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平
成
三
十
年
四
月
一
日
発
行 

第
四
十
九
号 

檀
信
徒
の
皆
さ
ま
、
こ
ん
に
ち
は
。
春
の
お
彼
岸

も
終
わ
り
ま
し
た
。
気
が
つ
け
ば
、
一
足
早
い
春
の

訪
れ
を
教
え
て
く
れ
た
お
墓
の
白
木
蓮
が
、
茶
色
い

足
跡
を
残
し
去
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
季
節
の
移
り
変

わ
り
は
艶
や
か
な
だ
け
に
早
く
感
じ
ま
す
。 

三
月
の
講
習
会
は
吉
田
宥
禅
僧
正
様
を
お
招
き
し

て
恒
例
の
巡
回
布
教
で
し
た
。
吉
田
僧
正
は
元
々
は

在
家
の
出
身
で
人
間
国
宝
、
桂
米
朝
さ
ん
の
十
四
番

目
の
お
弟
子
さ
ん
で
し
た
。
真
打
に
な
る
ま
で
の
売

れ
な
い
時
代
を
支
え
て
く
れ
た
奥
様
（
当
時
の
彼
女
）

と
結
婚
す
る
た
め
に
奥
様
の
実
家
で
あ
る
お
寺
の
門

を
叩
い
た
の
が
仏
縁
の
始
ま
り
だ
っ
た
そ
う
で
す
。 

そ
し
て
芸
人
で
あ
っ
た
自
分
を
お
寺
の
副
住
職
と

し
て
受
け
入
れ
て
下
さ
っ
た
総
代
さ
ん
の
言
葉
「
時

代
で
す
な
」
と
、
兼
業
は
許
さ
れ
な
い
噺
家
の
世
界

で
、
そ
れ
を
許
し
て
く
れ
た
師
匠
米
朝
の
「
お
も
し

ろ
い
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う
二
つ
の
言
葉
に
吉
田
さ

ん
は
支
え
ら
れ
、
今
で
も
そ
の
言
葉
を
励
み
に
精
進

を
し
て
い
る
と
、
前
半
は
ご
自
身
の
半
生
を
振
り
返

え
ら
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
後
半
で
は
般
若
心
経
秘
鍵

の
中
に
あ
る
「
真
言
は
不
思
議
な
り 

観
誦
す
れ
ば

無
明
を
除
く
一
字
に
千
里
を
含
み 

即
身
に
法
如
を

證
す
」
（
真
の
仏
の
言
葉
に
は
不
思
議
な
力
が
あ
る
。

仏
様
を
想
い
唱
え
れ
ば
根
源
的
な
無
知
を
除
く
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
真
言
の
一
文
字
、
一
文
字
に
は
無

量
百
千
の
真
理
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
て
、
た
ち
ま

ち
に
如
来
の
智
慧
を
覚
る
こ
と
が
出
来
る
）
と
お
大

師
様
の
お
言
葉
を
紹
介
さ
れ
た
上
で
、
私
た
ち
も
仏

前
勤
行
次
第
の
中
で
三
昧
耶
戒
の
ご
真
言
「
オ
ン 

サ
ン
マ
ヤ
サ
ト
バ
ン
」
を
お
唱
え
し
、
菩
薩
道
（
ほ
と

け
の
子
供
と
し
て
の
働
き
）
を
お
誓
い
し
て
い
る
の

だ
か
ら
、
少
し
で
も
人
々
の
為
に
つ
く
せ
る
人
間
に

成
り
ま
し
ょ
う
！
と
諭
さ
れ
ま
し
た
。
最
後
に
は
回

向
文
「
願
わ
く
は
こ
の
功
徳
を
も
っ
て 

あ
ま
ね
く

一
切
に
及
ぼ
し 

我
ら
と 

衆
生
と 

み
な
共
に
仏

道
を
成
ぜ
ん
」
を
皆
さ
ん
で
お
唱
え
し
て
お
説
教
を

終
え
ら
れ
ま
し
た
。 

そ
の
日
の
晩
御
飯
は
吉
田
宥
禅
さ
ん
を
囲
み
数
人

の
お
坊
さ
ん
で
食
事
を
し
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
吉

田
さ
ん
は
地
元
岡
山
の
子
供
達
に
も
解
る
十
善
戒
を

作
り
、
教
え
広
め
る
活
動
を
し
て
い
る
と
仰
っ
て
い

ま
し
た
。
い
つ
の
日
か
皆
様
に
も
ご
紹
介
を
し
た
い

と
思
い
ま
す
が
、
仏
法
（
ほ
と
け
さ
ま
の
教
え
）
と
は

決
し
て
遠
い
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
の
だ
と
改

め
て
思
っ
た
一
日
と
な
り
ま
し
た
。 

五
月
は
行
事
が
盛
り
だ
く
さ
ん
で
す
。 

お
大
師
様
が
高
野
山
の
奥
の
院
に
ご
入
定
さ
れ
た

旧
三
月
二
十
一
日
に
お
菓
子
の
お
接
待
を
し
て
い
ま

す
。
金
剛
宝
戒
寺
以
外
で
も
三
軒
の
お
家
が
お
接
待

を
し
て
い
ま
す
の
で
お
立
ち
寄
り
下
さ
い
。 

お
接
待 

五
月
六
日
（
日
曜
日
）
午
後
よ
り 

金
剛
宝
戒
寺 

本
堂
に
於
い
て 

お
釈
迦
さ
ま
が
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
旧
四
月
八
日

に
甘
茶
の
お
接
待
を
し
て
い
ま
す
。
容
器
を
ご
持
参

の
上
お
持
ち
帰
り
く
だ
さ
い
。 

お
花
ま
つ
り
（
甘
茶
の
お
接
待
） 

五
月
二
十
二
日
（
火
曜
日
）
九
時
頃
よ
り 

金
剛
宝
戒
寺 

本
堂
に
於
い
て 

話
は
変
わ
り
ま
す
が
「
フ
レ
イ
ル
」
と
言
う
言
葉

を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
？
フ
レ
イ
ル
と

は
、
年
を
重
ね
心
身
の
活
力
が
衰
え
、
弱
々
し
く
な

っ
た
状
態
（
過
程
）
を
言
い
ま
す
。
フ
レ
イ
ル
を
防
ぐ

に
は
肉
体
的
な
事
ば
か
り
で
な
く
、
食
事
や
栄
養
、

経
済
的
困
窮
や
社
会
的
な
孤
立
な
ど
も
含
ま
れ
ま
す
。 

 

未
来
を
言
い
当
て
る
の
は
困
難
で
す
が
、
誰
も
が

移
り
変
わ
り
、
死
を
迎
え
る
こ
と
は
確
実
な
事
で
す
。

避
け
る
事
の
出
来
な
い
現
状
を
多
面
的
に
防
い
で
い

く
フ
レ
イ
ル
予
防
に
つ
い
て
教
え
て
頂
き
ま
す
。
例

え
ば
フ
レ
イ
ル
予
防
の
一
つ
に
お
口
の
周
り
の
健
康

が
あ
り
ま
す
。
①
残
っ
て
い
る
歯
が
二
十
本
未
満
②

か
む
力
が
弱
く
な
っ
た
③
舌
の
力
が
弱
く
な
っ
た
④

活
舌
が
悪
く
な
っ
た
⑤
硬
い
食
べ
物
が
食
べ
づ
ら
い

⑥
む
せ
る
こ
と
が
増
え
た
。
な
ど
の
自
覚
症
状
が
三

つ
以
上
あ
っ
た
ら
オ
ー
ラ
ル
フ
レ
イ
ル
の
可
能
性
が

あ
る
そ
う
で
す
。
こ
れ
ら
を
未
然
に
ケ
ア
す
る
事
で

心
身
の
能
力
を
維
持
し
て
い
く
事
が
目
的
で
す
。 

日
時 

五
月
八
日
（
火
曜
日
） 

場
所 

金
剛
宝
戒
寺
本
堂
に
於
い
て 

講
義 

「
教
え
て
フ
レ
イ
ル
予
防
」 

講
師 

け
ん
せ
い
歯
科
所
長 

後
藤
芳
枝
先
生 

皆
様
の
ご
参
加
を
お
ま
ち
し
て
お
り
ま
す
。 

合
掌 


