
                                
                            西照寺寺報「さいしょう」 
                               第２４号 
                                                         2009 年 8 月 17 日 
                         発行 浄土真宗本願寺派 西照寺 
                            高岡市吉久２丁目４－40 

                         西照寺HP http://nisitera.eek.jp 

 

祠
堂
永
代
経 

勤
修 

  
  

左
記
の
と
お
り
今
年
度
の
祠
堂
永
代
経
を
お
勤
め
い
た
し
ま
す
。 

 

お
参
り
く
だ
さ
い
ま
せ
。 

  
お
つ
と
め
の
時
間 

八
月
二
十
六
日（
水
） 

午
後
一
時
半
～  

 

二
十
七
日（
木
） 

午
後
一
時
半
～ 

 

 
                          
 

布
教
使  

小
島 

信 

師 

（
射
水
市
堀
岡 

聞
光
寺
） 

 
                 

西
谷
山 

西 
照 
寺 

 

 

                                                             

                                                

 

       

合掌子ども会 児童募集 
子どもたちに仏さまの心が届くように……。 

合掌子ども会は、おつとめとゲームが中心の 

お寺でひらかれている子ども会です。 
 

対象 小学生 
 

毎月一回。学校が休みの日。一時間半程度開きます。 
申込みいただければその都度開催日をご案内しま
す。 
会費は無料ですが、初回のみ聖典などの費用五百円
が必要です。  （西照寺 ℡84-0705） 

 



正
信
偈
の
は
な
し 

第
一
話 

 
 

第
八
世
の
蓮
如

れ
ん
に
ょ

上

人

し
ょ
う
に
ん

（1415

～1499

）
が
日
常
の
勤
行
に
制
定
さ
れ
て
以
来
、

浄
土
真
宗
の
門
信
徒
に
と
り
ま
し
て
、
最
も
な
じ
み
深
い
お
つ
と
め
が
正
信
偈

し
ょ
う
し
ん
げ

で

す
。
詳
し
く
は
、
「
正
信
念
仏
偈

し
ょ
う
し
ん
ね
ん
ぶ
つ
げ

」
と
い
い
ま
す
。
「
念
仏
の
教
え
を
正
し
く
信
じ

る
た
め
の
道
理
を
説
い
た
詩う

た

」
と
い
う
意
味
で
し
ょ
う
か
。
親
鸞

し
ん
ら
ん

聖

人

し
ょ
う
に
ん

の
代
表
的

な
著
述
で
あ
る
「
教

き
ょ
う

行
ぎ
ょ
う

信

証

し
ん
し
ょ
う

」
六
巻
の
中
の
行
の
巻
の
末
尾
に
書
か
れ
て
い
る

文
章
で
す
。
漢
詩
（
韻
文

い
ん
ぶ
ん

）
の
体
裁
で
、
漢
字
七
文
字
を
一
句
と
し
て
百
二
十
句

あ
り
、
二
句
一
行
で
六
十
行
か
ら
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

浄
土
真
宗
の
教
え
の
肝
要
な
あ
ら
ま
し
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ

う
。 

 

先
ず
、
親
鸞
聖
人
は
、
こ
の
正
信
偈
を
お
作
り
に
な
っ
た
気
持
ち
を 

『
し
か
れ
ば
大

聖

だ
い
し
ょ
う

の
真
言

し
ん
ご
ん

に
帰き

し
、
大
祖

だ

い

そ

の
解
釈

げ
し
ゃ
く

に
閲え

っ

し
て
、
仏ぶ

っ

恩と
ん

の
深
遠

じ
ん
の
ん

な

る
を
信し

ん

知ち

し
て
、
正
信
念
仏
偈
を
作
り
て
い
は
く
』
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

「
大
聖
の
真
言
に
帰
し
」
と
あ
る
の
は
、
釈
尊
の
真
実
の
言
葉
に
帰
依
す
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
を
親
鸞
聖
人
は
、
阿
弥
陀
如
来
が
す
べ
て
の
人
を
救
い
た

い
と
願
わ
れ
た
「
本
願
念
仏
」
を
お
説
き
に
な
る
『
大
無
量
寿
経

だ
い
む
り
ょ
う
じ
ゅ
き
ょ
う

』
に
見
い
出

さ
れ
ま
し
た
。
次
の
「
大
祖
の
解
釈
に
謁
し
て
」
と
い
う
の
は
、
三
国
（
イ
ン
ド
・

中
国
・
日
本
）
の
歴
史
を
通
じ
て
、『
大
無
量
寿
経
』
の
正
し
い
解
釈
を
伝
え
て
く

だ
さ
っ
た
七
人
の
高
僧
方
の
御
教
示
に
従
っ
て
と
い
う
こ
と
で
す
。 

そ
し
て
、
私
を
間
違
い
な
く
救
い
導
い
て
く
だ
さ
る
阿
弥
陀
仏
の
恩
徳
が
、
ま
こ

と
に
深
い
こ
と
を
自
ら
信
じ
る
と
と
も
に
、
他
の
人
に
念
仏
を
す
す
め
、
信
じ
て
い

た
だ
く
た
め
に
こ
の
詩
を
作
っ
た
と
述
べ
ら
れ
る
わ
け
で
す
。 

 

続
い
て
、
正
信
偈
本
文
が
書
か
れ
て
い
き
ま
す
。 

次
に
こ
の
本
文
に
つ
い
て
み
る
と
、 

最
初
の
一
行
二
句
で
あ
る
「
帰
命

き
み
ょ
う

無
量

む
り
ょ
う

寿じ
ゅ

如
来

に
ょ
ら
い 

南
無

な

も

不
可
思
議
光

ふ

か

し

ぎ

こ

う

」
は
、
南

無
阿
弥
陀
仏
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
て
、親
鸞
聖
人
自
身
が
阿
弥
陀
如
来
に
帰
命
す

る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
し
か
も
、
そ
れ
は
正
信
偈
全
体
を
集
約
し
て
表
し
て
い

ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
一
行
二
句
が
正
信
偈
の
中
心
で
あ
り
、
以
下
の
文
章
は
、

そ
の
展
開
・
解
説
と
位
置
付
け
ら
れ
ま
す
。 

 

ま
た
、
そ
の
展
開
・
解
説
で
あ
る
二
行
目
以
下
の
文
章
は
、
二
つ
に
分
け
ら
れ
て

い
ま
す
。 

一
つ
は
、「
法
蔵

ほ
う
ぞ
う

菩
薩
因

ぼ
さ
つ
い
ん

位に

時じ

」
か
ら
「
難
中
之

な
ん
ち
ゅ
う
し

難
無
過
斯

な

ん

む

か

し

」
ま
で
の
二
十
一
行

四
十
二
句
で
す
。
依え

経

段

き
ょ
う
だ
ん

と
い
わ
れ
、
『
大
無
量
寿
経
』
に
依
っ
て
、
そ
の
教
え

の
要
が
讃
歎
さ
れ
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
の
「
大
聖
の
真
言
に
帰
し
て
」
の
部
分
に
当

た
り
ま
す
。
い
ま
一
つ
は
、「
印
度
西
天
之
論
家

い
ん
ど
さ
い
て

ん
し
ろ
ん
げ

」
か
ら
最
後
の
「
唯
可
信
斯

ゆ

い

か

し

ん

し

高
僧
説

こ
う
そ
う
せ
つ

」

ま
で
で
す
。
依
釈
段

え
し
ゃ
く
だ
ん

と
い
わ
れ
ま
す
が
、「
大
祖
の
解
釈
に
謁
し
て
」
の
部
分
に
当

た
り
、
七
人
の
高
僧
（
七し

ち

高
僧

こ
う
そ
う

）
の
一
人
ひ
と
り
の
教
え
（
解
釈
）
と
そ
の
お
徳 



が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

そ
う
し
て
、
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
念
仏
の
教
え
は
、
親
鸞
が
勝
手
に
作
っ
た
教
え

で
は
な
く
て
、
釈
尊
の
お
説
き
に
な
っ
た
真
実
が
、
面
々
と
七
人
の
高
僧
方
に
受
け

伝
え
ら
れ
て
私
の
と
こ
ろ
ま
で
届
け
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
あ
る
。ど
う
か
悩
め
る
多

く
の
人
た
ち
よ
、
こ
の
高
僧
の
教
え
と

促
う
な
が

し
に
従
っ
て
、
念
仏
申
す
人
生
を
お

く
っ
て
く
だ
さ
い
と
結
ば
れ
る
の
で
あ

り
ま
す
。 

  

帰
命

き
み
ょ
う

無
量

む
り
ょ
う

寿じ
ゅ

如
来

に
ょ
ら
い

（

 

無
量

む
り
ょ
う

寿じ
ゅ

如
来

に
ょ
ら
い

に

 

帰
命

き
み
ょ
う

し

 

）

 

 

南
無

な

む

不
可
思
議
光

ふ

か

し

ぎ

こ

う

（

 

不
可
思
議
光

ふ

か

し

ぎ

こ

う

に

 

南な

無も

し
た
て

 

ま
つ
る

 
）

 

 

 

 

帰
敬
序

き
き
ょ
う
じ
ょ

と
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
阿
弥
陀
如
来
を
敬
い
、
帰
依
し
て
い
く
と

い
う
親
鸞
聖
人
の
お
心
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

「
帰
命

き
み
ょ
う

」
と
い
う
と
言
葉
と
「
南
無

な

も

」
と
は
、
同
じ
意
味
で
す
。
ご
承
知
の
よ

う
に
、
仏
教
は
イ
ン
ド
に
起
こ
り
ま
し
た
の
で
、
お
経
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
（
梵ぼ

ん

語ご

）
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
中
国
に
伝
え
ら
れ
て
、
漢
字
に
翻
訳
さ
れ
る
の

で
す
が
、
そ
の
時
に
原
語
の
「nam

asu

ナ
マ
ス
、nam

o

ナ
モ
」
と
い
う
言
葉
を
、 

意
味
を
取
っ
て
「
帰
命
」
と
訳
し
た
り
、
あ
る
時
は
、「
音お

ん

写し
ゃ

」
と
い
う
の
で
す
が
、

発
音
を
漢
字
に
写
し
て
、「
南
無
」
と
あ
ら
わ
し
ま
し
た
。
と
も
に
「
敬
い
信
じ
順

し
た
が

う
、
拠よ

り
処

ど
こ
ろ

と
す
る
」
と
い
う
意
味
で
し
ょ
う
。
親
鸞
聖
人
は
、
阿
弥
陀
如
来
の

帰○

っ
て
来
い
と
い
う
命○

令
に
、
順

し
た
が

っ
て
い
く
こ
と
だ
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

思
い
ま
す
。 

 

さ
て
、
昭
和
三
十
一
年
の
こ
と
で
す
。
日
本
は
戦
後
復
興
も
進
み
、
世
界
の
仲
間

入
り
を
果
た
さ
ね
ば
と
い
う
意
識
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。南
極
観
測
に
乗
り
出

す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
第
一
次
南
極
観
測
隊
は
、
そ
の
年
の
十
一
月
に
観
測
船

「
宗そ

う

谷や

」
を
仕
立
て
て
日
本
を
出
発
し
、
翌
年
一
月
下
旬
に
南
極
オ
ン
グ
ル
島
に

上
陸
し
て
昭
和
基
地
を
建
設
し
ま
す
。そ
し
て
、第
一
次
越
冬
隊
員
十
一
名
を
残
し
、

日
本
に
引
き
揚
げ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
際
、
氷
の
海
に
閉
じ
込
め
ら
た
「
宗
谷
」
は
、

外
国
船
に
助
け
ら
れ
て
、
よ
う
や
く
日
本
に
帰
っ
て
き
ま
す
。
翌
昭
和
三
十
二
年
暮

れ
、第
二
次
越
冬
隊
員
を
乗
せ
て
、再
度
日
本
を
出
発
し
ま
す
。と
こ
ろ
が
今
度
は
、

厳
し
い
悪
天
候
の
中
、
氷
に
阻は

ば

ま
れ
接
岸
す
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
や
む
な
く

そ
の
年
の
越
冬
は
断
念
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
か
と
い
っ
て
、
第
一
次
越
冬
隊

を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。天
候
の
合
間
を
縫
い
小
型
飛
行
機

を
使
っ
て
、
か
ろ
う
じ
て
隊
員
は
収
容
で
き
ま
し
た
が
、
十
五
頭
の
ソ
リ
犬
は
涙
を

の
ん
で
基
地
に
置
き
去
り
に
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。（
裏
面
に
続
く
） 



（
中
面
か
ら
の
続
き
） 

 

家
族
の
近
況
を
知
ら
せ
る
も
の
、
隊
員
の
健
康
や
無
事
の
帰
国
を
願
う
も
の
な

ど
、
電
報
を
次
々
に
披
露
し
あ
い
な
が
ら
、
冷
や
か
し
た
り
笑
っ
た
り
と
楽
し
い 

 

そ
の
第
一
次
越
冬
隊
員
の
話
で
す
。 

 

昭
和
三
十
三
年
の
新
年
、
日
本
を
出
発
し
て
四
百
日
余
り
、
食
料
も
底
を
尽
き

か
け
、
国
内
で
は
安
否
が
心
配
さ
れ
る
隊
員
の
も
と
に
、
待
望
の
家
族
か
ら
の
電

報
が
届
き
ま
し
た
。 

当
時
は
、
今
日
の
よ
う
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
衛
星
電
話
も
な
い
時
代
で
す
。
電

報
だ
け
が
た
っ
た
一
つ
の
通
信
手
段
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
い
わ
ゆ
る
モ
ー
ル
ス
信

号
で
、
送
ら
れ
て
く
る
の
は
カ
タ
カ
ナ
と
数
字
の
み
で
す
。
殆
ど
は
公
的
な
仕
事

上
の
電
報
で
、
私
的
に
は
、
家
族
か
ら
の
年
賀
電
報
ぐ
ら
い
な
も
の
で
す
。
厳
寒

の
地
で
過
酷
な
任
務
を
強
い
ら
れ
る
隊
員
た
ち
に
と
っ
て
は
、そ
れ
が
大
き
な
楽

し
み
で
し
た
。 

日
本
で
は
、そ
の
こ
と
が
新
聞
紙
上
な
ど
で
批
判
さ
れ

ま
し
た
が
、ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
の
で

し
ょ
う
。
翌
昭
和
三
十
三
年
の
第
三
次
南
極
観
測

隊
が
、
生
存
し
て
い
た
「
タ
ロ
と
シ
ロ
」
の
二
頭

の
ソ
リ
犬
を
発
見
し
ま
す
。
そ
の
感
動
的
な
経
緯

は
、
何
回
か
映
画
に
も
な
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。 

 
阿
弥
陀
如
来
は
、
真
実
の
命
の
世
界
か
ら
、
そ
の
願
い
の
全
体
を
南
無
阿
弥
陀

仏
と
い
う
六
文
字
に
込
め
て
、
迷
え
る
私
に
届
け
て
下
さ
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
願

い
に
気
づ
か
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
私
の
帰
命
と
い
う
生
活
が
は
じ
ま
り
ま
す
。 

 

そ
れ
を
届
け
ら
れ
た
大
塚
さ
ん
は
、
そ
の
三
文
字
に
込
め
ら
れ
た
、
奥
さ
ん
や

家
族
の
願
い
を
感
じ
取
り
、
感
動
さ
れ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
家
族
の
願
い
に
支

え
ら
れ
て
い
る
自
分
を
実
感
し
、が
ん
ば
ろ
う
と
い
う
力
と
勇
気
が
湧
い
て
き
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

日
本
の
奥
さ
ん
に
と
っ
て
は
、伝
え
た
い
こ
と
は
山
ほ
ど
あ
っ
た
に
違
い
あ
り

ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
字
数
に
制
限
が
あ
る
な
か
、
三
文
字
の
「
ア
ナ
タ
」
と
い
う

言
葉
に
す
べ
て
を
こ
め
て
、
届
け
ら
れ
た
わ
け
で
す
。 

時
間
が
過
ぎ
て
い
き
ま
し
た
。
や
が
て
、
当
時
三
十
六
歳
の
大
塚
正
夫
隊
員
の
電

報
を
披
露
す
る
番
に
な
り
ま
し
た
。
奥
さ
ん
の
ツ
ネ
子
さ
ん
か
ら
の
も
の
で
す
。

し
か
し
、
し
ん
み
り
と
涙
ぐ
ん
で
み
ん
な
に
披
露
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
ど

う
し
た
の
か
。
家
族
に
不
幸
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
心
配
し
た
周
り
の
隊
員

た
ち
も
、
覗
き
込
み
ま
す
が
、
同
じ
よ
う
に
し
み
じ
み
と
し
た
気
持
ち
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。 

 

そ
の
電
報
に
は
、
た
っ
た
三
文
字
「
ア
ナ
タ
」
と
書
い
て
あ
る
だ
け
で
し
た
。 

（
文
責 

住
職
） 


