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法

話
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話

法
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話

    

福

井

福

井

福

井

福

井

    

野

世

信

水

野

世

信

水

野

世

信

水

野

世

信

水

師師師師    
 

 
 

 
 

 
 

 

（

29
日

よ

り

） 

 

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 



西雲寺だより 冬号（第 24 号） 

----    2 2 2 2 ----    

 

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    

教

行

信

証

の

完

成 

 

親

鸞

聖

人

は

六

十

二

、

三

歳

の

頃

、

京

都

に

帰

ら

れ

ま

し

た

が

、

そ

れ

か

ら

七

十

三

歳

ま

で

そ

の

動

静

が

全

く

伝

え

ら

れ

て

お

り

ま

せ

ん

。

実

は

そ

の

間

、

聖

人

は

『

教

行

信

証

』

の

完

成

に

む

け

て

全

精

力

を

傾

け

て

お

ら

れ

た

の

で

す

。 

 

親

鸞

聖

人

に

は

、

よ

き

師

法

然

上

人

に

報

い

る

大

き

な

使

命

が

あ

り

ま

し

た

。

法

然

上

人

が

『

選

択

集

（

せ

ん

じ

ゃ

く

し

ゅ

う

）

』

を

著

し

、

浄

土

門

を

開

い

て

専

修

（

せ

ん

じ

ゅ

）

念

仏

の

み

教

え

を

か

か

げ

る

と

、

比

叡

山

や

奈

良

の

聖

道

門

（

し

ょ

う

ど

う

も

ん

）

仏

教

か

ら

激

し

い

批

判

を

受

け

、

遂

に

承

元

（

じ

ょ

う

げ

ん

）

の

法

難

が

ひ

き

起

さ

れ

、

吉

水

の

教

団

は

解

散

さ

せ

ら

れ

、

四

人

が

死

罪

、

八

人

が

流

罪

と

な

っ

た

の

で

す

。

よ

き

師

法

然

上

人

は

七

十

六

歳

の

高

齢

で

土

佐

へ

、

親

鸞

聖

人

は

越

後

へ

流

さ

れ

ま

し

た

。

聖

人

は

こ

の

法

難

に

対

し

て

激

し

い

憤

り

を

感

じ

る

と

と

も

に

、

『

選

択

集

』

に

著

さ

れ

た

専

修

念

仏

の

仏

道

こ

そ

末

法

の

世

に

お

い

て

す

べ

て

の

者

が

救

わ

れ

て

い

く

ま

こ

と

の

仏

道

で

あ

る

こ

と

を

、

世

に

顕

ら

か

に

す

る

こ

と

こ

そ

、

自

分

に

課

せ

ら

れ

た

使

命

で

あ

る

と

『

教

行

信

証

』

の

執

筆

に

と

り

か

か

ら

れ

た

の

で

す

。

既

に

越

後

流

罪

の

頃

よ

り

構

想

を

練

り

、

関

東

の

稲

田

で

執

筆

に

と

り

か

か

れ

、

京

都

へ

帰

ら

れ

て

、

た

く

さ

ん

の

経

、

論

、

釈

に

あ

た

っ

て

、

推

敲

、

訂

正

を

重

ね

て

七

十

四

歳

頃

一

応

完

成

し

、

お

弟

子

の

尊

蓮

に

書

写

さ

せ

ま

し

た

。

そ

の

後

、

死

の

直

前

ま

で

手

元

に

置

き

、

手

を

加

え

ら

れ

た

よ

う

で

す

。

こ

こ

に

、

よ

き

師

法

然

上

人

の

ご

恩

に

報

い

る

と

い

う

大

き

な

使

命

が

達

せ

ら

れ

た

の

で

す

。 

 

『

教

行

信

証

』

は

正

し

く

は

『

顕

浄

土

真

実

教

行

証

文

類

（

も

ん

る

い

）

』

と

い

わ

れ

漢

文

で

書

か

れ

た

六

巻

か

ら

成

る

大

部

の

書

で

す

。

『

教

行

証

文

類

』

と

な

っ

て

い

ま

す

が

、

如

来

か

ら

廻

向

さ

れ

た

南

無

阿

弥

陀

仏

の

行

か

ら

信

を

開

い

て

『

信

の

巻

』

を

顕

わ

さ

れ

ま

し

た

の

で

、

『

教

行

信

証

』

と

呼

び

な

ら

わ

さ

れ

て

い

ま

す

。

文

類

と

は

『

大

無

量

寿

経

』

を

は

じ

め

と

す

る

浄

土

の

三

部

経

、

七

高

僧

の

論

、

釈

、

そ

の

他

あ

ら

ゆ

る

経

文

か

ら

本

願

念

仏

の

真

実

を

顕

わ

す

文

を

集

め

て

、

そ

こ

に

聖

人

の

解

釈

を

加

え

て

構

成

さ

れ

た

も

の

で

す

。 

 

こ

れ

ま

で

の

自

力

聖

道

門

の

仏

道

と

、

親

鸞

聖

人

が

明

ら

か

に

さ

れ

た

他

力

浄

土

門

の

仏

道

と

の

違

い

を

見

て

み

ま

す

。

こ

れ

ま

で

の

一

般

仏

教

の

教

え

の

構

造

は 

 

教

―

教

え

を

聞

い

て 

 
信

―

そ

の

教

え

を

信

頼

し

て 

 

行

―

教

え

の

と

お

り

修

行

し

て 

 

証

―

さ

と

り

や

救

い

を

得

る 

と

い

う

「

教

、

信

、

行

、

証

」

の

順

序

に

な

っ

て

い

ま

す

。

こ

れ

は

仏

教

に

限

ら

ず

、

キ

リ

ス

ト

教

、

創

価

学

会

、

新

興

宗

教

な

ど

す

べ

て

の

宗

教

は

こ

の

順

序

に

な

っ

て

い

ま

す

。 

 

こ

れ

に

対

し

て

親

鸞

聖

人

が

明

ら

か

に

さ

れ

た

他

力

廻

向

の

本

願

念

仏

の

仏

道

は 

教

―

『

大

無

量

寿

経

』

に

説

か

れ

る

弥

陀

の

本

願 

行

―

本

願

が

具

体

的

に

南

無

阿

弥

陀

仏

と

い

う

行

と

な

っ

て

私

た

ち

凡

夫

に

廻

向

さ

れ

る 

信

―

南

無

阿

弥

陀

仏

と

な

っ

た

如

来

の

真

実

が

私

に

至

り

届

い

て

信

心

と

な

る 

証

―

如

来

か

ら

賜

わ

っ

た

信

心

が

私

た

ち

凡

夫

に

救

い

の

よ

ろ

こ

び

を

与

え

、

浄

土

へ

の

道

を

歩

ま

せ

無

上

涅

槃

の

さ

と

り

を

得

せ

し

め

る 

 

親

鸞

聖

人

が

明

ら

か

に

さ

れ

た

仏

道

は

如

来

か

ら

の

働

き

か

け

に

よ

る

他

力

廻

向

の

仏

道

で

あ

り

、

そ

の

中

心

と

な

る

の

は

信

心

で

す

。

信

心

が

私

た

ち

を

目

覚

め

し

め

、

歩

ま

し

め

る

の

で

す

。 

 

正

信

偈 

 

私

た

ち

真

宗

門

徒

が

、

毎

朝

お

内

仏

で

お

つ

と

め

す

る

お

正

信

偈

は

、
『

教

行

信

証

』

の

『

行

の

巻

』

の

終

わ

り

に

出

て

い

る

六

十

行

百

二

十

句

の

漢

詩

で

す

。

正

し

く

は

『

正

信

念

仏

偈

』

と

い

い

「

正

し

い

信

心

の

う

た

」

と

い

う

意

味

で

す

。

正

信

偈

に

は

始

め

に

偈

前

の

文

（

げ

ぜ

ん

の

も

ん

）

と

呼

ば

れ

る

も

の

が

置

か

れ

て

お

り

、

正

信

偈

を

あ

ら

わ

す

お

心

を

書

い

て

お

ら

れ

ま

す

。

 

し

か

れ

ば

大

聖

（

だ

い

し

ょ

う

）

の

真

言

に

帰

し

、

大

祖

の

解

釈

（

げ

し

ゃ

く

）

に

閲

し

て

、

仏

恩

（

ぶ

っ

と

ん

）

の

深

遠

（

じ

ん

の

ん

）

な

る

を

信

知

し

て

、

正

信

念

仏

偈

を

作

り

て

曰

く 

 

大

聖

の

真

言

と

は

お

釈

迦

さ

ま

の

ま

こ

と

の

こ

と

ば

、

お

念

仏

申

し

て

お

浄

土

に

生

ま

れ

て

く

れ

と

い

う

お

こ

と

ば

で

す

。

大

祖

の

解

釈

と

は

、

七

人

の

高

僧

の

方

々

が

そ

の

お

釈

迦

さ

ま

の

ま

こ

と

の

お

し

え

を

い

た

だ

い

て

、

論

、

釈

と

し

て

表

し

て

下

さ

っ

た

こ

と

で

す

。

聖

人

は

お

釈

迦

さ

ま

の

上

に

貫

き

、

そ

し

て

七

高

僧

の

上

を

貫

い

て

、

親

鸞

聖

人

の

上

の

届

い

て

き

た

ま

こ

と

の

教

え

、
『

大

無

量

寿

経

』

に

説

か

れ

た

弥

陀

の

本

願

に

帰

す

こ 

偈前文と正信偈 

(国宝 東本願寺蔵) 
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と

の

で

き

た

深

い

仏

恩

を

よ

ろ

こ

ば

れ

た

の

で

す

。

そ

し

て

正

信

偈

を

作

っ

て

曰

く

、 
帰

命

無

量

寿

如

来

 

南

無

不

可

思

議

光 
（

私

た

ち

の

迷

い

の

い

の

ち

を

摂

取

し

て

や

ま

な

い

、

は

か

り

な

き

大

悲

の

い

の

ち

の

如

来

さ

ま

に

帰

命

し

、

私

た

ち

凡

夫

の

無

明

の

闇

を

ど

こ

ま

で

も

破

っ

て

下

さ

る

如

来

さ

ま

に

南

無

し

ま

す

。

す

な

わ

ち

こ

の

私

の

い

の

ち

を

ゆ

だ

ね

さ

せ

て

い

た

だ

き

ま

す

。

） 

と

、

正

信

偈

が

始

ま

っ

て

い

ま

す

。 

 

正

信

偈

は

大

き

く

分

け

て

二

つ

の

部

分

か

ら

な

っ

て

い

ま

す

。

「

帰

命

無

量

寿

如

来

」

か

ら

「

難

中

之

難

無

過

斯

」

ま

で

の

前

半

と

、

「

印

度

西

天

之

論

家

」

か

ら

「

唯

可

信

斯

高

僧

説

」

ま

で

の

後

半

部

分

で

す

。

前

半

は

阿

弥

陀

如

来

の

本

願

を

説

く

『

大

無

量

寿

経

』

の

教

え

が

簡

潔

に

ま

と

め

ら

れ

、

後

半

は

七

高

僧

の

徳

と

そ

の

教

え

を

讃

え

る

内

容

と

な

っ

て

い

ま

す

。 

 

親

鸞

聖

人

と

七

高

僧 

 

法

然

上

人

は

「

遍

依

（

へ

ん

ね

）

善

導

一

師

」

と

い

わ

れ

、

お

釈

迦

さ

ま

の

本

願

の

お

し

え

を

受

け

伝

え

た

善

導

大

師

の

お

し

え

に

よ

っ

て

、

浄

土

宗

を

開

か

れ

ま

し

た

。

特

に

善

導

大

師

は

『

観

無

量

寿

経

』

の

教

え

を

大

切

に

さ

れ

、

当

時

中

国

で

『

観

無

量

寿

経

』

に

対

し

て

い

ろ

ん

な

解

釈

が

な

さ

れ

て

い

た

な

か

で

、

善

導

大

師

だ

け

が

お

釈

迦

さ

ま

の

真

意

を

明

ら

か

に

さ

れ

た

と

い

う

意

味

で

正

信

偈

に

は

「

善

導

独

明

仏

正

意

」

と

述

べ

ら

れ

、

お

つ

と

め

の

際

に

は

そ

の

前

で

切

り

「

善

導

独

明

仏

正

意

」

と

調

声

（

ち

ょ

う

し

ょ

う

）

す

る

こ

と

に

な

っ

て

い

ま

す

。 

 

こ

れ

に

対

し

て

親

鸞

聖

人

が

顕

ら

か

に

さ

れ

た

七

高

僧

と

は

、

お

釈

迦

さ

ま

の

本

願

念

仏

の

お

し

え

を

私

に

ま

で

伝

え

て

下

さ

っ

た

イ

ン

ド

の

龍

樹

菩

薩

と

天

親

菩

薩

、

そ

し

て

中

国

の

曇

鸞

大

師

と

道

綽

禅

師

、

そ

し

て

善

導

大

師

、

日

本

に

き

て

源

信

僧

都

と

法

然

上

人

の

七

人

の

高

僧

方

で

す

。 

 

こ

の

七

人

の

高

僧

方

は

親

鸞

聖

人

が

弥

陀

の

本

願

に

出

遇

っ

た

と

こ

ろ

か

ら

見

い

出

さ

れ

た

方

々

で

す

。

聖

人

が

本

願

に

出

遇

っ

た

と

こ

ろ

に

歴

史

が

開

い

た

の

で

す

。

親

鸞

聖

人

ま

で

本

願

の

ま

こ

と

が

届

い

て

く

だ

さ

っ

た

深

い

深

い

仏

縁

が

見

い

出

さ

れ

て

き

た

の

で

す

。 

 

和

讃

の

製

作 

 

親

鸞

聖

人

は

『

教

行

信

証

』

を

完

成

さ

せ

る

と

、

休

む

間

も

な

く

和

讃

の

製

作

に

と

り

か

か

ら

れ

ま

し

た

。

和

讃

と

は

仮

名

ま

じ

り

文

で

作

ら

れ

た

讃

歌

の

こ

と

で

、

七

五

調

に

よ

る

四

行

を

基

本

形

と

し

て

作

ら

れ

た

も

の

で

す

。

『

教

行

信

証

』

は

漢

文

で

書

か

れ

た

も

の

で

内

容

も

む

ず

か

し

く

一

般

の

民

衆

に

理

解

で

き

る

も

の

で

あ

り

ま

せ

ん

。

そ

こ

で

聖

人

は

『

教

行

信

証

』

に

顕

ら

か

に

さ

れ

た

教

え

の

内

容

を

、

一

般

庶

民

に

も

理

解

し

口

ず

さ

む

こ

と

の

で

き

る

当

時

流

行

し

た

今

様

（

い

ま

よ

う

）

の

歌

の

形

に

し

て

表

そ

う

と

な

さ

れ

た

の

で

す

。

そ

し

て

七

十

五

か

ら

七

十

六

歳

の

二

年

間

で

『

浄

土

和

讃

』

百

十

八

首

、

『

高

僧

和

讃

』

百

十

九

首

を

完

成

さ

せ

た

の

で

す

。

ま

さ

に

驚

異

的

と

い

わ

な

け

れ

ば

な

り

ま

せ

ん

。

聖

人

な

き

後

、

正

信

偈

、

念

仏

、

和

讃

と

い

う

お

つ

と

め

の

形

が

整

え

ら

れ

、

私

た

ち

は

い

つ

で

も

本

願

念

仏

の

み

教

え

に

親

し

む

こ

と

が

で

き

る

の

で

す

。

和

讃

に

は

三

つ

の

種

類

が

あ

り

、

三

帖

（

さ

ん

じ

ょ

う

）

和

讃

と

呼

ば

れ

て

い

ま

す

。 

 

浄

土

和

讃 

 

曇

鸞

大

師

の

『

讃

阿

弥

陀

佛

偈

』

や

『

大

無

量

寿

経

』

『

観

無

量

寿

経

』

『

阿

弥

陀

経

』

等

の

経

典

の

要

点

を

わ

か

り

や

す

く

詠

ま

れ

、

浄

土

の

徳

を

讃

嘆

さ

れ

た

も

の

で

す

。

私

た

ち

は

毎

朝

の

お

つ

と

め

に

こ

の

浄

土

和

讃

の

始

め

の

「

弥

陀

成

仏

の

こ

の

か

た

は

～

」

以

下

六

首

を

あ

げ

さ

せ

て

い

た

だ

い

て

い

ま

す

。 

 

高

僧

和

讃 

 

イ

ン

ド

の

龍

樹

と

天

親

、

中

国

の

曇

鸞

、

道

綽

、

善

導

、

日

本

の

源

信

と

法

然

の

七

人

の

七

高

僧

の

み

教

え

と

そ

の

お

徳

を

讃

嘆

さ

れ

た

も

の

で

す

。 

 

正

像

末

（

し

ょ

う

ぞ

う

ま

つ

）

和

讃 

 

本

願

念

仏

の

み

教

え

は

、

正

法

、

像

法

、

末

法

の

三

時

を

貫

い

て

一

切

の

人

々

に

信

心

の

救

い

と

よ

ろ

こ

び

を

与

え

続

け

て

き

た

こ

と

を

讃

嘆

し

た

も

の

。

最

後

は

誰

に

で

も

知

ら

れ

て

い

る

「

如

来

大

悲

の

恩

徳

は

～

」

で

結

ば

れ

て

い

ま

す

。

こ

の

正

像

末

和

讃

は

、

親

鸞

聖

人

八

十

四

歳

の

と

き

、

異

安

心

の

か

ど

で

長

男

善

鸞

さ

ま

を

義

絶

し

た

悲

嘆

の

ど

ん

底

か

ら

如

来

の

励

ま

し

を

受

け

て

八

十

五

歳

の

と

き

作

ら

れ

た

も

の

で

、

九

十

一

首

か

ら

な

っ

て

い

ま

す

。

（

住

職

） 

宗祖真跡 三帖和讃  

（国宝・高田専修寺蔵） 
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継

承

・

バ

ト

ン

タ

ッ

チ 

本

堂

町

 

八

木

健

二 

  

今

年

は

私

に

と

っ

て

、

大

き

な

出

来

事

が

あ

り

ま

し

た

。 

 

農

業

一

筋

に

頑

張

っ

て

き

た

父

親

が

四

月

に

亡

く

な

り

ま

し

た

。

父

親

が

仏

法

の

教

え

に

少

し

で

も

近

づ

こ

う

と

、

お

寺

さ

ん

や

我

が

家

の

仏

壇

に

お

参

り

し

て

い

た

姿

を

思

い

出

し

ま

す

。

病

院

で

の

最

後

の

言

葉

は

「

後

を

頼

む

な

ー

」

の

言

葉

で

し

た

。

そ

の

言

葉

に

は

、

色

々

な

意

味

合

い

が

含

ま

れ

て

い

る

と

思

い

ま

す

。

私

も

心

の

寄

り

所

と

し

て

、

毎

月

二

十

七

日

に

開

催

さ

れ

る

本

堂

町

武

周

同

行

の

お

講

様

や

、

西

雲

寺

の

永

代

経

、

報

恩

講

等

の

参

拝

を

通

じ

て

、

父

親

の

思

い

を

継

承

し

て

い

き

た

い

と

思

っ

て

お

り

ま

す

。 

 

ま

た

、

五

月

に

は

ご

縁

が

あ

っ

て

、

親

鸞

聖

人

七

五

〇

回

大

遠

忌

に

夫

婦

そ

ろ

っ

て

参

拝

す

る

こ

と

が

出

来

ま

し

た

。

厳

か

な

雰

囲

気

の

中

、

大

法

要

が

執

り

行

わ

れ

、

仏

法

の

教

え

を

頂

き

、

感

慨

深

く

参

拝

さ

せ

て

頂

き

ま

し

た

。

親

鸞

聖

人

の

教

え

が

こ

れ

だ

け

永

く

語

ら

れ

継

承

さ

れ

て

い

る

こ

と

は

、

そ

れ

ぞ

れ

の

時

代

や

現

代

に

お

い

て

も

、

そ

の

教

え

が

私

達

に

相

通

じ

る

も

の

が

あ

る

と

思

い

ま

し

た

。 

 

こ

の

よ

う

な

大

き

な

出

来

事

を

契

機

と

し

て

、

伝

統

あ

る

立

派

な

西

雲

寺

の

門

徒

を

誇

り

に

、

世

の

中

移

り

変

わ

っ

て

も

仏

法

の

真

髄

は

次

世

代

へ

バ

ト

ン

タ

ッ

チ

し

て

い

き

た

い

と

思

っ

て

お

り

ま

す

。 

 

私

も

長

年

の

勤

め

か

ら

解

放

さ

れ

る

の

で

、

今

後

は

、

仏

法

の

教

え

を

頂

き

、

教

え

を

少

し

ず

つ

解

き

明

か

し

な

が

ら

「

お

蔭

様

と

感

謝

の

気

持

ち

を

忘

れ

ず

に

」

晴

耕

雨

読

の

心

境

で

農

林

業

に

頑

張

っ

て

い

き

た

い

と

思

っ

て

お

り

ま

す

。

 

東
本
願
寺
出
版
部 

 

２
０
０
７
年 

 
 

税
込
２
５
０
円 

『『『『
い
の
ち
の
バ
ト
ン
タ
ッ
チ

い
の
ち
の
バ
ト
ン
タ
ッ
チ

い
の
ち
の
バ
ト
ン
タ
ッ
チ

い
の
ち
の
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
』』』』    

青
木
新
門
著 

 

２
０
０
８
年
の
ア
カ
デ
ミ
ー
賞
に
選
ば

れ
た
映
画
『
お
く
り
び
と
』
は
、
主
演
の

本
木
雅
弘
さ
ん
が
青
木
新
門
さ
ん
の
『
納

棺
夫
日
記
』
に
感
動
し
た
こ
と
が
土
台
に

な
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。 

 

青
木
さ
ん
の
講
演
録
で
あ
る
こ
の
本
に

は
、「
蛆(

う
じ)

を
掃
き
集
め
て
い
る
う
ち

に
、
一
匹
一
匹
の
蛆
が
光
っ
て
見
え
始
め

た
。
」
「
最
後
に
ど
う
し
て
も
忘
れ
ら
れ
な

い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
お
じ
い
ち

ゃ
ん
の
顔
で
す
。
遺
体
の
笑
顔
で
す
。
と

て
も
お
お
ら
か
な
笑
顔
で
し
た
。」
と
い
う

よ
う
な
驚
き
の
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
青
木

さ
ん
も
霊
魂
の
有
無
に
迷
っ
て
は
い
け
な

い
と
書
い
て
い
る
通
り
、
決
し
て
オ
カ
ル

ト
的
な
意
味
じ
ゃ
な
く
、
同
じ
も
の
な
の

に
ま
る
で
違
っ
て
見
え
る
！
と
い
う
感
動

だ
と
思
い
ま
す
。 

 

い
の
ち
の
私
有
化
を
悲
し
み
、
死
の
現

場
を
大
事
に
す
る
こ
の
小
冊
子
を
ぜ
ひ
ど

う
ぞ
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
ご
注
文
が

便
利
で
す
。
お
寺
に
も
あ
り
ま
す
よ
～
。 
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ぐ

ち

を

い

わ

ず

に

お

ら

れ

な

い

人

生

 

人

を

ほ

め

る

こ

と

少

く

、

 

悪

口

を

い

わ

ず

に

お

ら

れ

な

い

根

性

の

あ

さ

ま

し

さ

。 

財

欲

、

色

欲

、

飲

食

欲

、

名

誉

欲

、

睡

眠

欲

と

 

こ

の

五

欲

の

全

て

を

せ

お

う

て

、

 

と

ぼ

と

ぼ

と

歩

み

 

あ

る

と

き

は

激

し

く

燃

え

ゆ

く

、

 

こ

の

雑

草

の

如

き

欲

の

中

に

も

、

美

し

き

花

が

咲

く

。 

如

来

の

大

悲

は

、

 

あ

り

べ

の

ま

ま

の

私

を

静

か

に

抱

い

て

 

合

掌

せ

ず

に

お

ら

れ

な

い

な

い

人

生

を

 

知

ら

し

て

下

さ

る

 

煩

悩

深

き

が

故

に

、

如

来

の

大

悲

あ

り

 

煩

悩

あ

る

が

ま

ま

、

仏

智

に

転

じ

ら

れ

、

 

ご

恩

、

ご

恩

と

花

を

咲

か

せ

て

下

さ

る

。

 

ま

こ

と

に

仏

智

は

不

思

議

で

あ

る

。

（

住

職

） 

山門掲示板山門掲示板山門掲示板山門掲示板     

凡ぼ
ん

聖
し
ょ
う

逆
ぎ
ゃ
く

謗ほ
う

斉さ
い

回え

入
に
ゅ
う 

如に
ょ

衆し
ゅ

水し
い

入
に
ゅ
う

海か
い

一い
ち

味み 

凡ぼ
ん 

聖
し
ょ
う 

逆
ぎ
ゃ
く 

謗ほ
う 

斉ひ
と

し
く
回え

入
に
ゅ
う

す
れ
ば 

衆し
ゅ

水す
い 

海う
み

に
入い

り
て
一い

ち

味み

な
る
が
如ご

と

し 

凡
夫
も
聖
者
も
罪
人
も
無
関
心
者
も
、

仏
の
願
い
に
目
覚
め
る(

回
入
す
る)

な

ら
ば
、
ど
ん
な
川
の
水
も
海
に
入
る
と

一
つ
の
味
に
な
る
よ
う
に
、
斉
し
く
救

わ
れ
る
の
で
す
。 

★
「
ウ
ラ
も
同
じ
納
骨
堂
へ
入
ら
せ
て
も
ら
う
」
っ
て

お
年
寄
り
が
ゆ
う
て
た
の
と
同
じ
こ
と
か
な
？ 

★
「
仏
の
願
い
に
目
覚
め
る
な
ら
ば
」
っ
て
い
う
の
が

今
ひ
と
つ
よ
く
分
か
ら
ん
な
～ 



西雲寺だより 冬号（第 24 号） 

----    6 6 6 6 ----    

 

発 行 

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！！！！    
お手元に２部届いた時には、ぜひ

ご活用下さい。 

 

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。 
 

お寺じゅうを大掃除 

台所は早朝５時ごろから 
にぎやかにズイキの皮むき 

ひなかかけておみがき おかざりもち作り 

外回りの草刈り 

菊の搬入 ハチの巣落とし 落ち葉掃き 会所のみなさん 


