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平
成
二
十
八
年
六
月
一
日
発
行 

第
二
十
七
号 

檀
信
徒
の
皆
さ
ま
こ
ん
に
ち
は
。
朝
晩
と
日
中
の

気
温
の
差
が
大
き
い
季
節
で
す
。
被
災
地
で
避
難
さ

れ
て
い
る
方
の
体
調
が
気
に
な
り
ま
す
が
皆
様
は
お

変
わ
り
な
く
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
か
ら
も

被
災
者
へ
の
義
援
金
や
托
鉢
を
続
け
て
行
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。 

五
月
八
日
は
初
め
て
の
試
み
で
し
た
が
「
う
ま
れ

る
」
と
い
う
映
画
の
自
主
上
映
を
行
い
ま
し
た
。
中

学
生
か
ら
九
十
才
代
の
方
ま
で
幅
広
い
方
に
来
て
頂

き
ま
し
た
。
映
像
や
音
声
の
調
整
な
ど
は
念
入
り
に

し
て
い
た
の
で
す
が
、
最
後
ま
で
無
事
に
終
わ
る
事

が
出
来
て
一
安
心
を
し
て
い
ま
す
。 

皆
さ
ん
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
鑑
賞
し
ア
ン
ケ
ー

ト
に
答
え
て
下
さ
い
ま
し
た
。
や
は
り
女
性
は
自
分

の
お
産
を
思
い
出
し
た
と
い
う
感
想
が
一
番
多
く
、

次
に
子
供
や
孫
な
ど
若
い
人
に
も
見
て
欲
し
い
と
い

う
意
見
も
多
か
っ
た
で
す
。
お
寺
に
行
く
の
は
年
を

と
っ
て
か
ら
と
言
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
お
接
待
や
お
花
ま
つ
り
な
ど
の
楽
し
い
行

事
も
有
り
ま
す
の
で
是
非
、
子
供
さ
ん
や
お
孫
さ
ん

を
お
連
れ
に
な
っ
て
お
寺
に
お
越
し
下
さ
い
。 

と
こ
ろ
で
皆
さ
ん
は
「
在
宅
医
療
」
と
い
う
言
葉

を
御
存
じ
で
し
ょ
う
か
。
病
院
（
入
院
）
で
は
病
気
の

「
治
療
」
が
最
優
先
な
の
に
対
し
在
宅
医
療
で
は
、

住
み
慣
れ
た
場
所
で
安
心
し
て
生
活
し
な
が
ら
の

「
支
援
」
も
大
切
に
さ
れ
て
い
ま
す
。
通
院
治
療
で

は
病
院
ま
で
の
往
復
時
間
や
待
ち
時
間
に
疲
れ
て
し

ま
う
と
い
う
お
話
を
良
く
聞
き
ま
す
し
、
入
院
で
は

周
り
の
方
に
気
を
使
っ
た
り
、
お
見
舞
い
に
行
く
家

族
の
負
担
が
大
き
く
な
る
場
合
も
有
り
ま
す
。 

そ
の
点
「
在
宅
医
療
」
で
は
患
者
さ
ん
一
人
ひ
と

り
の
生
活
リ
ズ
ム
に
合
わ
せ
て
の
治
療
が
し
や
す
く

な
り
、
自
分
の
ペ
ー
ス
で
病
気
と
向
か
い
合
い
、
自

分
の
時
間
や
家
族
と
の
時
間
を
大
切
に
し
な
が
ら
病

気
の
治
療
に
専
念
す
る
事
が
出
来
ま
す
。 

大
き
な
機
械
を
使
っ
て
の
検
査
な
ど
は
出
来
ま
せ

ん
が
点
滴
や
注
射
な
ど
の
基
本
的
な
治
療
は
ほ
ぼ
出

来
ま
す
。
ま
た
採
血
検
査
も
可
能
で
す
し
、
必
要
な

お
薬
な
ど
も
届
け
て
く
れ
ま
す
。 

そ
の
割
に
は
医
療
費
も
高
く
な
く
、
む
し
ろ
通
院

の
往
復
に
タ
ク
シ
ー
を
使
う
よ
う
で
あ
れ
ば
在
宅
医

療
の
方
が
割
安
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
ま
す
。 

行
政
も
人
口
の
減
少
に
伴
い
ベ
ッ
ド
の
数
を
減
ら

す
方
針
を
打
ち
出
し
て
い
ま
す
。
個
人
的
な
意
見
と

し
て
は
在
宅
医
療
を
終
末
期
医
療
と
し
て
で
は
な
く
、

大
学
病
院
な
ど
の
大
き
な
病
院
と
の
使
い
分
け
が
良

い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
辺
り
の

お
話
も
聞
い
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

七
月
八
日
（
金
曜
日
） 

午
後
二
時
か
ら
三
時
頃
ま
で 

金
剛
寳
戒
寺
本
堂
に
於
い
て 

「
在
宅
医
療
で
出
来
る
こ
と
」 

講
師 

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

橋
本
三
千
代
さ
ん 

五
月
は
実
父
の
、
六
月
は
先
代
住
職
の
祥
月
命
日

で
す
。
私
は
こ
の
十
年
で
親
戚
を
四
人
見
送
り
ま
し

た
。
ひ
と
昔
前
は
お
檀
家
様
か
ら
も
よ
く
「
最
後
は

畳
の
上
で
死
に
た
い
」
と
言
う
言
葉
を
聞
き
ま
し
た

が
、
最
近
で
は
「
余
り
周
り
に
迷
惑
を
掛
け
ず
に
死

に
た
い
」
と
い
う
御
意
見
の
方
を
多
く
聞
く
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
確
か
に
「
迷
惑
を
掛
け
た
く
な
い
」
と
い

う
気
持
ち
は
分
か
り
ま
す
し
、
私
も
同
感
で
す
。
し

か
し
な
が
ら
核
家
族
化
が
進
み
、
昔
よ
り
も
「
死
」
を

身
近
に
感
じ
る
事
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
の
が
現
状

で
す
。
身
近
な
人
の
「
死
」
は
人
生
観
を
変
え
、
人
間

を
成
長
さ
せ
る
き
っ
か
け
に
な
る
こ
と
が
多
々
あ
り

ま
す
。
在
宅
医
療
は
万
人
に
勧
め
る
事
は
出
来
ま
せ

ん
が
、
父
を
自
宅
で
見
送
っ
た
一
個
人
と
し
て
は
大

切
な
経
験
を
さ
せ
て
も
ら
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

お
釈
迦
さ
ま
は
生
ま
れ
落
ち
て
す
ぐ
に
お
母
さ
ま

を
亡
く
し
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
「
死
」
の
恐
怖
。

「
苦
」
か
ら
逃
れ
る
す
べ
を
求
め
て
出
家
さ
れ
ま
し

た
。「
生
老
病
死
」「
四
苦
八
苦
」
こ
れ
ら
の
「
苦
」
は

お
釈
迦
様
が
さ
と
り
を
開
か
れ
た
二
五
〇
〇
年
以
上

の
昔
か
ら
あ
る
変
わ
ら
ぬ
真
理
で
す
。 

 

う
ら
を
み
せ 

お
も
て
を
見
せ
て
散
る
も
み
じ
か
な 

 

こ
れ
は
良
寛
さ
ん
の
辞
世
の
句
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
い
つ
そ
の
日
が
や
っ
て
来
る
か
は
分
か
り
ま
せ

ん
が
、
子
供
達
に
は
そ
の
死
に
ざ
ま
を
し
っ
か
り
と

見
せ
て
、
見
届
け
て
も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
い
る
今

日
こ
の
頃
で
す
。 
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