
                            

                           

                 

い 願 の 

●◆しゃばのしがらみを超えて、仏の願いに生きよう◆● 

仏 

御
正
忌
報
恩
講
の
ご
案
内 

 

11
月

28
日(

金)

〜

30
日(

日) 
 

28
日
お
逮
夜(

２
時) 

お
初
夜(

７
時)

（
武
周
お
講
） 

29
日
お
日
中(

10
時) 

大
逮
夜(

２
時)

（
御
伝
鈔
） 

お
初
夜(

７
時)

（
御
伝
鈔
） 

30
日
満
日
中(

10
時) 

 

法
話 

福
井 

野
世
信
水
師 

（
29
日
よ
り
） 

 

右
記
の
通
り
つ
と
め
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、

お
誘
い
合
わ
せ
の
上
ご
参

詣
下
さ
い
ま
す
よ
う
ご
案

内
い
た
し
ま
す
。 
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親
鸞
聖
人
の
ご
生
涯(

前
編)

 
   

ご 
誕 

生 
 

親
鸞
聖
人
は
平
安
末
期
の
承
安
三
年
（
１
１
７
３
）

洛
南
の
日
野
の
里
で
ご
誕
生
さ
れ
幼
名
を
松
若
丸

と
い
い
ま
す
。
父
親
は
藤
原
氏
の
一
族
で
あ
る
日

野
有
範
（
あ
り
の
り
）
と
い
い
、
母
親
は
吉
光
女
（
き

っ
こ
う
に
ょ
）

と
い
わ
れ
ま
し
た
。
幼
年
よ
り
聡
明

で
、
泥
で
仏
像
を
造
り
「
ナ
ム
仏
」
と
手
を
合
わ

せ
て
い
た
そ
う
で
す
。
し
か
し
、
父
親
は
聖
人
四

歳
の
時
出
家
し
、
母
親
は
八
歳
の
時
亡
く
な
り
、

孤
児
と
な
っ
て
し
ま
わ
れ
た
の
で
す
。 

当
時
は
「
平
家
に
あ
ら
ず
ば
人
に
あ
ら
ず
」
と

い
う
ほ
ど
栄
華
を
謳
歌
し
た
平
家
の
権
力
に
も
か

げ
り
が
さ
す
よ
う
に
な
り
、
源
氏
が
台
頭
し
、
奈

良
の
東
大
寺
や
興
福
寺
と
い
う
両
大
寺
さ
え
兵
火

か
か
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ま
た
天
変
地
異
に
よ

る
深
刻
な
飢
餓
に
み
ま
わ
れ
、
養
和
二
年
の
四
、

五
月
の
二
ヶ
月
に
、
洛
中
だ
け
で
四
万
人
を
超
え

る
死
者
を
出
し
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

厳
し
い
状
況
の
な
か
、
聖
人
は
ど
れ
ほ
ど
小
さ
な

魂
を
悩
ま
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
か
。 

 
 

出 

家 

養
和
元
年
（
１
１
８
１
）

聖
人
数
え
年
九
歳
の
と
き
、

伯
父
の
日
野
範
綱
（
の
り
つ

な
）

卿
に
手
を
引
か
れ
、
天

台
宗
青
蓮
院
（
し
ょ
う
れ
ん
い

ん
）
に
慈
円
（
じ
え
ん
）
和
尚

を
訪
ね
得
度
を
さ
れ
ま
す
。

師
の
慈
円
が
「
今
日
は
日
が
落
ち
て
し
ま
っ
た
。

明
日
の
朝
に
で
も
得
度
し
て
進
ぜ
よ
う
」
と
い
う

と
松
若
丸
は
、 

「
明
日
あ
り
と 

思
う
心
の 

あ
だ
桜 

夜
半
（
よ
わ
）

に
嵐
の 

吹
か
ぬ
も
の
か
は
」 

と
歌
を
よ
み
、
そ
の
日
の
う
ち
に
お
得
度
を
受
け

範
宴
（
は
ん
ね
ん
）

と
名
告
り
、
一
人
の
出
家
求
道

者
（
ぐ
ど
う
し
ゃ
）

と
な
ら
れ
た
の
で
す
。 

 

聖
人
の
出
家
得
度
の
動
機
に
つ
い
て
「
御
伝
鈔

（
ご
で
ん
し
ょ
う
）
」
に
は 

 
 

興
法
（
こ
う
ぼ
う
）
の
因
う
ち
に
萌
（
き
ざ
）
し
、

利
生
（
り
し
ょ
う
）

の
縁
ほ
か
に
催
（
も
よ
お
）

い
し
に
よ
り
て 

と
し
る
し
て
い
ま
す
。
九
歳
の
幼
い
聖
人
に
た
ま

た
ま
興
法
利
生
の
因
縁
、
即
ち
仏
法
を
興
隆
（
こ
う

り
ゅ
う
）
し
、
衆
生
を
利
益
（
り
や
く
）
し
よ
う
と
の

因
縁
が
働
い
た
か
ら
だ
と
い
う
の
で
す
。
聖
人
の

胸
中
を
思
え
ば
、
不
安
に
満
ち
た
世
相
の
な
か
、

両
親
を
失
っ
て
生
き
る
悲
し
み
苦
し
み
が
、
ふ
と

そ
の
身
に
求
道
心
と
し
て
動
い
た
か
ら
、
出
家
得

度
す
る
決
心
を
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。 

 
 

比 
叡 
山 

に 

の 

ぼ 

る 

出
家
し
た
聖
人
は
比
叡
山
延
暦
寺
に
の
ぼ
り
、

学
問
と
修
行
の
道
に
入
ら
れ
ま
す
。
比
叡
山
は
伝

教
大
師
最
澄
（
さ
い
ち
ょ
う
）

が
開
い
た
天
台
宗
の

根
本
道
場
で
あ
る
と
同
時
に
、
日
本
に
お
け
る
仏

教
の
最
高
学
府
で
あ
り
、
最
澄
は
国
の
宝
と
も
い

う
べ
き
真
実
の
求
道
僧
を
育
成
す
る
こ
と
を
理
想

と
し
て
い
ま
し
た
。
実
際
、
後
に
鎌
倉
仏
教
の
祖

師
と
な
っ
た
法
然
上
人
、
道
元
禅
師
、
日
蓮
上
人

な
ど
、
み
な
若
い
頃
比
叡
山
で
修
行
を
積
ん
だ

方
々
で
す
。
し
か
し
当
寺
の
比
叡
山
は
貴
族
の
子

弟
が
多
数
入
山
し
て
僧
階
の
上
位
を
独
占
し
、
ま

た
彼
ら
は
自
分
た
ち
一
族
と
結
び
つ
き
、
莫
大
な

荘
園
と
僧
兵
を
か
か
え
る
一
大
勢
力
と
な
っ
て
い

ま
し
た
。
権
力
争
い
や
僧
兵
の
横
暴
な
ど
、
伝
教

大
師
の
理
想
と
は
か
け
離
れ
た
堕
落
ぶ
り
は
、
は

な
は
だ
し
か
っ
た
よ
う
で
す
。 

比
叡
山
に
お
け
る
聖
人
の

身
分
は
堂
僧
で
あ
っ
た
と
い

わ
れ
ま
す
。
僧
侶
は
学
生
（
が

く
し
ょ
う
）
、
堂
僧
（
ど
う
そ
う
）
、

堂
衆
（
ど
う
し
ゅ
）

と
分
か
れ

て
お
り
、
堂
僧
と
い
う
の
は
常

行
堂
に
お
い
て
口
に
阿
弥
陀

仏
の
名
を
称
え
、
心
に
阿
弥
陀

仏
を
念
じ
な
が
ら
本
尊
阿
弥
陀
仏
の
周
り
を
一
心

不
乱
に
歩
き
続
け
る
常
行
三
昧
（
じ
ょ
う
ぎ
ょ
う
ざ
ん

ま
い
）
を
修
す
る
僧
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。
聖
人
は

比
叡
山
を
下
り
る
二
十
九
歳
の
春
ま
で
、
二
十
年

間
を
堂
僧
と
し
て
修
行
に
励
ま
れ
た
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。 

 
 

磯 

長 

ご 

廟 

参 

籠 

聖
人
は
、
青
春
の
真
っ
只
中
を
厳
し
い
聖
道
の
修

行
に
打
ち
こ
ま
れ
ま
し
た
。
仏
教
の
伝
統
は
戒
（
か

い
）
、
定
（
じ
ょ
う
）
、
慧
（
え
）

の
三
学
と
い
い
、
戒

を
守
っ
て
身
を
正
し
（
戒
）
、
精
神
を
集
中
し
て
（
定
）
、

真
理
を
観
る
智
慧
を
得
る
（
慧
）
と
い
う
こ
と
で
す
。

し
か
し
真
剣
に
修
行
を
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
見
え
て

き
た
の
は
、
理
想
と
は
か
け
離
れ
た
、
煩
悩
に
ま

み
れ
た
自
分
の
姿
だ
っ
た
の
で
す
。
当
時
の
聖
人

の
心
境
を 

「
定
水
（
じ
ょ
う
す
い
）

を
凝
（
こ
）

ら
す
と
い

え
ど
も
識
浪
（
し
き
ろ
う
）
し
き
り
に
動
き
、 

心

月
（
し
ん
げ
つ
）
を
観
ず
と
い
え
ど
も
妄
雲
（
も

う
う
ん
）

な
お
覆
う
。
」 

と
し
る
し
て
い
ま
す
。 

比叡山 横川中堂  

青蓮院のクスノキ  
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聖
人
は
修
行
の
ゆ
き
詰
ま
り
を
解
決
す
べ
く
、

磯
長
（
し
な
が
）

の
聖
徳
太
子
廟
（
び
ょ
う
）
に
参
籠

（
さ
ん
ろ
う
）

す
る
こ
と
を
決
意
さ
れ
ま
す
。
磯
長

の
聖
徳
太
子
廟
は
三
骨
一
廟
と
呼
ば
れ
て
い
る
よ

う
に
、
太
子
の
母
后
、
聖
徳
太
子
、
太
子
の
妃
の

三
人
の
方
の
遺
骨
が
一
緒
に
葬
ら
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
。
聖
徳
太
子
は
仏
教
を
我
国
に
取
り
入
れ
、

そ
の
精
神
で
も
っ
て
国
を
治
め
よ
う
と
さ
れ
た
方

で
す
。
太
子
が
制
定
さ
れ
た
十
七
条
憲
法
に
は 

あ
つ
く
三
宝
を
敬
え
、
三
宝
と
は
仏
、
法
、

僧
な
り 

と
あ
り
、
聖
人
は
「
和
国
の
教

主
」
と
崇
め
ら
れ
ま
し
た
。
在

家
の
身
で
あ
り
な
が
ら
仏
教

精
神
に
生
き
ら
れ
た
太
子
の

生
き
ざ
ま
の
上
に
大
乗
仏
教

の
理
想
像
を
見
ら
れ
た
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

聖
人
は
一
心
に
修
行
の
ゆ
き

詰
ま
り
の
打
開
の
道
を
念
じ
続
け
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
時
太
子
の
夢
告
を
受
け
ら
れ
た
の
で
す
。
そ

れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
し
た
。 

日
域
は
大
乗
相
応
の
地
な
り 

汝
の
命
根
は
ま
さ
に
十
余
歳
な
り 

善
く
信
ぜ
よ 

善
く
信
ぜ
よ 

 

真
の
菩
薩
よ 

「
日
域
は
大
乗
相
応
の
地
な
り
」
と
あ
り
ま
す
。

伝
教
大
師
は
比
叡
山
を
大
乗
菩
薩
道
の
根
本
道
場

と
し
て
建
立
さ
れ
ま
し
た
。
大
乗
と
は
大
き
な
乗

物
と
い
う
意
味
で
す
べ
て
の
者
が
皆
平
等
に
た
す

か
っ
て
い
く
仏
道
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
当

時
の
比
叡
山
は
女
人
禁
制
で
山
に
近
づ
く
こ
と
は

で
き
ず
、
選
ば
れ
た
者
し
か
修
行
す
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
。
聖
人
は
大
乗
菩
薩
道
と
い
う

道
が
果
た
し
て
あ
る
の
か
ど
う
か
、
大
き
な
疑
問

を
持
っ
て
お
ら
れ
た
こ
と
と
思
わ
れ
ま
す
。 

次
に
「
汝
の
命
根
は
十
余
歳
な
り
」
と
あ
り
ま

す
。
自
分
の
命
の
終
わ
り
を
知
ら
さ
れ
た
の
で
す
。

そ
の
驚
き
は
計
り
知
れ
ま
せ
ん
。
十
余
年
と
い
う

短
い
い
の
ち
の
間
に
煩
悩
を
断
ち
切
り
、
生
死
を

超
え
る
道
を
見
出
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
こ
の
言
葉
は
聖
人
の
自
力
の
い
の
ち
が
十

余
年
で
尽
き
て
他
力
す
な
わ
ち
如
来
の
い
の
ち
に

生
き
る
新
し
い
聖
人
の
誕
生
を
暗
示
し
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
ま
す
。 

次
に
「
善
く
信
ぜ
よ 

善
く
信
ぜ
よ 

真
の
菩

薩
よ
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
真
の
菩
薩
の
す
が

た
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
そ
れ
を
見
出
し
て
菩
薩

道
を
歩
め
と
聖
人
に
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

ば
で
す
。 

聖
人
は
こ
の
夢
告
の
あ
と
比
叡
山
へ
戻
ら
れ
懸

命
に
修
行
に
あ
け
く
れ
た
こ
と
と
思
わ
れ
ま
す
。 

 
 

比 
叡 

山 

を 

下 

り 

て 

吉 

水 

へ 

磯
長
（
し
な
が
）

の
ご
廟
で
の
夢
告
か
ら
十
年
が

た
っ
た
聖
人
二
十
九
歳
の
春
、
今
度
は
聖
徳
太
子

が
建
立
さ
れ
、
救
世
（
く
ぜ
）

観
音
菩
薩
を
本
尊
と

す
る
京
都
の
六
角
堂
へ
百
日
の
参
籠
（
さ
ん
ろ
う
）

を
す
る
こ
と
を
決
意
さ
れ
ま
す
。 

比
叡
山
の
大
乗
院
に
は
聖
人
の
そ
ば
喰
い
の
木

像
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
聖
人
が
比
叡
山
か
ら
京

都
の
六
角
堂
へ
百
日
参
籠
さ
れ
て
い
た
頃
、
毎
夜

外
出
す
る
聖
人
を
不
審
に
思

っ
た
仲
間
の
僧
た
ち
が
、
夜
聖

人
の
好
物
で
あ
る
そ
ば
会
を

催
し
た
と
こ
ろ
、
不
在
の
は
ず

の
聖
人
が
お
い
し
そ
う
に
そ

ば
を
食
べ
て
い
た
と
か
。
そ
れ

は
聖
人
自
刻
の
木
像
が
聖
人
に
な
り
す
ま
し
た
も

の
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

聖
人
は
毎
晩
百
日
間
参
籠
の
た
め
に
比
叡
山
か

ら
京
都
の
六
角
堂
ま
で
通
わ
れ
た
の
で
す
。
そ
れ

は
二
十
年
間
比
叡
山
の
山
で
修
行
し
て
き
た
け
れ

ど
も
、
出
家
仏
教
の
自
力
の
教
え
で
は
い
か
ん
と

も
す
く
い
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
ず
、
も
う
一
回

聖
徳
太
子
に
ゆ
く
べ
き
道
を
問
い
尋
ね
よ
う
と
思

わ
れ
た
の
で
す
。
そ
し
て
参
籠
の
九
十
五
日
目
の

明
け
方
、
聖
人
は
夢
の
な
か
で
聖
徳
太
子
（
救
世
観

音
菩
薩
の
化
身)

よ
り
、
「
東
山
の
吉
水
で
お
念
仏
の

教
え
を
説
い
て
い
る
法
然
上
人
に
凡
夫
の
救
い
の

道
を
求
め
よ
」
と
の
告
げ
を
受
け
た
の
で
す
。
聖

人
は
そ
の
朝
、
夜
が
明
け
る
の
を
待
っ
て
法
然
上

人
の
草
庵
を
訪
ね
ま
し
た
。
こ
れ
が
聖
人
と
法
然

上
人
と
の
出
会
い
で
あ
り
ま
し
た
。
法
然
上
人
六

十
九
歳
、
聖
人
二
十
九
歳
で
し
た
。
聖
人
が
三
歳

の
と
き
す
で
に
法
然
上
人
は
お
念
仏
の
教
え
を
説

か
れ
て
お
り
ま
し
た
の
で
二
人
が
出
会
う
縁
が
熟

す
ま
で
二
十
六
年
と
い
う
歳
月
が
必
要
だ
っ
た
の

で
す
。
夢
告
に
よ
っ
て
法
然
上
人
を
訪
ね
た
聖
人

は
、
そ
れ
か
ら
百
日
間
降
る
に
も
照
る
に
も
法
然

上
人
の
も
と
に
通
い
つ
め
、
生
死
出
ず
べ
き
道
が

お
念
仏
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
問
い
尋
ね
た
の
で
し

た
。
そ
し
て
つ
い
に
聖
人
が
聞
き
と
ら
れ
た
の
は 

「
た
だ
念
仏
し
て
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
い

ら
す
べ
し
」 

と
い
う
一
言
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
こ
に
仏
法
が
あ

り
、
仏
法
に
生
き
る
人
々
が
い
る
。
そ
の
歓
び
を

聖
人
自
身
は
後
に
、 

「
建
仁
辛
酉
（
け
ん
に
ん
か
の
と
の
と
り
）
の
暦
、

雑
行
（
ぞ
う
ぎ
ょ
う
）

を
棄
（
す
）

て
て
本
願

に
帰
す
」 

と
書
き
と
ど
め
ら
れ
た
の
で
し
た
。 

（
住
職
） 
そばくいの木像  
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カ
メ
ラ
が
と
ら
え
た
！ 

西
雲
寺 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
舞
台
裏 

土手刈り 

水拭き・掃きそうじ 

草刈り（武周のみなさん） 

草刈り 

たたみふき 

お飾りモチ 

提灯 

幕つり 
げた箱設置 

そ
の

壱 
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「おみがき」 

武周・二ツ屋のみなさん 

「コーラス隊」 

武周婦人部のみなさん 

「菊の搬入」 

越前市より２往復！ 

「お華立て」 

千合町のおふたり 

「おとき準備」 

１７日、ずいきの皮むきなど 

「おとき準備」 

なかび１８日早朝５時頃に撮影！ 

「帳場（会所）」 

地元の世話方さん 

カ
メ
ラ
が
と
ら
え
た
！ 

西
雲
寺 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
舞
台
裏 

そ
の

弐 
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次世代の方、分家された方に！ 
お手元に２部届いた時には、ぜひ

ご活用下さい。 

 

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。 

山門掲示板  

お
説
教
を
聞
い
た
後
、
「
今
日
は
い
い

お
話
し
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

で
も
お
寺
の
門
を
出
る
と
す
ぐ
忘
れ
て

し
ま
い
ま
す
。
本
当
に
情
け
な
い
も
の
で

す
わ
。
」
と
言
わ
れ
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
言
葉
の
裏
に
は
、
仏
法
を
聞
い
て
信

心
を
と
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
つ
か
し
い

こ
と
を
理
解
し
賢
く
な
り
た
い
と
い
う

思
い
が
あ
る
の
で
す
。
仏
法
は
聞
い
て
賢

く
な
る
の
で
な
く
、
お
念
仏
申
さ
せ
て
い

た
だ
か
ね
ば
な
ら
な
い
愚
か
な
凡
夫
の

身
に
か
え
ら
せ
て
い
た
だ
く
の
で
す
。
そ

れ
を
、
聞
い
て
も
聞
い
て
も
忘
れ
て
し
ま

い
ま
す
と
い
う
の
は
、
謙
遜
し
た
よ
う
な

言
葉
で
す
が
、
そ
れ
ほ
ど
邪
見 

慢
（
じ

ゃ
け
ん
き
ょ
う
ま
ん
）

な
言
葉
は
な
い
の
で
し

ょ
う
。 

 
 
 
 
 
 
 

（
住
職
） 

そ
の
に
ぎ
や
か
な
ひ
と
と
き
を
、
さ

ら
に
盛
り
上
げ
て
く
れ
る
の
が
イ
チ

ョ
ウ
の
実
で
す
。
ス
ト
ー
ブ
の
上
で
こ

ろ
こ
ろ
と
転
が
し
、
透
き
通
っ
た
実
を

「
あ
つ
ッ
、
あ
つ
ッ
」
と
い
い
な
が
ら

食
べ
る
、
こ
ん
な
さ
さ
や
か
な
こ
と
が

最
高
に
「
幸
せ
」
だ
と
感
じ
ま
す
。 

お
御
堂
の
横
に
大
き
な
イ
チ
ョ
ウ

の
木
が
あ
る
の
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う

か
。
お
寺
で
振
る
舞
わ
れ
る
ギ
ン
ナ
ン

は
、
す
べ
て
あ
の
木
の
恵
み
で
す
。
時

に
は
珍
味
「
あ
ん
か
け
」
と
な
っ
て
、

お
膳
に
上
が
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
近

年
は
実
の
数
が
少
な
く
な
っ
て
し
ま

い
残
念
で
す
が
、
頑
張
っ
て
集
め
て
い

ま
す
。 

こ
の
冬
も
暖
か
い
ス
ト
ー
ブ
と
イ

チ
ョ
ウ
で
皆
さ
ん
を
お
待
ち
し
て
い

ま
す
。
い
つ
で
も
遊
び
に
い
ら
し
て
く

だ
さ
い
ネ
。 

 
 
 

（
護
城
美
和
子
） 

表
紙
の
写
真
は
、
大
台
所
の
中

央
で
今
も
活
躍
す
る
薪
ス
ト
ー

ブ
で
す
。
す
き
間
か
ら
の
ぞ
く
炎

の
輝
き
と
、
ボ
ッ
ボ
ッ
と
燃
え
る

頼
も
し
い
音
、
そ
し
て
体
が
し
び

れ
る
ほ
ど
の
暖
か
さ
は
、
こ
れ
か

ら
の
季
節
、
と
っ
て
も
貴
重
な
存

在
で
す
。
こ
の
ス
ト
ー
ブ
を
囲
ん

で
の
お
し
ゃ
べ
り
は
と
て
も
楽

し
く
、
時
間
の
た
つ
の
を
忘
れ
る

ほ
ど
で
す
。 

 


