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地

本
願
寺
派
と
対
立
し
た

三
門
徒
派
の
寺
院

如
にょどう

道の教えを受けた道
どうしょう

性は願土を求めて横
よこごし

越（鯖江
市）に證

しょうじょう
誠寺

じ
を建立します。その後、嫡男の善

ぜんじゅう
充が

證誠寺を継ぎ、次男の如
にょかく

覚が誠
じょうしょうじ

照寺を、三男の道幸
が常楽寺（廃寺）を建立しました。彼らは、三門徒
教団の中心として戦国の世を駆け抜けました。

【住所】證誠寺：鯖江市横越町 13-43（鯖江 IC から車で 5 分）
　　　  誠照寺：鯖江市本町 3 丁目 2-38（福井鉄道西鯖江駅から徒歩 5 分）

誠照寺

参考資料等
『福井県史』通史編 3　福井県、鯖江市史編纂委員会編『鯖江市史』通史編上　鯖江市
本山證誠寺史編纂委員会編『真宗山元派本山 證誠寺史』

鯖江市教育委員会文化課執筆・協力

鯖
江
市
杉
本
町
に
あ
る
西さ

い
こ
う光

寺じ

。
浄

土
真
宗
本
願
寺
派
中
興
の
祖
、

蓮れ
ん
に
ょ如

（
本
願
寺
８
世
）
の
父
で
あ
る
存ぞ

ん
に
ょ如

が
創
建
し
た
お
寺
で
す
。こ
こ
の
寺
宝
に
、

上
畳
に
右
斜
め
向
き
に
座
り
、
頭
巾
状
の

か
ぶ
り
物
を
付
け
た
女
性
を
描
い
た
肖
像

画
が
あ
り
ま
す
。
制
作
年
代
は
室
町
時
代

と
考
え
ら
れ
、
描
か
れ
て
い
る
の
は
蓮
如

の
妹
、
如に

ょ
ゆ
う祐

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

時
代
の
女
性
が
肖
像
画
と
し
て
描
か
れ
る

こ
と
は
非
常
に
稀
で
、
風
俗
的
に
も
絵
画

的
に
も
極
め
て
貴
重
な
も
の
で
す
。
西
光

寺
は
、
越
前
に
お
け
る
本
願
寺
派
の
中
心

と
し
て
勢
力
を
拡
大
し
ま
し
た
が
、
戦
国

動
乱
の
な
か
で
浄
土
真
宗
教
団
は
ど
の
よ

う
な
歴
史
を
た
ど
っ
て
い
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
。

　

13
世
紀
後
半
、
浄
土
真
宗
の
祖
、
親し

ん
ら
ん鸞

の
弟
子
た
ち
が
各
地
で
教
団
を
形
成
す
る

中
、
北
陸
地
方
に
も
教
団
が
進
出
。
正
応

３
（
１
２
９
０
）
年
に
親
鸞
の
法
脈
を
継

ぐ
如に

ょ
ど
う道

が
越
前
に
進
出
し
て
布
教
活
動
を

始
め
ま
し
た
。
そ
の
後
、
教
団
は
道ど

う
し
ょ
う性

・

如に
ょ
か
く覚

・
浄じ

ょ
う
い
ち一

ら
に
受
け
継
が
れ
、
三
門
徒

派
が
形
成
さ
れ
ま
し
た
。
親
鸞
の
娘
、
覚か

く

信し
ん

尼に

も
京
都
東
山
に
親
鸞
の
墓
所
を
営

み
、
曾ひ

孫ま
ご

で
あ
る
覚か

く
に
ょ如

が
こ
れ
を
寺
院
化

し
て
「
本
願
寺
」
と
称
し
ま
し
た
。

　

し
か
し
、本
願
寺
の
寺
勢
は
振
る
わ
ず
、

存
如
は
蓮
如
と
と
も
に
北
陸
へ
の
布
教
に

赴
く
こ
と
を
決
意
。
宝
徳
３（
１
４
５
１
）

年
、
彼
ら
は
丹
生
郡
石
田
村
（
現
在
の
鯖

江
市
）
に
到
達
し
て
、
西
光
寺
を
建
立
し

ま
し
た
。
存
如
は
そ
の
後
、
約
３
年
間
に

わ
た
っ
て
こ
の
地
で
教
化
の
基
礎
を
固

め
、
長
女
の
如
祐
は
婿
と
な
っ
た
永
存
と

と
も
に
、
西
光
寺
を
引
き
継
ぎ
ま
し
た
。

こ
の
頃
、
蓮
如
は
門
徒
数
を
増
や
し
て
い

ま
し
た
が
、
教
義
の
違
い
か
ら
三
門
徒
派

と
激
し
く
対
立
。
こ
の
対
立
は
越
前
の
政

局
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に

な
っ
て
い
き
ま
す
。
文
明
５（
１
４
７
３
）

年
に
な
る
と
永
存
・
如
祐
は
４
男
、
蓮
実

を
伴
っ
て
栃
川
（
丹
生
郡
越
前
町
）
に
隠

居
し
、
永
存
没
後
、
母
子
は
加
賀
に
赴
き

ま
し
た
。

　

天
正
２
（
１
５
７
４
）
年
、
一
向
一
揆

に
参
画
し
た
西
光
寺
５
代
、
真
敬
は
織お

だ田

信の
ぶ
な
が長

軍
の
越
前
侵
攻
に
際
し
て
蜂
起
し
ま

す
。
北
陸
道
の
要
衝
木
ノ
芽
峠
に
西
光
寺

丸
を
築
き
、
織
田
軍
に
立
ち
向
か
い
ま
し

た
が
、
翌
年
８
月
16
日
に
真
敬
は
戦
死
、

西
光
寺
の
堂
宇
も
焼
失
し
て
し
ま
い
ま
し

た
。
そ
の
後
、
西
光
寺
は
現
在
地
に
再
建

さ
れ
、
江
戸
時
代
に
は
立
待
村
の
中
心
寺

院
と
し
て
長
く
尊
崇
を
集
め
て
い
く
こ
と

と
な
り
ま
す
。

　

さ
て
、
冒
頭
の
如
祐
の
肖
像
画
は
当
初

は
極
め
て
小
振
り
で
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

こ
れ
は
、
私
的
に
描
か
せ
た
も
の
で
あ
る

と
い
う
理
由
の
ほ
か
、
持
ち
運
び
の
便
を

考
え
た
た
め
と
も
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

如
祐
の
生
涯
に
つ
い
て
は
不
明
な
と
こ
ろ

も
多
い
で
す
が
、
そ
の
姿
を
伝
え
る
貴
重

な
史
料
と
し
て
後
世
に
引
き
継
が
れ
て
い

く
の
で
す
。

浄
土
真
宗
の
古こ

刹さ

つ

に

眠
る
女
性
の

肖
像
画
の
謎

如祐尼像（復元図）

絹本著色伝如祐尼像
（西光寺蔵）

関係図（略図）
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