
報
恩
講
は
親
鸞
さ
ま

ほ
う
お
ん
こ
う

の
ご
法
事
で
す
。
親

鸞
さ
ま
の
教
え
を
大

切
に
す
る
私
た
ち
浄

土
真
宗
門
徒
に
と
っ

て
、
も
っ
と
も
大
切

な
法
要
で
あ
り
ま
す
。

仏
さ
ま
の
尊
さ
を
お
教
え
く
だ

さ
っ
た
親
鸞
さ
ま
を
お
敬
い
す

る
の
が
報
恩
講
で
あ
り
、
親
鸞

さ
ま
を
お
敬
い
す
る
の
と
同
様

に
私
た
ち
は
亡
く
な
ら
れ
た
よ

き
方
々
を
お
讃
え
す
る
ご
法
事

た
た

を
お
勤
め
い
た
し
ま
す
。

浄
土
真
宗
で
は
先
祖
の
敬
い
方

を
報
恩
講
か
ら
学
ん
で
き
ま
し

た
。
敬
う
べ
き
教
え
は
こ
の
方

に
よ
る
、
伝
え
る
べ
き
は
こ
こ

に
あ
る
、
こ
れ
は
大
事
な
こ
と

だ
か
ら
、
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
だ
か
ら
、
と
先
祖
方
々

か
ら
の
お
讃
え
の
方
法
を
学
ぶ

場
、
そ
し
て
大
切
に
さ
れ
た
教

え
の
伝
承
の
場
な
の
で
す
。

よ
き
方
々
の
声
を
す
ぐ
そ
ば
に

感
じ
な
が
ら
、
報
恩
講
を
お
勤

め
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

※
昨
年
同
様
、
お
斎
と
し
て
お

と
き

弁
当
を
用
意
す
る
予
定
で
す
。

弥
陀
仏
の
本
願
念
仏
は

み

だ

ぶ

つ

ほ
ん
が
ん
ね
ん
ぶ
つ

邪
見
・
慢
慢
・
悪
衆
生

じ
ゃ
け
ん

き
ょ
う
ま
ん

あ
く
し
ゅ
じ
ょ
う

信
楽
受
持
す
る
こ
と
甚
だ
も
っ
て

し
ん
ぎ
ょ
う
じ
ゅ
じ

は
な
は

難
し

が
た難

の
な
か
の
難
こ
れ
に
す
ぎ
た
る

な
ん

な
ん

は
な
し

「
正
信
念
仏
偈
」

お
釈
迦
さ
ま
は
困
難
を
経
て
お

悟
り
を
開
か
れ
（
降
魔
成
道
、

ご
う
ま
じ
ょ
う
ど
う

左
上
図
参
照
）
ま
し
た
が
、
そ

の
内
容
を
人
々
に
語
り
伝
え
る

こ
と
を
躊
躇
わ
れ
た
そ
う
で
す
。

た
め
ら

伝
え
た
い
け
れ
ど
他
者
に
は
難

解
で
誤
解
や
戸
惑
い
を
生
じ
さ

せ
る
ば
か
り
で
あ
ろ
う
か
ら
と
、

説
法
不
可
能
の
絶
望
に
陥
り
な

が
ら
も
た
だ
一
人
お
悟
り
の
よ

ろ
こ
び
を
楽
し
ん
で
お
ら
れ
ま

し
た
。
そ
の
お
釈
迦
さ
ま
の
お

心
の
内
を
知
っ
た
イ
ン
ド
の
神

で
あ
る
梵
天
が
三
度
現
れ
「
た

ぼ
ん
て
ん

し
か
に
衆
生
は
さ
ま
ざ
ま
な
立

場
が
あ
り
、
姿
か
た
ち
も
持
て

る
力
も
ば
ら
ば
ら
で
す
。
し
か

し
そ
の
中
で
ど
う
生
き
る
か
を

求
め
て
い
る
も
の
も
お
り
ま
し
ょ

う
。
そ
の
者
の
た
め
に
も
そ
の

お
悟
り
を
説
き
お
示
し
く
だ
さ

い
」
と
お
願
い
さ
れ
た
と
い
い

ま
す
（
梵
天
勧
請
）
。
そ
し
て

ぼ
ん
て
ん
か
ん
じ
ょ
う

つ
い
に
お
釈
迦
さ
ま
は

「
い
ま
、
わ
れ
、
甘
露
の
門
を

か

ん

ろ

ひ
ら
く
。
耳
あ
る
者
は
聞
け
」

（
パ
ー
リ
仏
典
経
蔵
中
部

『
聖
求
経
』
意
訳
よ
り
）

し
ょ
う
ぐ
き
ょ
う

と
説
法
の
決
意
を
さ
れ
ま
し
た
。

気
が
付
い
た
時
か
ら
お
経
が
あ

り
、
当
た
り
前
の
よ
う
に
仏
教

に
触
れ
て
い
た
私
た
ち
で
す
が
、

そ
こ
に
は
お
釈
迦
さ
ま
の
苦
悩

と
決
意
が
あ
れ
ば
こ
そ
で
し
た
。

た
し
か
に
お
釈
迦
さ
ま
が
恐
れ

ら
れ
た
と
お
り
、
お
説
法
し
て

く
だ
さ
っ
た
阿
弥
陀
仏
の
救
い

の
こ
と
な
ど
、
私
に
は
壮
大
す

そ
う
だ
い

ぎ
て
理
解
不
能
な
不
可
思
議
な

内
容
ば
か
り
、
お
そ
ら
く
間
違
っ

た
受
け
止
め
を
し
た
り
ひ
ょ
っ

と
す
る
と
悩
み
を
深
め
た
り
も

な
り
か
ね
ず
、
危
う
い
こ
と
ば

あ
や

か
り
で
す
。

し
か
し
お
釈
迦
さ
ま
は
そ
の
こ

と
は
す
で
に
折
り
込
み
済
み
で
、

だ
か
ら
救
い
の
道
を
閉
ざ
し
て

し
ま
う
の
で
は
な
く
、
そ
れ
で

も
甘
露
（
救
い
に
至
る
道
）
の

か
ん
ろ

門
を
開
き
、
一
人
で
も
こ
の
救

い
の
道
を
歩
ん
で
ほ
し
い
と
お

考
え
下
さ
っ
た
の
で
す
。

第 1 3 4 号 寺 報 み ょ う と く 令 和 ５ 年 １ ０ 月 １ 日

風
水
害
や
土
砂
災
害
、

震
災
な
ど
も
毎
年
頻
発

し
て
お
り
、
急
な
予
定

変
更
な
ど
を
す
ぐ
に
連

絡
を
お
送
り
で
き
る
方

法
を
持
っ
て
お
く
こ
と

は
必
要
な
こ
と
だ
と
思

い
ま
す
。

そ
こ
で
最
近
多
く
の
方

が
ご
利
用
さ
れ
て
い
る

ラ
イ
ン
ア
プ
リ
を
使
っ

て
、
行
事
の
情
報
を
お
送
り
す

る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。
通

常
は
定
期
的
に
ま
た
は
行
事
前

に
ご
登
録
い
た
だ
い
た
皆
さ
ん

に
一
斉
配
信
す
る
こ
と
と
し
、

非
常
時
の
配
信
に
も
備
え
て
ま

い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

な
お
、
お
寺
に
お
参
り
い
た
だ

く
た
び
に
ポ
イ
ン
ト
を
つ
け
て

い
た
だ
く
お
楽
し
み
も
つ
け
ま

し
た
。
法
座
だ
け
で
な
く
お
参

り
い
た
だ
く
た
び
に
ポ
イ
ン
ト

を
差
し
上
げ
、
プ
レ
ゼ
ン
ト
を

用
意
す
る
こ
と
に
し
て
い
ま

す
。
何
が
あ
る
か
は
楽
し
み
に

し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
妙
徳
寺

（
安
芸
教
区
志
和
組
）

発
行
責
任
寺
報
編
集
委
員
会

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

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
リ
ス
ク
軽
減
を
目
的
に
法
座
回
数

を
当
面
減
ら
す
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

十
一
月
二
十
五
日
（
土
）
午
前
九
時
、
午
後
一
時

※

お
と
き
（
弁
当
）
を
用
意
す
る
予
定
で
す

報
恩
講
（
ほ
う
お
ん
こ
う
）

講
師

呉
市
海
岸

西
岸
寺

長
岡

正
信

師

十
一
月
二
十
四
日
（
金
）
午
後
一
時
よ
り

報
恩
講
前
日
準
備

お
手
伝
い
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す

報
恩
講
終
了
後

護
持
会
報
告
会

十
二
月
二
十
五
日
（
月
）
午
後
一
時
か
ら
一
時
間

年
末
お
掃
除

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

九
日
（
火
）
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

ライン登録のお願い

報恩講にお参りください

一
語
法
話

（
次
頁
へ
続
く
）

題
字
松
川
裕
子

このQRコードを
読み込むか、
@985fghgy

を検索してください

【上：降魔成道】菩提樹の下で悟りに至ろうとするお釈迦さまを、何とか邪
魔しようと考えた魔王たちが剣をもって脅したり、睨み付けたり、左端では
隙をみて毒蛇で襲おう（矢印部分）としています。
【下：梵天勧請】誘惑や脅迫をのり越えてお悟りに至られブッダとなられた
お釈尊さまでしたが、悟りの境地を楽しみその内容を人々に説き示すことを
ためらっておられました。そこに古代インドの最高神の梵天(左)と帝釈天(右)
が近づかれ、悟った真理を人々のために説き示すよう要請しました。三度に
及ぶ願いを受け、お釈迦さまは人々に説法することを決意されました。

（約1700年前、古代インドの仏陀の生涯のレリーフより）



そ
れ
に
し
て
も
こ
こ
に
「
耳
あ

る
も
の
は
聞
け
」
と
お
っ
し
ゃ

る
の
は
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
と

思
い
ま
す
。
聞
こ
う
と
思
う
か

ど
う
か
は
あ
な
た
次
第
だ
よ
、

と
い
う
こ
と
で
す
が
聞
こ
う
と

思
う
「
そ
の
時
」
に
す
ぐ
仏
法

が
聞
け
る
よ
う
に
私
は
い
ま
説

法
す
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で

も
あ
り
ま
す
。

私
自
身
も
物
心
つ
く
前
か
ら
仏

教
に
触
れ
、
聞
く
機
会
を
い
た

だ
く
身
の
上
で
あ
り
ま
す
。
お

釈
迦
さ
ま
が
お
説
法
く
だ
さ
っ

た
こ
と
に
よ
っ
て
私
の
耳
元
ま

で
仏
さ
ま
の
救
い
の
世
界
は
届

い
て
い
る
、
で
も
私
は
す
ぐ
に

耳
を
塞
い
で
し
ま
っ
て
い
ま
し

ふ
さ

た
。
忙
し
い
か
ら
、
ま
だ
若
く

そ
の
気
に
な
れ
ず
準
備
が
で
き

て
な
い
か
ら
、
気
に
入
ら
な
い

こ
と
が
あ
る
か
ら
、
理
解
で
き

な
い
か
ら
、
な
ど
と
理
由
づ
け

て
。
せ
っ
か
く
降
魔
成
道
、
梵

天
勧
請
の
上
で
お
釈
迦
さ
ま
が

お
説
法
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
に
、

私
は
自
ら
そ
の
機
会
を
失
お
う

と
し
て
い
た
の
で
す
。

私
に
は
身
に
余
る
尊
い
教
え
だ

け
れ
ど
も
「
何
と
か
し
て
届
け

た
い
、
ど
う
か
来
た
る
べ
き
時

を
逃
さ
ず
必
ず
聞
い
て
お
く
れ
、

は
や
く
甘
露
の
門
に
入
れ

よ
」
と
お
釈
迦
さ
ま
が
願

わ
れ
た
末
に
よ
う
や
く
説

か
れ
た
阿
弥
陀
の
教
え
。

聞
く
た
め
の
準
備
が
遅
す

ぎ
て
、
も
っ
と
早
く
聴
聞

し
て
お
け
ば
よ
か
っ
た…

と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い

よ
う
、
決
し
て
「
そ
の
時
」

を
逃
さ
な
い
よ
う
に
い
た

し
ま
し
ょ
う
。
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志和組テレホン法話「みのりの電話」
０８２－ ４３３ －４９８９

しじゅうさんざん しくはっく

10月 1日～ 妙徳寺 大江了証
10月 11日～ 長松寺 中田輝道
10月 21日～ 天龍寺 天野由紀子
11月 1日～ 西方寺 安国真雄
11月 11日～ 八本松篠 岡本法治
11月 21日～ 志和東 石川了真
12月 1日～ 寿福寺 田中真
12月 11日～ 浄蓮寺 沼田典生
12月 21日～ 八本松南 玉田義幸
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」
10月 27日 (金) 11月 17日 (金) 12月 1日 (金)
それぞれ午後2時より
申し込みは 代表_西本さん(428-2466)、または妙徳寺へ

「生きていくための仏の教え仏教基礎講座」
10月 14日 (土) 11月 11日 (土) 12月 9日 (土)
それぞれ午後2時より
申し込みは 代表_廣川さん(428-5935)、または妙徳寺へ

「妙徳寺仏教壮年会例会」（原則毎月第2土曜日）
10月14日 (土) 午後6時より 定例会
11月11日 (土) 午後6時より 定例会
12月 9日 (土) 午後6時より 寺報編集会議と望年会

２

「
信
は
荘
厳
よ
り
起
こ
る
」
と

し
ょ
う
ご
ん

い
い
ま
す
。
信
仰
と
は
き
れ
い

に
整
え
ら
れ
た
仏
前
で
育
ま
れ

る
の
で
あ
る
か
ら
、
私
が
手
を

合
わ
す
場
を
持
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
は
大
切
な
の
だ
と
い
う

こ
と
で
し
ょ
う
。
私
た
ち
は

「
こ
れ
は
大
切
な
こ
と
な
の
だ

よ
」
と
先
人
方
々
か
ら
、
言
葉

よ
り
も
む
し
ろ
姿
に
よ
っ
て
教

え
ら
れ
て
参
り
ま
し
た
。
こ
の

大
切
な
場
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
私

た
ち
は
そ
の
意
味
を
踏
ま
え
て

美
し
く
丁
寧
に
整
え
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
前
回
に
続
い
て

仏
事
と
作
法
に
つ
い
て
、
少
し

ず
つ
お
話
を
い
た
し
ま
す
。

浄
土
真
宗
の
お
仏
壇
は
お
寺
の

本
堂
内
陣
を
家
庭
用
に
小
さ
く

ま
と
め
た
も
の
で
、
そ
の
中
心

は
ご
本
尊
と
し
て
安
置
す
る
阿

弥
陀
仏
の
ご
絵
像
や
お
木
像
で

す
。
そ
し
て
そ
の
前
の
お
飾
り

（
荘
厳
）
す
る
方
法
も
お
寺
と

同
じ
「
三
荘
厳
」
（
灯
り
と
お

花
と
香
り
）
で
す
。
前
回
は
灯

り
と
お
花
に
つ
い
て
お
話
い
た

し
ま
し
た
か
ら
今
回
は
香
り
に

つ
い
て
で
す
。

北
宋
の
詩
人
、
黄
庭
堅
の
漢
詩

こ
う
て
い
け
ん

に
あ
る
「
香
十
徳
」
は
日
本
で

こ
う
じ
っ
と
く

約
五
百
五
十
年
前
に
説
話
で
有

名
な
禅
宗
の
僧
、
一
休
宗
純
に

い
っ
き
ゅ
う
そ
う
じ
ゅ
ん

よ
っ
て
広
め
ら
れ
ま
し
た
。
香

り
の
持
つ
十
の
は
た
ら
き
を
挙

げ
て
、
だ
か
ら
大
切
に
す
る
よ

う
に
勧
め
て
お
ら
れ
ま
す
。
要

約
す
る
と
、

香
の
は
た
ら
き
と
は
感
覚
を
研と

ぎ
澄
ま
し
、
心
身
を
清
ら
か
に

し
、
よ
く
穢
れ
を
取
り
除
き
、
よ

け
が

く
眠
り
を
覚
ま
し
、
静
け
さ
の
中

に
安
ら
ぎ
を
も
た
ら
し
、
忙
し
い

時
に
も
心
を
和
ま
せ
る
。
ま
た
多

な
ご

く
て
も
邪
魔
に
な
ら
ず
、
少
な
く

て
も
十
分
に
足
り
、
年
月
を
経
て

へ

も
朽
ち
ず
、
常
に
用
い
て
も
障
り

く

さ
わ

は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
香
り
と
は
目
に
は

見
え
な
く
て
も
私
を
守
り
、
支

え
力
と
な
っ
て
く
だ
さ
る
、
ま

る
で
仏
さ
ま
の
は
た
ら
き
の
よ

う
で
あ
る
と
お
讃
え
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
漢
詩
以
前
か
ら
仏

事
に
お
香
を
用
い
て
お
ら
れ
た

と
思
わ
れ
ま
す
が
、
こ
こ
に
そ

の
意
味
を
お
示
し
さ
れ
あ
ら
た

め
て
香
を
用
い
る
こ
と
の
大
切

さ
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で

す
。
「
こ
の
よ
う
に
心
地
よ
く

仏
さ
ま
に
向
き
合
い
、
心
身
と

も
に
満
た
さ
れ
る
助
け
と
な
る

の
だ
か
ら
」
と
先
人
方
々
は
お

参
り
の
時
に
お
香
を
用
い
ら
れ

た
の
で
す
。

さ
て
、
最
近
は
お
香
の
こ
と
を

「
線
香
ク
サ
イ
」
な
ど
と
あ
ま

り
好
ま
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見

受
け
ら
れ
ま
す
。
お
香
に
馴
染

な

じ

み
が
な
い
か
ら
、
ま
た
は
い
い

香
り
に
出
会
っ
て
い
な
い
か

ら
、
あ
る
い
は
お
参
り
に
い
い

印
象
を
持
っ
て
い
な
い
か
ら
、

で
し
ょ
う
か
。
ど
れ
に
し
て
も

お
香
が
用
意
さ
れ
て
い
る
場
が

心
地
よ
い
場
に
思
わ
れ
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か

ら
、
と
て
も
残
念
で
す
。
ど
う

か
お
香
が
薫
る
お
仏
間
は
心
地

か
お

ぶ
つ
ま

よ
い
場
で
あ
っ
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
印
象
は

懐
か
し
い
思
い
出
と
と
も
に
、

な
つ手

を
合
わ
せ
る
こ
と
の
尊
さ
を

伝
え
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
く

だ
さ
る
と
思
う
か
ら
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
お
香
に
は
燃
香
と

ね
ん
こ
う

焼
香
の
別
が
あ
り
ま
す
。
燃
香

し
ょ
う
こ
う

と
は
線
香
に
よ
る
香
の
荘
厳

で
、
焼
香
と
は
抹
香
を
く
べ
る

ま
っ
こ
う

作
法
に
よ
る
荘
厳
を
い
い
ま

す
。
線
香
は
抹
香
を
棒
状
に
加

工
し
て
、
長
く
ゆ
っ
く
り
香
り

立
つ
よ
う
に
工
夫
さ
れ
た
も
の

で
す
。
抹
香
は
香
木
な
ど
の
お

こ
う
ぼ
く

香
の
材
料
を
刻
ん
だ
も
の
で
あ

き
ざ

り
、
そ
れ
を
直
接
熱
源
と
な
る

炭
火
に
く
べ
て
香
り
立
た
せ
る

作
法
が
焼
香
で
す
。
線
香
に
よ

る
香
荘
厳
で
心
地
よ
い
場
を
用

意
し
、
焼
香
に
よ
る
香
荘
厳
で

仏
さ
ま
や
大

切
な
方
へ
の

お
敬
い
の
心
を
表
し
ま
し
ょ

う
。浄

土
真
宗
に
は
こ
れ
ら
の
意
味

合
い
に
基
づ
い
た
焼
香
の
作
法

が
あ
り
ま
す
。
他
宗
と
作
法
が

違
う
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
意

味
合
い
が
違
う
か
ら
で
す
。
ぜ

ひ
浄
土
真
宗
の
作
法
に
よ
る
焼

香
を
心
掛
け
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

続
き
は
ま
た
次
号
で
。

（
前
頁
か
ら
の
続
き
）

仏
事
作
法
に
つ
い
て
②

「書道教室」
ホームページ内の「行事カ
レンダー」に稽古日を掲載
しています。妙徳寺LINEで
も随時お知らせいたします。
（毎月3回程度の金曜日
午後2時半～午後5時の間）

※金谷雷聲先生(蕾門会)による幼児・児童・
大人対象、硬筆・毛筆教室です。
申込は金谷先生のFAX0823-82-9565
または妙徳寺へご連絡ください。

「おみのりサロン」開催予定日
10月 17日 (火) 11月 29日 (水)
12月 11日 (月) 午後2時より1時間半
（住職が本堂に待機、相談をお受けします）

妙徳寺ホームページ
http://myotoku-ji.sakura.ne.jp/
内容の更新を心がけています。
みょうとくチャンネルもご覧ください。

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。縁ある多くの方
にご利用いただきたいと思います。

浄土真宗ではお焼香の作法をこの
ように定めています。
仏さまへのお敬いの心を表わすた
めの作法です。

最近は椅子に座っての仏事が
多いため、ここでは立って行
う焼香の作法を掲載しました。

（「浄土真宗仏事作法なんでも大事典」
2002年中国新聞社発行 よりイラスト引用）


