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令
和
五
年
十
月
一
日
発
行 

第
一
一
吾
号 

檀
信
徒
の
皆
様
こ
ん
に
ち
は
。
暑
さ
寒
さ
も
彼
岸

ま
で
と
言
い
ま
す
が
、
毎
年
時
期
を
間
違
え
ず
に
咲

い
て
く
れ
る
の
が
彼
岸
花
で
す
。
そ
の
彼
岸
花
が
十

月
に
な
っ
て
も
美
し
く
咲
き
誇
っ
て
い
ま
す
。
昼
間

と
朝
晩
の
気
温
差
が
大
き
く
、
体
調
管
理
も
難
し
い

で
す
。
夏
バ
テ
は
秋
口
に
出
や
す
い
と
言
い
ま
す
の

で
、
皆
さ
ま
体
調
管
理
に
は
お
気
を
付
け
く
だ
さ
い
。 

先
月
の
お
知
ら
せ
で
、
庫
裡
並
び
に
法
要
会
館
の

上
棟
式
を
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
し
た
が
、
日
程
が
変

更
に
な
り
ま
し
た
。
九
月
の
中
旬
以
降
に
お
配
り
し

た
金
剛
宝
戒
寺
便
り
は
訂
正
済
み
で
す
が
、
前
半
の

お
便
り
は
間
違
え
て
い
ま
す
の
で
、
再
度
お
知
ら
せ

を
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
お
気
を
付
け
く
だ
さ
い
。 

庫
裡
並
び
に
法
要
会
館
の
上
棟
式 

令
和
五
年
十
月
十
四
日
（
土
曜
日
）
十
三
時
よ
り 

金
剛
宝
戒
寺 

境
内
に
お
い
て 

お
餅
ま
き
は
十
三
時
三
十
分
頃
に
な
る
と
思
い
ま

す
。
縁
起
物
で
す
の
で
、
ご
家
族
お
子
様
お
誘
い
の

上
ご
参
加
く
だ
さ
い
。 

さ
て
、
九
月
は
月
例
の
講
習
会
の
代
わ
り
の
ご
詠

歌
の
巡
廻
講
習
を
行
い
ま
し
た
。
講
師
を
務
め
て
下

さ
っ
た
叶
宜
朗
先
生
は
私
よ
り
も
一
歳
年
下
で
、
そ

の
様
に
は
見
え
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
今
回
の
巡
廻
が

初
め
て
の
経
験
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
し
て
、
私
も

ご
詠
歌
の
巡
廻
講
習
に
参
加
を
さ
せ
て
頂
い
た
の
が

初
め
て
で
し
た
の
で
、
比
較
の
仕
様
が
な
い
の
で
す

が
、
と
て
も
素
晴
ら
し
い
講
習
会
に
感
じ
ま
し
た
。

一
言
で
表
す
と
、
ご
詠
歌
に
対
す
る
認
識
が
変
わ
り

ま
し
た
。 

講
習
の
中
で
、
ご
詠
歌
と
は
「
念
仏
で
あ
り
、
成

仏
道
で
あ
る
」
と
叶
先
生
仰
っ
て
ま
し
た
。
「
念
仏
」

と
は
ひ
た
す
ら
に
仏
様
の
お
名
前
や
真
言
を
お
唱
え

す
る
事
。
そ
し
て
「
成
仏
道
」
と
は
覚
り
を
ひ
ら
く

事
で
す
。
も
う
少
し
付
け
加
え
る
と
覚
り
を
ひ
ら
く

た
め
の
方
法
と
言
い
換
え
て
も
良
い
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。 

浅
は
か
な
私
は
こ
れ
ま
で
、
ご
詠
歌
と
は
単
な
る

仏
教
を
広
め
る
為
の
歌
で
、
世
の
中
の
無
常
や
諸
仏

を
讃
え
て
い
る
程
度
に
し
か
理
解
出
来
て
い
ま
せ
ん

で
し
た
。
し
か
し
、
今
回
の
講
習
会
を
受
け
て
歌
詞

の
深
い
内
容
や
、
歌
を
作
り
、
残
さ
れ
て
き
た
歴
代

の
お
坊
様
方
の
お
話
を
聞
き
、
ご
詠
歌
も
「
禅
定
」

で
は
な
い
か
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

「
禅
」
と
い
う
と
皆
さ
ん
は
静
か
に
端
座
し
「
無

の
境
地
に
達
す
る
」
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
私
も
長
年
、
座
っ
て
き
て
、

な
か
な
か
「
無
の
境
地
」
な
ど
に
な
る
事
は
あ
り
ま

せ
ん
。
数
少
な
い
経
験
で
す
が
、
私
が
「
こ
れ
か

な
？
」
と
思
っ
た
時
は
、
深
い
水
中
に
座
っ
て
い
る

よ
う
な
、
し
か
も
そ
れ
は
水
底
で
は
な
く
水
中
に
腰

を
落
と
し
て
い
る
感
じ
で
し
た
。
ま
た
水
中
に
い
る

時
と
同
じ
よ
う
に
音
が
聞
こ
え
な
い
わ
け
で
な
い
の

に
、
ど
こ
か
遠
く
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
な
感
じ

で
す
。
さ
ら
に
海
中
で
は
息
を
貯
め
て
止
め
て
い
ま

す
が
、
そ
れ
に
近
い
状
態
で
い
な
が
ら
苦
し
く
な
い
。

息
を
止
め
て
い
な
が
ら
呼
吸
を
し
て
い
る
。
文
字
に

す
る
と
こ
ん
な
感
じ
に
な
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
座
っ

て
い
る
と
き
に
は
、
こ
れ
ら
の
認
識
も
な
い
の
で
、

そ
れ
が
正
し
い
の
か
も
分
か
り
ま
せ
ん
し
、
文
章
に

記
す
の
も
恥
ず
か
し
い
の
が
本
音
で
す
。 

お
そ
ら
く
「
禅
」
と
は
無
を
求
め
る
も
の
で
は
な

い
と
思
い
ま
す
。
一
言
で
言
え
ば
「
一
点
に
集
中
す

る
」
こ
と
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
一
点
に
集
中
し
続

け
る
と
い
う
の
も
な
か
な
か
簡
単
な
こ
と
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
私
が
最
近
思
う
の
は
、
む
し
ろ
思
考
を
積

極
的
に
一
つ
へ
傾
け
て
い
く
方
が
散
漫
に
な
ら
な
い

感
じ
が
し
て
い
ま
す
。
間
違
え
て
い
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
点
と
い
う
よ
り
も
（
奥
行
き
の
あ
る
）
線

に
近
い
感
じ
が
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
一
番
不
思
議

な
の
は
朝
の
お
勤
め
の
前
よ
り
も
、
終
わ
っ
た
後
の

方
が
疲
れ
が
取
れ
て
い
る
感
覚
に
な
る
事
で
す
。 

ご
詠
歌
も
仏
の
功
徳
を
思
い
、
感
じ
、
歌
詞
を
深

く
想
い
味
わ
い
な
が
ら
、
細
く
、
長
い
呼
吸
を
集
中

し
て
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
り
「
成
仏
道
」
と
な
る
の

で
は
な
い
か
と
、
叶
先
生
の
素
敵
な
声
と
、
法
話
を

伺
っ
て
い
て
思
い
ま
し
た
。 

講
習
会
の
ご
案
内 

十
一
月
八
日
（
水
曜
日
）
十
四
時
よ
り 

金
剛
宝
戒
寺
本
堂
に
お
い
て
「
法
話
の
会
」 

今
月
は
止
め
よ
う
か
と
思
い
ま
し
た
が
、
懲
り
ず

に
一
句
献
上
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。 

彼
岸
花 

先
祖
が
集
う 

華
座
布
団 

 

合
掌 


