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平
成
三
十
年
五
月
一
日
発
行 

第
五
十
号 

檀
信
徒
の
皆
さ
ま
、
こ
ん
に
ち
は
。
俳
句
の
季
語

に
「
山
笑
う
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
そ
う
で
す
。
春
の

草
花
が
一
気
に
芽
吹
き
、
草
木
が
衣
替
え
を
終
え
よ

う
と
し
て
い
ま
す
。 

四
月
の
講
習
会
は
お
釈
迦
様
の
お
誕
生
日
で
し
た

の
で
、
私
が
「
六
波
羅
蜜
行
の
ス
ス
メ
」
と
題
し
て
お

話
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。 

我
々
仏
教
徒
の
最
終
的
な
目
標
は
「
覚
る
事
」
で

す
。
し
か
し
な
が
ら
日
本
人
に
と
っ
て
「
覚
る
」
と
は

何
処
か
遠
い
存
在
の
人
で
、
山
奥
に
暮
ら
す
仙
人
や

聖
人
君
子
の
様
な
感
覚
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

私
は
「
覚
る
」
と
は
「
人
格
の
完
成
」
と
同
じ
こ
と
で

「
修
行
」
と
は
「
人
格
を
磨
く
」
こ
と
と
考
え
て
い
ま

す
。
六
波
羅
蜜
行
は
別
名
で
「
六
度
」
と
も
呼
ば
れ
菩

薩
が
覚
る
た
め
に
行
う
六
つ
の
修
行
の
事
で
す
。
具

体
的
に
は
「
布
施
・
持
戒
・
忍
辱
・
精
進
・
禅
定
・
智

慧
」
の
事
で
す
。
今
回
は
「
布
施
」
に
つ
い
て
お
話
を

し
ま
し
た
。 

な
ぜ
「
布
施
」
が
修
行
に
な
る
の
だ
ろ
か
？
と
思

わ
れ
る
方
も
居
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
実
は
「
布
施
」

の
反
対
が
「
貪
り
」
だ
か
ら
で
す
。「
貪
り
」
は
三
毒

と
い
う
「
貪
瞋
痴
」
（
む
さ
ぼ
り
・
い
か
り
・
ぐ
ち
）

の
一
つ
で
、
仏
教
に
お
い
て
克
服
す
べ
き
最
も
根
本

的
な
煩
悩
だ
か
ら
で
す
。
ま
た
布
施
と
い
う
と
金
品

や
食
事
、
衣
服
な
ど
を
施
す
「
財
施
」
を
思
い
浮
か
べ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
他
に
も
「
法
施
」（
釈
迦
の

教
え
や
知
識
を
分
か
ち
合
う
こ
と
）
や
「
無
畏
施
」

（
お
そ
れ
な
き
心
を
も
た
ら
す
事
）
も
布
施
に
な
り

ま
す
。
ま
た
財
を
使
わ
な
く
て
も
出
来
る
お
布
施
に

「
無
財
の
七
施
」
が
あ
り
ま
す
。
具
体
的
に
は
眼
施

（
優
し
い
ま
な
ざ
し
）
和
顔
施
（
笑
顔
で
人
と
接
す

る
）
言
辞
施
（
心
の
こ
も
っ
た
言
葉
遣
い
）
身
施
（
労

働
奉
仕
）
心
施
（
お
も
い
や
り
）
床
座
施
（
席
な
ど
を

譲
る
事
）
房
舎
施
（
家
に
人
を
泊
め
て
あ
げ
る
事
）
を

紹
介
し
ま
し
た
。 

ま
た
「
布
施
」
を
行
う
上
で
大
切
な
事
は
「
三
輪
清

浄
」
と
い
う
「
布
施
を
し
た
自
分
・
布
施
を
し
た
相

手
・
布
施
を
し
た
モ
ノ
」
の
三
つ
に
心
を
留
め
な
い

事
が
大
切
で
す
。
ま
た
布
施
の
事
を
「
喜
捨
」
と
も
言

う
よ
う
に
進
ん
で
実
行
す
る
事
が
理
想
で
す
。
そ
し

て
実
際
に
布
施
を
し
て
み
る
と
、
分
け
与
え
て
い
る

に
も
関
わ
ら
ず
、
結
果
的
に
多
く
の
事
を
得
て
い
る

事
に
気
が
つ
き
ま
す
。「
陰
徳
あ
れ
ば
陽
報
あ
り
」
と

い
う
言
葉
が
あ
る
様
に
多
く
の
果
報
を
与
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
決
し
て
そ
れ
を
求
め
て
す
る
事
で
は
無
い

の
で
す
が
、
様
々
な
幸
せ
が
身
に
付
く
こ
と
は
紛
れ

も
な
い
事
実
で
す
。 

ま
た
、
そ
の
先
に
は
自
分
が
一
人
で
は
無
い
事
、

多
く
の
人
に
支
え
ら
れ
「
お
蔭
」
を
頂
い
て
い
る
事

に
気
づ
き
、
物
事
を
委
ね
る
心
情
、
穏
や
か
な
心
が

養
わ
れ
て
い
く
こ
と
と
思
い
ま
す
。 

文
章
に
す
る
と
少
し
硬
い
感
じ
も
し
ま
す
が
、
私

の
体
験
談
や
月
忌
で
の
お
檀
家
さ
ん
の
話
、
お
経
本

か
ら
の
説
明
な
ど
を
交
え
な
が
ら
お
話
を
さ
せ
て
頂

き
ま
し
た
。 

お
葬
式
な
ど
が
あ
る
と
、
よ
く
受
け
る
質
問
が
お

布
施
に
つ
い
て
で
す
が
、
お
布
施
は
お
寺
に
す
る
行

為
ば
か
り
で
な
く
、
普
段
の
生
活
に
密
着
し
た
慈
し

み
の
心
や
、
行
い
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
く
だ
さ

い
。
一
人
ひ
と
り
の
認
識
が
、
こ
こ
に
密
厳
国
土
を

創
り
上
げ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
思
い
ま
す
。 

さ
て
六
月
の
講
習
会
は
四
月
に
続
い
て
六
波
羅
蜜

の
中
の
「
持
戒
」
に
つ
い
て
お
話
を
さ
せ
て
頂
き
ま

す
。
持
戒
の
「
戒
」
は
金
剛
宝
戒
寺
の
「
戒
」
で
も
あ

り
ま
す
。
時
間
の
あ
る
方
、
是
非
お
越
し
下
さ
い
。 

日
時 

六
月
八
日
（
金
曜
日
）
十
四
時
か
ら 

場
所 

金
剛
宝
戒
寺
本
堂
に
於
い
て 

講
義 

「
六
波
羅
蜜
行
の
ス
ス
メ
（
持
戒
）」 

講
師 

当
山
住
職 

朝
晩
と
日
中
の
気
温
差
が
大
き
く
、
木
の
芽
立
ち

に
心
身
が
不
安
定
に
な
る
方
も
多
い
で
す
。
そ
ん
な

時
こ
そ
自
然
に
身
体
を
委
ね
早
寝
早
起
き
を
し
て
み

ま
せ
ん
か
？
日
の
出
も
早
く
な
り
早
朝
の
空
気
は
と

て
も
気
持
ち
が
良
い
で
す
。
緑
の
多
い
上
野
丘
で
は

山
鳥
た
ち
が
言
葉
を
覚
え
た
て
の
子
ど
も
の
様
に
さ

え
ず
り
語
り
か
け
て
く
れ
ま
す
。
早
寝
早
起
き
が
出

来
る
事
、
少
し
冷
た
い
空
気
に
触
れ
る
事
、
健
康
で

あ
る
こ
と
。
全
て
の
事
に
感
謝
と
感
動
を
与
え
ら
れ

ま
す
。「
法
施
」
を
す
る
中
で
分
か
ち
合
っ
て
い
る
つ

も
り
が
、
逆
に
お
釈
迦
様
か
ら
の
教
え
が
深
ま
り
、

自
分
の
中
で
は
増
え
て
い
る
事
を
実
感
し
て
い
ま
す
。

二
千
五
百
年
以
上
も
昔
に
説
か
れ
た
真
理
が
グ
ロ
ー

バ
ル
な
時
代
に
必
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

合
掌 


