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永代経のご案内 
7月10日(水)～11日(木) 

 

10日  ・・・・・・・ お逮夜(2:00～) お初夜(7:00～) 

11日 お日中(10:00～) お逮夜(2:00～) お初夜(7:00～) 

法話 鯖江 佐々木和雄師 
 

  ──11日はバスが出ますのでご利用下さい──       

放送会館前発(8:50)～東別院前～工大温泉前～西安居経由  

坪谷発(9:00) 

常森発(9:00)～国見～鮎川～小丹生経由  

 

 

 

 

万障お繰り合わせの上 

お誘い合わせて 

お参り下さい 
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親 

鸞 

聖 

人 

の 

ご 

生 

涯 
  

晩
年
の
親
鸞 

 親
鸞
聖
人
の
田
植
え
歌 

あ
る
と
き
親
鸞
聖
人
は
、
那
珂
川(

な
か
が
わ)

流
域

の
大
部
郷(

お
お
ぶ
ご
う) 

(
茨
城
県
水
戸
市
）
に
三
ヶ

月
ば
か
り
滞
在
し
た
こ
と
が
あ
る
。
大
部(

お
お
ぶ)

の
平
太
郎
と
い
う
篤
信
家
に
招
か
れ
て
一
帯
の
念

仏
布
教
に
励
ん
で
い
た
。 

ち
ょ
う
ど
季
節
は
春
た
け
な
わ
、
那
珂
川
沿
い

に
広
が
る
田
に
水
が
ひ
か
れ
、
田
植
え
が
行
な
わ

れ
よ
う
と
し
て
い
た
。
田
植
え
と
い
っ
て
も
、
今

日
の
よ
う
に
灌
漑(

か
ん
が
い)

さ
れ
、
機
械
化
さ
れ
た

も
の
で
は
な
い
。
泥
田
に
膝
ま
で
つ
か
り
な
が
ら

行
な
う
重
労
働
で
あ
っ
た
。 

聖
人
は
村
人
た
ち
の
田
植
え
風
景
を
見
て
い
た

が
あ
る
日
、
平
太
郎
に
こ
う
呟
い
た
。 

「
田
植
え
を
す
る
人
々
の
間
に
、
一
遍
の
念
仏
の

声
が
な
い
の
は
残
念
な
こ
と
だ
。
難
儀
な
仕
事
に

明
け
暮
れ
る
毎
日
で
は
あ
ろ
う
が
、
よ
ろ
こ
び
が

な
い
こ
と
は
悲
し
い
こ
と
だ
。
ま
た
未
来
の
大
事

に
気
が
つ
い
て
お
ら
れ
ぬ
よ
う
だ
」 

聖
人
は
平
太
郎
を
振
り
向
い
て
、
墨
染
の
衣
を

脱
ぎ
な
が
ら
、「
弥
陀
の
大
悲
に
報
謝
す
る
た
め
に
、

わ
し
も
田
植
え
に
加
え
て
も
ら
お
う
」
と
い
い
な

が
ら
、
膝
ま
で
つ
か
る
田
に
入
っ
て
、
村
人
た
ち

に
大
声
で
叫
ん
だ
。 

「
わ
し
の
唄
う
歌
に
つ
い
て
き
な
さ
れ
、
さ
す
れ

ば
田
植
え
が
楽
し
く
、
は
か
も
い
く
で
あ
ろ
う
。
」

苗
を
手
に
し
た
聖
人
は
、
声
高
ら
か
に
唄
い
な
が

ら
田
植
え
を
は
じ
め
た
。 

五
劫
思
惟(

ご
こ
う
し
ゆ
い)

の
苗
代
に 

兆
載
永
劫(

ち
ょ
う
さ
い
よ
う
こ
う)

の
し
ろ
を
し
て 

一
念
帰
命
の
た
ね
を
お
ろ
し 

自
力
雑
行(

ぞ
う
ぎ
ょ
う)

の
草
を
と
り 

念
々
相
続
の
水
を
流
し 

往
生
の
秋
に
な
り
ぬ
れ
ば 

こ
の
み
と
る
こ
そ
う
れ
し
け
れ 

南
無
阿
弥
陀
仏 

南
無
阿
弥
陀
仏 

朗
々
と
し
た
力
強
い
声
が
、
水
田
に
響
き
渡
る
。

初
め
は
戸
惑
い
を
み
せ
て
い
た
村
人
た
ち
も
、
い

つ
し
か
聖
人
の
声
に
魅
せ
ら
れ
て
、
声
高
ら
か
に

和
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。 

親
鸞
聖
人
の
唄
う
田
植
え
歌
に
は
、
命
を
つ
な

ぐ
食
料
を
得
る
ば
か
り
で
な
く
、
阿
弥
陀
仏
の
永

遠
な
る
救
い
に
ふ
れ
ら
れ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い

る
。
人
々
は
、
仏
に
よ
っ
て
永
遠
に
生
か
さ
れ
る

命
の
尊
さ
に
気
が
つ
い
た
の
で
あ
っ
た
。 

 平
太
郎
の
熊
野
詣
で 

親
鸞
聖
人
よ
り
「
田
植
え
歌
」
を
授
か
っ
た
平

太
郎
は
「
田
植
え
歌
」
を
唄
い
な
が
ら
土
地
の
人
々

と
農
業
に
い
そ
し
み
、
お
念
仏
に
生
き
る
よ
ろ
こ

び
を
伝
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。 

後
年
、
平
太
郎
は
所
務(
し
ょ
む)

に
か
ら
れ
て
熊

野
権
現(

和
歌
山
県)

へ
参
詣
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

領
主
の
命
令
と
は
い
え
、
お
念
仏
を
よ
ろ
こ
ん
で

い
る
も
の
が
、
果
た
し
て
神
社
へ
参
詣
し
て
も
よ

い
も
の
か
ど
う
か
、
ど
の
よ
う
な
心
構
え
で
参
詣

す
れ
ば
よ
い
の
か
不
安
に
思
っ
た
平
太
郎
は
、
参

詣
の
途
中
、
京
都
に
立
ち
寄
り
、
親
鸞
聖
人
に
お

た
ず
ね
し
た
の
で
あ
る
。
聖
人
は
ね
ん
ご
ろ
に
お

さ
と
し
に
な
ら
れ
た
。 

「
浄
土
の
三
部
経
、
七
高
僧
、
ど
の
教
え
を
い

た
だ
い
て
も
、
私
た
ち
凡
夫
の
救
わ
れ
る
道
は
、

お
念
仏
申
し
、
ご
本
願
に
生
か
さ
れ
、
救
わ
れ
て

い
く
以
外
に
な
い
の
で
す
。
権
現
と
は
、
仏
・
菩

薩
が
仮
に
神
と
姿
を
現
し
て
私
た
ち
を
仏
法
に
導

き
入
れ
て
下
さ
る
の
で
す
。
決
し
て
神
を
軽
ん
じ

て
は
い
け
ま
せ
ん
。
し
か
し
特
別
に
精
進
潔
齋(

け

っ
さ
い)

を
し
た
り
、
身
を
と
り
つ
く
ろ
う
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。
普
段
の
ま
ま
に
参
詣
し
て
き
な
さ
い
」

と
。 そ

こ
で
平
太
郎
は
熊
野
に
参
詣
し
ま
し
た
が
、

道
中
と
り
た
て
て
身
を
清
め
た
り
、
縁
起
を
か
つ

ぐ
よ
う
な
こ
と
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
だ
普
段

と
同
じ
よ
う
に
振
る
舞
い
旅
を
続
け
た
の
で
す
。 

さ
て
、
阿
弥
陀
仏
の
親
心
の
ま
ま
に
、
お
念
仏

を
喜
び
、
無
事
熊
野
に
到
着
し
た
夜
の
こ
と
、
平

太
郎
は
夢
を
見
た
の
で
す
。
神
殿
の
と
び
ら
が
開

か
れ
て
、
正
装
し
た
人
が
現
わ
れ
て
い
う
こ
と
に

は
、「
お
前
は
ど
う
し
て
神
を
恐
れ
ず
に
、
そ
の
よ

う
に
汚
れ
た
姿
の
ま
ま
こ
こ
に
参
っ
た
の
か
」
と
。 

そ
の
と
き
そ
の
威
厳
の
あ
る
人
の
前
に
、
突
然

ど
こ
か
ら
と
も
な
く
親
鸞
聖
人
が
現
わ
れ
て
、
お

す
わ
り
に
な
り
、「
こ
の
人
は
私
と
一
緒
に
南
無
阿

弥
陀
仏
の
み
教
え
に
導
か
れ
て
生
き
る
者
で
す
」

と
お
お
せ
ら
れ
た
の
で
す
。
す
る
と
、
そ
の
お
方

は
、
手
に
も
っ
た
笏(

し
ゃ
く)

を
正
し
て
う
や
う
や

し
く
頭
を
下
げ
て
、
た
だ
う
な
ず
く
ば
か
り
で
し

た
。
そ
こ
で
平
太
郎
は
夢
か
ら
覚
め
た
の
で
す
。 

そ
れ
は
本
当
に
不
思
議
な
夢
で
し
た
。
熊
野
か

ら
の
帰
り
道
、
平
太
郎
は
親
鸞
聖
人
の
も
と
に
立 
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ち
寄
り
、
く
わ
し
く
そ
の
こ
と
を
お
話
し
す
る
と
、

聖
人
は
「
な
る
ほ
ど
そ
れ
で
よ
か
っ
た
の
で
す
」

と
い
わ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
も
ま
た
不
思
議
な
こ
と

で
あ
り
ま
し
た
。 

 教
信
沙
弥(

き
ょ
う
し
ん
し
ゃ
み)

へ
の
思
慕 

親
鸞
聖
人
に
は
、
弥
陀
の
本
願
に
導
い
て
い
た

だ
い
た
龍
樹
、
天
親
、
曇
鸞
、
道
綽
、
善
導
、
源

信
、
法
然
の
七
高
僧
の
方
々
や
、
法
然
上
人
の
お

弟
子
で
あ
る
聖
覚(

せ
い
か
く)

法
師
、
隆
寛(

り
ゅ
う
か

ん)

律
師
の
他
に
、
敬
慕
し
て
や
ま
な
い
二
人
の
人

が
い
た
。
そ
れ
は
聖
徳
太
子
と
教
信
沙
弥(

き
ょ
う
し

ん
し
ゃ
み)

で
あ
る
。
こ
の
二
人
は
教
え
の
上
の
恩
師

と
い
う
よ
り
も
、
仏
教
者
と
し
て
、
念
仏
者
と
し

て
そ
の
生
き
様
に
大
い
に
ひ
か
れ
て
い
か
れ
た
の

で
あ
る
。 

聖
徳
太
子
は
『
十
七
条
憲
法
』
に
、
「
篤(

あ
つ)

く
三
宝
を
敬
え
、
三
宝
と
は
仏
、
法
、
僧
な
り
」

と
記
し
、
仏
法
の
「
和
」
の
精
神
で
政
治
を
お
こ

な
い
、
日
本
の
礎
を
つ
く
っ
て
下
さ
っ
た
方
で
あ

る
。
親
鸞
聖
人
は
聖
徳
太
子
を
「
和
国
の
教
主
」

と
あ
が
め
、
太
子
を
讃
え
る
歌
を
百
二
十
首
以
上

も
詠
ん
で
お
ら
れ
る
。
そ
の
和
讃
の
中
に 

 

救
世
観
音
大
菩
薩 

 

聖
徳
皇
と
示
現
し
て 

 

 

多
多(

た
た
・
父)

の
ご
と
く
す
て
ず
し
て 

 

阿
摩(

あ
ま
・
母)

の
ご
と
く
に
そ
い
た
も
う 

と
あ
り
、
幼
く
し
て
両
親
と
別
れ
ら
れ
た
親
鸞
聖

人
は
、
聖
徳
太
子
の
大
悲
の
お
こ
こ
ろ
の
な
か
に

父
母
の
す
が
た
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
か
れ
た
の
で

あ
り
ま
し
ょ
う
。 

も
う
一
人
の
教
信
沙
弥
は
、
親
鸞
聖
人
よ
り
二

百
年
も
前
の
人
で
あ
る
。
奈
良
の
興
福
寺
で
修
行

し
た
学
匠
だ
っ
た
が
、
あ
る
と
き
突
然
、
興
福
寺

を
脱
し
て
播
磨
（
兵
庫
県
）
の
加
古
川
近
く
に
草

庵
を
結
び
、
そ
こ
で
妻
を
め
と
っ
て
子
供
を
な
し
、

沙
弥(

聖
・
ひ
じ
り)

の
生
活
に
入
っ
た
と
い
う
。
「
沙

弥
」
と
い
う
の
は
僧
侶
の
姿
は
保
っ
て
い
る
け
れ

ど
も
、
戒
律
な
ど
は
棄
て
て
妻
子
を
も
ち
、
職
業

さ
え
も
っ
て
い
る
仏
教
者
の
こ
と
で
す
。
教
信
は

破
れ
衣
を
ま
と
い
、
妻
と
共
に
村
人
に
雇
わ
れ
て

は
田
畠
を
耕
し
、
あ
る
い
は
川
を
渡
る
人
の
荷
物

を
運
ん
で
手
間
代
を
も
ら
っ
て
生
計
を
営
ん
で
い

た
の
で
あ
る
。 

し
か
し
、
朝
起
き
て
眠
り
に
つ
く
ま
で
、
た
と

え
仕
事
の
間
で
あ
ろ
う
と
、
終
始
念
仏
を
称
え
る

こ
と
を
怠
る
こ
と
は
な
く
、
人
々
は
彼
を
「
阿
弥

陀
丸
」
と
呼
ん
で
い
た
。
教
信
が
死
ん
だ
と
き
、

妻
は
お
ろ
お
ろ
泣
く
ば
か
り
で
、
葬
式
を
出
す
金

も
な
く
、
遺
体
は
打
ち
棄
て
ら
れ
て
、
野
犬
や
烏

の
食
う
に
ま
か
せ
る
有
様
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。 

聖
人
は
、
こ
の
教
信
の
生
き
方
を
追
慕
し
つ
づ

け
た
の
で
あ
る
。
僧
を
棄
て
、
妻
子
を
も
ち
、
賤

し
め
ら
れ
た
仕
事
を
な
し
、
念
仏
と
共
に
生
き
る

教
信
の
生
き
様
を
聖
人
は
常
々
自
分
も
こ
う
あ
り

た
い
と
願
っ
て
お
ら
れ
た
の
で
あ
る
。 

親
鸞
聖
人
は
、
三
十
五
歳
の
と
き
、
承
元(

じ
ょ
う

げ
ん)

の
法
難
に
よ
っ
て
、
法
然
上
人
よ
り
賜
わ
っ

た
善
信
と
い
う
名
を
剥
奪
さ
れ
て
、
越
後
に
流
罪

に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
し
か
れ
ば
す
で
に
僧

に
あ
ら
ず
俗
に
あ
ら
ず
、
こ
の
ゆ
え
に
禿
の
字
を

も
っ
て
姓
と
す
」
と
、
激
し
い
調
子
で
『
教
行
信

証
』
に
書
い
て
お
ら
れ
る
。
そ
し
て
流
罪
以
後
聖

人
は
「
禿
」
の
字
の
上
に
「
愚
」
を
つ
け
て
、
ご

自
身
を
「
愚
禿
釈
親
鸞
」
と
名
告(

な
の)

ら
れ
た
の

で
あ
る
。「
禿
」
と
い
う
の
は
僧
で
は
な
く
な
っ
た

た
め
頭
を
剃
る
こ
と
が
で
き
ず
、
頭
髪
が
の
び
た

愚
か
な
俗
人
と
い
う
意
味
を
表
わ
し
て
い
る
。
そ

し
て
「
愚
」
と
は
人
間
と
し
て
の
深
い
自
覚
の
世

界
を
表
わ
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
越
後
に
流
罪
に

な
っ
て
、
い
な
か
の
人
々
と
生
活
を
共
に
し
、
自

ら
も
妻
を
め
と
り
子
供
を
も
う
け
、
家
庭
を
も
つ

こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
知
ら
さ
れ
る
人
間
と
し

て
の
愚
か
さ
で
す
。
そ
れ
は
今
ま
で
身
に
つ
け
た
、

学
問
や
知
識
な
ど
一
切
間
に
合
わ
な
い
、
煩
悩
に

狂
わ
さ
れ
、
業
縁
に
よ
っ
て
罪
を
犯
さ
ず
し
て
は

生
き
ら
れ
な
い
人
間
の
罪
深
さ
で
あ
る
。
し
か
し

そ
の
よ
う
な
何
一
つ
飾
る
こ
と
の
な
い
い
な
か
の

人
々
の
生
き
ざ
ま
に
こ
そ
、
如
来
の
大
悲
が
か
け

ら
れ
、
ご
本
願
に
す
く
わ
れ
て
い
く
こ
と
を
共
に

喜
び
な
が
ら
お
念
仏
申
し
て
い
か
れ
た
の
で
す
。 

聖
人
は
「
愚
禿
」
と
し
て
生
き
る
悲
し
み
、
慚

愧
を
、『
教
行
信
証
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
書
い
て

お
ら
れ
る
。 

「
悲
し
き
か
な
、
愚
禿
鸞
、
愛
欲
の
広
海
に
沈
没

し 

名
利(

み
ょ
う
り)

の
大
山(

た
い
せ
ん)

に
迷
惑
し
て
、

定
聚(

じ
ょ
う
じ
ゅ)

の
数
に
入
る
こ
と
を
喜
ば
ず
、
真

証
の
証
に
近
づ
く
こ
と
を
快
し
ま
ざ
る
こ
と
を
、

恥
ず
べ
し
、
傷
む
べ
し
」 

親
鸞
聖
人
の
ご
一
生
を
い
た
だ
く
な
か
で
、
死
後

そ
の
遺
体
を
河
原
に
放
置
す
る
ほ
か
に
し
よ
う
の

な
か
っ
た
ほ
ど
貧
し
い
生
活
の
中
で
妻
子
を
か
か

え
て
念
仏
を
貫
き
と
お
し
た
教
信
沙
弥
を
、
自
分

の
生
き
る
手
本
と
し
て
聖
人
は
憶
念
し
続
け
て
い

た
こ
と
を
、
私
た
ち
は
尊
く
い
た
だ
か
せ
て
い
た

だ
く
も
の
で
す
。 

 
 

 
 

 
 

 

（
住
職
） 
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寄 

稿 

宿
堂
町 

 

山
本 

英
則 

 

 
 

 

先
日
、
母
の
四
十
九
日
法
要
の
際
、
若
住
職
よ
り
、
西
雲
寺

便
り
に
何
か
寄
稿
を
と
の
お
話
し
が
あ
り
ま
し
た
。 

思
え
ば
、
五
年
前
に
父
を
、
ま
た
、
今
年
三
月
に
は
母
を
相

次
い
で
見
送
っ
た
事
も
あ
り
、
両
親
へ
の
想
い
な
ど
、
少
し
書

い
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。 

父
は
、
三
十
代
で
父
親
を
亡
く
し
、
苦
労
の
絶
え
な
い
人
生

だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
そ
ん
な
中
で
不
平
不
満
を
口
に
す
る

こ
と
も
な
く
、
決
し
て
弱
音
を
吐
く
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
六
十
を
過
ぎ
て
、
大
き
な
怪
我
や
病
気
も
何
度
か
し
ま
し

た
が
、
若
い
頃
に
戦
争
の
悲
惨
さ
や
苦
し
み
を
実
際
に
体
験
し

て
き
た
せ
い
か
、
痛
い
と
か
、
辛
い
と
か
は
一
度
も
言
っ
た
こ

と
の
な
い
、
我
慢
強
い
父
で
し
た
。 

そ
ん
な
父
が
生
前
、
仏
壇
の
前
に
座
っ
て
い
る
の
を
あ
ま
り

見
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
よ
く
母
に
、
お
参
り
す
る
よ
う
口

や
か
ま
し
く
言
わ
れ
る
と
、 

「
形
だ
け
の
信
心
よ
り
、
気
持
ち
の
方
が
大
事
だ
。
」 

と
、
頑
と
し
て
聞
か
な
か
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。 

そ
ん
な
父
も
お
寺
の
こ
と
は
、
何
よ
り
一
番
に
心
が
け
て
い

た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
掃
除
な
ど
一
切
し
た
こ
と
が
な
い
父

が
、
住
職
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
日
に
は
、
家
の
玄
関
の
タ
イ
ル
を

せ
っ
せ
と
モ
ッ
プ
で
磨
い
て
い
た
姿
が
、
今
も
目
に
浮
か
び
ま

す
。 母

も
米
寿
を
過
ぎ
て
間
も
な
く
、
ほ
と
ん
ど
寝
た
き
り
状
態

と
な
り
、
自
宅
で
出
来
る
だ
け
の
介
護
を
し
て
来
ま
し
た
が
、

亡
く
な
る
ち
ょ
う
ど
一
年
前
か
ら
施
設
に
お
世
話
を
お
願
い

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
職
員
の
方
々
の
手
厚
い
介
護
に

よ
っ
て
、
本
当
に
安
ら
か
な
最
期
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。 

七
人
の
子
供
を
産
み
、
六
人
を
無
事
育
て
上
げ
て
、
田
ん

ぼ
に
畑
仕
事
、
そ
し
て
、
孫
の
世
話
に
と
汗
を
流
し
続
け
、

九
十
六
歳
ま
で
頑
張
っ
た
母
に
、
今
改
め
て
、
ご
苦
労
様
で

し
た
と
手
を
合
わ
せ
た
い
と
思
い
ま
す
。 

終
わ
り
に
、
数
年
前
、
報
恩
講
の
掃
除
の
手
伝
い
に
あ
が

っ
た
と
き
に
思
っ
た
こ
と
で
す
。 

本
堂
の
大
き
な
梁
の
ほ
こ
り
を
落
と
す
際
、
こ
の
立
派
な

け
や
き
の
梁
や
太
い
柱
が
、
今
の
時
代
に
調
達
で
き
る
の
か
、

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
細
工
が
で
き
る
職
人
さ
ん
が
い
る
の
か

と
考
え
た
と
き
、
先
人
の
方
達
の
偉
大
さ
と
ご
苦
労
を
思
い

ま
し
た
。
ま
た
、
今
、
西
雲
寺
の
親
鸞
聖
人
七
百
五
十
回
大

遠
忌
に
向
け
て
、
お
内
陣
が
き
れ
い
に
修
復
さ
れ
ま
し
た
が
、

こ
の
本
堂
を
新
し
く
建
立
す
る
と
し
た
ら
、
い
っ
た
い
ど
れ

だ
け
の
費
用
が
入
り
用
な
の
か
、
想
像
も
つ
き
ま
せ
ん
。 

こ
の
先
、
こ
の
か
け
が
え
の
な
い
財
産
を
、
子
の
代
、
孫

の
代
ま
で
し
っ
か
り
と
受
け
継
い
で
、
末
永
く
守
っ
て
い
っ

て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。 

私
も
今
年
七
十
の
古
希
を
迎
え
、
朝
夕
、
仏
壇
に
お
参
り

し
て
い
ま
す
。
ま
だ
ま
だ
心
か
ら
感
謝
の
念
仏
が
出
来
て
い

ま
せ
ん
が
、
父
の
言
っ
た
こ
と
、
立
て
前
だ
け
の
ナ
ン
マ
ン

ダ
ブ
ツ
と
な
ら
な
い
よ
う
、
日
々
精
進
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

合
掌 
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御内陣修復の経過です 
（5 月中旬～6 月中旬）  

２月３日に動座式を勤めさせていただいて５ヶ月近く経過し、お内陣の修復も

職人の優れた技術のもと、完成も間近になってまいりました。金箔は新しく張り

替えられ、宮殿、お厨子、欄間の搬入、安置が進められています。７月始めに世

話方参詣のもと動座式を勤め、７月１０日、１１日の永代経は修復されたお内陣

にて勤めさせていただきます。  

お内陣は、お浄土の荘厳を表わしたものです。荘厳とは形なき如来さまの真実

功徳を、私たち凡夫にわかるように形をとったものです。「信は荘厳より」とい

われますように、光輝くお内陣の前に身をすえると、自ずと手が合わさりお念仏

が出ることと思います。永代経にはどうぞ、おさそい合せご参詣下さい。（住職） 

お世話になった  

金箔職人さんです  

新しい巻下 (マ キサ

ゲ )が貼られました  

金箔職人さん

の手によって

このように！  

外部に出していた荘厳が戻ってきました  



西雲寺だより 夏号（第 32 号） 

- 6 - 

   
 欄間が入れられる前の状態です  

７枚の欄間が  

見違えるよう

に美しい色に

なって帰って

きました！  

上に上がってしまうと、間近で見ら

れないのが残念なくらいです  

現
在
、
ご
本
尊
を
収
め
る

宮
殿
が
復
元
さ
れ
つ
つ
あ

る
と
こ
ろ
で
す
。 

宗
祖
親
鸞
聖
人
を
収
め
る
お
厨
子
が 

お
洗
濯
さ
れ
て
戻
っ
て
き
ま
し
た
。 

阿
弥
陀
様
を
収
め
る
お
厨

子
（
宮
殿
）
は
、
現
在
組

立
中
で
す
。 

宮
殿
の
大
屋
根
で
す 
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現
代
ほ
ど
罪
の
意
識
と
い
う
も
の
が
感
じ
ら
れ
な
い
時

代
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
常
生
活
の
な
か
で
も
、
お
恥
ず
か

し
い
、
罪
が
深
い
、
業
が
深
い
、
と
い
う
こ
と
ば
が
聞
か

れ
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
お
説
教
で
、
罪
悪
深
重(

ざ

い
あ
く
じ
ん
じ
ゅ
う)

の
凡
夫
と
聞
か
さ
れ
て
も
、
ど
う
も
ピ
ン

と
き
ま
せ
ん
。
私
た
ち
の
感
性
が
鈍
く
な
っ
て
し
ま
っ
た

の
で
す
。
私
た
ち
は
た
く
さ
ん
の
情
報
が
氾
濫
す
る
社
会

の
な
か
に
あ
っ
て
、
い
ろ
ん
な
知
識
や
教
養
を
身
に
つ
け

偉
く
な
り
過
ぎ
た
の
で
す
。 

正
信
偈
の
な
か
に
「
邪
見
憍
慢(

き
ょ
う
ま
ん)

の
悪
衆
生
」

と
あ
り
ま
す
が
、
い
つ
も
自
分
は
間
違
い
な
い
と
、
自
己

主
張
と
自
己
弁
護
を
く
り
返
し
て
、
自
分
だ
け
の
も
の
差

し
で
人
を
批
判
し
て
傷
つ
け
合
っ
て
い
る
の
が
私
た
ち
で

す
。
罪
悪
深
重
と
は
、
お
互
い
我
を
張
り
、
尊
い
い
の
ち

を
、
自
分
と
い
う
小
さ
な
世
界
に
閉
じ
込
め
、
お
互
い
傷

つ
け
合
い
な
が
ら
、
仏
さ
ま
の
広
や
か
な
世
界
に
出
よ
う

と
し
な
い
私
た
ち
の
こ
と
で
す
。 

 
 

 
 

(

住
職
） 

山門掲示板  

西雲寺のおちごさん  

日にち  H26 年 4 月 27 日 (日 ) 

場所   武周町  西雲寺  

費用   おひとり 7,000 円  

申込締切  H25 年 10 月 20 日  

 

在所の方は世話方さんまで。

市街地の方や遠方の方は直接

当院まで、お申し込み下さい。 

西雲寺のご門徒でなくても、

ご親戚やお知り合いの方もご

一緒にどうぞ。  

お待ちしております  

 

 

口座振込のご案内  
（振込手数料がかかります）  

福井市農業協同組合 社
やしろ

支店  

店舗番号  6785-018 

口座番号  0000337(普通 ) 

振込先  真宗佛光寺派
しんしゅうぶっこうじは

 

    西雲寺
さいうんじ

 代 表
だいひょう

 高橋
たかはし

諭
さとし

 

 

ゆうちょ銀行口座をお持ちで  

ATM で振り込まれる場合  

手数料が無料になります  
 

ゆうちょ銀行  
記号  13320 

番号  5351911 

会計の高橋
たかはし

諭
さとし

氏の名義です  

 

仏教伝来 1500 年  

西雲寺 350 年  

先人から私達へ  

私達から子や孫へ  

 

皆様のお志により 

過去・現在・未来へと 

伝統されます 

西雲寺 宗祖親鸞聖人 750 回大遠忌 

 

大切なもの  

遺していきたいもの  

 

それは何でしょうか  

 

自分の正体を見る眼  

周囲のお陰を感じる眼  

わたしはどちらも  

持ち合わせてないのでは…  

 

だとしたら  

その眼を教えてくれる  

場所や人こそ  

大切なのかも知れません  

 

750 回忌を始まりとして  
大切なものを  

確かめ合いましょう！  
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真宗仏光寺派 専念山 西
さい

 雲
うん

 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/ 

次世代の方、分家された方に！ 
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。 

 

みなさんの声 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。  

西
別
所
町 

釈
真
光
妙
映 

 
 
 

※
高
田
派
の
法
名
で
す 

安
田 

末
定
高
領
氏
宅 

本
堂 

横
山
栄
二
郎
氏
宅 

武
周 

西
雲
寺
お
座
敷 

ご本山差し向け布教 
６月１４日～１７日  

 

お同行宅のお座敷で布教がつ

とまるのは、全国的にも珍し

いとのことです。  

伝統を受け継いで開座できた

のも、皆さまのおかげです。  
北海道士別市  

 富永俊麿師  
 

真宗仏光寺派  福井教区門徒研修会  
 

６月 22 日(土)10 時～15 時半  

福井・南江守 仏照寺様にて  

講師 宮戸道雄（みやとみちお）師  

西雲寺からは 24 名もの方がお参り

下さいました。  

「法然によってひっくり返されたの

が親鸞、じゃ、あなたにとっての法

然は誰ですか？」  

宮戸先生のお声が耳に残ります。  


