
                        

                        

                        

 

  

永代経のご案内 
7月 10日(火)～11日(水) 

 

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 佐々木大円師 
 

  ──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  

 

どなた様もお誘い合わせてお参り下さい 

い 願 の 

●◆しゃばのしがらみを、仏の願いの中でいただこう◆●  

仏 
平成 30 年 西雲寺だより 夏号（55 号） 

 

私
た
ち
の
先
祖
は
、
猿

か
ら
進
化
し
た
と
い
わ

れ
る
が
、
そ
の
き
っ
か
け

と
な
っ
た
の
が
、
道
具
と

火
で
あ
る
。
道
具
と
火
を

用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

猿
と
の
違
い
が
は
っ
き

り
分
か
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
以
後
人
間
は
少
し

で
も
楽
で
便
利
な
生
活

を
手
に
入
れ
よ
う
と
、
頭

を
つ
か
い
蒸
気
や
電
気

を
手
に
入
れ
た
。 

そ
し
て
二
十
世
紀
に

な
っ
て
遂
に
手
に
入
れ

た
の
が
原
子
力
で
あ
る
。

そ
し
て
太
平
洋
戦
争
末

期
に
原
子
力
爆
弾
と
し

て
使
用
さ
れ
一
瞬
に
し

て
広
島
、
長
崎
の
市
民
二

十
万
人
を
殺
戮
し
た
の

で
あ
る
。
地
球
上
に
は
二

万
発
以
上
の
核
弾
頭
が

存
在
す
る
と
い
わ
れ
る
。

今
北
朝
鮮
の
非
核
化
に

つ
い
て
北
朝
鮮
と
ア
メ

リ
カ
と
の
対
話
に
世
界

の
目
が
注
が
れ
て
い
る
。 



西雲寺だより 夏号（第 55 号） 

- 2 - 

親
鸞
聖
人
の
生
涯
と
そ
の
教
えⅣ

 

 
承
元(
じ
ょ
う
げ
ん)

の
法
難 

 専
修
念
仏
者
へ
の
批
判 

法
然
上
人
や
親
鸞
聖
人
が
若
い
頃
修
行
さ
れ
た

比
叡
山
や
奈
良
の
仏
教
は
自
力
聖
道
門
と
い
わ
れ
、

自
力
の
厳
し
い
修
行
に
よ
っ
て
仏
に
な
っ
て
い
く

教
え
で
す
。
ま
た
国
家
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
た
仏

教
で
、
国
の
安
泰
や
貴
族
の
病
気
平
癒
を
祈
る
と

こ
ろ
で
、
庶
民
が
救
い
を
求
め
る
と
こ
ろ
で
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
よ
う
な
な
か
法
然
上
人

は
四
十
三
歳
の
と
き
比
叡
の
山
を
下
り
ら
れ
、
洛

中
の
知
恩
院
近
く
の
吉
水
で
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願

に
誓
わ
れ
た
お
念
仏
一
つ
を
称
え
る
だ
け
で
、
誰

で
も
往
生
で
き
る
と
説
か
れ
た
の
で
す
。 

法
然
上
人
の
説
か
れ
た
専
修
念
仏
の
教
え
は
、

非
常
に
わ
か
り
や
す
く
、
誰
に
で
も
で
き
る
教
え

で
し
た
の
で
、
老
若
男
女
、
貴
賤
を
問
わ
ず
、
ま

た
武
士
の
間
に
も
広
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。
一
の

谷
の
合
戦
で
幼
い
平
敦
盛
の
首
を
斬
っ
た
熊
谷
入

道
直
実
も
法
然
上
人
の
門
弟
で
し
た
。 

し
か
し
菩
提
心
を
起
し
、
厳
し
い
自
力
の
修
行

を
す
る
聖
道
門
仏
教
に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
悪

人
で
も
お
念
仏
を
称
え
る
だ
け
で
往
生
で
き
る
と

い
う
専
修
念
仏
の
教
え
は
許
し
難
い
も
の
だ
っ
た

よ
う
で
す
。
吉
水
教
団
が
繁
盛
す
る
に
つ
れ
、
比

叡
山
延
暦
寺
か
ら
念
仏
停
止
の
声
が
上
が
っ
て
き

ま
し
た
。
ま
た
法
然
上
人
の
も
と
に
集
ま
っ
た
念

仏
者
の
な
か
に
も
、
ど
の
よ
う
な
悪
を
造
っ
て
も
、

阿
弥
陀
様
は
救
っ
て
下
さ
る
の
だ
か
ら
、
悪
い
こ

と
を
し
て
も
か
ま
わ
な
い
の
だ
と
い
う
は
ね
上
が

り
者
も
出
て
き
た
よ
う
で
す
。 

 七
ヶ
条
起
請
文 

元
久
元
年
（
一
二
〇
四
）
親
鸞
聖
人
が
吉
水
の

法
然
上
人
の
門
下
に
な
っ
て
三
年
目
、
三
十
二
歳

の
と
き
比
叡
山
の
衆
徒
は
、
法
然
上
人
の
説
く
専

修
念
仏
の
停
止
を
求
め
る
要
求
を
朝
廷
に
強
訴
し

た
の
で
す
。
そ
こ
で
法
然
上
人
は
衆
徒
の
批
判
を

解
く
た
め
、
他
宗
の
人
と
の
論
争
を
禁
止
す
る
な

ど
、
門
弟
た
ち
に
自
粛
自
戒
を
求
め
る
「
七
箇
条

制
誡
（
せ
い
か
い
）
」
を
起
草
し
、
法
然
上
人
は
じ
め
、

一
九
〇
人
の
門
弟
た
ち
が
こ
れ
に
署
名
し
、
比
叡

案
座
主
に
差
し
出
し
た
の
で
す
。
親
鸞
聖
人
は
八

十
六
人
目
に
「
僧
綽
空
（
し
ゃ
っ
く
う
）
」
と
名
を
し

る
し
て
お
ら
れ
ま
す
。 

 興
福
寺
奏
状
（
こ
う
ぶ
く
じ
そ
う
じ
ょ
う
） 

ま
た
翌
年
の
元
久
二
年
（
一
二
〇
五
）
に
は
、

奈
良
の
興
福
寺
が
「
興
福
寺
奏
状
」
を
作
成
し
、

法
然
教
団
の
過
失
を
列
挙
し
て
、
念
仏
禁
制
を
朝

廷
に
訴
え
ま
し
た
。
そ
れ
に
は
、「
勅
許
を
得
な
い

で
、
新
宗
を
立
て
た
」「
阿
弥
陀
仏
以
外
の
仏
を
拝

ま
ず
、
釈
尊
を
軽
ん
じ
て
い
る
」
な
ど
九
つ
の
失

を
あ
げ
て
い
ま
す
。 

 松
虫
、
鈴
虫
事
件 

事
態
が
深
刻
化
し
て
い
く
な
か
吉
水
教
団
に
と

っ
て
不
幸
な
事
件
が
起
こ
り
ま
し
た
。
法
然
門
下

の
美
僧
、
住
蓮
、
安
楽
は
中
国
の
善
導
大
師
が
お

作
り
に
な
っ
た
『
往
生
礼
讃
偈
（
ら
い
さ
ん
げ
）
』
に

哀
し
く
も
美
し
い
音
曲
を
付
け
て
、
美
声
で
唱
え

て
人
々
の
心
を
と
ら
え
て
い
ま
し
た
。
年
が
改
ま

り
、
建
永
元
年
（
一
二
〇
六
）
十
二
月
た
ま
た
ま

時
の
上
皇
・
後
鳥
羽
院
が
紀
州
熊
野
に
参
詣
の
間
、

住
蓮
、
安
楽
が
洛
北
・
鹿
ヶ
谷
の
草
庵
で
『
往
生

礼
讃
』
の
法
会
を
催
し
た
と
こ
ろ
、
松
虫
、
鈴
虫

の
女
官
二
人
が
、
ひ
そ
か
に
参
加
し
出
家
し
て
し

ま
っ
た
の
で
す
。
帰
洛
さ
れ
た
後
鳥
羽
院
は
激
怒

さ
れ
、
こ
れ
が
承
元
の
法
難
の
引
き
金
と
な
っ
た

の
で
す
。 

 承
元
の
法
難 

松
虫
、
鈴
虫
事
件
の
あ
っ
た
翌
年
建
永
二
年
（
一

二
〇
七
）
二
月
つ
い
に
朝
廷
よ
り
専
修
念
仏
禁
止

の
命
令
が
下
り
、
法
然
上
人
の
吉
水
の
教
団
は
解

散
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。 

そ
の
結
果
は
、
非
常
に
厳
し
い
も
の
で
し
た
。

死
罪
が
四
人
、
流
罪
が
七
人
で
、
死
罪
の
中
に
は

安
楽
と
住
蓮
が
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
法

然
上
人
は
土
佐
国
へ
、
親
鸞
聖
人
は
越
後
国
へ
と

流
罪
が
申
し
渡
さ
れ
ま
し
た
。
法
然
上
人
と
親
鸞

聖
人
は
、
刑
を
言
い
渡
さ
れ
る
前
に
還
俗
さ
せ
ら

れ
ま
し
た
。
法
然
上
人
は
藤
井
元
彦
、
親
鸞
聖
人

は
藤
井
善
信
、
法
然
上
人
七
十
五
歳
、
親
鸞
聖
人

三
十
五
歳
の
と
き
で
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
配
流
地

に
赴
い
た
二
人
は
、
以
後
二
度
と
ま
み
え
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

親
鸞
聖
人
は
後
に
『
教
行
信
証
』
の
（
後
序
）

に
承
元
の
法
難
に
つ
い
て
厳
し
い
見
方
を
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
主
旨
は
次
の
通
り
で
す
。 

「
ひ
そ
か
に
考
え
る
と
、
天
台
宗
、
真
言
宗
な

ど
聖
道
門
の
教
え
で
は
、
も
は
や
悟
り
を
開
く
こ

と
が
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
、
念
仏
を
称
え
阿
弥

陀
仏
に
救
い
を
求
め
る
浄
土
の
真
宗
が
盛
ん
に
な

っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
聖
道
門
の
僧
た

ち
は
現
実
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
何
が
真

実
の
教
え
で
あ
る
か
わ
か
っ
て
い
な
い
。
ま
た
京

都
の
知
識
階
級
や
指
導
者
た
ち
も
、
何
が
正
し
く

何
が
邪
で
あ
る
か
と
の
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
…
略
…
承
元
元
年
二
月
に
上
皇
、
天
皇
を
は

じ
め
臣
下
の
も
の
は
、
道
理
に
そ
む
き
正
義
に
た
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が
い
、
個
人
的
な
い
か
り
で
も
っ
て
人
を
処
罰
し

た
。
そ
の
た
め
真
宗
興
隆
の
太
祖
、
法
然
上
人
と

門
弟
数
名
は
罪
が
な
い
の
に
死
罪
に
処
せ
ら
れ
、

ま
た
僧
籍
を
奪
わ
れ
、
俗
人
に
し
て
流
罪
に
さ
れ

た
。
こ
の
私
も
ま
た
そ
の
ひ
と
り
で
あ
る
」
と 

 非
僧
非
俗
の
名
告
り 

親
鸞
聖
人
は
流
罪
に
処
せ
ら
れ
る
に
当
り
、「
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
」『
教
行
信
証
』（
後

序
）
と
宣
言
さ
れ
ま
し
た
。
僧
に
あ
ら
ず
と
は
流

罪
に
処
せ
ら
れ
る
と
き
に
は
、
僧
の
身
分
の
ま
ま

で
は
処
罰
で
き
ず
、
還
俗
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
親
鸞
聖
人
は
俗
名
、
藤
井
善
信
と
し
て
流
罪

に
な
っ
た
の
で
す
。
だ
か
ら
自
分
は
も
う
僧
で
は

な
い
「
非
僧
」
と
い
わ
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
と
こ

の
表
現
に
は
よ
き
師
法
然
上
人
や
自
分
を
処
罰
し

た
国
家
に
対
し
て
の
厳
し
い
批
判
が
込
め
ら
れ
て

い
る
の
で
す
。 

「
非
俗
」
と
い
う
の
は
、
国
家
に
お
い
て
僧
籍

を
剥
奪
さ
れ
て
僧
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
単
な
る

俗
人
に
戻
っ
た
わ
け
で
も
な
い
と
い
わ
れ
る
の
で

す
。
親
鸞
聖
人
は
一
生
何
か
の
職
業
に
つ
い
て
生

活
さ
れ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
同
行
同
朋
の
志

に
た
よ
っ
て
一
生
を
過
ご
さ
れ
た
の
で
す
。
そ
し

て
ま
た
一
般
庶
民
と
同
じ
肉
食
妻
帯
の
生
活
を
し

な
が
ら
も
、
身
に
は
墨
染
の
衣
を
ま
と
っ
て
僧
と

し
て
の
姿
を
し
て
お
ら
れ
た
の
で
す
。
こ
の
よ
う

な
意
味
で
「
非
僧
非
俗
」
と
い
わ
れ
た
も
の
と
思

わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
ゆ
え
に
「
禿
の
字
を
も

っ
て
姓
と
す
」
と
い
わ
れ
ま
し
た
。
禿
と
い
う
の

は
辞
書
に
は
幼
童
な
ど
の
髪
を
短
く
切
り
そ
り
え

て
た
れ
た
も
の
と
あ
り
、
未
熟
者
と
い
う
こ
と
で

す
。
親
鸞
聖
人
は
吉
水
時
代
、
僧
と
し
て
頭
を
剃

っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
が
、
僧
の
身
分
を
取
り
上
げ

ら
れ
て
、
俗
人
と
な
っ
た
の
で
も
う
剃
る
必
要
が

な
く
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
も
の
と
も
思

わ
れ
ま
す
。 

 愚
禿
釈
親
鸞
の
名
告
り 

親
鸞
聖
人
は
吉
水
時
代
初
め
は
綽
空
と
い
い
、

後
に
善
信
と
い
わ
れ
ま
し
た
が
流
罪
に
な
っ
て
僧

の
名
を
取
り
上
げ
ら
れ
ま
し
た
の
で
、
み
ず
か
ら

愚
禿
釈
親
鸞
と
名
告
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
は
流

罪
を
ご
縁
と
し
て
仏
者
と
し
て
新
し
い
人
生
を
歩

む
の
だ
と
い
う
強
い
決
意
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

愚
禿
と
は
法
然
上
人
も
、
愚
痴
の
法
然
房
、
十
悪

の
法
然
房
と
い
わ
れ
ま
し
た
よ
う
に
、
愚
か
者
と

い
う
意
味
で
す
。
し
か
し
親
鸞
聖
人
の
愚
禿
と
い

う
こ
と
は
、
法
然
上
人
と
の
出
遇
い
を
通
し
て
如

来
の
本
願
か
ら
賜
っ
た
深
い
自
覚
の
世
界
を
あ
ら

わ
し
て
い
ま
す
。
親
鸞
聖
人
は
こ
の
愚
禿
と
い
う

自
覚
を
一
生
深
め
ら
れ
て
い
か
れ
ま
し
た
が
流
罪

の
地
、
越
後
で
京
都
で
は
想
像
も
で
き
な
か
っ
た

い
な
か
の
人
々
と
共
に
生
活
し
た
こ
と
や
、
ま
た

恵
信
尼
と
出
遇
い
結
婚
し
、
子
供
を
も
う
け
、
家

庭
を
も
た
れ
た
こ
と
が
、
愚
禿
と
い
う
思
い
を
深

め
ら
れ
て
い
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
親
鸞

聖
人
の
お
こ
と
ば
に
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り

ま
す
。 

凡
夫
と
い
う
は
、
無
明
煩
悩
わ
れ
ら
が
み
に
み

ち
み
ち
て
、
欲
も
お
お
く
、
い
か
り
、
は
ら
だ

ち
、
そ
ね
み
、
ね
た
む
こ
こ
ろ
お
お
く
、
ひ
ま

な
く
し
て
臨
終
の
一
念
に
い
た
る
ま
で
と
ど
ま

ら
ず
、
き
え
ず
、
た
え
ず
と
（
一
念
多
念
文
意
） 

 

親
鸞
の
上
に
「
釈
」
の
字
を
入
れ
ら
れ
た
の
は
、

お
釈
迦
さ
ま
の
お
弟
子
に
な
っ
た
と
い
う
名
告
り

で
す
。
私
た
ち
は
お
か
み
そ
り
を
受
け
れ
ば
必
ず

「
法
名
釈
〇
〇
」
と
い
う
法
名
を
い
た
だ
き
ま
す
。

こ
れ
は
今
日
か
ら
仏
法
を
依
り
処
と
し
て
生
活
し

て
い
き
ま
す
と
い
う
決
意
を
表
し
た
も
の
で
す
。

親
鸞
聖
人
が
「
釈
親
鸞
」
と
名
告
ら
れ
た
の
に
は
、

如
来
さ
ま
か
ら
仏
弟
子
と
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
強

い
思
い
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
如
来
の

本
願
を
生
き
る
も
の
と
し
て
、
い
よ
い
よ
本
願
の

世
界
を
あ
き
ら
か
に
し
、
い
な
か
の
人
々
に
伝
え

て
い
く
こ
と
が
仏
弟
子
と
し
て
の
使
命
で
あ
り
、

よ
き
師
法
然
上
人
の
ご
恩
に
報
い
る
こ
と
だ
と
思

わ
れ
た
の
で
す
。 

親
鸞
と
い
う
名
告
り
に
も
、
深
い
意
味
が
込
め

れ
て
い
ま
す
。
吉
水
時
代
の
お
名
前
、
綽
空
、
善

信
は
、
七
高
僧
の
お
名
前
の
一
字
を
い
た
だ
い
て

つ
け
ら
れ
た
も
の
で
す
が
、
親
鸞
と
い
う
お
名
前

も
、
七
高
僧
の
天
親
菩
薩
、
曇
鸞
大
師
の
一
字
づ

つ
を
も
ら
っ
て
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
す
。
天
親
菩

薩
、
曇
鸞
大
師
は
そ
れ
ぞ
れ
『
浄
土
論
』『
浄
土
論

註
』
を
著
さ
れ
、『
大
無
量
寿
経
』
の
教
え
を
あ
き

ら
か
に
さ
れ
た
お
方
で
す
。『
大
無
量
寿
経
』
に
は 

 

如
来
、
無
蓋
の
大
悲
を
も
っ
て
三
界
を
矜
哀

し
た
も
う
、
世
に
出
興
す
る
ゆ
え
は
、
仏
教

を
光
闡
し
て
、
群
萌
を
す
く
い
恵
む
に
真
実

の
利
を
も
っ
て
せ
ん
と
な
り 

 

と
い
う
表
現
が
あ
り
ま
す
。
群
萌
と
は
萌
え
い
づ

る
雑
草
の
よ
う
な
い
の
ち
で
す
。
如
来
の
大
悲
は
、

群
萌
を
す
く
う
こ
と
を
本
願
と
さ
れ
た
の
で
す
。

越
後
の
大
地
に
、
い
の
ち
い
っ
ぱ
い
に
、
は
い
つ

く
ば
っ
て
生
き
る
民
衆
に
、
如
来
の
大
悲
は
そ
そ

が
れ
、
名
号
の
真
実
功
徳
を
与
え
て
救
お
う
と
い

う
の
が
如
来
の
本
願
で
す
。
親
鸞
聖
人
は
深
い
感

動
を
お
ぼ
え
ら
れ
た
の
で
す
。
親
鸞
と
い
う
の
は

『
大
無
量
寿
経
』
に
よ
っ
て
生
き
る
の
だ
と
い
う

名
告
り
で
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
住
職
） 
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西雲寺・世話方集会が開かれました 3/21 

玄関トイレを 

男女別に 

改修工事中です 

改
修
前
の
ト
イ
レ
で
す 

昨年秋の台風と、

今年の大雪で、  

本堂横のケヤキの

大枝が折れました  
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山門掲示板  
私
た
ち
は
人
生
に
お
い
て
、
幸
せ
に
な
る
た
め
、
い
ろ
ん
な

も
の
を
求
め
て
生
き
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
お
金
や
地
位
や
財

産
で
あ
り
、
家
族
で
あ
っ
た
り
し
ま
す
。
そ
れ
ら
は
生
き
て
い

く
た
め
に
大
切
な
も
の
で
す
が
、
必
ず
し
も
手
に
入
る
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
年
を
と
る
に
従
っ
て
一
つ
一
つ
失
わ
れ
て

い
く
も
の
で
す
。
人
生
に
お
い
て
一
番
大
切
な
も
の
、
年
を
と

っ
て
も
失
わ
れ
な
い
も
の
と
は
一
体
何
な
の
で
し
ょ
う
か
。 

人
生
は
人
と
人
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
と
い
わ

れ
ま
す
。
ど
の
よ
う
な
人
と
出
会
っ
て
き
た
の
か
が
、
人
生
に

お
い
て
大
切
な
意
味
を
も
つ
の
で
す
。
私
た
ち
は
長
い
人
生
に

お
い
て
よ
き
師
、
よ
き
友
と
い
え
る
よ
う
な
人
と
出
会
っ
て
き

た
の
で
し
ょ
う
か
。
よ
き
師
よ
き
友
は
求
め
て
得
ら
れ
る
も
の

で
な
く
、
仏
法
に
お
い
て
賜
わ
る
も
の
だ
と
い
わ
れ
ま
す
。
よ

き
師
、
よ
き
友
を
賜
わ
っ
て
教
え
を
聞
い
て
い
く
、
こ
の
事
が

私
た
ち
の
人
生
に
お
い
て
最
も
大
切
な
こ
と
な
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
（
住
職
） 

小丹生町の森本隼人君が西雲寺のしだれ桜を撮ってくれました  
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安
田 

末
定
育
雄
氏
宅 

東京西徳寺  

木村専正師  
 

発 行 

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 末定育雄 

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。  

本
堂 

横
山
忍
氏
宅 

武
周 

西
雲
寺 

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

も珍しく、伝統を受け継い

でいけるのも、本当に皆さ

まのおかげです。  

永
代
経
に
よ
せ
て 

 

永
代
経
と
は
「
永
代
読
経
」
の
略
で
、
「
末
永

く
（
永
代
に
）
お
経
が
読
ま
れ
る
」
と
い
う
意
味

で
す
。
「
お
経
が
読
ま
れ
る
」
と
は
「
お
寺
が
存

続
し
、
仏
法
が
繁
栄
し
て
い
つ
ま
で
も
続
き
ま
す

よ
う
に
」
と
い
う
願
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

「
遠
く
宿
縁
を
慶
べ
」
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
り

ま
す
が
、
私
た
ち
は
宿
縁
厚
く
、
今
仏
法
に
遇
う

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
全
く
不
思
議
と
い

う
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
限
り
な
い
過
去
か
ら
、
私

の
宿
業
に
限
り
な
い
ご
縁
が
は
た
ら
い
て
、
仏
法

を
聞
く
身
と
な
っ
た
の
で
す
。
私
た
ち
は
如
来
さ

ま
を
は
じ
め
、
先
祖
の
方
々
の
大
き
な
ね
が
い
の

な
か
に
生
き
て
き
た
の
で
す
。 

「
信
に
死
し
、
願
に
生
き
よ
」
と
い
う
こ
と
ば

が
あ
り
ま
す
。
「
信
に
死
す
」
と
は
、
こ
の
迷
い

を
生
き
る
衆
生
が
一
人
で
も
助
か
ら
な
い
も
の

が
あ
っ
た
ら
、
私
は
永
遠
に
仏
と
は
な
ら
な
い
と

誓
わ
れ
た
ご
本
願
が
聞
え
た
ら
、
こ
の
我
執
に
と

ら
わ
れ
た
こ
の
私
に
死
す
る
の
で
す
。
そ
し
て
お

念
仏
申
し
て
弥
陀
に
助
け
ら
れ
る
。
本
願
に
生
き

る
新
し
い
私
が
誕
生
す
る
の
で
す
。
今
ま
で
我
身

の
幸
せ
し
か
考
え
な
か
っ
た
私
が
、
縁
あ
る
人
々

が
仏
法
に
出
遇
い
共
に
念
仏
し
て
助
か
っ
て
い

き
た
い
と
い
う
願
い
に
生
き
る
も
の
と
な
る
の

で
す
。
子
や
孫
に
仏
法
が
相
続
さ
れ
る
こ
と
を
願

っ
て
聴
聞
さ
せ
て
い
た
だ
く
の
で
す
。 


