
 

 

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 

ご
生
忌
に 

始
ま
り
終
わ
る 

月
日
か
な 

 

か
つ
て
二
十
一
世
紀
は
「
こ
こ
ろ
の
時
代
」
と
も
い
わ
れ
た
が
、
多
く
の

人
た
ち
は
大
き
な
期
待
を
抱
き
な
が
ら
も
、
同
時
に
何
か
し
ら
漠
然
と

し
た
不
安
を
抱
い
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
っ
た
。 

 

あ
る
学
者
は
、
地
球
レ
ベ
ル
で
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
自
然
破

壊
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
が
深
刻
化
し
て
く
る
こ
と
を
予
測
は
し
て
い
た

が
、
戦
争
の
な
い
平
和
な
時
代
が
お
と
ず
れ
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
通
信

技
術
の
進
展
に
よ
っ
て
多
大
な
経
済
的
富
を
生
み
出
す
時
代
に
な
る
で

あ
ろ
う
と
も
言
っ
て
い
た
。 

 

大
筋
に
お
い
て
は
現
実
的
に
納
得
で
き
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
改
め

て
今
の
世
界
の
状
況
を
眺
め
て
み
る
に
、
戦
争
は
絶
え
間
な
く
起
こ
り
、

何
万
人
も
の
人
が
戦
争
の
犠
牲
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
さ
ら
に
拡
大
し

つ
つ
あ
る
こ
と
か
ら
言
え
ば
と
う
て
い
予
想
が
で
き
な
か
っ
た
現
実
で
あ

ろ
う
。
相
互
に
戦
争
の
大
義
名
分
を
掲
げ
、殺
戮
を
繰
り
返
し
て
い
る
。 

 

「
こ
こ
ろ
の
時
代
」
は
お
ろ
か
、経
済
優
先
、経
済
優
先
と
い
ま
だ
に
声
高

に
叫
ば
れ
て
い
る
日
本
を
ど
う
思
え
ば
よ
い
の
か
。「
衣
食
足
り
て
礼
節

を
知
る
」
と
は
中
国
春
秋
時
代
の
思
想
家
『
管
仲
』の
言
葉
で
は
あ
る
が
、

こ
の
日
本
の
現
実
を
見
る
限
り
に
お
い
て
は
納
得
が
で
き
な
い
。 

  

人
間
の
抱
え
る
煩
悩
は
、そ
ん
な
に
あ
ま
い
物
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
っ

と
と
際
限
な
く
膨
ら
み
続
け
、人
を
だ
ま
し
、
傷
つ
け
、果
て
は
殺
人
と
も

な
り
、国
家
レ
ベ
ル
で
は
戦
争
と
も
な
っ
て
し
ま
う
も
の
な
の
だ
。 

 

「
足
る
を
知
る
」
難
し
さ
は
、
永
遠
の
課
題
な
の
か
も
し
れ
な
い
。「
ボ
ロ

は
着
て
て
も
心
は
錦
」
な
ん
て
誰
も
心
か
ら
そ
う
な
り
た
い
と
思
っ
て
は

い
な
い
。 

 

「
こ
こ
ろ
の
時
代
」
は
よ
り
遠
の
い
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
。 

 

報 

恩 

講 
 

十
二
月
十
日（
日
） 

午
前
・
午
後 

９
時
半
よ
り
お
斎
あ
り 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

法
話 

倉
住 

秀
悟
師 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

門
信
徒
総
会 

 

１
５
時
～ 

ご
生
忌
と
は
親
鸞
聖
人
の
祥
月
命
日
の
事
で
す
。

信
仰
が
篤
い
北
陸
地
方
で
は
「
ご
生
忌
」
を
生
活
の

中
心
に
据
え
ら
れ
「
お
念
仏
生
活
」
が
営
ま
れ
て
い

た
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。 

私
た
ち
が
お
勤
め
す
る
「
報
恩
講
」
や
、「
お
と
り

越
し
」
も
真
宗
門
徒
と
し
て
も
っ
と
も
大
切
な
仏
事

な
の
で
す
。 

 

共
に
学
ん
で
み
ま
せ
ん
か
？ 

 
 

光
受
寺
学
習
会（
同
朋
会
）を
始
め
て
お
よ
そ
二
十
年
。 

「
開
か
れ
た
寺
づ
く
り
」
を
主
眼
と
し
て
、
現
在
も
続
け
て
い
る
活
動
で
す
。
仏
事
に
関
す
る

様
々
な
学
習
や
正
信
偈
の
解
読
を
通
し
て
親
鸞
聖
人
の
教
え
を
学
び
、時
に
は
真
宗
ゆ
か
り
の

寺
な
ど
を
訪
ね
る
な
ど
、
ご
門
徒
相
互
の
交
流
も
深
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。 

現
在
は
残
念
な
が
ら
参
加
者
も
様
々
な
理
由
に
よ
り
、１
０
名
に
満
た
な
い
減
少
傾
向
に
あ

り
ま
す
。
真
宗
の
教
え
を
聞
く
こ
と
を
通
し
て
、
わ
が
身
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
歩
み
の
場
で

あ
り
ま
す
。
是
非
お
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。（
来
年
１
月
か
ら 

第
３
土
曜 

２
時
～
） 

仏
法
に
は
、明
日
と
申
す
事
、
あ
る
ま
じ
く
候
う
。
」  

『
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
」 

今
年
か
ら
来
年
に
向
け
て 

 
 
 

除
夜
の
鐘
・・・
コ
ロ
ナ
の
関
係
で
数
年
の
間
、行
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た 

除
夜
の
鐘
を
本
年
よ
り
再
開
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

十
一
時
半
過
ぎ
よ
り
行
い
ま
す
。 

 
 
 

修
正
会
・・・・・・
年
明
け
早
々
の
お
勤
め
で
す
。
除
夜
の
鐘
の
後
、行
い
た
い
の
で
す
が
、 

本
堂
で
の
催
し
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
一
月
一
日（
午
前
８
時
よ
り
）正 

信
偈
同
朋
奉
讃
で
執
り
行
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
参
詣
く
だ
さ
い
。 

  



 

 

お 

寺 

サ 

ロ 

ン 
 

 
 

介
護
施
設
か
ら
も
３
名
の
方
が 

ご
参
加
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

仏

教

小

噺

等
の
後

、
約

三

十

分

程

度
で
し
た

が
、
若

坊

守
に
よ
る
エ
レ
ク
ト
ー
ン
演

奏

が
行

わ

れ
ま
し
た
。
ア
ニ
メ
曲
に
仏

教

讃

歌

、
昔

懐
か
し

い
歌
謡
曲
な
ど
数
曲
が
披
露
さ
れ
ま
し
た
。 

ほ
と
ん
ど
の
曲
は
皆
さ
ん
よ
く
ご
存

じ
の
曲
ば

か
り
で
、
大

き
な
声
で
曲
に
合

わ
せ
て
歌
っ
て
お

ら
れ
ま
し
た
。 

『
南
無
阿
弥
陀
仏
の
子
守
歌
』
と
い
う
仏
教
讃

歌

は
、
ぜ
ひ
皆

さ
ん
に
覚

え
て
い
た
だ
き
た
い
と

一

節

ご
と
に
演

奏

し
て
歌
っ
て
い
た
だ
い
て
い
た

よ
う
で
す
。（

十

二

月

は
お
休

み
で
す
。
次

回
に

つ
い
て
は
改

め
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
）
。 

 

意

外

に

知

ら

な

い

仏

教

  
 戒

名
・・・
本
来
は
仏
様
の
戒
め
を
受
け
、
仏
門
に

入
り
、
残
る
人
生
に
お
い
て
仏
教
に

お
け
る
戒
律
を
守
り
通
す
約
束
と

し
て
授
け
ら
れ
る
も
の
。 

 
 
 
 
 
 
 

現
在
は
、
死
後
に
お
い
て
は
誰
し
も

仏
様
の
世
界
に
導
か
れ
て
成
仏
す

る
と
い
う
考
え
か
ら
、
亡
く
な
ら
れ

た
方
に
戒
名
を
授
け
る
習
慣
に
な
っ

て
い
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 

臨
済
宗
・
真
言
宗
・
天
台
宗
な
ど 

法
名
・・・
浄
土
真
宗
に
は
戒
律
が
な
い
た
め
、 

仏
教
に
帰
依
す
る
証
と
し
て
の
「
受 

戒
」
が
存
在
し
ま
せ
ん
。
あ
く
ま
で 

も
仏
法
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
生 

き
て
行
く
証
と
し
て
授
け
ら
れ
る 

の
で
す
。 

「
帰
敬
式
」（
お
か
み
そ
り
）は
「
仏
」 

「
法
」「
僧
」の
三
宝
に
帰
依
し
、宗 

祖
親
鸞
聖
人
が
明
ら
か
に
さ
れ
た 

「
教
え
」
に
自
ら
の
人
生
を
問
い
た 

ず
ね
、真
宗
門
徒
と
し
て
新
た
な
人 

生
を
歩
み
だ
す
こ
と
を
誓
う
大
切 

な
儀
式
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

光
受
寺
に
は
生
前
に
法
名
を
い
た 

だ
か
れ
た
方
が
何
人
も
お
見
え
に 

な
ら
れ
ま
す
。 

浄
土
真
宗 

 

青春時代を懐かしみながら艶やかに、仏教讃

歌はしみじみと身に染むように・・・。充実した

時間を提供できたかなと思っています。 

南
無
阿
弥
陀
仏
の
子
守
歌 

１ 

な
ん
ま
ん
だ
ぶ
つ 

 

な
ん
ま
ん
だ
ぶ
つ 

 
 
 
 

お
じ
い
ち
ゃ
ん
の 

お
念
仏 

 
 
 
 

お
ま
え
は 

一
人
じ
ゃ 

な
い
ん
だ
よ 

 
 
 
 

し
ん
ら
ん
さ
ま
も 

い
な
さ
る
よ 

 
 
 
 

い
ま
も 

し
み
じ
み 

思
い
出
す 

 
 
 
 

お
じ
い
ち
ゃ
ん
の 

子
守
歌 

 

２ 

な
ん
ま
ん
だ
ぶ
つ 

 

な
ん
ま
ん
だ
ぶ
つ 

 
 
 
 

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の 

お
念
仏 

 
 
 
 

い
た
だ
き
ま
す 

あ
り
が
と
う 

 
 
 
 

忘
れ
ず 

お
お
き
く
な
っ
と
く
れ 

 
 
 
 

い
ま
も 

心
に 

浮
か
び
来
る 

 
 
 
 

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の 

子
守
歌 

 

３ 

な
ん
ま
ん
だ
ぶ
つ 

 

な
ん
ま
ん
だ
ぶ
つ 

 
 
 
 

ち
い
さ
な
子
ど
も
と 

手
を
あ
わ
す 

 
 
 
 

数
え
き
れ
な
い 

人
た
ち
に 

 
 
 
 

願
わ
れ 
生
ま
れ
た 

お
ま
え
だ
よ 

 
 
 
 

い
ま
も 
た
し
か
に 

聴
こ
え
く
る 

 
 
 
 

し
ん
ら
ん
さ
ま
の 

子
守
歌 

 

 

今
で
は
、こ
の
歌
に
ど
こ
か
懐
か
し
く
さ
え
感
じ
て
し

ま
い
ま
す
。
親
か
ら
子
へ
、
子
か
ら
孫
へ
と
大
切
な
思
い

や
願
い
を
繋
い
で
き
た
の
で
す
。 

 

か
つ
て
は
、「
お
念
仏
を
聴
く
」
と
い
う
こ
と
が
生
活

の
中
心
に
あ
っ
た
の
で
す
。 

 
 

法
名
と
戒
名 

※仏法僧（三宝）…「仏」真実に目覚められた仏。

「法」仏の説かれた教え。「僧」その教えに生きる人

たち 


