
 
 

 
 

     

檀
信
徒
皆
様
の
お
気
持
ち
が
一
つ
に
な

っ
て
、
つ
い
に
先
月
二
十
二
日
【
三
十
番

神
様
】
が
真
成
寺
の
本
堂
に
安
置
さ
れ
ま

し
た
。
一
寺
院
の
仏
様
の
開
眼
式
な
ん
て

い
う
の
は
、
本
当
に
一
生
に
一
度
あ
る
か

な
い
か
と
い
う
大
事
業
だ
と
思
い
ま
す
が
、

当
日
は
悪
天
候
に
も
関
わ
ら
ず
沢
山
の
参

詣
者
が
集
い
、
歴
史
の
証
人
に
な
っ
て
頂

き
ま
し
た
こ
と
、
寺
族
一
同
、
心
よ
り
感

謝
申
し
あ
げ
ま
す
。
ま
た
【
三
十
番
神
様
】

も
大
変
お
慶
び
に
な
ら
れ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。 

当
日
、
ご
祈
祷
に
参
集
し
て
頂
き
ま
し

た
有
志
僧
侶
方
い
わ
く
「
こ
の
様
に
個
性

的
な
三
十
番
神
様
は
今
ま
で
拝
見
し
た
こ

と
が
無
い
」
と
一
様
に
感
想
を
述
べ
て
い

ま
し
た
。
ど
う
ぞ
檀
信
徒
の
皆
様
も
、
今

後
【
三
十
番
神
様
】
を
祀
る
お
寺
に
詣
で

ま
し
た
折
に
は
、
真
成
寺
の
【
三
十
番
神

様
】
と
見
比
べ
て
頂
け
れ
ば
、
そ
の
意
味

が
ご
理
解
頂
け
る
も
の
と
思
い
ま
す
。
こ

の
度
、
製
作
し
て
頂
き
ま
し
た
仏
師
の
馬

渕
憲
峰
氏
に
は
、
二
年
間
と
い
う
歳
月
を 

 

 

費
や
し
て
頂
き
、
本
当
に
魂
の
籠
も
っ
た
仏

像
を
彫
り
上
げ
て
頂
き
ま
し
た
こ
と
を
、
こ

の
場
を
お
借
り
し
て
御
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。

有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

ま
た
、【
三
十
番
神
様
】
奉
安
に
伴
い
、
真

心
を
込
め
て
一
緒
に
お
迎
え
下
さ
い
ま
し
た

檀
信
徒
の
皆
様
方
に
も
心
よ
り
の
感
謝
を
申

し
あ
げ
ま
す
。
本
当
に
、
有
り
難
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。 

と
こ
ろ
で
、
仏
像
と
い
う
も
の
は
目
に
見

え
る
形
に
し
な
け
れ
ば
、
お
護
り
頂
け
な
い

の
か
と
言
え
ば
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
よ

ね
。
実
は
、
私
達
が
気
付
か
な
い
う
ち
か
ら
、

神
仏
様
は
私
達
を
見
守
っ
て
下
さ
っ
て
お
い

で
に
な
り
ま
す
。
神
仏
様
と
私
達
の
関
係
は
、

【
如
来
壽
量
品
第
十
六
】
に
説
か
れ
る
よ
う

に
、
親
子
の
よ
う
な
関
係
な
の
で
す
。
神
仏

様
が
親
、
私
達
が
子
供
。
私
達
（
子
供
）
が

お
願
い
す
る
前
か
ら
、
神
仏
様
（
親
）
は
無

償
の
愛
情
で
、
私
達
の
為
に
救
い
の
手
を
さ

し
の
べ
て
下
さ
っ
て
お
ら
れ
る
と
い
う
事
に

な
り
ま
す
。
で
は
、
な
ん
の
為
に
私
達
に
救

い
の
手
を
差
し
伸
べ
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う

か
？
お
釈
迦
様
は
こ
れ
を
一
言
で
「
私
達
を

仏
様
に
す
る
た
め
」
と
仰
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

神
仏
様
は
、
私
達
皆
の
成
仏
（
仏
に
成
る
こ

と
）
を
願
い
、
そ
の
為
に
【
法
華
経
】
を
説

き
続
け
ら
れ
て
お
ら
れ
る
と
い
う
の
で
す
。

お
釈
迦
様
は
自
分
一
人
だ
け
で
な
く
、
全
て 

 

 

の
人
々
を
、
共
に
、
仏
様
の
世
界
へ
導
き
入

れ
た
い
と
い
う
慈
悲
の
心
で
教
え
を
説
か
れ

た
と
い
う
の
で
す
。
つ
ま
り
神
仏
様
は
、
生

き
と
し
生
け
る
者
の
全
て
を
、
苦
し
み
・
悲

し
み
・
悩
み
か
ら
解
き
放
ち
、
真
の
幸
福
を

得
る
事
が
出
来
る
様
に
と
教
え
を
説
か
れ
た

と
い
う
の
で
す
。 

そ
ん
な
お
釈
迦
様
が
本
当
に
教
え
弘
め
た

か
っ
た
の
が
【
法
華
経
】
で
あ
る
と
さ
れ
ま

す
。
そ
の
【
法
華
経
】
に
は
、「
十
方
仏
土
の

中
に
は 

唯
一
乗
（
法
華
経
）
の
法
（
お
し

え
）
の
み
あ
り
て
二
も
無
く 

ま
た
三
も
無

し
」
と
述
べ
ら
れ
、
私
達
皆
が
【
法
華
経
】

の
教
え
を
実
践
す
る
と
こ
ろ
に
、
成
仏
が
か

な
う
と
し
、
他
の
諸
経
（
お
し
え
）
は
、
嘘

で
は
な
く
、【
法
華
経
】
の
実
践
に
向
か
わ
せ

る
為
の
方
便
だ
っ
た
、
と
明
言
さ
れ
ま
し
た
。 

た
し
か
に
私
達
か
ら
し
て
み
れ
ば
、
神
仏

様
は
数
知
れ
ず
存
在
し
て
お
ら
れ
、
ど
の
神

仏
様
を
信
じ
た
ら
よ
い
の
か
？
迷
う
ば
か
り

で
す
よ
ね
。
そ
こ
で
お
釈
迦
様
は
、
【
法
華

経
】
の
教
え
を
説
き
、
【
法
華
経
】
を
実
践

し
て
も
ら
う
事
に
よ
っ
て
、
私
達
の
成
仏
の

道
が
一
つ
に
統
一
さ
れ
、
唯
一
無
二
の
成
仏

へ
の
道
が
確
立
さ
れ
る
こ
と
を
示
さ
れ
ま
し

た
。 【

法
華
経
】
見
宝
塔
品
第
十
一
に
は
、
全

て
の
神
仏
様
は
釈
迦
牟
尼
仏
の
分
身
で
あ
る

事
が
説
か
れ
、
如
来
寿
量
品
第
十
六
の
釈
迦 

 

 

牟
尼
仏
が
、
全
て
の
仏
の
い
わ
ば
本
体
で 

あ
り
、
全
て
の
神
仏
様
は
そ
の
分
身
で
あ 

る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
か
く
し
て
、
【
法 

華
経
】
に
説
か
れ
る
久
遠
実
成
の
釈
迦
牟 

尼
仏
（
神
仏
様
）
を
信
じ
て
帰
依
（
き
え 

＝
南
無
）
す
れ
ば
、
私
達
は
皆
、
神
仏
様 

の
智
慧
と
慈
悲
の
守
護
を
頂
く
事
が
出
来 

る
と
断
言
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。 

帰
依
（
き
え
＝
南
無
）
す
る
と
は
…
私 

達
は
日
々
の
生
活
の
中
で
知
ら
ず
の
う
ち 

に
お
か
し
て
し
ま
っ
て
い
る
罪
に
対
し
て 

懺
悔
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
懺
悔
と 

は
ま
さ
に
、
神
仏
様
へ
の
信
、
妙
法
蓮
華 

経
へ
の
絶
対
的
信
に
他
な
ら
な
い
の
で
す
。 

自
分
自
身
を
振
り
返
っ
て
み
て
、
自
分 

は
罪
を
犯
し
て
い
な
い
と
言
い
切
れ
る
人 

が
い
る
で
し
ょ
う
か
？
私
達
が
食
べ
る
食 

事
。
こ
れ
は
他
の
生
命
で
す
。
直
接
手
を 

か
け
て
い
な
く
て
も
、
ま
た
植
物
で
あ
っ 

て
も
次
世
代
を
生
む
大
事
な
種
を
、
私
達 

は
自
ら
が
生
き
る
た
め
に
頂
い
て
い
る
。 

こ
れ
も
ま
た
大
き
な
罪
と
言
え
る
で
し
ょ 

う
。
そ
ん
な
自
身
を
省
み
た
時
、
懺
悔
と 

い
う
こ
と
が
他
人
事
で
は
な
く
自
身
の
身 

に
と
っ
て
い
か
に
大
事
か
が
理
解
で
き
ま 

す
。
懺
悔
は
神
仏
様
へ
の
信
、
【
法
華
経
】

へ
の
信
と
い
う
事
に
繋
が
り
ま
す
。
信
と 

い
う
の
は
、
神
仏
様
の
心
を
我
が
心
と
し 

て
頂
く
事
で
あ
り
、
神
仏
様
の
手
足
と
な 

 

【
日
々
の
振
る
舞
い
に
懺
悔
し
、 

法
華
経
の
実
践
に
精
進
す
】 



 
 

る
こ
と
、
す
な
わ
ち
【
法
華
経
】
流
布

（
る
ふ
＝
教
え
弘
め
る
）
の
担
い
手
に
な

る
と
い
う
事
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
【
法
華

経
】
を
身
を
も
っ
て
弘
め
伝
え
る
、
つ
ま

り
人
の
為
に
役
立
つ
と
い
う
プ
ラ
ス
の
行

為
に
よ
っ
て
、
罪
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
が
、

自
ず
と
消
え
て
い
く
の
で
す
。 

ま
た
日
蓮
聖
人
は
、【
法
華
経
】
に
つ
い

て
、【
一
代
の
肝
心
は
法
華
経
、
法
華
経
の

修
行
の
肝
心
は
不
軽
品
に
て
候
な
り
。
不

軽
菩
薩
の
人
を
敬
い
し
は
、
い
か
な
る
事

ぞ
。
教
主
釈
尊
の
出
世
の
本
懐
は
人
の
振

舞
い
に
て
候
け
る
ぞ
（
崇
峻
天
皇
御
書
）

＝
数
多
く
の
経
文
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の

中
で
一
番
の
中
心
は
【
法
華
経
】
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
【
法
華
経
】
の
修
行
の
中
心

は
、
常
不
軽
菩
薩
（
じ
ょ
う
ふ
き
ょ
う
ぼ

さ
つ
）
の
修
行
な
の
で
す
。
お
釈
迦
様
が

こ
の
世
に
現
れ
た
本
当
の
目
的
は
、
人
の

振
る
舞
い
を
正
す
事
の
中
に
あ
る
の
で
あ

っ
て
、
つ
ま
り
は
常
不
軽
菩
薩
の
よ
う
に

人
を
敬
う
事
で
あ
る
。
そ
れ
が
お
釈
迦
様

の
教
え
な
の
で
あ
る
】
と
喝
破
（
か
っ
ぱ
）

さ
れ
て
い
ま
す
。 

こ
こ
に
あ
る
常
不
軽
菩
薩
と
い
う
の

は
、
【
法
華
経
】
の
第
二
十
章
、
【
常
不

軽
菩
薩
品
第
二
十
】
に
登
場
す
る
菩
薩
様

の
こ
と
で
す
が
、
彼
は
出
会
う
人
、
出
会

う
人
に
合
掌
を
し
て
「
私
は
あ
な
た
を
決 

 

 

し
て
軽
ん
じ
ま
せ
ん
。
あ
な
た
を
敬
い
ま
す
」

と
言
っ
て
は
、
そ
の
相
手
の
心
の
中
に
宿
っ

て
い
る
仏
性
（
仏
の
心
）
に
対
し
て
、
合
掌

礼
拝
す
る
人
生
を
送
ら
れ
、
最
後
に
は
成
仏

な
さ
れ
た
菩
薩
様
の
事
で
す
。 

自
分
さ
え
良
け
れ
ば
そ
れ
で
良
い
と
考
え

る
人
は
、
法
華
経
を
実
践
し
て
い
る
人
と
は

言
え
ま
せ
ん
。
常
不
軽
菩
薩
の
振
る
舞
い
、

即
ち
他
人
を
軽
蔑
せ
ず
、
敬
い
の
心
で
相
手

に
接
す
る
こ
と
。
共
に
助
け
合
う
相
互
扶
助

の
精
神
こ
そ
が
法
華
経
修
行
の
肝
心
で
あ

り
、
自
分
の
振
る
舞
い
を
顧
み
、
正
し
て
い

く
行
為
こ
そ
が
神
仏
様
の
願
い
で
あ
り
、【
法

華
経
】
の
実
践
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

真
成
寺
に
安
置
さ
れ
ま
し
た
【
三
十
番
神

様
】
は
、
様
々
な
担
当
が
ご
ざ
い
ま
す
。
私

達
人
間
に
も
様
々
な
性
質
の
人
間
が
存
在
し

て
い
る
様
に
、
法
華
経
守
護
の
諸
天
善
神
様

も
様
々
お
ら
れ
ま
す
。
こ
の
た
び
目
に
見
え

る
仏
像
と
い
う
形
で
安
置
さ
れ
ま
し
た
【
三

十
番
神
様
】
を
は
じ
め
、
本
堂
に
祀
ら
れ
て

い
る
【
法
華
経
】
守
護
の
諸
天
善
神
様
の
前

で
、
私
達
の
日
々
の
振
る
舞
い
を
顧
み
、
懺

悔
す
る
日
々
を
送
ら
れ
ま
す
様
に
…
。
そ
の

懺
悔
の
先
に
、
帰
依
す
る
心
が
芽
生
え
、
い

つ
し
か
常
不
軽
菩
薩
の
様
な
振
る
舞
い
が
で

き
る
自
分
に
成
長
で
き
ま
す
よ
う
に
…
。
宮

澤
賢
治
と
い
う
詩
人
は
、
【
法
華
経
】
の
大

信
者
で
し
た
。
そ
の
賢
治
の
作
品
で
有
名
な 

 

 

『
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
』
の
中
に
、
「
デ
ク
ノ
ボ

ウ
」
と
い
う
表
現
が
出
て
参
り
ま
す
が
、
ま

さ
に
常
不
軽
菩
薩
を
言
い
表
し
て
い
ま
す
。

「
実
る
ほ
ど
頭
の
下
が
る
稲
穂
か
な
」
。
益
々

の
精
進
を
お
誓
い
申
し
あ
げ
、
筆
を
置
き
た

い
と
思
い
ま
す
。 

 
 

 

 

合
掌 

 
 

副
住
職 

 

谷
川
寛
敬 

 

ち
ょ
っ
と
一
服 

端
午
の
節
句
の
由
来
は
？ 

端
午
（
た
ん
ご
）
は
五
節
句
の
一
。
端
午
の
節

句
、
菖
蒲
の
節
句
と
も
呼
ば
れ
る
。
日
本
で

は
端
午
の
節
句
に
男
子
の
健
や
か
な
成
長

を
祈
願
し
各
種
の
行
事
を
行
う
風
習
が
あ

り
ま
す
。
端
午
の
日
に
は
ち
ま
き
や
柏
餅

（
か
し
わ
も
ち
）
を
食
べ
る
風
習
も
あ
り
ま

す
。
ち
ま
き
を
食
べ
る
の
は
、
中
国
戦
国
時 

代
の
楚
の
詩
人
屈
原
の
命
日
で
あ
る
五
月

五
日
に
彼
を
慕
う
人
々
が
彼
が
身
を
投
げ

た
汨
羅
江
（
べ
き
ら
こ
う
）
に
ち
ま
き
を
投

げ
入
れ
て
供
養
し
た
こ
と
、
ま
た
、
屈
原 

 

の
亡
骸
を
魚
が
食
ら
わ
な
い
よ
う
魚
の 

え
さ
と
し
た
も
の
が
ち
ま
き
の
由
来
と 

さ
れ
て
い
ま
す
。
柏
餅
を
食
べ
る
風
習
は 

日
本
独
自
の
も
の
で
、
柏
は
新
芽
が
出
る 

ま
で
古
い
葉
が
落
ち
な
い
こ
と
か
ら
「 

家
系
が
絶
え
な
い
」
縁
起
物
と
し
て
広 

ま
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
す
。
中
国
語
圏 

で
は
、
現
在
も
屈
原
を
助
け
る
た
め
に 

船
を
出
し
た
故
事
に
ち
な
み
、
龍
船
節 

と
し
て
手
漕
舟
（
龍
船
あ
る
い
は
ド
ラ
ゴ 

ン
ボ
ー
ト
）の
競
漕
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。 

ヨ
モ
ギ
（蓬
、
中
国
語: 

艾
（
ア
イ
）
ま 

た
は
艾
蒿
（
ア
イ
ハ
オ
）
）
の
束
を
魔
よ 

け
と
し
て
戸
口
に
飾
る
風
習
も
、
広
く 

行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。 

   

 

 

 


