
 

 

生
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。 
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今月の掲示板 

 

大 
 

行 

年
と
共
に
月
日
の
流
れ
を
速
く
感
じ
る
の
は
私
だ
け
で
し
ょ
う
か
。 

生
涯
も
こ
ん
な
感
じ
で
終
え
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
と
思
う
と
、
一
抹

の
心
細
さ
と
淋
し
さ
が
募
り
ま
す
。 

同
じ
時
代
を
と
も
に
生
き
、
と
も
に
仏
法
を
聴
聞
し
て
き
た
ご
門
徒

も
、
お
一
人
、
お
二
人
と
お
亡
く
な
り
に
な
り
、
世
の
無
常
を
痛
感
せ
ず

に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。 

 

 
 

御
文
４
帖
の
４
通
に
は
「
そ
れ
、
秋
も
去
り
春
も
去
り
て
、
年
月
を
お

く
る
こ
と
昨
日
も
す
ぎ
今
日
も
す
ぐ
。い
つ
の
ま
に
か
は
年
老
の
つ
も

る
ら
ん
と
お
ぼ
え
ず
。
し
ら
ざ
り
き
。
～
～
～
た
だ
い
た
ず
ら
に
あ
か

し
、い
た
ず
ら
に
く
ら
し
て
、
老
い
の
し
ら
が
と
な
り
は
て
ぬ
る
身
の
あ

り
さ
ま
こ
そ
か
な
し
け
れ
～
」
と
あ
り
ま
す
。 

ま
こ
と
に
身
に
し
み
る
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
。 

通
称
「
白
骨
の
お
文
」
に
は
、
だ
か
ら
こ
そ
「
た
れ
の
ひ
と
も
後
生
の
一

大
事
を
心
に
か
け
て
、
阿
弥
陀
仏
を
ふ
か
く
た
の
み
ま
い
ら
せ
て
、
念
仏

申
す
べ
き
も
の
な
り
」
と
結
ば
れ
て
い
ま
す
。 

 

し
か
し
、
今
を
盛
り
に
生
き
て
い
る
私
た
ち
に
と
っ
て
は
「
後
生
」
と

言
わ
れ
て
も
な
か
な
か
ピ
ン
と
来
な
い
の
が
現
実
で
す
。い
つ
か
は
死

ぬ
の
だ
か
ら
と
「
終
活
」
な
ど
を
し
て
い
る
人
も
い
る
み
た
い
な
の
で
す

が
、
せ
い
ぜ
い
も
身
の
周
り
の
整
理
を
し
、
遺
産
分
け
と
か
、
葬
儀
の
段

取
り
程
度
の
こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。 

 

た
だ
、
こ
こ
で
言
っ
て
い
る
こ
と
は
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で

す
。
自
分
は
こ
ん
な
こ
と
の
た
め
に
生
き
て
き
た
の
で
は
な
い
、「
死
ん

で
も
死
に
き
れ
な
い
」
と
い
う
無
念
の
思
い
を
抱
え
、そ
の
た
め
に
ど
ん

な
生
き
方
を
し
、
何
を
手
に
入
れ
れ
ば
よ
い
の
か
を
、
仏
法
に
問
う
て
い

く
歩
み
こ
そ
が
「
終
活
」
な
の
だ
ろ
う
と
思
う
こ
と
で
す
。 

    
 

令
和
５
年
度 

  
 

報 

恩 

講 

の 

ご 

案 

内 
 

来
月
は
報
恩
講
が
あ
り
ま
す
。こ
こ
数
年
は
コ
ロ
ナ
の
関
係
で
変
則
的
な 

日
程
で
の
お
勤
め
に
な
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
よ
う
や
く
落
ち
着
い
た
状
況 

に
な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
の
で
、
光
受
寺
の
報
恩
講
の
本
来
の
お
勤
め
に
戻
し
た
い
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。
し
か
し
、
た
だ
ま
だ
完
全
に
は
コ
ロ
ナ
が
終
息
し
て
は
い
ま
せ
ん
し
、イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
の
流
行
も
心
配
さ
れ
ま
す
の
で
、一
応
の
予
定
と
し
て
の
ご
案
内
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。  

 

（
改
め
て
ご
案
内
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
）。 

期 

日 
 

令
和
五
年
十
二
月
十
日（
日
）  

午
前 

九
時
三
十
分
～
十
二
時 

午
後 

十
三
時
～
十
五
時 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
お
斎
あ
り
ま
す
） 

法 

話 
 

倉 

住 

秀 

悟 

氏 

門 

徒 

総 

会 
 
 

報
恩
講
当
日 

 

十
五
時
～
十
六
時 

 

お
み
が
き
・・・
十
二
月
四
日（
月
） 

９
時
よ
り 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多
く
の
方
々
の
ご
参
加
、
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

親
鸞
聖
人
は
称
名
念
仏
の
こ
と
を 

 

「
大
行
」
と
言
い
表
さ
れ
ま
し
た
。
大
と

は
人
間
か
ら
な
さ
れ
る
行
為
で
は
な
い

と
い
う
意
味
で
す
。 

妙
好
人
の
浅
原
才
一
さ
ん
は
「
声
の

声
」
と
表
現
さ
れ
ま
し
た
が
、私
が
発
す
る
も
の
じ
ゃ
な
い
。
向
こ
う
か
ら
や
っ
て
来
た
阿
弥
陀

さ
ん
の
声
が
、
私
を
通
し
て
声
と
な
っ
た
も
の
だ
と
い
う
の
で
す
。つ
ま
り
そ
れ
を
「
声
の
声
」

と
受
け
止
め
ら
れ
表
現
さ
れ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。 

た
い 

 
 
 
 

ぎ
ょ
う 



 

 

 

光 

受 

寺 

学 

習 

会 
 

十
一
月
十
八
日（
土
）  

午
後
二
時
～
三
時
半 

 

今
年
最
後
の
学
習
会
に
な
り
ま
す
。
現
在
『
歎
異
抄
』
を
学
ん
で
い
ま
す
。
来
月
は
「
第
６
章
」
を
学
び

ま
す
。
歎
異
抄
を
学
ぶ
と
真
宗
の
教
え
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
ぜ
ひ
お
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。テ
キ

ス
ト
等
用
意
い
た
し
て
お
り
ま
す
。  

―

一
生
に
一
度
は
歎
異
抄
を
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。―

 

 

お 

寺 

サ 

ロ 

ン 

紹
介
さ
れ
る
。 

岐
阜
高
山
教
区
よ
り
、発
行
さ
れ
た『
岐
阜
同
朋
』
に
廣
専
寺
の

若
さ
ん
と
光
受
寺
の
共
同
企
画
で
始
め
た
「
お
寺
サ
ロ
ン
」
が
紹

介
さ
れ
ま
し
た
。 

        

 

  

来
月
で
ち
ょ
う
ど
一
年
が
経
つ
こ
の
お
寺
サ
ロ
ン
。
若
院
た
ち

の
、熱
意
に
よ
っ
て
継
続
さ
れ
て
き
ま
し
た
。 

こ
れ
か
ら
の
お
寺
の
在
り
方
に
つ
い
て
ご
門
徒
さ
ん
と
の
関
り

を
大
切
に
し
な
が
ら
、さ
ま
ざ
ま
な
テ
ー
マ
を
設
け
、
話
を
聞
き
、

話
し
合
い
、
お
茶
を
飲
み
な
が
ら
の
歓
談
も
し
て
い
ま
す
。
時
に

は
サ
ロ
ン
に
出
席
さ
れ
て
い
る
方
の
指
導
に
よ
る
軽
い
ス
ト
レ
ッ

チ
体
操
や
、専
門
家
に
よ
る
補
聴
器
の
話
な
ど
も
組
み
入
れ
な
が

ら
、幅
広
い
内
容
で
楽
し
ん
で
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。 

 

今
回（
十
月
）は
ご
門
徒
か
ら
の
ご
質
問
か
ら
、「
般
若
心
経
」
を 

読
ん
で
も
よ
い
か
ど
う
か
に
対
し
て
お
応
え
す
る
話
か
ら
始
ま

り
、『
正
信
偈
』の
最
初
の
４
句
の
学
習
へ
と
進
ん
で
い
き
ま
し
た
。 

 

御
願
い 

光
受
寺
通
信
記
事
募
集
中
で

す
。
ふ
と
思
っ
た
こ
と
、
気
づ
い

た
こ
と
な
ど
、
ど
ん
な
内
容
で

も
結
構
で
す
の
で
、
ご
寄
稿
い

た
だ
け
た
ら
有
難
い
で
す
。 

 

「
有
頂
天
（
う
ち
ょ
う
て
ん
）」・・・
気
持
ち
の
上
で
は
最
高
の
境
地
を
言
い
表
す
言
葉
だ
と
は
思
う
の

で
す
が
、
仏
教
で
は
最
高
の
迷
い
を
表
す
言
葉
な
の
で
す
。 

そ
れ
は
全
て
の
人
は
平
等
に
こ
の
大
地
で
互
い
に
つ
な
が
り
あ
い
な
が
ら
生
き
て
い
る
世
界
か
ら
、

自
分
一
人
だ
け
高
き
に
上
る
こ
と
を
よ
し
と
す
る
生
き
方
か
ら
で
す
。 

さ
ま
ざ
ま
な
現
実
問
題
に
関
わ
ら
な
い
で
、
有
頂
天
の
世
界
に
安
住
し
て
し
ま
う
、い
わ
ば
閉
ざ
さ

れ
た
世
界
を
言
っ
て
い
る
の
で
す
。 

六
道
で
い
う
、「
地
獄
、
餓
鬼
、
畜
生
、
修
羅
、
人
間
、
天
上
」
の
天
上
も
、
同
じ
迷
い
の
世
界
を
言
っ
て

い
る
の
で
す
。 

 

来
月
は
「
一
周
年
記
念
」  

 
 

光
受
寺
に
て 

 
 
 

令
和
五
年
十
一
月
十
六
日（
木
） 

午
後
２
時
～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３
時
ご
ろ
ま
で 

 

「
仏
教
小
噺
」
に
続
き
光
受
寺
若
坊
守
、
柴
間
麻
利
絵
に
よ
る

「
エ
レ
ク
ト
ー
ン 
ミ
ニ
コ
ン
サ
ー
ト
と
し
て
、か
つ
て
光
受
寺
御

遠
忌
に
「
光
受
寺
合
唱
団
」
と
し
て
披
露
し
た
「
仏
教
讃
歌
」
や
、

「
歌
謡
曲
」
な
ど
も
演
奏
し
、
参
加
者
と
共
に
大
い
に
歌
い
、
楽

し
み
た
い
と
い
う
企
画
で
す
。 

ぜ
ひ
多
く
の
皆
さ
ん
の
ご
参
加
を
お
待
ち
い
た
し
て
お
り
ま

す
。  

 
 

※ 

十
二
月
は
お
休
み
で
す
。 

 

如
来
大
悲
の
恩
徳
は 

身
を
粉
に
し
て
も 

報
ず
べ
し 

師
主
知
識
の
恩
徳
も
骨

を
砕
き
て
も
謝
す
べ
し 

  


