
懐
か

し
い
風
景
を
彷
彿
さ
せ
、
今
の
時
代
へ
の
警
鐘
と
と

も
に
こ
れ
か
ら
の
時
代
の
生
き
方
を
示
し
て
下
さ
っ

た
様
に
思
い
ま
す
。
そ
し
て
最
後
に
「
老
い
と
は
少

な
少
な
に
生
き
る
こ
と
」
若
い
人
に
綺
麗
に
譲
る
と

こ
ろ
に
日
本
人
の
美
学
が
あ
り
、
そ
こ
に
「
う
つ
く

し
さ
」
が
あ
る
。
と
仰
っ
て
い
た
の
が
印
象
的
で
し

た
。
決
し
て
難
し
い
お
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た

が
「
温
故
知
新
」
と
と
も
に
、
仏
教
的
思
想
が
底
辺
に

あ
る
よ
う
に
私
に
は
感
じ
ま
し
た
。 

お
便
り
を
書
い
て
い
る
時
点
で
は
五
月
の
講
習
会

が
終
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
般
若
心
経
の
講
習
会
は

二
ヶ
月
に
わ
た
る
予
定
で
す
。
私
に
と
っ
て
も
再
復

習
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

六
月
八
日
（
木
曜
日
） 

午
後
二
時
よ
り 

金
剛
宝
戒
寺 

本
堂
に
於
い
て 

演
題
「
や
さ
し
い
般
若
心
経
入
門
」 

四
月
十
七
日
は
旧
暦
の
正
御
影
供
に
当
た
り
、
金

剛
宝
戒
寺
で
も
お
菓
子
の
お
接
待
を
行
い
ま
し
た
。 

時
折
小
雨
の
降
る
中
、
小
学
校
の
Ｐ
Ｔ
Ａ
と
重
な
っ

た
た
め
に
出
足
は
悪
か
っ
た
も
の
の
沢
山
の
子
供
さ

ん
に
お
菓
子
を
お
配
り
で
き
ま
し
た
。 

こ
の
旧
正
御
影
供
と
は
真
言
宗
を
開
か
れ
た
弘
法

大
師
空
海
さ
ま
が
高
野
山
の
奥
之
院
に
ご
入
定
さ
れ

た
日
（
旧
三
月
二
十
一
日
）
に
行
わ
れ
る
行
事
で
す
。

高
野
山
で
は
新
暦
と
旧
暦
の
二
回
行
わ
れ
る
程
に
大

切
に
さ
れ
て
い
る
法
要
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
旧
正

御
影
供
の
前
日
（
お
逮
夜
）
に
は
萬
燈
萬
華
会
が
行

わ
れ
ま
す
。
こ
の
萬
燈
萬
華
会
の
法
要
は
お
大
師
様

が
天
長
九
年
（
八
三
二
年
）
に
高
野
山
に
て
万
の
灯

り
と
万
の
お
花
を
全
て
の
仏
さ
ま
に
お
供
え
し
、
鎮

護
国
家
と
人
々
の
幸
せ
を
願
い
始
め
ら
れ
た
法
要
で

す
。
灯
り
は
あ
ら
ゆ
る
悩
み
苦
し
み
を
取
り
除
き
、

お
花
は
仏
さ
ま
の
慈
悲
の
心
を
表
し
て
い
ま
す
。
お

大
師
様
は
こ
の
萬
燈
萬
華
会
の
法
要
の
中
で
「
虚
空

尽
き
衆
生
尽
き
涅
槃
尽
き
な
ば
我
が
願
い
も
尽
き
ん
」

と
読
ま
れ
て
い
ま
す
。
意
訳
を
す
る
と
「
こ
の
大
宇

宙
が
尽
き
て
一
切
の
人
々
が
輪
廻
か
ら
解
脱
し
て
成

仏
し
、
寂
静
な
煩
悩
の
無
い
世
界
が
無
く
な
ら
な
け

れ
ば
私
の
願
い
が
尽
き
る
こ
と
は
な
い
」
と
、
と
て

つ
も
な
く
大
き
な
誓
願
を
込
め
ら
れ
た
願
文
で
す
。

こ
の
様
な
思
い
を
持
っ
て
お
大
師
様
は
ご
入
定
さ
れ
、

今
も
我
々
を
見
守
っ
て
下
さ
っ
て
い
ま
す
。 

真
言
宗
の
檀
信
徒
は
お
経
の
中
で
必
ず
大
師
宝
号

「
南
無
大
師
遍
照
金
剛
」
を
お
唱
え
致
し
ま
す
。
大

い
な
る
誓
願
を
持
ち
ご
入
定
さ
れ
た
お
大
師
様
へ
の

感
謝
と
帰
依
を
表
す
ご
真
言
で
す
。 

お
四
国
参
り
で
は
白
い
装
束
の
背
中
に
「
南
無
大

師
遍
照
金
剛
」
も
し
く
は
「
同
行
二
人
」
と
か
か
れ
た

お
い
づ
る
を
着
て
八
十
八
カ
所
を
巡
り
ま
す
。
こ
の

白
い
装
束
は
、
い
わ
ゆ
る
死
に
装
束
で
も
あ
り
ま
す
。

八
十
八
カ
所
の
寺
院
を
巡
る
道
中
に
道
に
迷
っ
て
も

決
し
て
一
人
で
は
な
い
、
た
と
え
死
に
倒
れ
る
事
が

あ
っ
て
も
そ
の
傍
ら
に
は
お
大
師
様
が
居
て
下
さ
る

と
い
う
意
味
で
す
。 

ま
た
大
師
宝
号
は
お
葬
式
で
も
お
唱
え
を
し
ま
す
。

私
は
こ
の
時
に
本
当
に
有
り
難
さ
を
実
感
し
ま
す
。 

死
出
の
旅
路
に
は
何
か
暗
く
孤
独
な
イ
メ
ー
ジ
が

あ
り
ま
が
、
真
言
宗
の
お
檀
家
様
は
そ
の
道
中
に
も

お
大
師
様
が
連
れ
添
っ
て
く
だ
さ
り
行
く
道
を
照
ら

し
て
く
れ
て
い
る
。
そ
の
様
に
思
う
と
不
安
も
な
く

な
り
ま
す
。 

わ
た
く
し
自
身
が
子
育
て
の
時
期
で
も
あ
り
、
子

供
の
成
長
と
と
も
に
、
少
し
ず
つ
自
分
の
身
体
の
変

化
な
ど
を
感
じ
る
年
頃
に
な
り
ま
し
た
。
自
ら
の
「
老

い
」
を
感
じ
な
が
ら
次
世
代
へ
の
継
承
を
考
え
さ
せ

る
少
し
長
め
の
菜
種
梅
雨
と
な
り
ま
し
た
。 

合
掌 


