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聞
い
て
み
な
ん
せ

ま
こ
と
の
道
を

無
理
な
教
え
じ
ゃ

な
い
わ
い
な

妙
好
人
　
一ハ
連
島
の
お
軽

日高組 「子どもの集い」 一 キッズサンガ ー

！田

弥

陀

聞

く

五
濁
と
は
、

劫
濁

（私
た
ち
の
願
い
が
い
つ
も
踏
み
に
じ
ら

れ
る
時
代
の
濁
り
）、
見
濁

（み
ん
な
自
分
が
正
し
く
て
、

他

人
が
間
違

っ
て
い
る
と
思
い
込
ん
で
い
る
考
え
の
濁
り
）、

ぼ
ん
のう
じ
ょく

煩
悩
濁

（自
分
の
都
合
の
よ
い
よ
う
に
し
か
物
事
を
見
る
こ
と

が
で
き
な
い
迷
い
や
欲
望
の
眼
の
濁
り
）、
衆
生
濁

（み
ん
な

の
こ
と
を
考
え
ず
、
自
分
の
目
先
の
利
害
に
だ
け
に
こ
だ
わ
る

人
間
が
人
間
ら
し
さ
を
失
う
社
会
の
濁
り
）、
命
濁

（い
の
ち

の
尊
さ
を
忘
れ
、
自
分
の
い
の
ち
も
他
人
の
い
の
ち
も
粗
末
に

す
る
よ
う
な
濁
り
）
の
五
つ
を
言
い
ま
す
。

『正
信
侶
』
の
中
に
、

如
来
所
以
興
出
世
　
唯
説
弥
陀
本
願
海

五
濁
悪
時
群
生
海
　
応
信
如
来
如
実
言
の
四
句
が
出
て
き
ま
す
。

こ
れ
は
、

「如
来
が
こ
の
世
に
現
わ
れ
て
く
だ
さ
っ
た
願
い

は
た
だ

一
つ
、

阿
弥
陀
如
来
の
広
大
な
本
願
を
説
く
た
め
で
あ

る
。

だ
か
ら
、

五
濁
悪
時
に
雑
草
の
よ
う
に
泥
に
ま
み
れ
て
生

き
る
ほ
か
は
な
い
方
々
よ
、

お
シ
ャ
カ
様
が
大
き
な
真
実
を
説

い
て
く
だ
さ
っ
た
、

そ
の
こ
と
ば
を
信
ぜ
よ
」
、
こ
う
呼
び
か

け
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。

特
に
、

あ
と
の
二
句
は
、

五
濁
悪
世

に
流
れ
流
れ
て
、

私
は
ど
こ
へ
行
く
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
よ

う
な
私
に
、

ア
ミ
ダ
さ
ま
を
信
じ
、
よ
き
人
に
遇
え
、

そ
し
て

そ
の
よ
き
人
が
語
っ
て
く
だ
さ
る
大
き
な
ま
こ
と
の
教
え
を
聞

き
な
さ
い
、

そ
れ
が
私
を
生
か
す
力
と
な
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い

る
と
教
え
て
い
た
だ
い
て
い
る
の
で
す
。

説
法
の
難
と
は
、

五

濁
の
悪
邪
無
信
の
盛
ん
な
時
に
説
法
す
る
こ
と
の
難
か
し
い
こ

と
を
顕
わ
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

経
文
に

「
一
切
世
間
難
信
の

法
」
と
あ
り
ま
す
が
、

菩
薩
さ
ま
で
さ
え
難
し
い
法
を
自
力
の

こ
こ
ろ
を
ひ
る
が
え
し
て
信
じ
れ
ば
、
こ
れ
ほ
ど
易
し
い
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
と
い
う
こ
と
で
す
。
自
力
を
誠
め
て
難
信
を
易

信
の
至
極
に
す
る
こ
と
を
勧
め
ら
れ
る
の
で
す
。

（永
原
智
行
）

経;

に

ありがとう た つた五文字の 大 きな一言
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「先
生
、

地
獄
と
極
楽

っ
て
あ

る
ん
？
」

ふ
と
し
た
興
味
か
ら
か
、

お

家
の
人
か
ら
何
か
聞
か
さ
れ
た

の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。

私
が

お
寺
の
人
と
知

っ
て
か
知
ら
ず

か
、

休
み
時
間
に
数
人
の
子
が

よ

っ
て
き
て
聞
い
て
く
れ
ま
し

た
。「ど

う
思
う
？
」

「良
い
こ
と
を
い
っ
ぱ
い
し
た

ら
極
楽
、

悪
い
こ
と
を
い
っ
ぱ

い
し
た
ら
地
獄
へ
行
く
と
思
う
」

「地
獄

っ
て
ど
ん
な
所
？
」

「関
魔
大
王
に
舌
を
ぬ
か
れ
る
」

「血
の
池
に
落
ち
る
」

「針
の
山
も
あ
る
で
」

「熱
い
お
風
呂
に
入
れ
ら
れ
る
」

「手
足
を
ち
ぎ
ら
れ
る
」

「死
ぬ
こ
と
が
で
き
な
い
」

私
が
小
さ
い
頃
、

夢
中
で
読
ん

だ
本
に
あ

っ
た
通
り
で
す
。

子

ど
も
達
に
、

大
き
な
テ
ー
ブ
ル

の
ご
馳
走
の
話
を
し
ま
し
た
。

『二
つ
の
部
屋
が
あ
り
、

そ
の

つ
く
り
、

人
数
、

料
理
な
ど
ど

れ
も
同
じ
で
す
。

集
ま
っ
た
人

た
ち
の
腕
に
は
、

長
い
長
い
箸

が
縛
り
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

ひ
と
つ
の
部
屋
で
は
、

自
分
で

食
べ
よ
う
と
し
て
怒
り
と
絶
望

感
が
、

も
う
ひ
と
つ
の
部
屋
で

は
お
互
い
が
食
べ
さ
せ
合
い
和

気
あ
い
あ
い
の
雰
囲
気
が
あ
り

ま
し
た
』

「ど

っ
ち
が
い
い
？
」

「食
べ
ら
れ
る
ほ
う
が
い
い
」

と
笑

っ
て
答
え
て
く
れ
ま
し
た
。

こ
の
話
は
、

現
実
社
会
で
、
ど

の
よ
う
に
生
き
る
の
か
、

そ
こ

で
起
き
る
出
来
事
に
ど
う
向
き

合
え
ば
よ
い
の
か
を
教
え
て
く

れ
て
い
ま
す
。

親
鷺
聖
人
は
、

「無
明
煩
悩
わ
れ
ら
が
み
に
み

ち
み
ち
て
、

欲
も
お
お
く
、

い

か
り
、

は
ら
だ
ち
、

そ
ね
み
、

ね
た
む
こ
こ
ろ
お
お
く
、

ひ
ま

な
く
し
て
臨
終
の

一
念
に
い
た

る
ま
で
と
ど
ま
ら
ず
、

き
え
ず
、

た
え
ず
」
と
、

わ
た
し
達
の
本

当
の
姿
を
見
据
え
ら
れ
て
い
ま

す
。家

で
、

職
場
で
、

「わ
た
し
」

が
身
を
置
く
あ
ら
ゆ
る
空
間
、

環
境
、条

件
の
中
で
、

「わ
た
し
」

の
立
ち
振
る
舞
い
を
見
つ
め
な

お
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
ま

）

す
。

心
が
け

一
つ
で
、

「わ
た
し
」
の
周
り
が
地
獄
に

も
極
楽
に
も
な
る
と
い
う
こ
と

で
す
。

常
に
感
謝
や
思
い
や
り

の
心
を
持

つ
こ
と
の
大
切
さ
を

教
え
ら
れ
ま
す
。

地
獄
極
楽
は
、

あ
の
世
の
話
で
は
な
く
こ
の
世

の
話
な
の
だ
と
思
わ
せ
て
く
れ

る
子
ど
も
達
と
の
話
で
し
た
。

「ど

っ
ち
が
い
い
？
」

「極
楽
の
ほ
う
が
い
い
」

世
の
中
の
だ
れ
も
が
笑

っ
て
答

え
て
く
れ
る
こ
と
を
願

っ
て
い

ま
す
。

（北
山
憲
昭
）

官製ハガ半にクイズの答え、

住所、氏名、年齢、電話番

号、所属寺、ご感想 ・ご意

見等を明記の上、下記まで

お送りください。

圏□0□ 密
浄土真宗のお寺は何のためにありますか?

次の 1～ 3の 中から一つ選んで番号を書いてください。

1.檀 徒の先祖を供養するため。

2.僧 侶が修行する施設として。

3.仏 様 のお心 を自らの生 きる依 り所 に して もらうため。

93号の正解は、「1.お 経の本は、畳に直接置かない」でした。

正解者の中から、次の方に粗品を進呈いたします。

由 良 町 中   美 幸様

尾崎 孝 子様

由 良 町 中 崎エミコ様

由 良 町 濃 □ 直 子様

由 良 町 久 保千代子様

南 丹 市 佐 々木磨美様

亀 岡 市 佐 々木薩子様

由 良 町

由 良 町

由 良 町

往l 坊 市

信子様

宏之様

廣一様

崎

中

日

岩

畑

塩

拝み合う 手 と手でなくそう 差 別心
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個
人
的
な
こ
と
で
す
が
、

昨
年
十

月
に
Ｎ
Ｐ
Ｏ
　
Ｋ
ネ
ッ
ト
と
い
う
非

営
利
活
動
団
体
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。

主
な
活
動
は
、

「地
域
見
守
リ
サ
ポ
ー

タ
ー
養
成
事
業
」
と

「ふ
る
さ
と
元

気
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
二
つ
で
す
。

見
守
リ
サ
ポ
ー
タ
ー
と
は
、

災
害

時
に
援
助
を
必
要
と
す
る
方
の
日
常

生
活
を
日
頃
か
ら
見
守
り
、

そ
の
情

報
を
入
力
し
て
ゆ
く
ボ
ラ
ン
テ
イ
ア

の
こ
と
で
、

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
さ
れ

た
情
報
が
災
害
時
な
ど
に
活
用
で
き

る
シ
ス
テ
ム
を
開
発
中
で
す
。

和
歌

山
大
学
の
シ
ス
テ
ム
エ
学
部
や
経
済

学
部
の
諸
先
生
方
と
の
共
同
研
究
に

よ
り
、
日
高
町
の
協
力
の
下
で
昨
秋

よ
リ
サ
ポ
ー
タ
ー
を
養
成
し
始
め
て

い
ま
す
。

ふ
る
さ
と
元
気
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、

文
字
通
り
、

地
元
ふ
る
さ
と
が
元
気

で
活
き
活
き
と
し
た
町
と
な
り
、

過

）

疎
対
策
や
観
光
資
源
の
発
掘
に
寄
与

す
る
活
動
で
す
。

す
で
に
宮
子
姫
の

里
を
つ
く
る
会
へ
の
参
画
な
ど
、

「観

光
で
ふ
る
さ
と
を
元
気
に
！
」
を
ス

ロ
ー
ガ
ン
に
動
き
出
し
て
い
ま
す
。

こ
の
二
事
業
に
関
わ
り
、

「社
会

に
求
め
ら
れ
て
い
る
寺
院
活
動
と
は

何
な
の
か
」
が
う
っ
す
ら
と
見
え
始

め
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

「お
寺
が
子
ど
も
の
居
場
所
に
」
な

る
た
め
、

キ
ッ
ズ
サ
ン
ガ

（妙
願
寺

日
曜
学
校
サ
マ
ー
キ
ャ
ン
プ
）
を
開

催
し
て
十
年
を
超
え
ま
す
。

昨
年
か

ら
は
夕
涼
み
ラ
イ
ブ
と
い
う
新
た
な

試
み
も
取
り
入
れ
、

地
元
の
音
楽
愛

好
家
に
協
力
頂
き
、

世
代
を
超
え
て

集
う
時
空
が
持
て
る
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
で
、

参
加
者
の
反
響
も
良
い
よ

う
で
す
。

夕
涼
み
ラ
イ
ブ
で
は
、

「寺
院
と

い
う
空
間
」
を
最
大
限
発
揮
で
き
る

よ
う
、

堂
内
の
照
明
に
こ
だ
わ
っ
た

幻
想
的
な
演
出
（ろ
う
そ
く
の
照
明
）

や
ホ
ー
ル
に
近
い
音
響
に
、

非
日
常

的
な
風
景
が
あ
り
俗
世
間
の
利
害
を

忘
れ
さ
せ
る
空
間
美
が
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
何
よ
り
も
、

お
寺
に
ご
縁

の
無
か
っ
た
方
が
家
族
で
気
軽
に
足

を
運
ん
で
く
れ
る
機
会
が
で
き
た
こ

と
で
、

地
域
の
方
々
と
の
距
離
が
縮

み
つ
つ
あ
る
こ
と
が
実
感
で
き
て
い

ま
す
。

寺
院
は
、

苦
悩
の
衆
生
を

一
人
も

漏
ら
さ
ず
救
い
摂
る
弥
陀
の
お
慈
悲

を
お
聞
か
せ
頂
き
、

念
仏
行
を
実
践

す
る
場
で
す
が
、

そ
れ
も
多
く
の

方
々
に
知
っ
て
頂
か
な
け
れ
ば
始
ま

り
ま
せ
ん
。

葬
儀
や
年
回
法
要
な
ど

の

「仏
事
」
の
ご
縁
だ
け
で
は
そ
れ

に
も
限
度
が
あ
り
ま
す
。

法
要
儀
式
や
布
教
伝
道
の
場
は
も

ち
ろ
ん
で
す
が
、

イ
ベ
ン
ト
開
催
や

遊
び
場
と
し
て
、

社
会
の
ニ
ー
ズ
に

添
っ
た
活
動
を
実
践
し
、

公
益
法
人

と
し
て
の
役
割
を
果
た
さ
な
け
れ
ば

若
い
世
代
や
無
関
心
の
方
に
仏
法
を

伝
え
て
い
く
こ
と
も
難
し
い
時
代
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

地
域
活
性
化
と
い
う
課
題
は
簡

単
な
問
題
で
は
な
い
で
す
が
、

ま

ず
寺
院
が
活
性
化
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

組
内

・
教
区
内
で
も
拙

寺
以
上
に
創
意
工
夫
さ
れ
、

様
々

な
活
動
が
な
さ
れ
て
い
る
寺
院
も

あ
り
ま
す
。

子
ど
も
を
募

っ
て
も
在
所
に
六

名
の
小
学
生
し
か
い
な
い
。

で
も
、

少
な
い
か
ら
で
き
な
い
わ
け
で
は

な
い
し
、

工
夫
次
第
で
は
大
勢
の

参
加
も
期
待
で
き
ま
す
。

今
回
の

キ
ツ
ズ
サ
ン
ガ
も
総
勢
五
十
名
の

う
ち
、

小
学
生
以
下
の
参
加
が
十
五

名
を
超
え
、

七
名
が
テ
ン
ト
で
宿

泊
で
き
ま
し
た
。
ご
門
徒
さ
ん
が

ほ
と
ん
ど
だ

っ
た
こ
と
は
い
う
ま

で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

寺
族

・
僧
侶
だ
け
で
イ
ベ
ン
ト
を

）

考
え
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

総
代

さ
ん
を
始
め
、

お
寺
の
組
織
ぐ
る
み

で
考
え
、

ま
ず
は
で
き
る
こ
と
か
ら

始
め
れ
ば
よ
い
と
思
い
ま
す
。

全
国
に
八
万
ヶ
寺
あ
る
寺
院
が
少

し
重
い
腰
を
上
げ
、

行
動
に
移
せ
ば
、

日
本
国
中
の
地
域
が
活
性
化
す
る
可

能
性
は
十
分
に
あ
る
と
思

い
ま

す

・
・
・
。

　

　

　

（楠
原
晃
紹
）

こ
の
地
方
で
は
、

こ
の
時
期

各
お
寺
や
ご
家
庭
で
「報
恩
講
」

の
法
要
が
お
勤
ま
り
に
な
り
ま

す
。報

恩
講

は
、

親
鸞
聖
人

の

二
十
三
回
忌
の
法
事
を
起
源
と

し
て
、

毎
年
ご
本
山

（西
本
願

寺
）
で
は

一
月
九
日
か
ら
十
六

日
の
午
前
中
の
七
夜
（お
七
夜
）

の
間
に
法
要
が
勤
修
さ
れ
て
い

ま
す
。

そ
れ
は
、

聖
人
の
ご
遺
徳
を

た
た
え
、

ご
恩
を
報
い
る
法
要

で
す
。

そ
の
法
要
に
参
拝
者
が

集
い
ま
す
が
、

集
ま
り
を

「講
」

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

浄
土
真
宗
の
み
教
え
に
帰
依

す
る
門
徒
に
と
っ
て
は
大
切
な

法
要

（集
い
）
な
の
で
す
。

親
鸞
聖
人
は
、

阿
弥
陀
如
来

の
願
い

（本
願
）
の
み
教
え
を

明
ら
か
に
さ
れ
、

私
達
に
そ
の

み
教
え
を
お
勧
め
下
さ
い
ま
し

た
。

お
か
げ
さ
ま
で
、

私
達
は
、

み
教
え
に
出
逢
い
、

お
念
仏
申

す
身
と
な
り
、
ご
往
生
さ
せ
て

い
た
だ
け
る
の
で
す
。

近
年
は
ご
家
庭
で
「報
恩
講
」

を
お
勤
め
す
る
ご
縁
が
少
な
く

な
り
ま
し
た
。

お
寺
に
よ
っ
て

は
、ご

門
徒
が

一
同
に
集
う
「総

報
恩
講
」
と
し
て
の
形
で
法
要

が
勤
め
ら
れ
て
い
る
所
も
あ
り

ま
す
が
、

各
ご
家
庭
に
お
い
て

報
恩
講
の
お
勤
め
を
お
勧
め
し

ま
す
。　

一
度
ご
院
様
と
相
談
し

て
み
ま
し
ょ
う
。

な
お
、

所
属
寺
院
や
、

近
く

の
寺
院
で
は

「報
恩
講
法
要
」

が
お
勤
ま
り
に
な
り
ま
す
か
ら
、

ぜ
ひ
お
誘
い
合
わ
せ
参
拝
し
ま

し
よ
＞つ
。

ご
信
心
を
得
て
、

浄
土
往
生

す
る
身
と
な
ら
せ
て
い
た
だ
く

こ
と
こ
そ
、

親
鸞
聖
人
の
ご
恩

に
対
す
る
報
謝
と
な
る
の
で
す
。

（鈴
木
悟
峰
）

妙願寺サマーキャンプタ涼みライブ

ありがとう た つた五文字の 大 きな一言
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臼
名
忽

イム
な
端
人
容

町
惨
容

九
月
二
十
九
日

（月
）
婦
人

会
は
じ
め
て
の
試
み
で

一
日
研

修
旅
行
を
行
い
ま
し
た
。

参
加

者
は
四
十
三
名
。

行
き
先
は
、

海
南
組
の
冷
水
御
坊

・
飯
盛
山

了
賢
寺
で
し
た
。

紀
州
真
宗
の
起
源
と
称
せ
ら

れ
る
お
寺
で
す
。
ご
住
職
の
松

本
教
智
さ
ま
か
ら
、

当
時
に
ま

じ や せ

「爾閣せあすべて」飲族

由
良
町

阿

戸
、

教

専
寺

の
永

原
智
行
住

職

（
５２
）

が
法
蔵
館

か
ら
初
の

著
書

「阿
闇
世
の
す
べ
て
　
悪

人
成
仏
の
思
想
史
」
を
出
版
し

た
。阿

闇
世
は
お
釈
迦
様
の
時
代

の
王
で
、

占
い
が
原
因
で
十
七

歳
の
時
に
父
を
殺
害
、

母
も
手

に
か
け
よ
う
と
す
る
が
、

後
に

改
心
し
て
お
釈
迦
様
を
支
援
す

る
よ
う
に
な

っ
た
。

権
力
争
い
な
ど
を
理
由
に
家

庭
で
起
こ
る
悲
劇
は
現
代
に
も

通
じ
る
も
の
が
あ
り
、

阿
闇
世

の
生
涯
を
通
じ
、

悪
人
で
も
成

仏
で
き
る
と
い
う
思
想
を
考
察

す
る
書
で
あ
る
。

永
原
住
職
は
、

大
学
時
代
か

ら
阿
闇
世
を
二
十
年
に
わ
た

っ

て
研
究
し
、

そ
の
集
大
成
と
し

て

一
冊
の
本
に
ま
と
め
た
も
の

で

「今
年
が
教
専
寺
創
立
五
百

年
で
、

長
年
研
究
し
て
き
た
阿

闇
世
を
世
に
出
す
こ
と
が
で
き

て
こ
れ
以
上
の
幸
せ
は
あ
り
ま

せ
ん
」
と
話
し
て
い
る
。

つ
わ
る
お
話
や
、

親
鸞
聖

人
と
蓮
如
上
人
の
連
座
の

二
尊
会
画
像
の
お
話
、

本

願
寺
八
代
宗
主
蓮
如
上
人

が
法
話
を
な
し

『信
心
獲

得
章
の
御
文
』

一
通
を
認

め
て
与
え
た
お
話
を
し
て

く
れ
ま
し
た
。

ま
た
、

寺
院
の
宝
物
で

あ
り
ま
す
蓮
如
上
人
筆

『六
字
名
号
覧
十
字
名
号
』

『正
信
侶

二
幅
』
『和
讃

一
首
』
等
、

拝
見
さ
せ
て

頂
き
ま
し
た
。（荻

野
益
次
）

埋

喘
的
通
モ

☆
行
事
報
告

ｏ
日
高
組
総
代
会
第
二
回
念
仏

奉
仕
団

七
月
七
日
～
八
日
　
一二
十
六

名
で
参
加
し
、

内
七
名
が
帰
敬

式
を
受
式
し
ま
し
た
。

・
日
高
組
キ
ッ
ズ
サ
ン
ガ

日
高
組
主
催
の
二
十
六
年
度

キ
ツ
ズ
サ
ン
ガ

（子
ど
も
の
声

が
聞

こ
え

る
お
寺

に
）
八
月

二
十
二
日

（土
）
日
高
町
小
浦

円
行
寺
で
開
催
さ
れ
小
学
生
か

ら
お
年
寄
り
ま
で
７５
名
が
参
加

し
、

夏
休
み
の
良
き
思
い
出
づ

く
り
と
な
り
ま
し
た
。

今
回
は

総
代
会
よ
り
、

専
福
寺
門
徒
濱

出
格
俊
氏

（和
歌
山
県
レ
ク
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
協
会
副
理
事
長
）

に
協
力
を
お
願
い
し
、

む
か
し

懐
か
し
い
竹
製
の
水
鉄
砲
づ
く

り
を
指
導
い
た
だ
い
た
。

ま
た
、

仏
教
婦
人
会
の
仏
典
童
話
読
み

聞
か
せ
や
楽
し
い
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
な
ど
、

盛
り
だ
く
さ
ん

の
内
容
で
世
代
を
超
え
て
楽
し

む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

・
第
ニ
ブ
ロ
ッ
ク
門
信
徒
総
研

修
会

（聞
法
の
集
い
）

和
歌
山
教
区
主
催
　
日
高
組

が
運
営
担
当
を
行

っ
た
。

）

第
ニ
ブ

ロ
ッ
ク

（紀
南
組

・

御
坊
組

・
日
高
組
）
門
信
徒
総

研
修
会
が
八
月
二
十
日

（土
）

日
高
町
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
で

開
催

さ

れ
２
６
０
名

の
問
信

徒

。
僧
侶
が
集
い
ま
し
た
。

研
修
会
で
は
、

「願
わ
く
は

こ
の
功
徳
を
も

っ
て
・
…

」

と
題
し
て
東
海
教
区
二
重
組
正

覚
寺
住
職
内
田
正
祥
師
よ
り
お

話
を
聴
聞
し
ま
し
た
。

☆
行
事
予
定

・
日
高
組

「真
宗
法
座
」
開
催

日
高
組
第
二
十
回

「真
宗
法

座
」
を
次
の
通
り
開
催
い
た
し

ま
す
。

日
時
　
十
二
月
十
四
日

（日
）

会
場
　
教
専
寺
（由
良
町
阿
戸
）

講
師
　
樺
　
徹
宗
師

ど
な
た
で
も
ご
参
加
い
た
だ

け
ま
す
。

お
誘
い
合
わ
せ
ご
参

加
下
さ
い
。

日高組ホームページ http:〃 hidakasojimdO.COm


