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仏

光

寺

派

福

井

教

区

 

 
 

門

徒

研

修

会

 

の

ご

案

内

 

 
 

 

６

月

23
日(

土)

10
時

～

４

時 

 

会

場

 

西

雲

寺 

講

師

 

佐

野

さ

の

明

弘

あ

き

ひ

ろ

師 

（

加

賀

 

光

闡

坊

こ

う

せ

ん

ぼ

う

） 

費

用

 

千

円 

（

昼

食

が

出

ま

す

） 

 

ど

な

た

で

も

参

加

い

た

だ

け

ま

す

。 
 

ご

希

望

の

方

は

そ

れ

ぞ

れ

の

世

話

方

さ

ん

へ

お

申

し

込

み

下

さ

い

。 

市

街

地

に

お

住

ま

い

の

方

は

西

雲

寺

ま

で

お

電

話

下

さ

い

。 
 

一

人

で

も

多

く

の

ご

参

加

を

お

待

ち

し

て

い

ま

す

。 
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親親親親    

鸞鸞鸞鸞    

聖聖聖聖    

人人人人    

のののの    

ごごごご    

生生生生    

涯涯涯涯    
  

晩

年

晩

年

晩

年

晩

年

のののの

親

鸞

親

鸞

親

鸞

親

鸞    
  

 

異

義

異

義

異

義

異

義

    
二二二二    

 

歎

異

抄

第

二

条 

お

の

お

の

十

余

か

国

の

さ

か

い

を

こ

え

て

、

身

命

（

し

ん

み

ょ

う

）

を

か

え

り

み

ず

し

て

、

た

ず

ね

き

た

ら

し

め

た

も

う

御

こ

こ

ろ

ざ

し

、

ひ

と

え

に

往

生

極

楽

の

み

ち

を

と

い

き

か

ん

が

た

め

な

り

。

し

か

る

に

念

仏

よ

り

ほ

か

に

往

生

の

み

ち

を

も

存

知

（

ぞ

ん

ち

）

し

、

ま

た

法

文

（

ほ

う

も

ん

）

等

を

も

し

り

た

る

ら

ん

と

、

こ

こ

ろ

に

く

く

お

わ

し

ま

し

て

は

ん

べ

ら

ん

は

、

お

お

き

な

る

あ

や

ま

り

な

り

。

も

し

し

か

ら

ば

、

南

都

北

嶺

（

な

ん

と

ほ

く

れ

い

）

に

も

、

ゆ

ゆ

し

き

学

生

（

が

く

し

ょ

う

）

た

ち

お

お

く

座

せ

ら

れ

て

そ

う

ろ

う

な

れ

ば

、

か

の

ひ

と

に

も

あ

い

た

て

ま

つ

り

て

、

往

生

の

要

よ

く

よ

く

き

か

る

べ

き

な

り

。

親

鸞

に

お

き

て

は

、

た

だ

念

仏

し

て

、

弥

陀

に

た

す

け

ら

れ

ま

い

ら

す

べ

し

と

、

よ

き

ひ

と

の

お

お

せ

を

か

ぶ

り

て

、

信

ず

る

ほ

か

に

別

の

子

細

な

き

な

り

。

 

 

十

余

か

国

の

さ

か

い

を

こ

え

て 

『

歎

異

抄

』

第

二

条

の

こ

の

文

章

は

、

親

鸞

聖

人

が

八

十

三

歳

の

頃

、

関

東

の

お

弟

子

た

ち

五

、

六

人

が

信

心

に

揺

れ

を

生

じ

て

、

命

が

け

で

京

都

の

聖

人

の

も

と

へ

訪

ね

て

き

た

時

の

様

子

が

語

ら

れ

て

い

ま

す

。

そ

の

な

か

に

は

こ

の

『

歎

異

抄

』

の

著

者

で

あ

る

四

十

歳

代

の

若

い

唯

円

房

も

お

ら

れ

た

の

で

す

。 

 

親

鸞

聖

人

が

関

東

を

去

っ

て

二

十

年

、

残

さ

れ

た

お

弟

子

や

お

同

行

た

ち

は

、

性

信

（

し

ょ

う

し

ん

）

、

真

仏

、

順

信

な

ど

上

足

の

お

弟

子

を

中

心

に

お

念

仏

の

み

教

え

に

生

き

て

お

ら

れ

た

の

で

す

。

と

こ

ろ

が

よ

き

師

で

あ

り

、

信

仰

の

支

え

で

あ

っ

た

聖

人

が

お

ら

れ

な

く

な

る

と

、

お

弟

子

や

同

行

の

中

に

自

分

の

思

い

や

計

ら

い

に

よ

っ

て

教

え

と

は

異

な

る

さ

ま

ざ

ま

な

「

異

義

」

を

言

い

出

す

者

が

で

て

き

た

の

で

す

。

そ

の

た

め

不

審

を

問

い

正

さ

ん

が

た

め

、

五

、

六

人

の

お

弟

子

た

ち

が

命

が

け

で

関

東

か

ら

京

都

の

聖

人

の

も

と

に

訪

ね

て

き

た

の

で

す

。

「

十

余

か

国

の

さ

か

い

を

こ

え

て

」

と

は

、

現

在

の

茨

城

県

で

あ

る

常

陸

（

ひ

た

ち

）

を

起

点

と

し

て

下

総

（

し

も

う

さ

）

、

武

蔵

（

む

さ

し

）

、

相

模

（

さ

が

み

）

、

伊

豆

（

い

ず

）

、

駿

河

（

す

る

が

）

、

遠

江

（

と

お

と

う

み

）

、

三

河

（

み

か

わ

）

、

尾

張

（

お

わ

り

）

、

伊

勢

（

い

せ

）

、

近

江

（

お

う

み

）

、

山

城

（

や

ま

し

ろ

）

と

い

う

十

一

の

国

で

す

。

「

身

命

を

か

え

り

み

ず

し

て

」

と

は

当

時

は

東

海

道

が

ま

だ

整

備

さ

れ

て

お

ら

ず

、

宿

場

も

整

っ

て

い

ま

せ

ん

で

し

た

。

箱

根

の

山

に

は

山

賊

や

追

い

は

ぎ

が

い

た

こ

と

で

し

ょ

う

。

野

犬

や

狼

に

襲

わ

れ

る

こ

と

も

あ

っ

た

の

で

す

。

そ

の

な

か

を

ま

さ

に

命

が

け

で

京

都

に

上

っ

て

き

た

の

で

す

。 

 

往

生

極

楽

の

み

ち

を

と

い

き

か

ん

が

た

め 

「

身

命

を

か

え

り

み

ず

し

て

、

た

ず

ね

き

た

ら

し

め

た

も

う

御

こ

こ

ろ

ざ

し

、

ひ

と

え

に

往

生

極

楽

の

み

ち

を

と

い

き

か

ん

が

た

め

な

り

」

い

の

ち

が

け

で

訪

ね

て

き

た

お

弟

子

た

ち

に

対

す

る

聖

人

の

お

言

葉

で

す

。

あ

な

た

た

ち

、

遠

路

命

が

け

で

訪

ね

て

き

た

の

は

、

往

生

極

楽

の

道

を

問

い

聞

か

ん

が

た

め

だ

ろ

う

と

い

わ

れ

る

の

で

す

。

何

か

と

ぎ

す

ま

さ

れ

た

真

剣

勝

負

の

場

面

の

よ

う

な

気

が

し

ま

す

。

勿

論

「

よ

う

お

い

で

下

さ

っ

た

。

ご

苦

労

で

あ

っ

た

」

と

い

う

よ

う

な

ね

ぎ

ら

い

の

こ

と

ば

は

あ

っ

た

と

思

い

ま

す

が

世

間

的

な

こ

と

ば

は

一

切

は

ぶ

か

れ

て

い

ま

す

。

「

往

生

極

楽

の

道

」

と

は

「

後

生

（

ご

し

ょ

う

）

の

一

大

事

」

と

い

う

こ

と

、

「

こ

の

い

の

ち

が

迷

い

や

苦

し

み

を

超

え

て

た

す

か

っ

て

い

く

道

」

と

い

う

こ

と

で

し

ょ

う

。

訪

ね

て

来

た

人

々

の

な

か

に

「

往

生

浄

土

の

道

に

た

つ

」

以

外

に

何

か

た

す

か

る

教

え

が

ほ

か

に

あ

る

の

で

は

な

い

か

と

、

こ

こ

ろ

に

揺

れ

を

感

じ

て

い

る

人

が

い

た

の

で

す

。

そ

れ

を

見

通

し

て

の

聖

人

の

お

こ

と

ば

の

よ

う

に

思

わ

れ

ま

す

。 

 

歎

異

抄

第

二

条

の

背

景

 

善

鸞

事

件 

 

親

鸞

聖

人

が

関

東

を

去

っ

て

十

数

年

も

す

る

と

教

団

の

中

に

い

ろ

ん

な

異

義

を

い

い

出

す

者

が

出

て

き

た

の

で

す

。

そ

の

代

表

的

な

も

の

は

「

造

悪

無

碍

（

ぞ

う

あ

く

む

げ

）

」

と

い

っ

て

、

如

来

さ

ま

は

悪

人

を

救

っ

て

下

さ

る

の

だ

か

ら

悪

を

犯

し

て

も

か

ま

わ

な

い

の

だ

と

い

う

異

義

、

そ

し

て

そ

の

反

対

の

「

専

修

賢

善

（

せ

ん

じ

ゅ

け

ん

ぜ

ん

）

」

の

異

義

、

こ

れ

は

悪

人

が

救

わ

れ

る

と

い

っ

て

も

や

は

り

悪

を

慎

し

み

、

善

を

行

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

、

そ

の

よ

う

な

こ

こ

ろ

の

な

い

者

は

救

わ

れ

な

い

の

だ

と

い

う

道

徳

化

し

て

い

く

異

義

、

一

念

の

信

心

で

救

わ

れ

る

の

で

あ

る

か

ら

、

そ

の

後

の

念

仏

は

称

え

な

く

て

も

よ

い

と

い

う

異

義

、

そ

の

反

対

の

信

心

の

あ

と

も

臨

終

ま

で

一

声

で

も

多

く

念

仏

を

唱

え

な

く

て

は

い

け

な

い

と

い

う

異

義

、

こ

の

よ

う

な

異

義

に

よ

っ

て

教

団

の

中

が

お

弟

子

や

お

同

行

の

対

立

に

よ

っ

て

和

が

乱

れ

、

ま

た

社

会

に

対

し

て

も

害

を

及

ぼ

す

こ

と

と

な

っ

た

の

で

す

。

お

弟

子

か

ら

の

お

手

紙

に

よ

っ

て

関

東

教

団

の

内

状

を

知 
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ら

さ

れ

た

聖

人

は

心

を

傷

め

ら

れ

、

お

手

紙

や

お

聖

教

（

し

ょ

う

ぎ

ょ

う

）

を

写

し

て

関

東

に

送

ら

れ

異

議

を

糺

そ

う

と

さ

れ

ま

す

が

収

め

る

こ

と

は

で

き

な

か

っ

た

の

で

す

。 

そ

れ

で

聖

人

は

ご

自

身

の

名

代

と

し

て

ご

長

男

の

善

鸞

を

関

東

に

遣

わ

さ

れ

た

の

で

す

。

し

か

し

残

念

な

が

ら

善

鸞

に

は

そ

の

力

量

が

無

か

っ

た

と

い

う

か

異

義

を

収

め

る

こ

と

が

で

き

な

か

っ

た

の

で

す

。

や

が

て

善

鸞

は

異

義

に

加

担

し

、

性

信

や

真

仏

と

い

う

上

足

の

お

弟

子

が

間

違

っ

た

教

え

を

説

い

て

い

る

と

、

京

都

の

父

親

で

あ

る

聖

人

に

手

紙

を

出

し

、

ま

た

性

信

や

真

仏

を

鎌

倉

幕

府

に

訴

え

る

手

段

に

ま

で

出

た

の

で

す

。

そ

し

て

更

に

父

親

の

威

を

か

り

て

「

父

、

親

鸞

が

今

ま

で

説

い

て

き

た

こ

と

は

本

当

の

こ

と

で

は

な

い

。

父

が

夜

中

に

私

に

そ

っ

と

教

え

て

く

れ

た

こ

と

が

本

当

の

教

え

で

あ

る

。

だ

か

ら

性

信

や

真

仏

の

言

う

こ

と

を

聞

か

な

い

で

私

の

い

う

こ

と

を

聞

き

な

さ

い

」

と

い

い

、

十

八

願

の

念

仏

往

生

を

し

ぼ

め

る

花

に

た

と

え

た

と

い

わ

れ

て

い

ま

す

。 

こ

の

よ

う

な

善

鸞

の

行

動

に

よ

っ

て

教

団

は

一

層

混

乱

し

て

い

き

ま

す

。

し

か

し

や

が

て

お

弟

子

か

ら

の

お

手

紙

に

よ

っ

て

事

の

真

相

を

知

ら

れ

た

聖

人

は

、

善

鸞

を

「

悲

し

き

こ

と

な

り

」

と

義

絶

さ

れ

た

の

で

す

。 

 

日

蓮

上

人

の

四

箇

格

言

（

し

か

か

く

げ

ん

） 

 

日

蓮

上

人

は

、

親

鸞

聖

人

が

亡

く

な

ら

れ

る

お

よ

そ

十

年

前

に

、

奈

良

で

の

勉

学

を

終

え

ら

れ

て

関

東

へ

帰

り

、

故

郷

の

安

房

国

（

あ

わ

の

く

に

）

、

千

葉

の

清

澄

山

（

き

よ

す

み

や

ま

）

で

東

の

方

に

の

ぼ

る

朝

日

を

拝

し

な

が

ら

、

南

無

妙

法

蓮

華

経

の

第

一

声

を

唱

え

た

こ

と

を

も

っ

て

立

教

開

宗

と

し

た

と

言

わ

れ

て

い

ま

す

。

そ

し

て

北

条

時

頼

に

対

し

て

『

立

正

安

国

論

（

り

っ

し

ょ

う

あ

ん

こ

く

ろ

ん

）

』

を

提

出

し

た

の

で

す

。

そ

れ

以

来

日

蓮

宗

の

布

教

活

動

は

盛

ん

に

行

わ

れ

て

い

た

の

で

す

。

日

蓮

上

人

は

四

箇

格

言

を

と

な

え

て

今

ま

で

の

仏

教

を

批

判

さ

れ

ま

し

た

。

四

箇

格

言

と

は

、

念

仏

無

間

（

ね

ん

ぶ

つ

む

け

ん

）

、

禅

天

魔

（

ぜ

ん

て

ん

ま

）

、

真

言

亡

国

（

し

ん

ご

ん

ぼ

う

こ

く

）

、

律

国

賊

（

り

つ

こ

く

ぞ

く

）

と

い

う

四

つ

の

格

言

で

、

念

仏

は

無

間

地

獄

、

禅

は

天

魔

の

所

為

、

真

言

は

国

を

ほ

ろ

ぼ

す

、

律

僧

は

国

賊

だ

と

い

う

意

味

で

す

。

千

葉

県

は

親

鸞

聖

人

が

活

躍

さ

れ

た

茨

城

県

の

す

ぐ

隣

で

す

か

ら

、

念

仏

を

称

え

る

者

は

無

間

地

獄

に

落

ち

る

ぞ

と

い

う

日

蓮

上

人

の

警

告

は

、

少

な

か

ら

ず

関

東

の

門

弟

た

ち

に

動

揺

を

も

た

ら

し

た

も

の

と

思

わ

れ

ま

す

。 

 

念

仏

よ

り

ほ

か

に

往

生

の

み

ち

を

も

存

知

し 

 

聖

人

は

更

に

続

け

て

「

念

仏

よ

り

ほ

か

に

往

生

の

み

ち

を

も

存

知

し

、

ま

た

法

文

等

を

も

し

り

た

る

ら

ん

と

、

こ

こ

ろ

に

く

く

お

ぼ

し

め

し

て

お

わ

し

ま

し

て

は

ん

べ

ら

ん

は

、

お

お

き

な

る

あ

や

ま

り

な

り

」

と

い

わ

れ

ま

す

。

私

は

往

生

浄

土

の

道

は

念

仏

以

外

に

な

い

と

い

う

こ

と

を

説

い

て

き

た

は

ず

で

す

。

秘

密

に

し

て

き

た

こ

と

な

ど

一

切

あ

り

ま

せ

ん

、

皆

さ

ん

に

す

べ

て

公

開

し

て

き

ま

し

た

と

い

っ

て

お

ら

れ

る

の

で

す

。

こ

の

お

言

葉

に

は

お

弟

子

の

な

か

に

「

お

念

仏

以

外

に

往

生

の

道

を

知

っ

て

お

ら

れ

る

の

で

な

い

で

す

か

。

何

か

秘

密

に

し

て

い

る

こ

と

が

あ

る

の

で

は

な

い

で

す

か

。

教

え

て

下

さ

い

」

と

い

う

問

い

が

あ

っ

て

の

お

言

葉

と

思

わ

れ

ま

す

。

更

に

続

け

て

「

内

緒

ご

と

に

し

て

い

る

こ

と

が

あ

る

の

で

は

な

い

か

」

と

か

「

お

念

仏

以

外

に

往

生

の

道

が

あ

る

の

で

は

な

い

か

」

と

い

わ

れ

る

な

ら

ば

、

奈

良

や

比

叡

山

に

た

く

さ

ん

の

立

派

な

学

者

が

お

ら

れ

る

か

ら

、

ど

う

ぞ

お

会

い

に

な

っ

て

「

往

生

の

要

は

何

で

す

か

」

と

お

聞

き

に

な

っ

て

下

さ

い

と

い

っ

て

つ

き

離

し

て

お

ら

れ

る

の

で

す

。 

 

親

鸞

に

お

き

て

は

た

だ

念

仏

し

て 

 

そ

し

て

親

鸞

聖

人

は

「

親

鸞

に

お

き

て

は

、

た

だ

念

仏

し

て

、

弥

陀

に

た

す

け

ら

れ

ま

い

ら

す

べ

し

と

、

よ

き

ひ

と

の

お

お

せ

を

か

ぶ

り

て

、

信

ず

る

ほ

か

に

別

の

子

細

な

き

な

り

」

と

自

分

の

す

べ

て

を

訪

ね

て

き

た

門

弟

た

ち

の

前

に

さ

ら

け

出

し

て

お

ら

れ

ま

す

。 

「

親

鸞

に

お

い

て

は

」

と

い

う

の

は

、

本

に

書

い

て

あ

る

か

ら

だ

と

か

、

皆

が

い

っ

て

い

る

か

ら

だ

と

か

い

う

、

他

人

ご

と

の

話

で

は

な

い

の

で

す

。

こ

の

私

が

救

わ

れ

て

い

く

道

は

、

よ

き

師

法

然

上

人

か

ら

賜

わ

っ

た

「

た

だ

念

仏

し

て

弥

陀

に

た

す

け

ら

れ

ま

い

ら

す

べ

し

」

と

い

う

仰

せ

の

と

お

り

お

念

仏

申

し

て

本

願

に

た

す

け

ら

れ

て

い

く

以

外

に

何

も

あ

り

ま

せ

ん

。
「

お

念

仏

す

れ

ば

助

か

る

と

い

う

こ

と

に

な

っ

て

い

る

の

で

す

」

と

い

う

話

で

は

な

く

、

親

鸞

に

お

い

て

は

、

現

在

た

だ

今

、

こ

の

お

念

仏

に

よ

っ

て

助

け

ら

れ

て

い

る

の

で

す

、

と

、

お

弟

子

た

ち

を

前

に

「

た

だ

念

仏

」

に

賜

わ

っ

た

深

い

自

覚

の

世

界

を

語

ら

れ

て

い

く

の

で

す

。

 

（

住

職

） 
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親

鸞

聖

人

七

五

〇

回

御

遠

忌

勤

修

と

 

内

陣

修

復

工

事

に

伴

う

寄

付

金

の

お

願

い

 

総

代

 

吉

川

 

芳

弘

 

 

新

緑

の

候

 

皆

様

に

は

ま

す

ま

す

ご

清

栄

の

こ

と

と

お

喜

び

申

し

上

げ

ま

す

。

寒

か

っ

た

冬

も

終

わ

り

、

西

雲

寺

の

し

だ

れ

桜

も

き

れ

い

に

咲

き

ま

し

た

。

日

頃

は

何

か

と

西

雲

寺

の

た

め

に

お

世

話

に

な

り

有

難

う

ご

ざ

い

ま

す

。

東

日

本

大

震

災

か

ら

一

年

が

過

ぎ

ま

し

た

が

、

余

り

復

興

は

進

ん

で

い

な

い

し

、

原

発

の

恐

ろ

し

さ

を

改

め

て

痛

感

致

し

て

お

り

ま

す

。

 

さ

て

、

春

の

お

彼

岸

に

世

話

方

集

会

が

あ

り

ま

し

た

。

去

年

は

本

山

で

親

鸞

聖

人

七

五

〇

回

御

遠

忌

が

盛

大

に

勤

ま

り

ま

し

た

。

西

雲

寺

か

ら

も

多

数

の

皆

様

が

お

参

り

頂

き

、

有

難

う

ご

ざ

い

ま

し

た

。

 

西

雲

寺

で

も

４

年

後

に

御

遠

忌

法

要

を

し

た

い

と

住

職

さ

ん

が

発

言

し

ま

し

た

ら

、

も

っ

と

早

く

法

要

を

し

て

欲

し

い

と

言

う

意

見

が

あ

り

、

ま

た

毎

年

１

万

円

の

特

別

積

立

金

を

今

後

６

年

間

も

納

め

る

の

は

国

民

年

金

だ

け

で

生

活

し

て

い

る

方

々

に

は

大

変

で

あ

る

、

そ

れ

で

寄

付

を

募

っ

て

期

間

を

短

縮

で

き

な

い

か

と

提

案

が

あ

り

ま

し

た

。

 

今

、

国

会

で

は

消

費

増

税

の

話

が

出

て

い

ま

す

。

26

年

４

月

に

８

％

、

27

年

10

月

に

10

％

に

上

が

る

予

定

で

す

。

こ

れ

ら

を

い

ろ

い

ろ

世

話

方

さ

ん

と

検

討

し

た

結

果

、

増

税

前

に

借

金

を

し

て

で

も

や

ろ

う

と

決

め

、

25

年

１

月

～

６

月

に

内

陣

修

復

工

事

を

し

、

26

年

４

月

27

日

に

御

遠

忌

勤

修

と

決

定

し

ま

し

た

。

 

内

陣

修

復

工

事

は

、

３

社

に

見

積

し

た

と

こ

ろ

、

安

い

業

者

で

２

千

万

円

で

す

。

別

に

御

遠

忌

費

用

と

し

て

３

０

０

万

円

が

必

要

で

す

。

積

立

金

は

23

年

度

で

一

千

万

円

で

す

。

職

人

さ

ん

の

話

で

は

、

内

陣

の

造

り

、

宮

殿

、

欄

間

な

ど

、

他

の

お

寺

さ

ん

で

は

見

ら

れ

な

い

立

派

な

も

の

で

あ

る

と

い

う

こ

と

で

す

。

先

祖

が

残

し

た

立

派

な

内

陣

を

私

た

ち

は

誇

り

に

思

い

、

子

々

孫

々

に

伝

え

た

い

と

思

い

ま

す

。

 

来

年

３

月

の

世

話

方

集

会

に

、

改

め

て

お

同

行

の

皆

様

方

に

ご

寄

付

を

お

願

い

し

、

お

受

け

致

し

た

い

と

思

い

ま

す

。

何

卒

ご

賛

同

い

た

だ

き

、

ご

協

力

下

さ

い

ま

す

よ

う

よ

ろ

し

く

お

願

い

致

し

ま

す

。

 

今後の予定 

平成 25 年 1～6 月 内陣修復工事 

（この期間はお御堂が使えません。ご本尊はお座

敷に移しまして、そこでおつとめを行います。） 

平成 26 年 4 月 27 日 西雲寺の御遠忌厳修  

ご本尊・阿弥陀如来を安

置する宮殿(くうでん） 
宮殿(くうでん)の屋根部分 



平成 24 年 5 月 10 発行 
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会

計

を

担

当

し

て

気

づ

い

た

こ

と

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

会

計

 

高

橋

 

諭

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

一

年

前

か

ら

会

計

と

し

て

皆

様

方

の

お

世

話

に

な

っ

て

お

り

ま

す

。

昭

和

29

年

生

ま

れ

の

57

歳

で

、

成

人

し

た

子

ど

も

が

２

人

い

ま

す

。

 

会

計

を

担

当

し

て

ま

ず

感

じ

た

の

が

、

門

徒

負

担

金

を

納

め

て

い

た

だ

い

て

い

る

お

同

行

が

毎

年

減

少

し

て

い

る

と

い

う

不

安

で

す

（

３

年

間

で

10

戸

減

で

す

）

。

次

世

代

と

の

引

き

継

ぎ

が

う

ま

く

い

っ

て

な

い

か

ら

で

し

ょ

う

か

。

 

お

同

行

が

減

れ

ば

当

然

、

維

持

や

修

理

の

金

銭

的

負

担

が

増

し

て

き

ま

す

。

い

ろ

い

ろ

な

法

要

に

も

、

ま

た

雪

囲

い

、

桜

の

手

入

れ

と

い

っ

た

作

業

に

も

支

障

が

出

て

き

ま

す

。

コ

ー

ラ

ス

も

、

台

所

の

手

伝

い

も

…

。

 

少

子

高

齢

化

の

こ

の

時

代

、

考

え

な

い

と

い

け

な

い

問

題

が

た

く

さ

ん

あ

り

ま

す

が

、

悲

観

ば

か

り

で

も

あ

り

ま

せ

ん

。

今

の

ま

ま

何

も

し

な

け

れ

ば

手

遅

れ

に

な

る

か

も

し

れ

ま

せ

ん

が

、

先

輩

方

の

ご

指

導

の

も

と

、

い

ろ

い

ろ

な

道

が

開

け

て

く

る

と

思

う

か

ら

で

す

。

 

 

こ

の

た

び

、

平

成

26

年

４

月

に

「

宗

祖

親

鸞

聖

人

七

五

〇

回

御

遠

忌

」

を

勤

修

さ

せ

て

頂

く

こ

と

に

決

ま

り

ま

し

た

。

内

陣

修

復

工

事

な

ど

の

経

費

が

今

後

の

課

題

で

す

。

 

 

私

は

、

こ

れ

を

機

会

に

、

子

ど

も

達

と

一

緒

に

宗

教

の

こ

と

を

考

え

よ

う

と

思

っ

て

い

ま

す

。

そ

し

て

、

そ

れ

が

私

達

家

族

の

発

展

に

つ

な

が

る

と

信

じ

て

い

ま

す

。

 

同

時

に

、

お

同

行

の

皆

様

方

と

西

雲

寺

の

ま

す

ま

す

の

発

展

を

目

指

し

た

い

と

思

い

ま

す

。

つ

た

な

い

私

で

は

あ

り

ま

す

が

、

今

後

と

も

ご

指

導

ご

鞭

撻

の

ほ

ど

、

よ

ろ

し

く

お

願

い

申

し

上

げ

ま

す

。

 

欄間（らんま） 

 

①は向かって一番左、 

②③④は正面、 

⑤は向かって一番右の欄

間です。 

 

①と⑤は、中国の故事に

ちなむものです。 

正面の②③④は、お浄土

を表現しています。 

 

傷んでいる丸柱 

①①①①    

②②②②    

③③③③    

④④④④    

⑤⑤⑤⑤    
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しだれ桜 

八重桜 

尺八奏者も司会者もお同行です♪ 

武周には雅楽の伝統があります 

さくら吹雪 

夜桜 

今は 
しゃくなげの 

季節です 
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よ

く

聞

く

こ

と

で

あ

り

ま

す

が

「

仏

法

に

は

い

ろ

ん

な

教

え

が

あ

る

が

、

め

ざ

す

と

こ

ろ

は

一

つ

で

あ

る

か

ら

ど

の

教

え

で

も

い

い

の

で

は

な

い

で

す

か

」

と

。

 

確

か

に

そ

う

で

す

。

仏

法

の

目

指

す

と

こ

ろ

は

、

人

生

の

苦

悩

や

迷

い

を

超

え

て

悟

り

を

開

く

こ

と

、

仏

に

な

る

こ

と

で

す

か

ら

、

目

指

す

と

こ

ろ

は

一

つ

で

す

。

し

か

し

そ

の

頂

上

を

目

指

す

と

な

る

と

た

く

さ

ん

の

道

が

あ

る

の

で

す

。

例

え

ば

富

士

山

へ

登

る

に

し

て

も

い

ろ

ん

な

道

は

あ

り

ま

す

が

、

身

体

の

頑

丈

な

人

は

歩

い

て

頂

上

へ

登

れ

て

も

、

身

体

の

弱

い

人

や

老

人

は

登

る

こ

と

は

た

と

え

登

れ

て

も

途

中

ま

で

で

し

ょ

う

。

こ

の

人

が

言

わ

れ

る

の

は

、

た

だ

富

士

山

を

眺

め

て

い

る

だ

け

で

登

る

気

の

な

い

人

生

の

傍

観

者

で

す

。

人

生

に

お

い

て

、

ま

し

て

こ

の

私

が

救

わ

れ

る

道

に

お

い

て

は

必

ず

決

断

が

迫

ら

れ

る

の

で

す

。

（

住

職

）

 

親

鸞

に

お

き

て

は

、

た

だ

念

仏

し

て

弥

陀

に

た

す

け

ら

れ

ま

い

ら

す

べ

し

と

、

よ

き

人

の

お

お

せ

を

か

ぶ

り

て

、

信

ず

る

ほ

か

に

別

の

子

細

な

き

な

り

。

『

歎

異

抄

』 

山門掲示板山門掲示板山門掲示板山門掲示板    

す
っ
か
り
無
明
の
闇
が
破
ら
れ
た
と
し
て
も
（
自
分
の
思

い
こ
み
を
破
ら
れ
て
、
見
え
る
世
界
が
変
わ
っ
た
と
し
て
も
）
、 

貪
む
さ
ぼ

り
と
愛あ

い

着
ち
ゃ
く

と
瞋い

か

り
と
憎に

く

し
み
の
雲
霧
が
、
常
に
真

実
信
心
（
思
い
こ
み
を
破
ら
れ
た
喜
び
）

を
覆
う
の
で
す
。 

☆
毎
日
、
愛
に
苦
し
ん
だ
り
腹
が
立
っ
て
苦
し
ん
だ

り
し
続
け
る
か
ら
こ
そ
、
先
人
は
『
正
信
偈
』
に

導
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ん
だ
と
、
お
つ
と
め

を
毎
日
、
し
て
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

★
さ
と
り
を
開
い
た
後
っ
て
ス
ッ
キ
リ
す
る
も
の
じ

ゃ
な
い
の
？
明
る
く
ぱ
ー
っ
と
晴
れ
渡
る
の
か
と

思
っ
た
け
ど
… 

已
能
雖
破
無
明
闇 

貪
愛
瞋
憎
之
雲
霧 

常
覆
真
実
信
心
天 

已す
で

に
能よ

く
無
明

む
み
ょ
う

の
闇や

み

を
破は

す
と
い
え
ど
も 

貪
愛
瞋
憎

と
ん
あ
い
し
ん
ぞ
う

の
雲く

も

霧き
り

、
常つ

ね

に
真
実

し
ん
じ
つ

信
心

し
ん
じ
ん

の
天て

ん

に
覆お

お

え
り 
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真宗仏光寺派 専念山 西西西西

さい

    雲雲雲雲

うん

    寺寺寺寺

じ

    

住職 護城一寿 

筆頭総代 吉川芳弘 

編集責任者 護城一哉 

〒910-3523 福井市武周町５－２ 

電話 0776-97-2138 

メール kmgojo@mx3.fctv.ne.jp 

ホームページ http://arukou.net/    

次世代次世代次世代次世代のののの方方方方、、、、分家分家分家分家されたされたされたされた方方方方にににに！！！！    
お寺から郵送いたします。どうぞ

ご遠慮なくお申し出下さい。 

 

みなさんのみなさんのみなさんのみなさんの声声声声    大募集大募集大募集大募集！！！！    
原稿や作品はもちろん、ご意見、

ご感想など、どしどしお寄せ下さい。

郵送でもメールでも構いません。お

待ちしております。  

行

事

予

定

（

平

成

24

年

度

)
 

 

６

月

中

旬

 

本

山

差

し

向

け

布

教

 

日

 

西

雲

寺

 

日

 

安

田

地

区

（

お

宿

・

末

定

育

雄

さ

ん

宅

）

 

日

 

本

堂

地

区

（

お

宿

・

八

木

哲

雄

さ

ん

宅

）

 

布

教

使

 

大

阪

 

長

田

 

譲

 

師

 

 

６

月

23

日

(

土

)
    

門

徒

研

修

会

 

西

雲

寺

が

会

場

で

す

(

表

紙

を

ご

覧

下

さ

い

） 
 

７７７７

月月月月

日日日日

 
 

 
 

 
 

 
 

永

代

経

永

代

経

永

代

経

永

代

経    

布

教

使

 

奥

田

 

順

誓

 

師

 

日

は

バ

ス

が

３

台

出

ま

す

。

 

お

と

き

が

ふ

る

ま

わ

れ

ま

す

。

 

10101010

月月月月

    

19191919

日日日日

    

報

恩

講

報

恩

講

報

恩

講

報

恩

講    

布

教

使

 

南

 

真

琴

 

師

 

日

は

バ

ス

が

３

台

出

ま

す

。

 

お

と

き

が

ふ

る

ま

わ

れ

ま

す

。

 

 

月

 

29

 

30

日

 

御

正

忌

報

恩

講

 

29

日

は

お

と

き

が

ふ

る

ま

わ

れ

ま

す

。

 

布

教

使

 

野

世

 

信

水

 

師

 

 

月

日 

除

夜

の

鐘

（

ど

な

た

で

も

ど

う

ぞ

） 

 

１

月

１

～

３

日

 

お

年

頭

 

ご

本

尊

ご

遷

座

法

要

（

内

陣

修

復

工

事

開

始

） 

 

３

月

 

春

分

の

日

 

世

話

方

集

会

 

 

ど

う

ぞ

お

参

り

下

さ

い 
 

『『『『
漫
画
漫
画
漫
画
漫
画    歎

異
抄

歎
異
抄

歎
異
抄

歎
異
抄
』』』』    

岡
橋
徹
栄
作 

弘
中
建
次
画 

 

本
願
寺
出
版
局 

２
０
０
４
年 

９
９
９
円(

税
込) 

 

『
歎
異
抄
』
っ
て
「
た
ん
に
し
ょ
う
」
っ
て
読

む
の
か
～ 

そ
ん
な
初
心
の
方
、
若
い
人
向
け
に

マ
ン
ガ
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。 

 

『
歎
異
抄
』
が
誰
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
の
か
知

ら
な
く
て
も
か
ま
わ
な
い
の
で
す
。
い
つ
の
時
代

の
本
で
あ
ろ
う
と
い
い
の
で
す
。
こ
の
本
に
は
「
仏

さ
ま
に
実
際
に
救
わ
れ
た
人
」
の
こ
と
が
書
か
れ

て
い
る
の
で
す
か
ら
。
何
百
年
た
と
う
と
も
、
ぴ

り
っ
と
も
揺
る
が
な
い
言
葉
が
書
か
れ
て
い
る
の

で
す
か
ら
。 

 

娘
に
手
渡
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
ボ
ケ
と
ツ
ッ
コ

ミ
が
ち
ょ
っ
と
古
い
け
ど
、
分
か
り
や
す
い
わ
～

と
申
し
て
お
り
ま
し
た
。 

 

よ
か
っ
た
ら
、
ぜ
ひ
若
い
人
に
す
す
め
て
み
て

下
さ
い
。
福
井
の
本
屋
さ
ん
で
手
に
入
れ
よ
う
と

す
る
と
、
注
文
に
な
り
ま
す
。
買
う
の
は
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
が
使
え
る
若
い
人
に
ま
か
せ
て
し
ま
う

の
も
い
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
ね
。 


