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問　

春
の
お
彼
岸
が
終
わ
る
と
４
月
に
は
花
ま
つ
り
が
あ
り
ま
す
が
、
浄
土
宗
で
は
花
ま

つ
り
を
灌
仏
会
と
も
呼
ぶ
そ
う
で
す
ね
。
こ
ち
ら
で
は
灌
仏
会
の
行
事
も
す
る
の
で
し
ょ

う
か
？

住
職　

い
い
え
、
幼
稚
園
で
は
す
る
の
で
す
が
お
寺
で
は
特
別
な
こ
と
は
し
て
い
ま
せ
ん
。

た
だ
、
ず
っ
と
昔
は
こ
の
お
寺
で
も
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
お
参
り
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
方

で
「
子
供
の
頃
に
西
願
寺
さ
ん
で
花
ま
つ
り
の
時
に
花
御
堂
の
お
釈
迦
さ
ま
に
甘
茶
を
か

け
た
の
を
思
い
出
す
。」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
方
も
い
た
の
で
…
。

問　

ク
リ
ス
マ
ス
の
よ
う
に
国
民
的
行
事
に
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
お
釈
迦
さ
ま
の
誕

生
日
で
あ
る
花
ま
つ
り
の
行
事
は
お
釈
迦
さ
ま
の
こ
と
を
身
近
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
そ

う
で
す
ね
。

住
職　

そ
う
で
す
ね
。
三
仏
忌
の
中
で
も
灌
仏
会
は
、
皆
さ
ん
に
わ
か
り
や
す
い
と
い
う

か
、
と
っ
か
か
り
や
す
い
行
事
だ
と
思
い
ま
す
。
三
仏
忌
と
い
う
は
、
お
釈
迦
さ
ま
に
関

わ
る
三
つ
の
日
で
、
お
釈
迦
さ
ま
の
誕
生
日
の
灌
仏
会
（
４
月
８
日
）。
悟
り
を
開
か
れ

た
日
と
さ
れ
る
成
道
会
（
12
月
８
日
）。
入
滅
さ
れ
た
日
の
涅
槃
絵
（
２
月
15
日
）
の
こ

と
で
す
。

問　

花
ま
つ
り
の
こ
の
機
会
に
仏
教
に
つ
い
て
改
め
て
考
え
て
み
る
の
も
よ
い
で
す
ね
。

住
職　

仏
教
に
つ
い
て
…
と
難
し
く
考
え
ず
、
感
謝
す
る
と
い
う
気
持
ち
を
大
切
に
す
る

こ
と
で
も
仏
教
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

問　

以
前
、
手
を
合
わ
せ
る
こ
と
は
感
謝
の
気
持
ち
の
表
れ
と
い
う
お
話
し
を
伺
い
ま
し

た
。
で
も
、
実
際
に
は
手
を
合
わ
せ
る
機
会
と
い
う
も
の
が
少
な
く
な
っ
た
よ
う
に
感
じ

ま
す
。
私
た
ち
は
幼
い
頃
か
ら
知
ら
ず
知
ら
ず
に
身
に
付
い
た
習
慣
で
家
庭
や
学
校
で
も

「
い
た
だ
き
ま
す
」
と
合
掌
し
て
か
ら
食
事
を
す
る
の
が
当
た
り
前
で
し
た
が
、
今
は
学

西願寺本堂

「
敬
老
の
日
」老
に
つ
い
て
丹
羽
住
職
と
考
え
る
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校
な
ど
で
は
宗
教
的
な
色
彩
が
あ
る
と
い
う

こ
と
で
廃
止
し
て
い
る
よ
う
で
す
ね
。

住
職　

残
念
な
こ
と
で
す
が
、
そ
う
で
す
ね
。

「
い
た
だ
き
ま
す
」
と
手
を
合
わ
せ
る
こ
と

は
、
私
た
ち
が
生
き
る
た
め
に
食
べ
て
い
る

肉
や
魚
や
野
菜
な
ど
「
い
の
ち
」
を
頂
い
て

い
る
こ
と
に
対
し
て
有
難
い
事
、
も
っ
た
い

な
い
事
と
感
謝
の
意
味
を
込
め
て
手
を
合
わ

せ
て
い
る
の
で
す
。
様
々
な
「
い
の
ち
」
の

恵
み
を
い
た
だ
い
て
今
の
私
の
「
い
の
ち
」

が
あ
る
こ
と
と
、
勿
論
そ
れ
ら
の
作
物
を
作

る
方
、
調
理
す
る
方
と
多
く
の
方
々
の
お
か

げ
で
こ
の
食
事
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
対

し
て
感
謝
す
る
気
持
ち
を
大
切
に
思
っ
て
欲

し
い
で
す
ね
。

問　

私
た
ち
が
生
き
て
い
る
中
で
は
、
何
か

の
犠
牲
が
あ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
が

殆
ど
で
す
か
ら
、
そ
う
考
え
る
と
何
に
対
し

て
も
粗
末
に
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
ね
。

住
職　

食
に
関
し
て
も
そ
う
で
す
が
、「
い

の
ち
」
の
繋
が
り
と
い
う
と
こ
ろ
で
は
、
父

方
の
ご
先
祖
さ
ま
、
母
方
の
ご
先
祖
さ
ま
の

い
の
ち
が
代
々
受
け
継
が
れ
て
、
そ
し
て
父

と
母
が
縁
を
結
ん
で
く
れ
た
か
ら
こ
そ
今
こ

こ
に
自
分
の
い
の
ち
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
す
。

問　

普
段
の
生
活
の
中
で
は
、
自
分
が
こ
こ

に
居
る
こ
と
自
体
が
当
た
り
前
で
い
の
ち
に

つ
い
て
あ
ま
り
意
識
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た

の
で
す
が
、
い
ろ
ん
な
因
縁
に
結
ば
れ
て
、

今
の
私
が
こ
こ
に
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
は

有
難
い
こ
と
な
ん
で
す
ね
。

住
職　

そ
う
で
す
。
皆
が
感
謝
す
る
心
や
、

謙
虚
な
気
持
ち
を
持
っ
て
い
れ
ば
世
の
中
に

あ
ふ
れ
て
い
る
争
い
ご
と
も
少
な
く
な
る
で

し
ょ
う
し
ね
（
笑
）。

問　

感
謝
の
心
を
も
っ
て
生
活
を
送
る
こ
と

は
大
切
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
が
、で
も「
感

謝
し
な
さ
い
」
と
他
人
に
言
わ
れ
て
も
、
本

当
の
意
味
で
の
感
謝
の
気
持
ち
は
生
ま
れ
て

き
ま
せ
ん
よ
ね
。

住
職　

そ
う
い
う
心
は
、
育
っ
て
き
た
生
活

の
中
で
、
ま
た
、
接
し
て
き
た
環
境
に
よ
っ

て
身
に
つ
い
て
い
く
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

子
ど
も
や
若
い
人
た
ち
に
「
感
謝
の
気
持
ち

を
持
た
な
い
」
と
責
め
る
の
で
は
な
く
、
ま

ず
は
自
分
自
身
を
み
つ
め
て
、
き
ち
ん
と
し

た
お
手
本
に
な
っ
て
い
る
の
か
考
え
る
必
要

が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

問　

お
寺
の
ご
本
尊
へ
参
拝
し
た
り
、
ご
先

祖
様
の
墓
前
へ
家
族
で
行
っ
て
手
を
合
わ
せ

る
こ
と
も
、
ま
ず
私
自
身
が
感
謝
の
気
持
ち

を
持
っ
て
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
心
が
け
た

い
と
思
い
ま
す
。
本
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

暮らしの中の

仏教語「無学」【むがく】

 一般に、知識の無い人や教養の無い人を「あの人は無
学だ」などと言ったり「自分は無学で…」と恥たりしま
すが、 仏教では逆の意味。仏教の教義を学び尽くして、
奥義を究めた学識の高い人をいいます。つまり「学ぶこ
とが無いひと」の意味。そして、無学の反対を有学とい
い、まだまだ学ぶ必要があるということを意味します。
　いつの頃から逆さまの意味に使われるようになったの
かは不明ですが、すでに中国において逆となって、その
まま両方の意味が日本に取り入れられたそうです。
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人
は
欲
望
に
よ
っ
て
苦
し
み
が
生
じ
る
（
集
締
）。
そ
し
て
人
生
は

苦
し
み
が
満
ち
て
い
る
（
苦
締
）。
し
か
し
、
８
つ
の
実
践
方
法
（
道
締
）

に
よ
っ
て
苦
し
み
が
消
滅
し
、
涅
槃
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
滅

締
）。
苦
し
み
に
関
す
る
４
つ
の
真
理
、
四
諦
の
中
の
道
諦
は
８
つ
の

項
目
か
ら
な
り
八
正
道
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

苦
し
み
を
消
滅
す
る
た
め
の
８
つ
の
実
践
方
法

　

お
釈
迦
さ
ま
が
初
転
法
輪
で
説
か
れ
た
説
法
は
仏
教
の
根
本
原
理
と

さ
れ
る
「
四
諦
八
正
道
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
し
た
。
四
諦
は
苦
し
み

に
関
す
る
４
つ
の
真
理
。
八
正
道
は
、
苦
し
み
を
な
く
す
８
つ
の
実
践

方
法
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。
八
正
道
は
、

①
正
見
＝
正
し
い
も
の
の
見
方
。

②
正
思
惟
＝
正
し
く
考
え
判
断
す
る
こ
と
。

③�

正
語
＝
正
し
い
言
葉
、
嘘
や
無
駄
話
、
仲
違
い
さ
せ
る
言
葉
、
粗
暴

な
言
葉
を
離
れ
る
こ
と
。

④
正
業
＝
正
し
い
ふ
る
ま
い
。

⑤
正
命
＝
正
し
い
生
活
。

⑥
正
精
進
＝
正
し
い
努
力
。

⑦
正
念
＝
正
し
い
思
念
。

⑧
正
定
＝
正
し
い
精
神
統
一
。
こ
の
８
つ
の
実
践
方
法
か
ら
な
り
ま
す
。

　

こ
の
八
正
道
は
、
と
て
も
尊
い
も
の
と
さ
れ
、
生
き
て
い
る
人
間
の

す
べ
て
の
営
み
を
示
し
、
こ
の
と
お
り
に
し
た
修
行
者
は
、
涅
槃
へ
と

導
か
れ
る
と
さ
れ
て
る
の
で
す
。

シ
リ
ー
ズ
浄
土
宗

お
釈
迦
さ
ま
が
説
い
た
最
初
の
説
法
『
初
転
法
輪
』

「 
四
諦
八
正
道 

」
Ⅱ

　

ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
ー
の
菩
提
樹
の
下
で
悟
り
を
得
た
お
釈
迦
さ

ま
が
説
い
た
最
初
の
説
法
を
「
初
転
法
輪
」
と
い
い
五
人
の

求
道
者
た
ち
に
説
か
れ
ま
し
た
。
そ
の
内
容
は
「
四
諦
八
正

道
」
と
呼
ば
れ
る
仏
教
の
根
本
原
理
で
し
た
。
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葬
儀
参
列
の
マ
ナ
ー
と
い
っ
て
も
難
し
い

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
基
本
的
に
、
マ
ナ
ー

は
思
い
や
り
の
心
で
す
か
ら
相
手
に
不
快
感

を
与
え
な
い
こ
と
が
大
切
で
す
。

服
装

　

通
夜
の
服
装
は
本
来
は
喪
服
で
な
く
、
紺

や
グ
レ
ー
な
ど
の
地
味
な
服
装
と
さ
れ
て
い

ま
し
た
が
、
最
近
で
は
儀
式
化
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
も
喪
服
を
着
用
す
る
人
が
多
く
、

喪
服
が
無
い
場
合
は
黒
で
統
一
し
た
服
装
を

し
ま
す
。
光
沢
の
あ
る
素
材

や
肌
の
露
出
が
多
い

も
の
は
避
け
ま
す
。

受
付
で
香
典
を
出
す
と
き

　

香
典
は
袱
紗
に
包
ん
で
持
参
し
ま
す
（
く

れ
ぐ
れ
も
香
典
袋
を
む
き
出
し
に
し
て
持
つ

こ
と
の
な
い
よ
う
に
）。
受
付
の
順
番
が
き

た
ら
そ
の
場
で
袱
紗
を
開
き
、
香
典
だ
け
を

両
手
で
受
付
の
係
の
方
に
渡
し
ま
す
。「
こ

の
度
は
ご
愁
傷
様
で
ご
ざ
い
ま
す
」
な
ど
簡

潔
に
お
悔
や
み
を
述
べ
、
芳
名
帳
に
記
帳
し

ま
す
。

袱
紗
の
包
み
方

　

ま
ず
袱
紗
を
◇
形
に
置
き
、
次
に
真
ん
中

に
不
祝
儀
袋
を
お
き
、
右
→
下
→
上
→
左
と

い
う
順
で
包
み
ま
す
。

参
列
し
て
お
焼
香
を
す
る

　

仏
式
で
行
わ
れ
る
焼
香
の
作
法
は
、
宗
派

に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
葬
儀
を

さ
れ
て
い
る
宗
派
と
違
う
焼
香
を
し
た
か
ら

と
い
っ
て
失
礼
に
あ
た
る
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
自
分
の
属
す
る
宗
派
の
作
法
で
心
を

こ
め
て
焼
香
す
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
。　

　

浄
土
宗
で
は
、
焼
香
の
回
数
に
こ
だ
わ
り

ま
せ
ん
。
仏
・
法
・
僧
の
三
宝
に
帰
依
す
る

と
い
う
意
味
を
こ
め
て
三
回
、
心
を
静
め
、

身
を
清
め
る
と
考
え
れ
ば
二
回
、
真
心
を
こ

め
て
一
心
に
行
う
な
ら
ば
一
回
で
も
よ
い
。

お
悔
や
み
の
言
葉
　

　

一
般
的
な
お
悔
や
み
の
言
葉
は
、
以
下
の

と
お
り
で
す
。

「
こ
の
た
び
は
ご
愁
傷
様
で
す
。」

「
こ
の
た
び
は
突
然
の
こ
と
で
大
変
で
し
た

ね
。」

「
心
か
ら
お
悔
や
み
申
し
上
げ
ま
す
。」

数
珠
　

　

家
が
仏
教
な
の
で
あ
れ
ば
、
数
珠
は
ひ
と

つ
は
持
っ
て
お
く
べ
き
で
し
ょ
う
。
手
を
合

わ
せ
る
時
に
は
数
珠
を
す
る
の
が
作
法
で
す
。

ま
た
、
数
珠
は
バ
ッ
ク
や
ポ
ケ
ッ
ト
に
無
造

作
に
入
れ
ず
、
数
珠
袋
や
風
呂
敷
に
つ
つ
む

な
ど
大
切
に
扱
い
ま
し
ょ
う
。

最
後
に

　

あ
た
り
ま
え
の
こ
と
で
す
が
、
う
っ
か
り

し
が
ち
な
の
が
携
帯
電
話
で
す
。
マ
ナ
ー
モ

ー
ド
に
し
て
あ
っ
て
も
バ
イ
ブ
レ
ー
タ
ー
の

音
な
ど
は
意
外
と
気
に
な
る
も
の
で
す
。
携

帯
電
話
は
、
電
源
を
切
る
か
、
も
し
く
は
マ

ナ
ー
モ
ー
ド
で
も
バ
イ
ブ
レ
ー
タ
ー
は
切
っ

て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
お
葬
式
で
は
、
知
り
合
い
に
会
う
こ

と
も
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
世
間
話
し
な
ど

の
私
語
は
慎
む
の
が
遺
族
へ
の
マ
ナ
ー
だ
と

思
い
ま
す
。
話
し
は
斎
場
を
出
た
後
か
ら
に

し
ま
し
ょ
う
。

仏
事
実
践
教
室

葬
儀
参
列
の
マ
ナ
ー
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　去る2月3日は、西願寺「厄払い節
分会法要」が開催されました。「鬼は外、
福は内」の掛け声のもと
今年も力士たちが参加し
ての豆まきににぎやかな
節分となりました。

厄払い節分会法要（豆まき）報告

　新年に入り最初の行事、
七草粥の会が１月７日に開
催されました。今回から七
草粥の会とあわせてはじめ
た七福神めぐりウォーキン
グですが、およそ100名の

参加がありウォーキングの後には西願寺
で七草粥を食べ楽しい１日
となりました。

多くのご参加
ありがとうございました。

遊馬・柳島 七福神めぐり
ウォーキング 

（新年開運七草粥の会）報告

灌仏会（はなまつり）
　旧暦の４月８日は灌仏会です。一般には「花まつり」の名で親しまれています。
　この行事は、紀元前６世紀、ルンビニーの花園でお生まれになったお釈迦さま
の誕生を祝うものです。
　お釈迦さまの母である王妃マーヤー夫人は、お産のため隣国の実家のお城に向
かっていました。その旅の途中、ルンビニーの花園に立ち寄ると急に産気づき、
お釈迦さまが誕生したのです。お釈迦さまは、幼名をシッダールタといいお生ま
れになってすぐに七歩あるき、七歩目に右手を上げ天上を指さし、左手は足下の
大地を指さし声高らかに「天上天下唯我独尊」と宣言されました。
　空には龍が現れ天空より甘い雨を降らせ誕生を祝福しました。
　灌仏会では、お釈迦さまの誕生の地であるルンビニーの花園を表した花御堂の
中央にお釈迦さまの誕生仏を安置し、仏頂に甘茶を注ぎます。歴史は古く、唐の
時代の中国僧・義浄や法顕は、インドの灌仏会の様子を詳しく記録しています。
　日本では、推古天皇14年（606）に奈良の元興寺で行ったのがはじまりといわ

れています。全国に普及したのは江戸時代。人々
は「めでたきことに寺詣で」とお釈迦さまの誕
生を祝いました。
　灌仏会が花まつりの名で親しまれるようにな
ったのは、一説では明治45年、仏教青年伝道会
が東京・浅草公園で花まつりを行ったのがはじ
まりと言われています。

西願寺参道
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■
お
便
り
募
集
■

編
集
部
で
は
皆
さ
ま
か
ら
の
お
便
り
を
募
集
し
て
お
り
ま
す
。
仏
事
の
疑
問

や
悩
み
ご
と
、
身
近
な
で
き
ご
と
や
日
頃
感
じ
て
い
る
こ
と
、
川
柳
な
ど
、

ど
う
ぞ
お
気
軽
に
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

◆
イ
オ
株
式
会
社

　

西
願
寺
・
彩
の
都
メ
モ
リ
ア
ル
パ
ー
ク
通
信
「
さ
ん
が
」
編
集
部

　

東
京
都
千
代
田
区
飯
田
橋
四
‐
七
‐
十
一 

カ
ク
タ
ス
飯
田
橋
ビ
ル
７
Ｆ

　

Ｆ
Ａ
Ｘ　

０
３
（
３
２
６
５
）
１
３
９
２　

M
ail

：info@
io-co.net

■
次
号
予
告

次
号
は
平
成
二
十
六
年
六
月
発
行
予
定
の
「
お
盆
号
」
で
す
。

掲 示 板

●春彼岸会
　3月18日（火）〜3月24日（月）
●葬祭フェア開催
　3月22日（土）　23日（日）
　場所▶彩の都 あすま会館

当日は、会場で祭壇等の展示をし葬儀について
のご相談やご質問をお受けいたします。お気軽
にお越しください。

❖葬祭フェアについてのお問合せ
（彩の都 あすま会館）

TEL.
048-
　921-4194

西願寺
別時念佛会のご案内
こころの安らぎともなるお念佛をご
一緒にお唱えしませんか？

日時／毎月25日　18時より
場所／西願寺本堂

◆参加申込について
事前にご連絡をお願
い致します。
当日でも大丈夫です。
※当日灯明料をご奉納
　願います。

申し込み・お問合せ
西願寺

TEL. 048-925-1723

消費税改定に伴い、平成26年度４月からの管理料
が変更となります。

管理料変更のお知らせ

彩の都メモリアルパーク管理事務所
管理費口座引落としのお知らせ

　平成26年度分管理費が下記の日程にて口座よ
り引落としをさせて頂きます。口座の残高が不
足している場合引落としが完了いたしませんの
でご確認ください。

第1回引落とし　平成26年3月6日（木）
第2回引落とし　平成26年4月7日（月）

（第1回で引落としが出来なかった方のみ）

※�第1回引落としができなかった場合は、4月7日に再度
引落としの手続きをいたします。



◆
編
集
後
記
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こ
の
原
稿
を
書
い
て
い
る
今
は
ま
だ
ま
だ
寒
い
時
期
な

の
で
す
が
、
先
日
ふ
と
街
路
樹
を
見
上
げ
る
と
枝
の
先
に

は
ポ
ツ
ポ
ツ
と
花
芽
が
膨
ら
ん
で
春
を
迎
え
る
準
備
を
し

て
い
ま
し
た
。
春
は
何
か
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
る
の
に
も
ピ

ッ
タ
リ
の
季
節
で
す
ね
。
私
も
新
し
く
何
か
を
始
め
て
み

よ
う
か
な
…
。
下
準
備
だ
け
で
終
わ
ら
せ
な
い
よ
う
頑
張

り
ま
す
！

　

さ
て
、
今
号
で
は
ご
住
職
に
感
謝
す
る
気
持
ち
に
つ
い

て
お
話
し
を
伺
い
ま
し
た
。
感
謝
す
る
心
や
謙
虚
な
気
持

ち
が
あ
れ
ば
争
い
ご
と
も
減
る
の
で
は
と
い
う
言
葉
に
深

く
う
な
ず
い
て
し
ま
い
ま
す
。
穏
や
か
な
気
持
ち
で
い
ら

れ
る
た
め
に
は
き
ち
ん
と
感
謝
で
き
る
自
分
が
大
切
な
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
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／
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〇
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西願寺ホームページ http://saiganji.jp


