
新
た
に
仏
道
を
歩
も
う
と
す

る
者
の
こ
と
を
「
新
発
意
」
と

し
ん
ぽ
つ
い

言
い
ま
す
。
昔
か
ら
浄
土
真
宗

で
は
特
に
将
来
住
職
に
な
ろ
う

と
す
る
者
の
こ
と
を
「
し
ん
ぽ

ち
さ
ん
」
「
し
ん
ぽ
っ
つ
ぁ
ん
」

な
ど
と
親
し
み
を
も
っ
て
呼
び
、

そ
の
決
意
を
後
押
し
し
て
く
だ

さ
い
ま
し
た
。
お
寺
が
長
く
存

続
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、

こ
の
よ
う
に
し
て
次
代
の
住
職

を
気
持
ち
か
ら
育
て
助
け
よ
う

と
し
た
門
信
徒

な
ど
有
縁
の
皆

さ
ま
の
働
き
か

け
が
あ
れ
ば
こ

そ
だ
と
思
わ
れ

ま
す
。
「
手
を

合
わ
せ
な
が
ら

歩
む
生
き
方
を

伝
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
ほ

か
の
誰
で
も
な

い
、
あ
な
た
に

こ
の
重
責
を
果

た
し
て
ほ
し
い
」

そ
う
し
た
思
い

を
感
じ
な
が
ら
、

新
発
意
と
呼
ば
れ
た
者
は
育
て

ら
れ
や
が
て
住
職
と
な
り
、
ま

た
新
た
に
次
世
代
の
新
発
意
を

育
て
て
き
た
の
で
す
。

こ
の
度
、
新
発
意
が
大
学
を

卒
業
し
一
般
企
業
に
就
職
し
て

社
会
経
験
を
積
む
こ
と
と
な
っ

た
の
で
す
が
、
将
来
の
住
職
と

し
て
の
気
持
ち
を
新
た
に
す
る

機
会
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
ま

た
現
在
妙
徳
寺
の
懸
案
事
項
で

あ
る
門
信
徒
会
館
整
備
、
本
堂

等
修
繕
な
ど
も
検
討
し
て
お
り
、

次
世
代
寺
院
活
動
の
財
産
と
な

る
よ
う
な
事
業
を
同
時
に
進
め

て
参
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

今
年
の
報
恩
講
に
は
新
発
意

が
帰
郷
し
て
お
参
り
し
挨
拶
す

る
予
定
と
し
て
お
り
ま
す
。
同

時
に
今
事
業
の
趣
意
書
と
懇
志

依
頼
書
を
お
渡
し
し
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。
報
恩
講
に
お
参

り
い
た
だ
け
な
か
っ
た
皆
さ
ま

に
は
後
日
郵
送
に
て
ご
依
頼
申

し
上
げ
る
こ
と
と
い
た
し
ま
す
。

詳
細
は
こ
れ
か
ら
お
渡
し
い

た
し
ま
す
趣
意
書
を
ご
覧
い
た

だ
き
ま
す
が
、
こ
の
事
業
計
画

に
つ
い
て
篤
い
ご
理
解
と
ご
協

力
を
賜
り
た
く
、
ぜ
ひ
報
恩
講

に
お
参
り
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

「
聞
法
」
と
は
仏
法
を
聞
く

も
ん
ぼ
う

と
い
う
意
味
で
、
浄
土
真
宗
で

は
「
聴
聞
」
と
も
い
い
ま
す
。

ち
ょ
う
も
ん

「
聴
」
も
「
聞
」
も
同
じ
「
き

く
」
と
い
う
文
字
で
す
が
、
じ
っ

く
り
と
詳
し
く
き
く
の
が
「
聴
」
、

き
こ
え
て
く
る
音
を
そ
れ
と
な

く
き
い
て
い
る
の
が
「
聞
」
、

つ
ま
り
い
ろ
い
ろ
な
聞
き
方
で

仏
法
に
出
あ
っ
て
い
く
の
だ
と

い
う
こ
と
で
す
。

み
ょ
う
と
く
こ
ど
も
園
の
保

育
方
針
の
一
つ
に
『
聴
聞
』
を

挙
げ
、

お
話
を
よ
く
聞
く
子
ど
も
を
育

て
ま
す

（
お
話
を
素
直
に
聞
く
こ
と
は
、

よ
く
吸
収
す
る
力
を
養
い
ま
す
）

と
説
明
を
付
け
ま
し
た
。
聞

く
こ
と
は
生
き
る
力
を
養
う
大

切
な
も
の
だ
と
聞
か
せ
て
い
た

だ
い
て
い
る
か
ら
で
す
。

「
生
」
の

字
の
成
り
立

ち
は
地
面
に

生
え
る
植
物

の
象
形
文
字

し
ょ
う
け
い

で
、
前
を
向

い
て
伸
び
行

く
姿
、
目
に

見
え
る
部
分

の
能
動
的
な

の
う
ど
う

姿
で
あ
り
ま

す
。
一
方
で

こ
の
地
面
の

下
の
見
え
な

い
と
こ
ろ
で

受
動
的
に
多

じ
ゅ
ど
う

く
の
も
の
を

受
け
入
れ
続

け
て
い
る
根
っ

こ
が
あ
る
こ

と
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

見
え
て
い
な
い
根
が
あ
る
か
ら

こ
そ
、
見
え
る
部
分
は
伸
び
行

く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
聴
聞
と

は
こ
の
根
を
育
て
る
努
力
で
す
。

仏
さ
ま
や
他
者
の
気
持
ち
を

受
け
止
め
る
根
が
育
て
ば
、
能

動
的
に
考
え
自
律
的
に
行
動
す

じ
り
つ

る
力
も
育
ち
ま
す
。
乳
幼
児
期

の
み
な
ら
ず
、
大
人
で
あ
っ
て

も
「
聴
聞
、
聞
法
」
の
効
用
に

よ
っ
て
生
き
る
力
を
養
い
、
私

自
ら
の
人
生
が
実
り
あ
る
も
の

で
あ
る
と
よ
ろ
こ
ぶ
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
る
の
で
し
ょ
う
。

聴
聞
を
心
が
け
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
ょ
う
。
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寺
報
で
は
対
応
で
き
な

い
、
急
な
予
定
変
更
を

す
ぐ
に
お
知
ら
せ
す
る

た
め
に
ラ
イ
ン
登
録
を

お
願
い
し
て
い
ま
す
。

普
段
は
行
事
前
に
一
斉

配
信
し
て
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
。
先
日
の

法
座
後
に
粗
品
を
贈
呈
い
た
し

ま
し
た
。

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

感
染
症
感
染
リ
ス
ク
軽
減
を
目
的
に
法
座
回
数
を
当
面
減
ら

し
、
講
師
控
室
の
雨
漏
り
な
ど
の
不
都
合
に
よ
り
当
山
住
職

が
講
師
の
場
合
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

十
一
月
二
十
五
日
（
月
）
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
（
お
と
り
こ
し
・
ほ
う
お
ん
こ
う
）

講
師

当
山
住
職
自
勤

十
一
月
二
十
四
日
（
日
）
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
朝
席
後
・
昼
席
後

新
発
意
得
度
披
露
記
念

・
門
信
徒
会
館
整
備
事
業
計
画
説
明
会

新
発
意
あ
い
さ
つ
、
趣
意
書
と
事
業
説
明
を
予
定
し
て
い
ま
す

十
二
月
二
十
五
日
（
水
）
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
（
木
）
午
前
九
時
、
午
後
一
時

御
正
忌
法
要
（
お
た
ん
や
）

講
師

当
山
住
職
自
勤

ライン登録のお願い

得
度
披
露
記
念

事
業
計
画
の
お
知
ら
せ 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)左建物が雨漏りなどで

悩まされている庫裏です。

屋根を修理したとしても今

後の使用方法に課題があり、

事業実行委員会で建て替え

を検討しています。

(下)6年前の夏、得度直後の

新発意の写真です。

「
聞
法
・
聴
聞
」

い
た
し
ま
し
ょ
う



親
鸞
さ
ま
は
正
信
念
仏
偈
の

中
で
、
釈
尊
が
阿
弥
陀
さ
ま
の

こ
と
を
お
話
し
く
だ
さ
っ
た
尊

さ
を
お
讃
え
く
だ
さ
っ
た
う
え

た
た

で
、
そ
の
仰
せ
に
し
た
が
う
こ

お
お

と
の
利
益
を
三
つ
挙
げ
ら
れ
ま

り
や
く

す
。
そ
の
第
二
が
こ
の
六
行
、

煩
悩
が
あ
っ
て
も
問
題
に
な
ら

な
い
利
益
が
あ
る
こ
と
を
お
示

し
く
だ
さ
い
ま
す
。

摂
取
心
光
常
照
護

已
能
雖
破
無
明
闇

貪
愛
瞋
憎
之
雲
霧

常
覆
真
実
信
心
天

譬
如
日
光
覆
雲
霧

雲
霧
之
下
明
無
闇

「
正
信
念
仏
偈
」

摂
取
の
心
光
つ
ね
に
照
護
し
た
も
う

せ
っ
し
ゅ

し
ん
こ
う

し
ょ
う
ご

す
で
に
能
く
無
明
の
闇
を
破
す
と
雖

よ

む
み
ょ
う

あ
ん

は

い
え

ど
も

貪
愛
瞋
憎
の
雲
霧

と
ん
な
い
し
ん
ぞ
う
う
ん
む

常
に
真
実
信
心
の
天
に
覆
え
り

お
お

譬
え
ば
日
光
、
雲
霧
に
覆
わ
れ
ど
も

た
と雲

霧
の
下
、
明
ら
か
に
し
て
闇
無
き

あ
き

や
み

が
如
し

ご
と阿

弥
陀
仏
の
光
明
は
、
い
つ

も
苦
し
み
悩
む
人
々
を
摂
め
取
っ

お
さ

て
お
護
り
く
だ
さ
る
。
す
で
に

ま
も

無
明
の
闇
は
晴
れ
て
い
て
も
、

貪
り
や
怒
り
の
雲
や
霧
は
い
つ

む
さ
ぼ

い
か

も
私
の
信
心
を
覆
っ
て
い
る
。

た
と
え
ば
日
光
が
雲
や
霧
に
さ

え
ぎ
ら
れ
て
も
、
そ
の
下
は
明

る
く
て
闇
が
な
い
の
と
同
じ
で

あ
る
よ
う
に
、
何
度
も
私
た
ち

の
心
が
煩
悩
に
飲
み
込
ま
れ
よ

う
と
も
、
阿
弥
陀
様
の
光
（
救

済
）
の
届
か
な
い
所
は
な
い
。

親
鸞
さ
ま
は
こ
の
正
信
念
仏

偈
を
お
書
き
に
な
っ
て
い
る

『
教
行
信
証
』
の
最
後
に
、

き
ょ
う
ぎ
ょ
う
し
ん
し
ょ
う

「
若
し
こ
の
書
を
見
聞
せ
ん

者
は
、
信
順
を
因
と
為
し
、

し
ん
じ
ゅ
ん

い
ん

な

疑
謗
を
縁
と
為
し
、
信
楽
を
願

ぎ
ほ
う

え
ん

し
ん
ぎ
ょ
う

力
に
彰
し
、
妙
果
を
安
養
に
顕

あ
ら
わ

み
ょ
う
か

あ
ん
に
ょ
う

あ
ら
わ

さ
ん
」

と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

信
順
が
因
で
あ
る
の
は
当
然

の
こ
と
に
思
わ
れ
ま
す
が
、

「
疑
謗
」
が
「
縁
」
に
な
る
と

い
う
と
こ
ろ
に
深
い
意
味
合
い

が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

自
分
自
身
の
こ
と
を
考
え
て

み
る
と
、
決
し
て
信
順
ば
か
り

で
あ
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
仏
法
を
聞
く
中
で
、
し
ょ

せ
ん
昔
の
人
の
考
え
だ
と
謗
り
、

そ
し

そ
ん
な
こ
と
が
あ
り
得
る
だ
ろ

う
か
と
疑
い
も
し
ま
し
た
。
仏

教
を
学
び
な
が
ら
も
無
明
の
闇

に
覆
わ
れ
て
ば
か
り
で
す
。
し

お
お

か
し
疑
い
と
は
、
仏
さ
ま
の
教

え
を
我
が
身
の
上
に
聞
い
て
い

こ
う
と
す
る
か
ら
起
こ
る
の
で

あ
っ
て
、
そ
も
そ
も
聞
い
て
い

な
か
っ
た
り
、
聞

き
逃
し
て
た
り
、

聞
い
て
い
て
も
人

ご
と
に
し
て
い
る

限
り
は
謗
る
こ
と

も
、
疑
う
こ
と
も

あ
り
ま
せ
ん
。
疑

い
謗
る
と
い
う
こ

と
は
信
順
と
裏
表

で
、
そ
れ
だ
け
仏

法
に
触
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
、
仏

さ
ま
に
す
で
に
出

あ
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
仏
さ
ま
に
出
あ
っ

て
い
る
の
で
あ
れ
ば
も
う
何
も

心
配
す
る
こ
と
は
な
く
、
ど
ん

な
に
疑
い
謗
る
心
が
あ
ろ
う
と

も
そ
れ
ご
と
ま
と
め
て
抱
き
か

か
え
て
く
だ
さ
る
の
で
す
。

煩
悩
が
は
た
ら
い
て
も
問
題

な
く
、
つ
ね
に
私
に
は
届
い
て

く
だ
さ
る
仏
さ
ま
の
願
い
を
聞

き
続
け
て
参
り
ま
し
ょ
う
。

（
次
号
へ
続
く
）
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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～ 長松寺 中田輝道
10月 11日～ 西方寺 安國智乗
10月 21日～ 寿福寺 田中真
11月 1日～ 浄蓮寺 沼田成子
11月 11日～ 西方寺 安國真雄
11月 21日～ 天龍寺 天野英昭
12月 1日～ 照栄寺 井口英隆
12月 11日～ 寿福寺 田中幸恵
12月 21日～ 浄蓮寺 沼田典生
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 25日 (金) 11月 15日 (金) 12月 6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 12日 (土) 11月 9日 (土) 12月 7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12日 (土) 午後6時より 定例会
11月 9日 (土) 午後6時より 定例会
12月14日 (土) 午後6時より 寺報編集会議

２

今
回
は
寺
参
り
の
作
法
を
書

い
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

前
回
書
い
た
と
お
り
、
浄
土

真
宗
の
お
寺
は
仏
さ
ま
の
お
話

を
聞
き
に
集
ま
る
「
聴
聞
の

場
」
で
す
。
ご
本
尊
、
阿
弥
陀

さ
ま
を
中
心
に
ご
安
置
し
、
す

ぐ
そ
ば
に
親
鸞
さ
ま
の
御
影

(

お
姿
の
掛
け
軸)

を
、
さ
ら
に

親
鸞
さ
ま
の
教
え
を
お
手
紙

「
ご
文
章
」
な
ど
で
お
伝
え
く

だ
さ
っ
た
蓮
如
さ
ま
の
御
影
を

お
掛
け
し
、
親
鸞
さ
ま
、
蓮
如

さ
ま
と
一
緒
に
多
く
の
人
が
阿

弥
陀
さ
ま
に
手
を
合
わ
せ
、
仏

さ
ま
の
お
話
を
聞
か
せ
て
い
た

だ
く
、
そ
の
よ
う
な
「
聴
聞
の

場
」
で
あ
り
ま
す
。

お
寺
で
は
法
座
と
法
座
以
外

の
行
事
が
あ
り
ま
す
。
で
も
必

ず
お
寺
の
行
事
は
す
べ
て
、
読

経
し
て
合
掌
礼
拝
す
る
こ
と
か

ら
始
ま
り
ま
す
。
ま
ず
は
礼

拝
、
仏
さ
ま
へ
の
お
敬
い
か
ら

で
す
。
法
座
の
流
れ
は
次
の
通

り
で
す
。

①
喚
鐘
（
行
事
の
始
ま
り
を

か
ん
し
ょ
う

告
げ
る
鐘
で
す
）

②
読
経
（
一
緒
に
声
を
出
し

て
お
参
り
し
ま
し
ょ
う
）

③
お
説
教
（
前
席
、
後
席
そ

れ
ぞ
れ
約
三
十
分
、
途
中
で

休
憩
を
挟
み
ま
す
）

④
御
文
章
拝
読
（
蓮
如
さ
ま

の
お
手
紙
で
お
説
教
を
ま
と

め
と
い
た
し
ま
す
）

⑤
領
解
文
唱
和
（
一
緒
に
唱

り
ょ
う
げ
も
ん

和
い
た
し
ま
し
ょ
う
）

喚
鐘
が
始
ま
る
前
、

本
堂
横
の
帳
場
に
お
寄

り
い
た
だ
い
て
お
供
え
を
お
願

い
し
ま
す
。
講
師
へ
の
お
礼
な

ど
法
座
に
は
経
費
が
か
か
り
、

皆
さ
ん
に
も
ご
負
担
い
た
だ
い

て
い
ま
す
。
お
布
施
で
す
の
で

金
額
に
つ
い
て
決
ま
り
は
あ
り

ま
せ
ん
。
詳
し
く
は
帳
場
の
役

員
さ
ん
に
お
尋
ね
い
た
だ
け
れ

ば
と
思
い
ま
す
。
お
説
教
の
休

憩
中
に
お
賽
銭
と
冥
加
銭
を
お

さ
い
せ
ん

み
ょ
う
が
せ
ん

願
い
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

お
賽
銭
は
内
陣
荘
厳
（
お
花
や

お
香
な
ど
）
に
使
わ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。
冥
加
銭
は
本
山
や

別
院
に
お
納
め
す
る
も
の
で
、

現
在
は
護
持
会
会
計
か
ら
進
納

し
て
い
る
の
で
法
座
で
お
願
い

し
て
い
ま
せ
ん
。

法
座
に
ご
持
参
い
た
だ
く
物

は
念
珠
、
経
本
、
門
徒
式
章
、

し
き
し
ょ
う

お
供
え
と
お
賽
銭
で
す
。
服
装

に
つ
い
て
は
特
に
決
ま
り
は
あ

り
ま
せ
ん
。
正
座
す
る
こ
と
な

く
皆
さ
ん
椅
子
で
の
お
参
り
い

た
し
ま
す
の
で
、
楽
な
服
装
で

気
楽
に
お
参
り
く
だ
さ
い
。

そ
の
他
分
か
ら
な
い
こ
と
が

あ
れ
ば
誰
か
に
聞
い
て
み
て
く

だ
さ
い
。
み
な
さ
ん
初
め
て
お

参
り
の
時
が
あ
り
ま
し
た
か

ら
、
決
し
て
恥
ず
か
し
い
こ
と

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
聴
聞
の
友

を
う
れ
し
く
迎
え
て
く
だ
さ
る

と
思
い
ま
す
。（

次
号
へ
続
く
）

仏
事
作
法
⑥

寺
参
り
に
つ
い
て

「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 28日 (月) 11月 14日 (木)
12月 19日 (木) 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/

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
で

す
。
ご
相
談
く
だ
さ
い

一
語
法
話

(上)式章を着用したイラスト

です。お寺の行事ではもっと

楽な服装でお越しください。

(下)式章は僧侶の着用する

「輪袈裟」とは異なり、昭和
わ げ さ

初めまでは「肩衣」と呼ばれ
かたぎぬ

たものです。「袴」とあわせ
はかま

て「裃」といい、礼儀をただ
かみしも

す装いのためのものです。

※僧侶の「輪袈裟」は正式な

袈裟を畳んで輪状にしたも
たた

ので、本来は「略式畳輪袈
りゃくしきたたみ

裟」といいます。


