
（１） 平成27年11月15日発行　第175号毎号楽しい暮らしの情報をお届けします

私の町の楽しい新聞
フォーラム

■豊かな街づくりを願って、自然派リフォーム「マルコシ」がお届けしています。
■配布地域／安佐北区　中区　東区
■年 4回発行。
●編集・発行／マルコシ・フォーラム編集室
　〒739-1731 広島市安佐北区落合４-１-7　☎843-9981

URL:http//www.marukoshi.jp
マルコシ  リフォーム 検 索

わたしの町のフォーラム　　3万2000世帯へお届けしています

～仏壇のはなし～
⑯

教
を
超
え
て
生
活
に
入
り
込
ん

で
い
る
よ
う
だ
。
理
由
は
分
か

ら
な
い
が
仏
間
に
座
れ
ば
心
が

安
ら
ぎ
、
先
祖
と
ひ
そ
か
に
対

話
が
で
き
る
と
教
わ
っ
た
。

仏
壇
の
起
源
と
普
及

　《
日
本
書
紀
》
に
は
天
武
天

皇
の
時
代
に
「
壬
申
に
召
し
た

ま
わ
く
諸
国
の
家
毎
に
仏
舎
を

つ
く
り
て
、
す
な
わ
ち
仏
像
を

置
き
て
礼
拝
供
養
せ
よ
と
の
た

ま
ふ
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
壬
申

の
乱
（
六
七
二
年
）
と
い
う
古

代
最
大
の
戦
乱
を
制
し
て
登
場

し
た
天
武
朝
が
、
仏
教
を
国
家

的
理
念
と
し
て
中
央
集
権
化
し

て
ゆ
く
プ
ロ
セ
ス
を
物
語
っ
て

い
る
。

　
初
期
の
仏
教
導
入
を
積
極
的

に
推
し
進
め
た
の
は
、
有
力
氏

族
で
あ
つ
た
。
在
来
固
有
の
氏

神
信
仰
と
結
び
な
が
ら
、
仏
に

一
族
の
安
寧
を
祈
願
す
る
氏
族

仏
教
と
し
て
展
開
し
、
飛
鳥
寺

を
建
立
（
五
九
三
年
頃
）
し
た

蘇
我
氏
が
、
仏
教
隆
盛
の
中
核

と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
仏
教
は
伝
来
の
当
初
か
ら
、

祖
先
崇
拝
と
極
め
て
密
接
に
結

び
つ
い
た
と
い
え
る
。

仏
壇
の
間
の
機
能

　　
大
切
な
決
め
事
を
す
る
と
き

暮
ら
し
の
象
徴

　
住
ま
い
と
は
何
か
と
問
わ
れ

て
、
一
ロ
に
は
こ
た
え
ら
れ
な

い
要
素
が
あ
る
。
住
ま
い
を
象

徴
す
る
も
の
は
何
か
、
と
い
う

問
い
に
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
家

族
と
答
え
ら
れ
る
と
あ
い
ま
い

に
な
っ
て
く
る
。
家
族
は
家
で

生
ま
れ
、
命
を
閉
ざ
す
と
き
家

と
別
れ
る
。
し
か
し
、
現
在
の

家
は
生
と
死
か
ら
消
失
し
つ
つ

あ
り
、
社
会
や
地
縁
か
ら
縁
遠

く
な
っ
て
久
し
い
。

　
私
に
家
の
象
徴
は
何
か
と
問

わ
れ
れ
ば
、
迷
わ
ず
仏
間
と
答

え
る
。
さ
り
と
て
仏
壇
が
あ
っ

て
仏
像
が
祀
っ
て
あ
っ
た
と
し

て
も
、
熱
心
な
仏
教
信
者
と
い

う
の
で
は
な
い
。
現
実
に
は
宗

祖
父
は
、
家
族
を
仏
壇
の
間
に

集
め
た
。
仏
壇
を
背
に
し
て
一

族
の
意
見
を
代
表
し
て
伝
え
る

形
を
と
っ
た
か
ら
、
そ
の
一
語

一
語
に
は
迫
力
が
み
な
ぎ
っ
て

い
た
。

　
い
ま
和
や
か
な
団
欒
の
場
は

あ
っ
て
も
、
厳
し
く
向
き
合
う

場
が
失
わ
れ
て
し
ま
い
、
家
族

の
す
べ
て
が
な
し
崩
し
に
な
っ

て
い
る
。
か
つ
て
の
仏
壇
の
間

は
、
一
家
経
営
の
大
切
な
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
と
し

て
機
能
し
て
い
た
。

　
近
年
の
住
宅
で
仏
壇
の
間
は
、

設
計
の
テ
ー
マ
に
も
な
ら
な
く

な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か

床
の
間
、
和
室
す
ら
姿
を
消
し

つ
つ
あ
る
。
こ
れ
ら
住
ま
い
の

変
化
と
家
族
の
絆
が
細
く
な
り

つ
つ
あ
る
現
象
は
決
し
て
無
縁

で
は
な
い
だ
ろ
う
。

復
活
さ
せ
た
い
　

家
族
の
絆

　　
か
つ
て
の
家
族

社
会
で
は
、
葬
儀

も
法
事
も
慶
事
も
、

そ
れ
ぞ
れ
の
家
で

営
ま
れ
て
い
た
。

い
ま
で
は
ふ
る
さ

と
の
集
落
で
さ
え

葬
儀
は
営
ま
な
い
。

命
の
あ
や
と
り
を

す
る
場
所
が
な
く

な
り
、
先
祖
の
魂

が
帰
る
場
所

は
な
い
。

　
仏
壇
の
主

人
公
は
仏
像

で
は
な
く
、

亡
く
な
っ
た

人
の
位
牌
で

あ
る
。
わ
が

家
で
は
お
盆

に
は
一
族
が

集
ま
り
、
お

灯
明
や
線
香

を
あ
げ
、
先

祖
を
迎
え
て
対
面
す
る
。
仏
壇

は
先
祖
崇
拝
の
意
味
を
教
え
、

厳
か
な
対
話
を
も
た
ら
す
。
仏

壇
の
間
は
家
族
の
時
と
個
人
の

時
を
見
事
に
結
び
つ
け
る
装
置

で
あ
る
。
家
の
中
心
に
あ
っ
て

過
去
の
人
、
現
在
の
人
、
未
来

の
人
を
結
び
つ
け
る
役
割
を
果

た
し
て
い
る
。

庶
民
の
仏
教
と
仏
壇

　
仏
壇
は
も
と
も
と
仏
像
を
安

置
す
る
た
め
の
須
弥
壇
を
い
う

が
、
仏
像
、
経
巻
、
位
牌
、
舎

利
塔
な
ど
を
安
置
す
る
。
通
常

は
木
造
漆
塗
り
の
櫃
で
上
部
に

は
屋
根
、
下
部
に
は
台
座
が
付

く
。
在
家
領
主
の
浄
土
宗
が
自

力
本
願
の
色
彩
が
強
い
の
に
対

し
て
、
下
層
農
民
の
真
宗
は
念

仏
さ
え
唱
え
て
い
れ
ば
救
わ
れ

る
と
い
う
他
力
本
願
の
強
い
も

の
で
あ
っ
た
。
浄
土
宗
の
仏
壇

は
黒
の
漆
仕
上
げ
が
多
い
が
、

下
層
農
民
に
普
及
し
た
真
宗
は
、

金
箔
を
あ
し
ら
っ
た
き
ら
び
や

か
な
仏
壇
が
多
く
み
ら
れ
る
。

　
き
わ
め
て
分
不
相
応
と
思
え

る
が
、
そ
の
普
及
は
島
原
の
乱

（
一
六
三
七
〜
三
八
年
）
に
端

を
発
し
た
徳
川
幕
府
の
宗
門
改

易
の
制
度
と
無
縁
で
は
あ
る
ま

い
。
家
に
仏
壇
の
あ
る
こ
と
が

仏
教
徒
の
証
に
な
っ
て
い
た
。

こ
う
し
て
仏
壇
は
劇
的
に
普
及

し
、
新
し
い
家
族
文
化
を
構
築

し
た
と
推
察
で
き
る
。

仏
壇
の
間
は
消
え
る
の
か

　
住
宅
事
情
の
厳
し
さ
か
ら
ス

ペ
ー
ス
に
ゆ
と
り
が
持
て
ず
、

仏
壇
の
間
な
ど
望
む
べ
く
も
な

い
。
さ
ら
に
核
家
族
が
進
ん
で

い
る
が
、
も
し
も
二
世
帯
三
世

代
の
住
宅
が
見
直
さ
れ
る
時
代

が
く
れ
ば
、
日
本
人
の
勝
れ
た

生
活
習
慣
が
、
仏
壇
の
間
と
共

に
復
活
す
る
の
も
夢
で
は
な
い
。

そ
れ
が
望
め
な
い
と
し
て
も
、

一
家
の
重
大
時
を
決
す
る
権
威

あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス

ペ
ー
ス
は
必
要
で
あ
り
、
工
夫

次
第
で
は
整
え
る
こ
と
が
出
来

る
。

　
古
く
さ
い
と
言
わ
れ
る
か
も

知
れ
な
い
が
、
家
族
の
絆
を
強

め
る
た
め
に
一
家
の
大
黒
柱
の

復
活
は
必
要
だ
。
そ
の
た
め
に

先
祖
の
威
光
を
背
に
す
る
の
も

決
し
て
悪
い
こ
と
で
は
な
い
。

（
文
責
　
木
原
　
伸
雄
）
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中
川
武
著「
日
本
の
家
」

　
凡
事
徹
底

〜
ほ
っ
と
す
る
論
語
よ
り
〜

□
仁
遠
か
ら
ん
や
。 

わ
れ
仁
を

欲
す
れ
ば
、
こ
こ
に
仁
至
る

　
　仁
は
遠
い
と
こ
ろ
に
あ
っ

て
な
か
な
か
到
達
で
き
な
い

も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
ん
な

こ
と
は
な
い
。
仁
を
目
指
し

て
い
れ
ば
、
仁
の
方
か
ら
や

っ
て
く
る
。

□
君
子
は
こ
れ
を
己
に
求
む
。

小
人
は
こ
れ
を
人
に
求
む
。

　
　昨
今
は
何
で
も
人
頼
み
、

人
任
せ
の
風
潮
が
強
ま
っ
て

き
た
。
生
活
上
の
こ
と
だ
け

で
は
な
い
。
自
分
の
行
動
か

ら
思
考
に
至
る
ま
で
も
、
主

体
性
が
失
わ
れ
て
い
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

□
君
子
は
文
を
も
っ
て
友
を
会

し
、
友
を
も
っ
て
仁
を
輔
く
。

　
　教
養
を
通
じ
て
友
人
と
結

ば
れ
、
交
友
を
通
じ
て
人
間

性
を
高
め
て
い
く
。
君
子
の

交
友
は
こ
う
あ
り
た
い
も
の

だ
。

□
成
事
は
説
か
ず
、
遂
事
は
諫

め
ず
、
既
往
は
咎
め
ず

　
　す
ん
だ
こ
と
は
と
や
か
く

言
わ
な
い
。
や
っ
て
し
ま
っ

た
こ
と
は
批
判
し
な
い
。
過

去
の
過
ち
は
批
判
し
な
い
。

□
道
に
聴
き
て
塗
に
説
く
は
、

徳
を
こ
れ
棄
つ
る
な
り

　
　い
ま
そ
こ
で
聞
い
て
き
た

教
え
を
、
す
ぐ
他
人
に
向
か

っ
て
受
け
売
り
を
す
る
。
こ

れ
で
は
、
せ
っ
か
く
受
け
た

徳
を
す
ぐ
捨
て
る
よ
う
な
も

の
で
、
自
分
の
身
に
付
か
な

い
も
の
で
あ
る
。

□
遠
慮
な
け
れ
ば
、
必
ず
近
憂

あ
り
。

　
　長
期
的
な
こ
と
を
考
え
な

い
と
、
目
先
の
こ
と
で
く
よ

く
よ
す
る
事
に
な
る
の
だ
。
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第一水曜日「生涯学習」は新ステージの開幕です

映画で楽しむ日本の名作シリーズ


