
過
日
、
台
風
が
十
五
号
十
九
号
と
立
て
続

け
に
や
っ
て
き
た
。
土
地
勘
の
な
い
私
は
身

の
処
し
方
が
判
ら
ぬ
ま
ま
、
別
院
に
て
独
り

身
を
細
め
じ
っ
と
通
過
す
る
の
を
待
っ
た
。

別
院
本
堂
は
下
り
棟
に
少
々
の
被
害
が
生
じ

た
が
、
別
院
は
と
も
か
く
、
次
々
と
明
ら
か

に
な
っ
て
く
る
広
域
災
害
、
被
害
の
拡
大
に

心
が
痛
み
、
被
害
に
あ
わ
れ
た
方
々
に
は
心

よ
り
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。

今
年
も
別
院
の
報
恩
講
を
三
日
間
勤
め
さ

せ
て
い
た
だ
き
、
「
恭
敬
讃
嘆
の
心
は
必
ず

慙
愧
懺
悔
を
伴
う
」
こ
の
こ
と
を
憶
念
し
な

が
ら
の
儀
式
・
所
作
は
、
私
に
と
っ
て
貴
重

な
経
験
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
、
と
に
か
く
気

分
を
含
め
て
重
た
く
達
成
感
と
言
う
よ
り
、

ま
だ
ま
だ
終
わ
り
の
な
い
通
過
点
と
言
っ
た

方
が
的
確
で
あ
っ
て
、
報
恩
の
誠
を
尽
く
す

声
明
・
儀
式
・
荘
厳
も
、
ま
た
、
私
ど
も
の

い
か
な
る
歩
み
を
も
っ
て
し
て
も
、
到
達
す

る
も
の
で
は
な
く
、
ま
だ
ま
だ
充
足
感
の
域

に
な
い
こ
と
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。

「
報
恩
講
の
一
日
、
今
日
一
日
の
精
神
を
も
っ

て
三
六
五
日
を
生
き
る
と
言
う
の
が
、
そ
れ

が
僧
伽
で
す
。
自
分
が
自
分
に
に
な
っ
た
背

景
を
知
る
。
そ
れ
が
恩
を
知
る
と
い
う
意
味
で
し
ょ
う
ね
」

安
田
理
深

報
恩
講
は
、
自
ら
日
ご
ろ
の
心
を
吟
味
し
て
存
在
自
身
の

深
い
願
い
に
起
た
し
め
ら
れ
、
本
願
念
仏
に
生
き
て
き
た
人
々

に
出
遇
い
直
し
遠
く
宿
縁
を
慶
び
、
生
き
る
こ
と
の
意
味
を

回
復
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
毎
年
新
た
な
課
題
を
頂
戴
す
る

仏
恩
報
謝
の
大
切
な
御
仏
事
で
あ
っ
て
通
過
儀
礼
で
は
な
い

こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。

蓮
如
様
が
ご
注
意
く
だ
さ
っ
て
い
る
「
報
恩
講
の
内
に
お

い
て
信
心
決
定
あ
り
て
、
我
人
一
同
に
、
往
生
極
楽
の
本
意

を
と
げ
た
も
う
」
こ
の
「
我
人
一
同
」
こ
の
言
葉
も
見
逃
し

て
は
な
る
ま
い
。

別
院
は
、
地
方
の
中
心
道
場
と
し
て
の
体
裁
を
整
え
て
、

崇
敬
区
域
、
僧
俗
一
体
と
な
っ
た
願
わ
れ
る
べ
き
報
恩
講
を

厳
修
し
て
い
く
と
い
う
課
題
も
あ
っ
て
、
こ
れ
か
ら
模
索
し

つ
つ
検
討
す
べ
き
余
地
も
残
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で

ご
意
見
を
賜
り
た
い
。

「
心
を
新
た
に
平
和
で
希
望
に
満
ち
溢
れ
誇
り
あ
る
日
本
の

輝
か
し
い
未
来
、
人
々
が
美
し
い
心
を
寄
せ
合
う
中
で
文
化

が
生
ま
れ
育
つ
時
代
を
作
り
上
げ
て
い
く
為
最
善
の
努
力
」

こ
れ
は
天
皇
即
位
の
儀
で
首
相
よ
り
発
せ
ら
れ
た
言
葉
で
あ

る
。
ス
ッ
キ
リ
す
る
こ
と
と
ハ
ッ
キ
リ
す
る
こ
と
は
、
よ
く

似
た
表
現
で
あ
る
が
そ
の
意
味
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
整

理
さ
れ
な
い
ま
ま
煩
っ
て
い
る
こ
と
が
解
消
し
て
将
来
の
展

望
が
開
け
充
実
感
幸
福
感
を
覚
え
る
こ
と
は
ス
ッ
キ
リ
で
、

ハ
ッ
キ
リ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
思
惑
と
は
関
係
な
し
に
物
事
の
道

理
・
真
理
を
正
確
に
理
解
、
展
望
す
る
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。

教
化
セ
ン
タ
ー
で
は
こ
の
と
こ
ろ
原
発
・
放
射
線
被
爆
、
ま

た
、
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
な
ど
の
課
題
に
目
を
向
け
て
い
る
。

豊
か
さ
を
追
い
求
め
高
度
成
長
を
ひ
た
走
っ
た
結
果
、
そ
の

豊
か
さ
の
た
め
に
一
部
の
人
々
が
犠
牲
に
な
る
と
い
う
構
造

が
常
に
避
け
ら
れ
な
い
現
実
の
中
で
、
そ
の
犠
牲
に
耐
え
な

が
ら
生
き
て
い
る
人
た
ち
の
眼
差
し
を
意
識
し
て
決
し
て
忘
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智
亮

【元気なお寺づくり講座 アフターミーティング】



れ
な
い
こ
と
は
大
切
な
こ
と
で
あ
り
、
真
宗
を
名
乗
る
も
の

の
必
須
条
件
で
あ
る
と
思
え
る
。
何
も
か
も
が
、
こ
の
時
代

ス
ッ
キ
リ
す
る
こ
と
は
あ
る
と
し
て
も
、
ハ
ッ
キ
リ
す
る
こ

と
は
少
な
く
稀
で
難
し
い
。

普
く
諸
々
の
人
と
共
に
安
楽
国
に
往
生
せ
ん
。

昨
年
、
神
奈
川
教
化
セ
ン
タ
ー
「
元
気
な
お
寺

づ
く
り
講
座
」
（
全
五
回
）
が
実
施
さ
れ
、
六
ヵ

寺
の
お
寺
が
参
加
し
て
、
各
寺
院
事
に
「
寺
業
計

画
書
」
を
作
成
し
ま
し
た
。
今
回
は
ア
フ
タ
ー
ミ
ー

テ
ィ
ン
グ
（
一
年
後
の
集
い
）
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の

寺
業
計
画
を
振
り
返
り
、
お
互
い
の
進
捗
を
確
か

め
合
い
、
次
へ
と
つ
な
げ
る
講
座
と
な
り
ま
し
た
。

本
山
・
企
画
調
整
局
よ
り
、
禿
局
長
、
竹
原
講
師
、

事
務
担
当
小
谷
氏
に
来
院
い
た
だ
き
、
ま
ず
始
め

に
、
輪
番
挨
拶
、
禿
局
長
挨
拶
、
小
谷
氏
よ
り
オ

リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、

竹
原
講
師
よ
り
自
坊
に
お
い
て
実
施
し
て
い
る
寺

業
計
画
の
お
話
が
あ
り
、
す
で
に
寺
業
と
し
て
実

施
で
き
た
も
の
、
実
施
途
中
の
も
の
、
準
備
段
階

の
も
の
、
様
々
な
状
況
で
あ
る
こ
と
を
お
話
さ
れ
、

参
加
者
も
同
じ

よ
う
な
状
況
が

あ
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
問

い
が
投
げ
か
け

ら
れ
た
後
、
今

日
の
ワ
ー
ク
に

移
り
ま
し
た
。

ワ
ー
ク
と
い
う

こ
と
で
、
寺
院
を
一
つ
の
班
と
し
て
、
「
寺
業
計

画
の
現
状
と
こ
れ
か
ら
」
に
つ
い
て
話
し
合
い
ま

し
た
。
話
し
合
い
の
内
容
は
、
①
取
り
組
め
た
こ

と
（
で
き
た
こ
と
）
②
取
り
組
ん
で
わ
か
っ
た
こ

と
（
気
づ
き
・
発
見
）
③
次
に
や
る
こ
と
の
三
種

類
で
し
た
。
僧
侶
と
門
徒
が
こ
の
一
年
間
の
お
寺

の
現
状
を
振
り
返
り
、
そ
れ
を
文
章
化
し
ま
と
め

る
こ
と
で
、
実
施
で
き
た
も
の
、
途
中
の
も
の
、

準
備
段
階
の
も
の
が
は
っ
き
り
と
可
視
化
す
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
ワ
ー
ク
の
後
は
、
各
班
事
の

振
り
返
り
シ
ー
ト
を
み
ん
な
で
読
ん
で
回
り
、
共

有
し
合
い
ま
し
た
。
各
寺
院
の
進
捗
状
況
か
ら
多

く
の
刺
激
を
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

最
後
に
、
竹
原
講
師
よ
り
「
能
登
で
子
ど
も
食

堂
を
綿
密
に
計
画
し
て
実
施
し
、
最
初
は
た
く
さ

ん
の
子
ど
も
た
ち
が
集
ま
っ
て
き
ま
し
た
。
し
か

し
、
一
年
後
に
は
人
が
集
ま
ら
な
く
な
り
、
休
止

状
態
と
な
り
ま
し
た
。
で
は
、
な
ぜ
こ
う
な
っ
て

し
ま
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
チ
ェ
ッ
ク
（
検
証
）

の
部
分
が
抜
け
て
し
ま
い
、
ア
ク
シ
ョ
ン
（
行
動
）

ば
か
り
に
目
を
向
け
て

し
ま
っ
た
結
果
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
事
業
を
や
る

に
し
て
も
、
チ
ェ
ッ
ク

の
部
分
を
疎
か
に
し
て

は
い
け
な
い
が
、
チ
ェ
ッ

ク
を
怠
り
が
ち
に
な
る

の
で
、
今
回
の
ミ
ー
テ
ィ

ン
グ
は
チ
ェ
ッ
ク
を
中

心
に
行
な
っ
た
の
で
あ

る
。
」
と
い
う
総
括
の

言
葉
を
頂
き
、
終
了
し

ま
し
た

（
文
責
家
本
）

今
年
の
六
月
末
に
ハ
ン
セ
ン
病
家
族
訴
訟
の
判
決
が

出
て
、
注
目
を
集
め
て
い
ま
す
が
、
中
心
的
な
役
割

を
し
て
お
ら
れ
る
徳
田
靖
之
弁
護
士
に
大
分
県
よ
り

お
越
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。
徳
田
氏
は
、
自
身
が
ハ
ン

セ
ン
病
問
題
に
か
か
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
か
ら
お

話
さ
れ
、
本
日
の
テ
ー
マ
と
し
て
①
家
族
訴
訟
の
意

義
を
社
会
の
責
任
と
い
う
視
点
で
明
ら
か
に
す
る
こ

と
②
ハ
ン
セ
ン
病
隔
離
政
策
の
歴
史
か
ら
、
ハ
ン
セ
ン

病
に
対
す
る
差
別
・
偏
見
の
現
状
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
、
こ
の
二
点
に
つ
い
て
お
話
い
た
だ
き
ま
し
た
。
お

話
の
内
容
は
、
Ｔ
Ｖ
や
新
聞
な
ど
メ
デ
ィ
ア
か
ら
聞
こ

え
て
こ
な
い
よ
う
な
お
話
ば
か
り
で
し
た
の
で
、
参
加

者
か
ら
も
い
く
つ
か
質
問
が
あ
が
り
ま
し
た
。

最
後
に
徳
田
氏
は
、
「
私
た
ち
は
、
家
族
訴
訟
か
ら

何
を
学
ぶ
べ
き
か
」と
い
う
大
き
な
問
い
を
参
加
者
に

投
げ
か
け
ら
れ
ま
し
た
。
一
人
ひ
と
り
が
問
い
続
け

る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

（文
責
家
本
）
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↑

竹
原
了
珠
氏

元
気
な
お
寺
づ
く
り
講
座

ア
フ
タ
ー
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
（
九
月
三
日
）

講
師

竹
原
了
珠
氏
（
企
画
調
整
局
参
事
）

↑
ワ
ー
ク
の
様
子

特

別

公

開

講

演

会

（
九
月
十
一
日
）

講
師

徳
田
靖
之
氏
（
弁
護
士
）

講
題
「
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
と
私
た
ち
の
責
任
」

↑

徳
田
靖
之
氏



横
浜
組
門
徒
会
総
会
が
開
催
さ
れ
、
二
〇
一
八

年
度
事
業
報
告
・
決
算
、
二
〇
一
九
年
事
業
計
画
・

予
算
が
協
議
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
東
京
宗
務

出
張
所
の
小
林
尚
樹
氏
に
よ
る
法
話
が
あ
り
ま
し

た
。
講
題
「
仏
事
を
ご
縁
と
し
て
～
仏
教
の
終
活

か
ら
問
わ
れ
て
く
る
こ
と
～
」
と
し
て
、
①
第
四

回
・
第
五
回
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
産
業
展
②
仏
事
を
つ

と
め
る
と
い
う
こ
と
③
「
法
名
」
と
「
終
活
」
～

仏
の
教
え
に
生
き
る
④
本
山
施
策
「
帰
敬
式
法
座
」

⑤
東
京
教
区
御
遠
忌
テ
ー
マ
「
今
、
い
の
ち
が
あ

な
た
を
生
き
て
い
る
‐
真
の
よ
り
ど
こ
ろ
を
求
め

て
‐
」
の
五
つ
に
つ
い
て
お
話
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ま
ず
小
林
氏
は
「
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
産
業
展
に
出

展
す
る
に
あ
た
り
、
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
が
一
つ
の
キ
ー

ワ
ー
ド
で
あ
り
、
超
高
齢
化
社
会
の
日
本
に
お
い

て
、
人
が
い
の
ち
を
終
え
亡
く
な
っ
て
こ
と
が
一

つ
の
産
業
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
現
実
が
あ
り
、

そ
こ
に
経
済
価
値
が
あ
る
と
し
て
メ
デ
ィ
ア
・
企

業
が
目
を
つ
け
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
産
業
展
が
行
っ
て

わ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
東
京
宗
務
出
張

所
し
て
は
、
簡
素
化
さ
れ
て
い
る
真
宗
仏
事
の
回

復
を
願
い
、
な
ぜ
葬
儀
を
つ
と
め
る
の
か
？
誰
の

た
め
に
葬
儀
を
勤
め
る
の
か
、
葬
儀
を
テ
ー
マ
と

し
て
、
終
活
問
題
に
取
り
組
む
姿
勢
を
打
ち
出
し

て
お
り
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
一
般
者
向
け
に
模

擬
葬
儀
を
実
演
し
、
葬
儀
と
は
ど
う
い
う
場
所
で

あ
り
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
を
問
い
か

け
ま
し
た
。
ま
た
、
仏
事
代
行
制
度
や
葬
儀
社
向

け
の
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
紹
介
を
行
な
い
ま
し
た
。

つ
ま
り
、
仏
事
を
つ
と
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
亡

く
な
っ
て
い
か
れ
た
方
を
諸
仏
と
し
て
出
遇
う
こ

と
で
あ
り
、
私
た
ち
が
南

無
阿
弥
陀
仏
に
出
遇
う
場

で
あ
り
ま
す
。
」
と
お
話

を
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
。

「
終
活
」
と
は
、
ど
う
死

ん
で
ゆ
く
か
で
は
な
く
、

ど
う
生
き
て
往
く
の
か
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
仏
の

教
え
を
聞
き
続
け
て
い
く

こ
と
で
あ
る
と
思
い
ま
し

た
。
（
文
責
家
本
）

湘
南
組
真
福
寺
を
会
場

に
し
て
、
子
ど
も
会
ス
タ
ッ

フ
を
中
心
に
反
省
会
を
行

な
い
ま
し
た
。
今
回
の
夏

の
つ
ど
い
を
通
し
て
、
意

見
交
換
を
行
な
う
こ
と
で
、

ま
た
来
年
の
子
ど
も
会
に

向
け
て
の
ス
タ
ー
ト
に
な

り
ま
す
。
来
年
は
、
横
須

賀
・
三
浦
地
域
で
開
催
さ

れ
る
予
定
で
す
。
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横
浜
組
門
徒
会
総
会
（
八
月
二
十
九
日
）

講
師

小
林
尚
樹
氏
（
東
京
宗
務
出
張
所
）

講
題
「
仏
事
を
ご
縁
と
し
て
」

『
神
奈
川
四
ヶ
組
行
事
予
定
表
』

《
神
奈
川
四
ヶ
組
》

【
横
浜
親
鸞
講
座

二
〇
一
九
】
全
七
回

【
日
時
】
第
三
回

十
二
月
十
四
日
（
土
）

第
四
回

一
月
十
一
日
（
土
）

第
五
回

二
月
十
五
日
（
土
）

第
六
回

三
月
十
四
日
（
土
）

第
七
回

四
月
十
八
日
（
土
）

※
全
日
程
十
四
時
よ
り
十
六
時
ま
で

【
講
師
】
海
法
龍
氏
（
横
須
賀
市
・
長
願
寺
住
職
）

【
テ
ー
マ
】
人
間
と
は
何
か-

歎
異
抄
に
聞
く

【
会
場
】
崎
陽
軒
ビ
ル
ヨ
コ
ハ
マ
ジ
ャ
ス
ト

一
号
館
八
階
（
横
浜
駅
よ
り
す
ぐ
）

【
参
加
費
】
一
回
千
円

《
三
浦
組
》

【
二
〇
二
〇
年
寺
子
屋
】

〔
第
一
回
〕

【
日
時
】
二
月
三
日
（
月
）
午
後
一
時
～

【
講
師
】
佐
賀
枝
夏
文

師(

大
谷
大
学
名
誉
教
授
）

【
会
場
】
西
來
寺
（
横
須
賀
市
不
入
斗
町
三-

三
八
）

〔
第
二
回
〕

【
日
時
】
三
月
四
日
（
水
）
午
後
一
時
～

【
講
師
】
狐
野
秀
存

師(

大
谷
専
修
学
院
長
）

【
会
場
】
来
福
寺
（
三
浦
市
南
下
浦
町
上
宮
田
）

〔
第
三
回
〕

【
日
時
】
四
月
八
日
（
水
）
午
後
一
時
～

【
講
師
】
渡
邊
浩
昌

師(

三
重
県
西
願
寺
前
住
職
）

【
会
場
】
浄
榮
寺
（
横
須
賀
市
吉
倉
町
一-

三
十
）

【
神
奈
川
四
ヶ
組
（
横
浜
・
川
崎
・
三
浦
・
湘
南
）
の
う
ご
き
】

神
奈
川
連
合
組
子
ど
も
会

夏
の
つ
ど
い

反

省

会
（
十
月
一
日
）



編
集
後
記

今
年
は
十
月
上
旬
ま
で
気

温
が
三
十
℃
を
超
え
る
日
が

続
き
、
そ
の
後
一
気
に
気
温

が
下
が
り
体
調
を
崩
さ
れ
た

方
が
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
首
都
圏
を
通
過
し
た

台
風
十
五
号
・
十
九
号
は
甚

大
な
被
害
を
も
た
ら
し
ま
し

た
。
別
院
で
は
、
本
堂
の
瓦

が
飛
び
、
雨
樋
（
あ
ま
と
ゆ
）

が
壊
れ
る
等
、
い
く
つ
か
被

害
が
あ
り
ま
し
た
。
台
風
は

避
け
て
は
通
れ
な
い
で
す
が
、

夏
か
ら
秋
へ
と
季
節
の
移
り

変
わ
り
で
も
あ
り
ま
す
。

十
月
十
八
日
か
ら
三
日
間

報
恩
講
が
勤
ま
り
、
今
年
は

団
体
参
拝
の
寺
院
一
ヶ
寺

（
湘
南
組
正
恩
寺
）
が
あ
り
、

大
勢
の
方
に
参
詣
い
た
だ
き

ま
し
た
。
私
個
人
と
し
て
は
、

報
恩
講
が
勤
め
る
と
今
年
も

終
わ
っ
た
よ
う
な
気
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
が
、
年
末
ま

で
行
事
が
い
く
つ
も
あ
り
ま

す
の
で
、

多
数
の
ご

参
加
お
待

ち
し
て
お

り
ま
す
。

（
家
本
）

２０１９年１１月１日 ～いまひらく ありのままの わたし～ 第８０号
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― 各法要（おつとめ・ご法話）のご案内 ― 2019年11月～12月

～どなたもご自由にお参りください～

第２回浜別サンガ（門徒交流会）

‐節談説教＆交流会‐
１１月１６日（土）午後２時～５時半

参加費１，０００円（当日受付）

【節談説教】中村亜由美 師

（福岡県みやま市泰仙寺住職）
※節談説教とは、仏教の教えを聴衆に伝わりやすくす

るために、話す文句（説教）に抑揚（フシ）が付き、

人びとの情念に訴えかけるように工夫されたものであ

ります。また、講談や落語、浪曲のもとになったもの

ともいわれています。千年の歴史ある伝統芸能をぜひ

お聞きください。

【交流会】別院内の研修室において、軽食を準備し

ておりますので、節談説教に続いてご参加ください。

定例法話 午後１時３０分より

１１月９日(土)横浜組 智廣寺 橋本 至 師

１１月２８日(木)別院 輪 番 坂田智亮 師

１２月９日(月)横浜組 妙玄寺 池田理道 師

※１２月２８日の定例法話は休みです

大掃除（同朋の会） 午前１０時より

１２月１８日（水）

年末の大掃除を行ないます。
汚れてもよい服装でお越し下さい。

皆様のご協力よろしくお願い致します。

おみがき会と同様に軽食を準備しています。

※１１月１８日の同朋の会は休みです

別院声明儀式研修会のご案内

《２０１９年度第３回声明儀式研修会》

【日時】１２月１７日（火）

午後１時３０分～４時３０分

【講師】友松雅英 師(東京2組西岸寺住職）
【講題】「正信偈真四句目下・和讃」

【参加費】1,000円 ※事前申し込みは不要です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
《２０１９年度第４回声明儀式研修会》

【日時】２０２０年２月３日（月）

午前１0時３０分～午後４時

【講師】鈴木友好 師(本山堂衆）
【講題】「報恩講・拝読文を中心にして」

【参加費】1,000円 ※事前申し込みは不要です。

東京教区報恩講団体参拝のご案内

【日 時】 ２０２０年１月２８日（火）

【集合時間】９時
【集合場所】本願寺横浜別院

【行き先】東本願寺真宗会館（練馬区谷原）

【会 費】3,000円（昼食、交通費込み）

【定 員】１５名（定員になり次第締め切り）
【交通手段】マイクロバス（１５人乗り予定）

【解散時間】１７時３０分

（別院での解散となります）

毎年、別院同朋の会の方を中心にお参りし

ております。ぜひお気軽にご参加ください。

ご希望の方は別院までご連絡ください
（電話 ０４５‐８４１‐３４３４）

担当：家本


