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平
成
二
十
九
年
十
一
月
一
日
発
行 

第
四
十
四
号 

檀
信
徒
の
皆
さ
ま
、
こ
ん
に
ち
は
。
十
月
の
時
候

の
ご
挨
拶
は
「
ま
た
雨
で
す
ね
」「
よ
く
降
り
ま
す
ね
」

で
し
た
。
先
月
は
台
風
が
二
回
も
通
過
し
徐
々
に
気

温
も
下
が
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
皆
さ
ま
風
邪
な
ど

引
い
て
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
。 

さ
て
、
十
月
の
講
習
会
で
は
鍼
灸
師
、
梅
木
龍
男

さ
ん
に
「
私
の
歩
ん
だ
道
」
と
題
し
て
お
話
を
し
て

頂
き
ま
し
た
。
梅
木
さ
ん
は
一
歳
半
の
時
に
麻
疹
に

掛
か
り
目
が
不
自
由
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。
現
在
で

あ
れ
ば
そ
こ
ま
で
悪
化
す
る
こ
と
は
な
い
と
思
い
ま

す
が
、
戦
中
戦
後
の
栄
養
不
足
や
医
療
の
未
発
達
か

ら
全
盲
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。 

梅
木
さ
ん
の
幼
少
期
は
お
父
様
が
人
生
の
災
難
か

ら
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
に
な
り
、
大
変
辛
い
、
怖
い

思
い
を
し
た
と
の
こ
と
で
す
。
そ
の
様
な
境
遇
の
中
、

信
心
深
い
お
母
さ
ま
の
躾
に
よ
り
心
身
を
鍛
え
ら
れ

た
そ
う
で
す
。
男
尊
女
卑
の
時
代
で
も
あ
り
、
気
の

小
さ
か
っ
た
お
父
様
は
、
お
酒
を
飲
む
と
家
族
に
暴

力
や
暴
言
を
吐
き
、
梅
木
さ
ん
は
父
親
に
対
し
憎
し

み
を
持
ち
な
が
ら
成
長
し
ま
し
た
が
、
お
父
様
の
お

葬
式
で
の
弔
辞
や
、
現
在
に
至
る
ま
で
の
長
い
時
間

を
通
し
て
父
親
と
も
自
分
の
中
で
は
和
解
出
来
た
と

仰
っ
て
ま
し
た
。 

ま
た
全
盲
の
奥
様
と
の
夫
婦
円
満
の
秘
訣
は
お
互

い
に
趣
味
を
共
有
し
理
解
す
る
こ
と
が
大
切
だ
と
話

し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。「
子
は
か
す
が
い
」
と
は
言
う

も
の
の
、
日
々
成
長
を
続
け
る
子
育
て
に
ご
苦
労
が

多
か
っ
た
事
は
、
お
話
を
聞
か
な
く
て
も
想
像
が
出

来
ま
す
。「
ミ
ル
ク
を
作
る
、
お
風
呂
に
入
れ
る
、
オ

ム
ツ
を
替
え
る
、
病
院
に
連
れ
て
行
く
」
健
常
者
の

我
々
で
も
子
育
て
を
ス
ト
レ
ス
と
感
じ
る
事
が
あ
る

に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
全
て
を
こ
な
す
に
は
大
変
な

努
力
と
根
性
が
必
要
だ
っ
た
と
推
察
さ
れ
ま
す
。 

あ
る
雨
の
強
い
日
に
、
子
供
さ
ん
を
お
ん
ぶ
紐
で

背
負
い
、
左
手
に
傘
を
差
し
、
右
手
に
杖
を
持
ち
保

育
園
に
登
園
し
て
い
た
時
は
、
と
て
も
周
り
の
目
が

気
に
な
り
、
み
じ
め
さ
を
感
じ
て
い
た
そ
う
で
す
。

し
か
し
歩
き
な
が
ら
背
中
か
ら
伝
わ
る
子
供
さ
ん
の

温
も
り
に
励
ま
さ
れ
「
人
は
謙
虚
に
な
っ
て
、
恥
を

な
め
つ
く
し
、
身
を
低
く
し
て
生
き
る
事
が
大
切
だ
」

と
悟
っ
た
そ
う
で
す
。 

他
に
も
心
を
打
つ
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
沢
山
あ
り
ま
し

た
が
、
決
し
て
意
固
地
に
も
、
も
ち
ろ
ん
横
柄
に
も

な
ら
ず
に
人
生
を
歩
ん
で
来
ら
れ
た
の
が
伝
わ
っ
て

来
ま
し
た
。
そ
し
て
自
分
の
未
来
に
対
し
て
は
明
る

い
希
望
を
感
じ
て
お
り
、
謙
虚
に
前
向
き
に
生
き
て

い
れ
ば
、
き
っ
と
幸
せ
な
最
期
を
迎
え
ら
れ
る
と
思

う
と
仰
っ
て
い
た
の
が
印
象
的
で
し
た
。 

般
若
心
経
の
中
で
は
「
眼
・
耳
・
鼻
・
舌
・
身
・
意
」

と
し
て
表
現
さ
れ
る
六
根
は
全
て
「
無
」
で
あ
る
と

説
か
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
山
伏
姿
の
お
坊
さ
ん
が
山

林
修
行
や
、
火
渡
り
の
法
要
を
す
る
時
に
「
懺
悔
、
懺

悔
、
六
根
清
浄
」
と
声
を
掛
け
て
い
る
様
子
を
聞
い

た
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
六
根
と
は
五
感

（
見
る
、
聞
く
、
嗅
ぐ
、
味
わ
う
、
触
れ
る
）
と
「
意

識
」
を
合
わ
せ
た
人
間
に
備
わ
っ
て
い
る
六
つ
の
器

官
の
事
で
す
。
こ
れ
ら
の
認
識
作
用
を
修
行
（
懺
悔
、

反
省
）
し
て
綺
麗
に
し
ま
す
。
と
言
っ
て
い
る
の
が
、

「
懺
悔
、
懺
悔
、
六
根
清
浄
」
の
意
味
で
す
。 

梅
木
さ
ん
の
お
話
を
伺
っ
て
い
る
と
自
分
に
備
わ

っ
て
い
る
六
根
は
清
浄
だ
ろ
う
か
、
ま
た
本
当
の
幸

せ
を
感
じ
取
れ
て
い
る
の
か
？
と
考
え
さ
せ
ら
れ
ま

し
た
。
私
の
お
知
ら
せ
不
足
か
ら
講
習
会
の
参
加
者

は
少
な
か
っ
た
の
が
残
念
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
と

て
も
大
切
な
お
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

十
二
月
の
講
習
会
は
十
月
の
お
便
り
に
書
か
せ
て

頂
い
た
ガ
ン
と
の
闘
病
生
活
を
送
っ
て
い
る
首
藤
康

司
さ
ん
に
お
話
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。
首
藤
さ
ん

は
葛
葉
康
司
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
を
持
つ
小
説
家
で
も
あ

り
ま
す
。 

日
時 

十
二
月
八
日
（
金
曜
日
）
午
後
二
時
か
ら 

場
所 

金
剛
宝
戒
寺
本
堂
に
於
い
て 

講
義 

「
わ
た
し
と
病
」 

講
師 

首
藤
康
司
さ
ん 

生
老
病
死
は
誰
も
が
避
け
る
事
の
出
来
な
い
事
実

で
あ
り
な
が
ら
、
私
た
ち
は
普
段
の
生
活
に
お
い
て

目
を
背
け
て
し
ま
い
が
ち
で
す
。
首
藤
さ
ん
は
先
月

紹
介
を
し
た
以
上
に
深
い
信
念
を
持
っ
て
人
生
の
選

択
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
き
っ
と
我
々
に
も
新
た
な
考

え
方
を
示
唆
し
て
く
れ
る
と
思
い
ま
す
。 

今
年
も
残
り
が
二
ヶ
月
を
切
っ
て
い
ま
す
。
来
年

の
干
支
の
宝
来
も
届
い
て
い
ま
す
の
で
必
要
な
方
は

お
声
か
け
下
さ
い
。 
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