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今
年
は
悲
し
い
出
来
事
が
三
つ
も
あ
り

ま
し
た
。 

ま
ず
第
一
は
五
月
五
日
、
皆
に
可
愛
が

ら
れ
た
「
愛
犬
ロ
ク
」
の
突
然
死
（
原
因

不
明
、
四
歳
の
若
さ
で
） 

二
つ
目
は
、
八
月
二
十
七
日
母
の
死
、

そ
の
母
の
百
ケ
日
も
経
た
な
い
十
一
月
十

日
、
家
内
の
父
親
（
大
阪
市
妙
法
寺
住
職
、

牛
居
一
教
猊
下
九
十
二
歳
）
の
死
、
い
ず

れ
も
安
ら
か
な
最
後
で
し
た
。 

考
え
て
見
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
目
を
終

え
て
生
ま
れ
て
き
た
元
の
世
界
へ
帰
っ
て

行
か
れ
た
わ
け
で
す
。 

き
っ
と
今
頃
は
お
釈
迦
様
、
そ
し
て
大
聖

人
様
の
元
へ
歩
ん
で
居
ら
れ
る
事
で
し
ょ

う
。 家

内
の
父
親
は
学
徳
兼
備
な
方
で
、
大

阪
で
は
名
実
と
も
に
三
本
の
指
に
数
え
ら 

 

      

 

れ
る
程
の
お
寺
を
築
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。 

苦
労
さ
れ
て
、
一
か
ら
ご
信
者
を
作
り
上
げ
、 

大
阪
市
東
住
吉
区
に
妙
法
寺
と
い
う
お
寺
の

御
開
山
と
し
て
、
そ
の
全
て
の
檀
家
の
人
達

は
改
宗
者
で
あ
り
ま
し
た
。 

当
時
創
価
学
会
の
全
盛
期
の
頃
で
、
誤
っ
た

教
え
を
信
じ
て
い
た
人
達
に
「
教
学
と
信
仰
」

の
二
本
柱
で
改
宗
さ
せ
、
正
法
に
導
び
か
れ

た
の
で
し
た
。 

私
も
よ
く
御
前
様
の
前
に
座
ら
さ
れ
、
夜
遅

く
ま
で
眠
い
目
を
こ
す
り
な
が
ら
法
門
を
聞

か
さ
れ
た
も
の
で
し
た
。
今
思
え
ば
、
大
変

貴
重
な
お
話
で
、
テ
ー
プ
に
録
音
し
て
お
け

ば
良
か
っ
た
と
後
悔
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。 

 
 
 

亡
き
人
の
霊
は
、
四
十
九
日
を
過
ぎ
る
と
、

未
だ
修
行
中
の
身
で
あ
り
、
特
に
生
前
中
に

悪
業
の
因
縁
の
深
い
人
は
、
果
た
し
て
仏
様

の
も
と
へ
行
け
る
か
ど
う
か
分
か
り
ま
せ
ん
。

だ
か
ら
壱
周
忌
、
参
回
忌
な
ど
と
法
要
を
営

む
わ
け
で
、
こ
れ
を
追
善
法
要
と
言
う
の
で

す
。
遺
族
が
供
養
し
、
そ
の
功
徳
を
故
人
の

霊
に
差
し
向
け
る
の
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か 

 

       

ら
本
来
は
一
人
で
も
多
く
の
親
類
縁
者
を
集 

め
、
お
も
て
な
し
を
し
、
そ
の
集
ま
っ
て
い

た
だ
い
た
善
根
の
功
徳
を
今
は
亡
き
人
に
回

向
す
る
事
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
や
が
て
必
ず

自
分
の
も
と
に
戻
っ
て
く
る
も
の
で
あ
り
ま

す
。 

最
近
は
、
い
ろ
い
ろ
と
経
費
が
か
か
る
か
ら

と
言
っ
て
と
か
く
身
内
の
み
で
行
っ
て
し
ま

う
ケ
ー
ス
が
増
え
て
い
ま
す
が
、
供
養
の
意

味
か
ら
す
る
と
、
多
少
無
理
を
し
て
で
も
亡

き
ご
先
祖
様
の
供
養
は
言
い
換
え
れ
ば
、
自

ら
の
罪
障
消
滅
と
子
孫
に
対
す
る
最
良
の
徳

を
残
し
て
い
る
訳
で
あ
り
ま
す
。 

家
内
の
父
親
も
良
く
言
っ
て
い
ま
し
た
が
、

「
出
す
か
ら
来
る
」
の
で
す
。
だ
か
ら
「
出

来
る
」
と
か
、
も
の
ご
と
が
「
成
就
す
る
」

と
言
う
意
味
に
な
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。 

「
出
入
り
口
」
と
言
い
ま
す
が
、「
入
り
出
口
」

と
は
言
い
ま
せ
ん
ヨ
ネ
。 

い
ず
れ
に
せ
よ
亡
き
人
に
最
善
の
真
心
を
供

養
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
第
に
成
仏
し
て

い
か
れ
る
訳
で
あ
り
ま
す
。 

 

 

故
人
の
霊
を
弔
う
の
は
お
寺
や
お
墓
、
或 

い
は
仏
壇
で
供
養
す
る
こ
と
は
勿
論
で
す 

が
、
最
も
大
切
な
事
は
思
い
出
し
て
上
げ 

る
事
で
あ
り
ま
す
。 

そ
う
す
る
と
そ
れ
が
故
人
の
霊
に
伝
わ
り
、 

霊
も
話
し
掛
け
て
下
さ
い
ま
す
。 

苦
し
い
時
、
悲
し
い
時
、
楽
し
い
時
、
大 

事
な
時
、
静
か
な
と
こ
ろ
で
故
人
を
思
い 

出
し
、
声
を
か
け
て
上
げ
て
下
さ
い
。 

き
っ
と
何
か
語
り
か
け
教
え
て
下
さ
る
こ 

と
と
思
い
ま
す
。 

 
 
 
 

 

 
 

 



供
養
の
心 

編集・発行

玉蓮山 真 成 寺

編 集 部

TEL・FAX  (0765)22-2268

メールアドレス

kokorochanthk@ybb.ne.jp

ホームページアドレス 

http://www.geocities.jp/ 

sinjyoujitoyama108/    

第３３号

Ｈ．１６．１２．１

（毎月１日発行）


