
本

年

も

ど

う

ぞ

よ

ろ

し

く

お

願

い

申

し

上

げ

ま

す

。

十

二

支

は

植

物

の

循

環

の

様

子

を

表

し

、

一

番

初

め

に

あ

る

「

子

」

は

本

来

「

孳

」

と

い

う

字

で

、

種

子

の

中

に

新

し

い

生

命

が

き

ざ

し

始

め

る

状

態

を

指

し

て

い

る

の

だ

そ

う

で

す

。

も

と

も

と

十

二

支

に

動

物

の

意

味

は

な

く

、

わ

か

り

や

す

く

す

る

た

め

の

後

付

け

な

の

で

す

ね

。

で

も

子

だ

く

さ

ん

の

ネ

ズ

ミ

を

種

子

に

秘

め

た

生

命

力

に

充

て

て

い

る

な

ど

は

巧

妙

で

す

。

元

号

も

変

わ

り

、

い

ろ

ん

な

こ

と

が

変

化

し

て

い

る

中

で

、

何

か

を

始

め

る

に

は

い

い

き

っ

か

け

に

な

る

か

も

し

れ

ま

せ

ん

。

そ

れ

で

も

相

変

わ

ら

ず

、

「

い

い

こ

と

は

お

か

げ

さ

ま

、

わ

る

い

こ

と

は

身

か

ら

出

た

サ

ビ

」

と

感

謝

と

自

戒

を

大

切

に

過

ご

す

一

年

で

あ

り

た

い

と

思

い

ま

す

。

報
恩
講
報
告

当

寺

は

毎

年

十

一

月

二

十

五

日

に

報

恩

講

を

お

勤

め

し

て

い

ま

す

。

親

鸞

さ

ま

の

ご

法

事

を

年

明

け

前

に

お

勤

め

す

る

た

め

「

お

取

り

越

し

」

と

も

言

い

ま

す

。

「

お

と

き

」

と

呼

ば

れ

る

食

事

を

用

意

し

て

い

た

だ

き

、

近

隣

の

寺

院

住

職

を

お

招

き

す

る

な

ど

一

年

で

最

も

大

切

に

し

て

い

る

法

要

で

す

。

今

年

の

「

お

と

き

」

の

当

番

地

区

は

下

組

地

区

の

有

志

皆

さ

ん

が

担

当

し

て

く

だ

さ

い

ま

し

た

。

例

年

塗

椀

の

お

膳

で

お

給

仕

し

て

い

た

だ

い

て

い

ま

す

が

、

今

回

か

ら

弁

当

箱

形

式

に

変

え

た

た

め

、

い

ろ

い

ろ

と

戸

惑

う

こ

と

が

多

か

っ

た

そ

う

で

す

。

そ

れ

で

も

滞

り

な

く

美

味

し

く

あ

た

た

か

く

お

接

待

く

だ

さ

い

ま

し

た

。

あ

り

が

と

う

ご

ざ

い

ま

し

た

。

当

番

地

区

以

外

の

皆

さ

ま

に

も

お

掃

除

、

内

陣

の

お

荘

厳

や

本

堂

の

お

飾

り

等

々

、

前

日

準

備

に

た

く

さ

ん

ご

協

力

い

た

だ

き

ま

し

た

。

お

抹

茶

接

待

を

今

年

は

報

恩

講

の

最

後

に

し

て

い

た

だ

き

ま

し

た

。

ご

法

話

後

で

し

た

の

で

、

ご

講

師

の

先

生

と

一

緒

に

ゆ

っ

く

り

落

ち

着

い

て

楽

し

ん

で

い

た

だ

き

ま

し

た

。

た

く

さ

ん

の

お

か

げ

を

頂

い

て

今

年

も

無

事

お

勤

め

す

る

こ

と

が

で

き

ま

し

た

。

あ

り

が

と

う

ご

ざ

い

ま

し

た

。

護
持
会
報
告

報

恩

講

の

「

お

と

き

」

前

の

時

間

を

利

用

し

て

、

護

持

会

発

足

式

を

行

い

ま

し

た

。

護

持

会

会

長

の

挨

拶(

別

欄

に

掲

載)

、

副

会

長

か

ら

の

趣

旨

と

護

持

会

役

員

案

の

説

明

、

そ

の

後

ご

参

集

の

皆

さ

ま

に

ご

了

承

を

い

た

だ

き

、

も

う

一

人

の

副

会

長

か

ら

お

礼

を

申

し

上

げ

発

足

式

を

終

え

ま

し

た

。

護

持

会

役

員

は

総

代

と

仏

教

壮

年

会

、

仏

教

婦

人

会

の

中

心

役

員

が

お

引

き

受

け

く

だ

さ

る

こ

と

と

な

り

ま

し

た

。

今

後

は

各

会

が

護

持

会

に

お

関

わ

り

を

頂

き

、

よ

り

一

層

寺

院

活

動

が

活

性

化

さ

れ

ま

す

こ

と

が

期

待

さ

れ

ま

す

。

発

足

式

が

あ

っ

た

報

恩

講

の

翌

日

、

妙

徳

寺

に

こ

れ

ま

で

ご

縁

が

あ

っ

た

ご

門

徒

、

ご

信

徒

の

皆

さ

ま

に

向

け

て

封

書

で

ご

協

力

の

お

願

い

を

郵

送

さ

せ

て

い

た

だ

き

ま

し

た

。
十

二

月

十

三

日

ま

で

の

約

半

月

の

間

に

、

約

四

割

の

皆

さ

ん

か

ら

護

持

会

へ

の

ご

賛

同

を

い

た

だ

く

こ

と

が

で

き

ま

し

た

。

早

速

の

ご

賛

同

く

だ

さ

っ

た

皆

様

に

お

礼

申

し

上

げ

ま

す

。

ま

た

締

め

切

り

で

あ

る

三

月

末

日

ま

で

、

さ

ら

に

ご

賛

同

者

が

広

が

り

ま

す

よ

う

継

続

し

て

お

願

い

を

申

し

上

げ

る

こ

と

と

い

た

し

ま

す

。

寺
報
に
つ
い
て

護

持

会

発

足

に

よ

り

、

こ

の

寺

報

も

少

し

役

割

を

変

え

る

こ

と

と

な

り

ま

す

。

い

ま

ま

で

住

職

一

人

の

話

に

終

始

し

て

お

り

ま

し

た

が

、

第 1 1 8 号 寺 報 み ょ う と く 令 和 ２ 年 １ 月 １ 日

浄

土

真

宗

本

願

寺

派

妙

徳

寺

（

安

芸

教

区

志

和

組

）

発

行

責

任

大

江

了

証

東

広

島

市

八

本

松

町

飯

田

六

〇

二

電
話
〇
八
二
ー

四
二
八
ー
〇
一

四
四

1

行
事
予
定

大
晦
日

午
後
十
一
時
半
か
ら

除
夜
会
（
じ
ょ
や
え
）

元
旦

午
前
十
時
よ
り
一
時
間
半

修
正
会
（
し
ゅ
う
し
ょ
う
え
）

一
月

五
日
（
日
）
午
後
一
時
、
午
後
六
時
半

六
日
（
月
）
午
前
九
時
、
午
後
一
時

御
正
忌
法
要
（
お
た
ん
や
）

講
師

八
本
松
町
篠

本
派
布
教
使

岡
本

法
治

師

一
月
二
十
六
日
（
日
）
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時

こ
ど
も
寺
子
屋

こ
ど
も
達
と
一
緒
に
み
ん
な
で
楽
し
み
ま
し
ょ
う

三
月

十
一
日
（
水
）
午
後
一
時
、
午
後
六
時
半

十
二
日
（
木
）
午
前
九
時
、
午
後
一
時

春
彼
岸
会
（
は
る
ひ
が
ん
え
）

講
師

呉
市
川
尻
町

真
光
寺

寺
西

龍
象

師

十
二
日
午
後
席
で
三
寺
参
り
の
感
謝
状
贈
呈
を
予
定

ご
不
明
な
点
は

お
問
い
あ
わ
せ
下
さ
い

お
抹
茶
接
待
を
終
え
て
の
記
念
撮
影
。
お
と
き
接
待
の
下
組
有
志

の
皆
さ
ま
と
の
記
念
撮
影
は
機
会
を
逃
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

報
恩
講
と

護
持
会
報
告

護持会発足式におけるあいさつ

今日は報恩講にようこそお参りくださいました。本藤光宣と申し

ます。総代を代表してお礼申し上げます。

今からご説明いたします護持会についてですが、妙徳寺の総代に

おいてお寺の役割と運営のあり方を、住職と一緒に何度も話し合

いを重ねてまいりました。

妙徳寺では仏教壮年会、仏教婦人会それ以外にも写経の会やお茶

の会など様々に活動しています。しかし参加者が増えず、なかな

か活動を広げることができず苦労している状態であります。一方

都合により活動に参加はできないのだけれど、お寺の活動に協力

はしたいという声も聞かせていただいています。

護持会とはお寺の活動と、お寺を支えようとする人をつなぐため

のものであります。お金を集めるだけではなく、多くの皆さんの

ご理解ご賛同を得る会をつくることが目的であります。

どうぞご理解いただき、ご賛同賜りますことをお願いし、総代か

らの挨拶といたします。よろしくお願いいたします。

令和元年11月25日

あ
け
ま
し
て

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

報
恩
講
で
の
聴
聞
の
様
子
。
い
い
ご
法
話

の
ご
縁
で
し
た
。



今

回

か

ら

各

役

員

さ

ん

か

ら

の

寄

稿

や

連

続

コ

ラ

ム

も

掲

載

す

る

こ

と

と

い

た

し

ま

す

。

そ

の

他

随

時

リ

ニ

ュ

ー

ア

ル

で

き

れ

ば

と

考

え

て

い

ま

す

。

少

し

ず

つ

で

も

着

実

に

、

ご

協

力

い

た

だ

く

皆

さ

ま

と

一

緒

に

お

寺

の

活

動

が

で

き

る

よ

う

に

変

え

て

い

き

た

い

と

思

い

ま

す

。

引

き

続

き

多

く

の

皆

さ

ま

の

ご

理

解

を

賜

り

ま

す

よ

う

、

重

ね

て

お

願

い

し

ま

す

。

『
正
信
偈
の
十
二
光
』
①

普

放

無

量

無

辺

光

…

超

日

月

光

照

塵

刹

阿

弥

陀

仏

は

す

べ

て

の

人

を

救

う

た

め

に

ど

の

よ

う

な

お

力

を

持

た

れ

た

仏

に

な

ら

れ

た

の

か

？

親

鸞

さ

ま

は

そ

の

働

き

を

十

二

の

光

と

示

し

て

お

教

え

く

だ

さ

い

ま

す

。

つ

ま

り

無

量

光

、

無

辺

光

、

無

碍

光

、

無

対

光

、

光

炎

王

光

、

清

浄

光

、

歓

喜

光

、

智

慧

光

、

不

断

光

、

難

思

光

、

無

称

光

、

超

日

月

光

の

十

二

の

お

力

の

事

で

す

。

そ

れ

ぞ

れ

ど

の

よ

う

な

お

働

き

な

の

か

、

無

量

光

か

ら

親

鸞

聖

人

の

書

か

れ

た

ご

和

讃

を

通

し

て

味

わ

っ

て

い

き

ま

す

。

①

無

量

光

智

慧

の

光

明

は

か

り

な

し

有

量

の

諸

相

こ

と

ご

と

く

光

暁

か

ぶ

ら

ぬ

も

の

は

な

し

真

実

明

に

帰

命

せ

よ

こ

こ

で

、

無

量

と

は

何

か

と

言

い

ま

す

と

、

「

智

慧

の

光

明

は

か

り

な

し

」

と

言

わ

れ

て

い

ま

す

よ

う

に

、

智

慧

の

光

明

が

無

量

で

あ

る

と

い

う

こ

と

で

す

。

つ

ま

り

、

阿

弥

陀

仏

は

無

量

の

智

慧

を

持

た

れ

た

仏

様

な

の

で

、

無

量

光

と

言

わ

れ

る

の

で

す

。

で

は

、

次

に

智

慧

に

は

ど

の

よ

う

な

働

き

が

あ

る

の

か

、

そ

れ

に

つ

い

て

ご

和

讃

に

は

真

実

明

と

言

わ

れ

て

い

ま

す

。

真

実

明

と

は

、

智

慧

の

光

明

の

働

き

に

よ

っ

て

、

私

た

ち

の

自

分

に

暗

い

愚

痴

の

闇

を

照

ら

し

、

あ

り

の

ま

ま

の

姿

を

明

ら

か

に

し

て

く

れ

る

こ

と

を

言

い

ま

す

。

私

た

ち

は

自

分

の

姿

が

分

か

ら

な

い

た

め

に

、

間

違

い

を

間

違

い

だ

と

気

付

か

ず

、

そ

の

た

め

に

同

じ

間

違

い

を

繰

り

返

し

、

苦

し

み

続

け

て

い

ま

す

。

阿

弥

陀

仏

は

そ

ん

な

私

た

ち

に

あ

り

の

ま

ま

の

姿

を

知

ら

せ

、

自

分

の

間

違

い

に

気

付

か

せ

る

事

に

よ

っ

て

苦

し

み

を

取

り

除

こ

う

と

さ

れ

て

い

る

の

で

す

。

次

に

「

有

量

の

諸

相

こ

と

ご

と

く

／

光

暁

か

ぶ

ら

ぬ

も

の

は

な

し

」

と

は

、

阿

弥

陀

仏

は

無

量

の

智

慧

を

持

っ

て

お

ら

れ

る

の

で

、

私

た

ち

が

ど

ん

な

人

間

で

あ

っ

た

と

し

て

も

、

あ

り

の

ま

ま

の

姿

を

明

ら

か

に

し

て

下

さ

れ

る

と

い

う

こ

と

で

す

。

た

だ

し

、

私

た

ち

は

自

惚

れ

強

く

、

理

想

の

自

分

に

執

着

し

て

い

る

の

で

、

い

き

な

り

自

分

の

本

当

の

姿

が

知

ら

さ

れ

る

と

自

分

の

理

想

と

か

け

離

れ

て

お

り

、

と

て

も

受

け

入

れ

る

事

が

で

き

ま

せ

ん

。

だ

か

ら

阿

弥

陀

仏

は

私

た

ち

に

受

け

取

り

易

い

よ

う

に

、

ま

ず

は

暁

の

光

の

よ

う

に

ゆ

っ

く

り

と

順

番

に

私

た

ち

の

本

当

の

姿

を

知

ら

せ

て

く

れ

る

の

で

す

。

私

に

は

子

ど

も

が

三

人

、

そ

れ

ぞ

れ

学

校

で

い

ろ

ん

な

学

び

を

し

て

く

れ

て

い

ま

す

。

ふ

と

自

分

自

身

振

り

返

っ

て

み

る

と

、

学

生

の

間

の

学

び

と

は

も

の

の

考

え

方

を

学

ん

だ

の

で

あ

っ

て

、

そ

れ

を

土

台

に

社

会

に

出

て

か

ら

が

本

当

の

学

び

で

あ

り

ま

し

た

。

い

ろ

い

ろ

な

経

験

を

重

ね

て

初

め

て

本

当

の

自

分

に

向

き

合

う

事

が

で

き

る

の

で

し

ょ

う

。

ま

だ

こ

れ

か

ら

五

十

歳

代

、

六

十

歳

代

と

い

の

ち

続

く

限

り

自

分

に

つ

い

て

の

学

び

は

あ

る

の

だ

と

思

い

ま

す

。

も

し

、

あ

る

日

突

然

「

あ

な

た

と

は

実

は

こ

の

よ

う

な

者

だ

ぞ

」

と

知

ら

さ

れ

て

も

、

取

り

乱

す

ば

か

り

で

そ

れ

を

受

け

入

れ

る

こ

と

は

決

し

て

で

き

な

い

と

思

い

ま

す

。

だ

か

ら

こ

そ

、

阿

弥

陀

仏

は

様

々

な

学

び

の

ご

縁

を

通

し

て

、

本

当

の

自

分

の

姿

を

少

し

ず

つ

知

ら

せ

て

く

れ

る

の

で

す

。

そ

れ

こ

そ

暁

の

光

の

よ

う

な

は

た

ら

き

で

。（

次

号

へ

）

第 1 1 8 号 寺 報 み ょ う と く 令 和 ２ 年 １ 月 １ 日

志和組テレホン法話「みのりの電話」

４３３－４９８９ （しじゅうさんざん、しくはっく ）

1月 1日～ 報専坊 松島純以

1月11日～ 志和東 石川了真

1月21日～ 天龍寺 天野英昭

2月 1日～ 光源寺 堀 雅美

2月11日～ 寿福寺 田中 真
2月21日～ 八本松篠 岡本法治

3月 1日～ 報専坊 松島典子

3月11日～ 照栄寺 井口英隆

3月21日～ 長松寺 笠岡淳一
志和、八本松川上地区の本派寺院13ヵ寺のテレホン
法話です。3分程度のお話を24時間いつでもお聞きい
ただけます。ぜひ、電話でもお聴聞してください。

「写経の会」開催予定日
1月 25日 (土) 午後2時より ／ 24日 (金) 午後2時より
2月 8日 (土)午後2時より ／ 28日 (金) 午後2時より
3月 14日 (土) 午後2時より ／ 27日 (金) 午後2時より

申し込みは 金曜日の部代表_西本さん(428-2466)、
土曜日の部代表_廣川さん(428-5935)または妙徳寺へご連絡下さい。

「妙徳寺仏教壮年会例会」開催予定日
1月 11日 (土) 午後6時から新年会
2月 8日 (土) 午後7時より定例会
3月 14日 (土) 午後7時より定例会

毎月第2土曜日午後7時開催を原則としています。

「おみのりサロン」開催予定日
1月 26日 (日) 午後1時より（こども寺子屋と併催します）
2月 10日 (月) 午後2時より1時間半（『大乗』講読会と座談会など）
3月 ９日 (月) 午後2時より1時間半（『大乗』講読会と座談会など）

「お茶の会」開催予定日（参加者募集中、ご連絡ください）
1/18（土） 午後2時より。以降の予定は電話かホームページでご確認ください。

２

合
同
墓
・
墓
地
案
内

有
縁
の
皆
さ
ん
で
お
ま
も
り
し
て
い
る
合

同
墓
と
一
般
墓
地
が
あ
り
ま
す
。
た
く
さ

ん
の
お
方
に
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

妙徳寺ホームページ
ﾞhttp://myotoku-ji.sakura.ne.jp/

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ内で行事予定を随時更新しています

今
回
か
ら
総
代
の
竹
本
さ
ん
に
郷
土
の
歴
史

に
つ
い
て
の
コ
ラ
ム
を
お
願
い
し
ま
し
た
。

あ
ら
た
め
て
郷
土
の
こ
と
を
知
る
こ
と
は
、

こ
こ
に
生
活
す
る
私
の
喜
び
に
つ
な
が
り
ま

す
。
毎
回
楽
し
み
に
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

『
藝
州
賀
茂

郡
飯
田
村

独

歩
行
』

げ

い

し

ゅ

う

か
も
ぐ
ん

い

い

だ

む

ら

ひ
と
り
あ
る
き

竹
本

省
三

　

其
の
一

此

の

地

に

凡

そ

永

く

棲

ん

で

い

る

人

で

こ

お
よ

す

も

、

童

か

ら

「

ど

う

し

て

飯

田

な

わ
ら
べ

の

？

」

と

尋

ね

ら

れ

て

答

え

ら

れ

る

人

は

い

る

の

で

し

ょ

う

か

。

実

は

私

も

分

か

り

ま

せ

ん

。

も

う

何

年

も

文

献

を

・

歴

史

書

を

調

べ

て

み

ま

し

た

が

、

ど

こ

に

も

書

い

て

あ

り

ま

せ

ん

で

し

た

。

し

か

し

慶

長

六

（

一

六

〇

二

）

年

の

け
い
ち
ょ
う

地

詰

帳

に

飯

田

村

は

六

拾

五

町

一

反

六

ち
つ
め
ち
ょ
う

畝

八

分

、

石

高

四

百

六

拾

四

石

一

斗

一

こ
く
だ
か

升

九

合

と

あ

り

ま

す

。

こ

の

頃

の

人

口

は

書

か

れ

て

い

ま

せ

ん

が

、

幾

星

霜

時

は

せ
い
そ
う

流

れ

て

安

永

三

（

一

七

七

五

）

年

に

は

あ
ん
え
い

五

三

七

人

と

あ

り

ま

す

。

　

抑

、

飯

田

村

の

「

い

わ

れ

」

は

ど

こ

そ
も
そ
も

に

あ

る

の

で

し

ょ

う

か

。

お

隣

の

宗

吉

村

、

米

満

村

、

正

力

村

、

篠

村

も

同

様

で

す

。

後

に

想

像

し

て

意

味

を

付

け

た

村

も

あ

り

ま

す

が

本

当

の

と

こ

ろ

は

分

か

ら

な

い

の

で

す

。

理

由

は

村

の

古

の

出

来

事

　

い
に
し
え

は

「

不

知

（

わ

か

り

ま

せ

ん

）

」

と

書

ふ

ち

　

き

、

私

達

は

米

作

り

に

精

を

出

し

、

忠

義

の

限

り

を

尽

く

し

て

い

ま

す

と

い

う

姿

勢

が

大

切

な

時

代

だ

っ

た

か

ら

で

す

。

　

文

久

二

（

一

八

一

九

）

年

、

村

々

で

ぶ
ん
き
ゅ
う

国

郡

志

下

調

書

出

帳

を

藩

に

提

出

し

て

こ
く
ぐ
ん
し
し
た
し
ら
べ
か
き
だ
し
ち
ょ
う

い

ま

す

。

広

島

藩

で

は

芸

藩

通

史

と

し

て

げ
い
は
ん
つ
う
し

遺

し

ま

し

た

。

ど

の

村

も

不

知

と

書

い

て

の
こい

ま

す

。

　

私

は

歴

史

研

究

家

で

は

あ

り

ま

せ

ん

が

、

古

文

書

の

解

読

を

生

業

と

し

て

暮

な
り
わ
い

ら

す

よ

う

に

な

り

ま

し

た

。

人

に

尋

ね

た

り

、

そ

の

土

地

を

実

際

に

歩

い

て

調

べ

た

り

、

歴

史

研

究

家

の

講

義

を

聴

い

た

り

し

て

い

る

と

、

各

地

の

歴

史

か

ら

飯

田

村

の

歴

史

を

紐

解

く

鍵

に

な

る

こ

と

が

分

か

っ

た

の

で

す

。

歴

史

は

陸

と

海

と

ま

で

　

淵

源

に

繋

が

っ

て

い

る

の

で

す

。

調

べ

え
ん
げ
ん

つ
な

　

た

事

が

確

か

な

も

の

に

な

っ

た

時

は

、

活

字

に

し

て

皆

さ

ん

に

お

示

し

す

る

こ

と

に

し

て

い

ま

す

。

毛

利

氏

の

発

祥

の

地

を

取

材

し

「

毛

利

之

泉

」

、

或

は

浅

野

長

晟

な
が
あ
き
ら

広

島

入

府

四

百

年

を

記

念

し

今

年

は

講

演

を

行

い

ま

し

た

。
　

今

月

の

寺

報

か

ら

、

子

ど

も

達

か

ら

お

年

寄

り

ま

で

分

か

り

や

す

く

楽

し

め

る

飯

田

村

に

関

連

し

た

歴

史

を

連

載

す

る

こ

と

に

な

り

ま

し

た

。

　

親

鸞

聖

人

の

御

心

と

歴

史

そ

し

て

農

業

み
こ
こ
ろ

に

勤

し

む

凡

夫

の

終

始

は

、

日

々

を

疎

い
そ

　

お
ろ
そ

か

に

し

得

な

い

営

み

と

冥

合

す

る

こ

と

　
　

み
ょ
う
ご
う

を

存

じ

奉

り

ま

す

。

（

次

号

へ

）

　
　

　
　

一
語
法
話


