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令
和
五
年
五
月
一
日
発
行 

第
一
一
〇
号 

檀
信
徒
の
皆
様
こ
ん
に
ち
は
。
境
内
の
つ
つ
じ
の

花
々
が
穏
や
か
に
庫
裏
を
照
ら
し
返
し
て
い
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
時
は
庫
裏
の
建
て
替
え
に
寂
し
さ
を
覚

え
ま
す
が
、
今
は
前
を
向
い
て
進
ん
で
い
こ
う
と
思

っ
て
い
ま
す
。 

四
月
の
講
習
会
は
「
偉
人
に
学
ぶ
」
と
題
し
て
二

宮
金
次
郎
の
お
話
を
致
し
ま
し
た
。
二
宮
金
次
郎
は

別
名
、
二
宮
尊
徳
と
し
て
も
名
高
く
、
薪
を
背
負
い

な
が
ら
読
書
に
励
む
勤
労
少
年
の
像
が
一
番
に
思
い

浮
か
ぶ
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
金
次
郎
は
天
明

七
年
（
一
七
八
七
年
）
、
ペ
リ
ー
提
督
率
い
る
黒
船

来
航
の
六
十
六
年
前
の
生
ま
れ
に
な
り
ま
す
。
こ
の

間
、
天
明
、
天
保
の
大
飢
饉
が
あ
り
、
農
作
物
の
収

穫
が
激
減
し
て
い
る
時
期
で
す
が
、
金
次
郎
を
一
言

で
言
う
と
農
政
家
で
す
。 

そ
の
施
策
は
報
徳
思
想
に
基
づ
き
行
わ
れ
た
報
徳

仕
法
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。
そ
れ
は
現
代
人
が
苦

手
な
積
小
為
大
（
毎
日
の
小
さ
な
積
み
重
ね
が
大
き

な
成
果
に
つ
な
が
る
）
と
い
っ
た
考
え
方
が
根
本
に

あ
る
も
の
の
、
が
む
し
ゃ
ら
に
労
働
に
努
め
る
の
で

は
な
く
、
物
事
に
取
り
掛
か
る
に
際
し
、
し
っ
か
り

と
分
析
し
、
効
率
的
に
取
り
組
む
経
営
者
と
し
て
の

一
面
が
、
江
戸
時
代
の
人
物
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
に

顕
著
で
す
。
手
短
に
説
明
を
す
る
と
、
①
ま
ご
こ
ろ

を
込
め
て
取
り
組
む
こ
と
（
至
誠
）
②
一
生
懸
命
に

働
く
こ
と
（
勤
労
）
③
収
支
を
極
め
る
こ
と
（
分
度
）

④
上
記
か
ら
得
た
余
剰
を
他
人
や
社
会
貢
献
に
も
還

元
す
る
こ
と
（
推
譲
）
で
す
。
こ
の
思
想
は
次
世
代

を
担
う
渋
沢
栄
一
や
豊
田
佐
吉
、
松
下
幸
之
助
な
ど

に
多
く
の
影
響
を
与
え
ま
し
た
。
私
は
こ
の
時
代
に

余
剰
を
社
会
貢
献
に
回
す
と
の
発
想
が
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
に
も
驚
き
ま
し
た
。 

金
次
郎
は
極
貧
の
幼
少
期
を
過
ご
し
ま
す
が
、
没

落
し
た
生
家
の
立
て
直
し
を
図
り
、
見
事
に
再
興
さ

せ
、
村
で
一
番
の
地
主
に
な
り
ま
す
。
そ
の
手
腕
を

買
わ
れ
て
小
田
原
藩
の
家
老
、
服
部
家
の
財
政
の
再

建
を
依
頼
さ
れ
、
遂
行
し
ま
す
。
ま
た
時
期
を
重
ね

て
藩
主
、
大
久
保
忠
真
の
懇
願
を
受
け
て
桜
町
領
の

立
て
直
し
に
も
取
り
組
み
こ
れ
も
完
遂
す
る
の
で
す
。 

身
分
制
度
の
厳
し
い
時
代
に
農
民
が
藩
士
と
な
っ

て
、
そ
の
指
導
に
当
た
る
こ
と
は
本
当
に
異
例
の
こ

と
で
す
。
そ
の
後
、
金
次
郎
は
生
前
中
に
六
百
以
上

も
の
農
村
の
再
興
事
業
を
行
い
ま
す
が
、
私
が
一
番

感
心
を
し
た
の
は
、
そ
れ
ら
の
村
々
で
金
次
郎
に
依

存
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
村
々
が
自
立
す
る
為
の
政

策
を
残
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
有
名
ど
こ
ろ
で
は
、

五
常
講
と
呼
ば
れ
る
相
互
扶
助
の
金
利
政
策
な
ど
が

あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
西
洋
で
同
様
の
仕
組
み
が
生

み
出
さ
れ
る
よ
り
も
二
十
年
前
に
取
り
組
ま
れ
て
い

ま
す
。 

も
し
も
今
の
時
代
に
二
宮
金
次
郎
が
生
き
て
い
た

ら
、
そ
の
手
腕
を
発
揮
し
て
日
本
を
救
う
政
治
家
や

実
業
家
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

し
か
し
な
が
ら
施
策
な
ど
の
方
法
は
根
底
に
思
想
と

人
間
性
が
と
て
も
大
切
だ
と
い
う
こ
と
を
つ
く
づ
く

感
じ
ま
し
た
。
敢
え
て
そ
れ
を
一
語
で
表
す
と
「
利

他
」
の
精
神
で
す
。
行
き
過
ぎ
た
資
本
主
義
に
と
っ

て
大
切
な
ブ
レ
ー
キ
に
な
る
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
。 

当
山
記
念
事
業
の
続
報
で
す
。
先
月
の
お
便
り
で

詳
細
の
見
積
も
り
が
概
算
見
積
も
り
よ
り
も
四
割
ほ

ど
高
か
っ
た
こ
と
を
皆
様
に
も
お
伝
え
を
致
し
ま
し

た
。
そ
の
後
、
約
三
週
間
か
け
て
見
積
も
り
の
変
更

を
行
い
、
契
約
の
目
途
が
付
き
ま
し
た
こ
と
を
ご
報

告
致
し
ま
す
。
た
だ
し
、
四
月
末
か
ら
ゴ
ー
ル
デ
ン

ウ
イ
ー
ク
に
入
っ
て
し
ま
い
、
正
式
な
契
約
に
は
至

っ
て
い
ま
せ
ん
。
五
月
初
旬
に
総
代
会
議
を
開
き
、

承
認
を
頂
き
ま
し
た
ら
早
々
に
佐
伯
建
設
さ
ん
と
契

約
を
結
び
、
地
鎮
祭
や
庫
裏
の
取
り
壊
し
に
掛
か
り

る
予
定
で
す
。
そ
の
間
に
宗
祖
弘
法
大
師
ご
生
誕
千

二
百
五
十
年
記
念
法
要
が
高
野
山
で
あ
り
、
団
体
参

拝
で
祖
山
に
お
参
り
に
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
奥
の

院
へ
の
参
拝
も
予
定
し
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
ご
報

告
と
無
事
安
全
に
建
立
で
き
ま
す
こ
と
を
祈
念
し
て

ま
い
り
ま
す
。 

こ
の
時
期
に
は
総
会
が
立
て
続
き
に
あ
り
、
所
属

す
る
仏
教
会
や
大
分
支
所
で
も
諸
役
を
拝
命
致
し
ま

し
た
。
こ
れ
ま
で
で
あ
れ
ば
、
自
坊
の
記
念
事
業
に

専
念
す
る
た
め
に
お
断
り
を
入
れ
て
い
た
と
思
う
の

で
す
が
、
「
利
他
」
あ
っ
て
こ
そ
の
「
成
就
」
を
実

行
し
よ
う
と
全
て
仰
せ
つ
か
り
ま
し
た
。 

 

合
掌 

令
和
五
年
六
月
八
日
（
木
曜
日
）
十
四
時
よ
り 

金
剛
宝
戒
寺 

本
堂
に
お
い
て 

「
法
話
の
会
」 


