
お墓参りは必要ないのか／丹羽義昭住職インタビュー
シリーズ浄土宗／浄土に生まれ往く
実践教室／仏壇を買い換える

西願寺内陣

発行部数3千部

2016年9月
第26号

（年4回発行）

秋の
お彼岸号

仏教とお寺をやさしく解説

Saiganji Sainomiyako Memorial Park News



1

お
墓
は
感
謝
を
す
る
た
め
の
場
所

　

お
釈
迦
さ
ま
が
亡
く
な
ら
れ
た
時
、
そ
の
ご
遺
骨
（
仏
舎
利
）
は
、
八

つ
に
分
骨
さ
れ
お
釈
迦
さ
ま
を
慕
う
人
々
が
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
持
ち
帰
り

仏
舎
利
塔
を
建
て
大
切
に
保
管
さ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
で
人
々
は
お
釈
迦
さ

ま
の
お
徳
を
偲
び
、
仏
法
に
で
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

日
本
の
お
墓
の
は
じ
ま
り

　

日
本
で
は
、
縄
文
時
代
か
ら
死
者
を
埋
葬
す
る
習
慣
が
あ
り
ま
し
た
が
、

一
般
の
民
衆
が
現
代
の
よ
う
な
お
墓
と
し
て
石
碑
を
建
て
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
江
戸
時
代
中
期
頃
か
ら
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

民
衆
の
間
で
は
ま
だ
建
て
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
墓
石
も
平
安
時
代

に
は
、
貴
族
や
高
僧
の
墓
石
が
建
立
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し

て
、
鎌
倉
・
室
町
時
代
に
は
仏
教
が
広
く
普
及
し
、
戒
名
や
位
牌
な
ど
の

習
慣
も
取
り
入
れ
ら
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
頃
の
日
本
の
お
墓
の
形
は
「
五ご

輪り
ん

塔と
う

」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
主
で

し
た
。
五
輪
と
は
仏
教
で
は
宇
宙
の
す
べ
て
を
形
成
す
る
五
大
元
素
（
地
・

水
・
火
・
風
・
空
）
を
指
し
、
人
が
亡
く
な
る
と
肉
体
は
五
大
要
素
に
還

る
と
い
う
教
え
を
形
に
し
て
い
ま
す
。

お
墓
参
り
は
必
要
な
い
の
か

　

お
彼
岸
の
頃
を
迎
え
る
と
、
日
頃
お
墓
参
り
に
な
か
な

か
足
を
運
べ
て
い
な
い
人
も
、
ふ
と
、
お
墓
の
こ
と
が
気

に
な
り
お
墓
参
り
も
多
く
な
り
ま
す
。
あ
る
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
に
よ
る
と
先
祖
の
お
墓
参
り
を
す
る
人
は
、
63
・
８

％
と
い
う
数
字
が
出
て
い
ま
し
た
。
半
数
以
上
の
人
が
お

参
り
を
す
る
と
答
え
、
お
墓
参
り
の
習
慣
は
日
本
人
に
根

強
く
あ
る
も
の
と
わ
か
り
ま
す
。
し
か
し
、
一
方
で
「
お

墓
参
り
に
意
味
を
感
じ
ら
れ
な
い
」
と
思
う
人
た
ち
い
る

よ
う
で
す
。
お
墓
参
り
は
必
要
な
い
の
で
し
ょ
う
か
？
。
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い
」
の
で
は
な
く
、
お
墓
参
り
を
し
た
い
と

い
う
気
持
ち
が
大
切
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
ご
先
祖
様
や
今
は
亡
き
身
近
な
方
へ

の
感
謝
や
、
愛
情
、
友
情
の
気
持
ち
か
ら
自

ら
の
意
思
で
お
墓
参
り
を
し
た
い
と
思
う
も

の
で
決
し
て
義
務
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

問　

で
は
、
お
墓
参
り
を
さ
れ
て
い
る
方
は

な
ぜ
お
参
り
し
た
い
と
思
う
の
で
し
ょ
う

か
？

住
職
　
そ
れ
ぞ
れ
の
想
い
が
あ
る
と
思
い
ま

す
が
、
ご
先
祖
さ
ま
へ
の
感
謝
の
思
い
や
、

ま
た
、
お
参
り
を
す
る
こ
と
で
亡
く
な
っ
た

方
を
偲
び
思
い
出
に
浸
る
人
も
い
ら
っ
し
ゃ

る
で
し
ょ
う
し
、
墓
前
に
報
告
す
る
こ
と
で

自
分
を
見
つ
め
る
場
所
と
し
て
い
る
方
も
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
お
墓
の
前
で
手
を
合
わ

せ
る
こ
と
を
亡
く
な
っ
た
方
と
自
身
を
つ
な

ぐ
一
つ
の
入
口
の
よ
う
に
感
じ
て
い
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

お
墓
参
り
に
意
味
は
な
い
？

問　

お
墓
参
り
に
意
味
は
な
い
と
考
え
る
人

も
い
る
よ
う
で
す
が
…
。

住
職
　
ど
ん
な
事
に
も
い
ろ
い
ろ
な
考
え
方

が
あ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
す
。
思
い
は
人

そ
れ
ぞ
れ
違
う
も
の
だ
か
ら
一
概
に
ど
れ
が

正
し
い
と
は
言
え
ま
せ
ん
が
、
お
参
り
す
る

こ
と
で
心
の
安
ら
ぎ
を
得
る
と
い
う
人
も
い

ま
す
。
ま
た
、
お
墓
参
り
に
あ
ま
り
意
味
が

な
い
と
思
っ
て
い
た
人
で
も
、
近
し
い
人
が

亡
く
な
る
と
、
寂
し
さ
や
悲
し
さ
偲
ぶ
気
持

ち
か
ら
お
墓
参
り
を
し
た
い
と
自
ら
感
じ
る

よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
。

問　

状
況
や
環
境
に
よ
り
思
う
こ
と
も
感
じ

る
こ
と
も
変
化
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で

す
ね
？

住
職
　
そ
う
で
す
ね
。
お
墓
参
り
は
、
ご
先

祖
さ
ま
を
敬
う
気
持
ち
と
同
時
に
自
分
自
身

を
見
つ
め
直
す
大
切
な
時
間
で
も
あ
る
と
思

い
ま
す
。

　

お
墓
参
り
な
ん
か
必
要
な
い
と
思
わ
ず
に
、

是
非
、
心
安
ら
か
に
墓
前
で
手
を
合
わ
せ
て

頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

問　

お
彼
岸
は
、
ご
先
祖
さ
ま
の
こ
と
、
お

墓
の
こ
と
を
ご
自
身
や
ご
家
族
で
考
え
る
よ

い
機
会
で
す
ね
。　

本
日
は
、
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

丹
羽
住
職
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

問
　
近
年
、
様
々
な
価
値
観
に
よ
っ
て
お
墓

の
あ
り
方
も
変
化
し
て
き
ま
し
た
ね
。
故
人

へ
の
敬
い
の
心
か
ら
碑
を
建
て
遺
骨
を
大
切

に
保
管
す
る
場
所
が
お
墓
だ
と
思
う
の
で
す

が
…
。

住
職
　
そ
う
で
す
ね
。
で
す
が
、
お
墓
は
故

人
の
居
場
所
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
私

た
ち
は
故
人
と
の
つ
な
が
り
を
確
か
め
、
亡

く
な
ら
れ
た
方
や
ご
先
祖
さ
ま
の
お
か
げ
で

今
日
の
私
た
ち
が
あ
る
こ
と
に
感
謝
す
る
と

こ
ろ
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

ど
う
し
て
お
墓
参
り
を

し
な
く
て
は
い
け
な
い
の
？

問　

最
近
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
の
書
き

込
み
を
見
る
と
、
お
墓
参
り
を
義
務
の
よ
う

に
感
じ
て
い
る
人
も
い
る
よ
う
で
す
ね
。

住
職
　
お
墓
参
り
は
「
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
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浄
土
と
天
国

　

仏
式
の
お
葬
式
で
あ
っ
て
も
「
天
国
で
安
ら
か
に
お
眠
り
く
だ
さ
い
」
こ
ん

な
言
葉
を
耳
に
し
ま
す
。「
浄
土
」
と
「
天
国
」
は
同
じ
も
の
の
よ
う
な
イ
メ

ー
ジ
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
仏
教
で
「
天
」
と
言
え
ば
「
天

上
界
」、
ま
た
、
神
々
の
こ
と
で
す
。
帝
釈
天
や
毘
沙
門
天
も
元
は
イ
ン
ド
の

神
様
で
、
後
に
仏
教
の
教
え
を
守
る
守
護
神
と
な
っ
た
も
の
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
天
国
と
い
う
の
は
仏
教
の
立
場
で
は
、
そ
の
よ
う
な
神
々
の
住

む
世
界
と
い
う
意
味
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

仏
教
で
は
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
は
全
て
自
ら
の
業
に
よ
り
、
地
獄
・
餓

鬼
・
畜
生
・
修
羅
・
人
間
・
天
上
と
い
う
六
つ
の
迷
い
の
世
界
を
輪
廻
す
る
（
六

道
輪
廻
）
と
説
い
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
「
天
上
」
も
迷
い
の
世
界
の
一
つ
な
の

で
す
。
阿
弥
陀
さ
ま
は
そ
の
迷
い
の
世
界
に
生
き
る
も
の
全
て
を
悟
り
の
世
界

に
救
っ
て
く
だ
さ
る
の
で
す
。そ
し
て
、こ
の
阿
弥
陀
如
来
の
世
界
こ
そ
が「
浄

土
」
な
の
で
す
。

極
楽
浄
土
は
ど
こ
に
あ
る
？

　

阿
弥
陀
さ
ま
の
建
立
さ
れ
た
極
楽
浄
土
は
、
西
方
十
万
億
仏
国
土
を
過
ぎ
た

と
こ
ろ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
西
方
と
は
、
日
の
沈
む
所
を
表
し
、
私
た
ち
の
人

生
の
終
わ
る
と
こ
ろ
を
示
し
て
い
ま
す
の
で
、
西
の
方
角
に
限
定
し
て
い
る
こ

と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
私
た
ち
で
は
考
え
も
及
ば
な
い
彼
方
で
、
そ
こ
に
は
、

美
し
い
花
々
が
咲
き
誇
り
、
光
り
輝
く
温
か
で
清
ら
か
な
無
量
光
明
（
仏
さ
ま

の
限
り
な
き
光
）
に
満
ち
た
世
界
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
が
生
命
を
終
え
る
こ
と
を
浄
土
宗
で
は
、
浄
土
に
往
生
す
る
（
生
ま

れ
往
く
）
と
い
い
ま
す
。
迷
い
や
穢
の
な
い
安
ら
ぎ
の
世
界
、
阿
弥
陀
さ
ま
の

世
界
で
あ
る
浄
土
に
生
ま
れ
往
く
こ
と
は
、
み
な
仏
さ
ま
に
な
ら
せ
て
頂
く
と

い
う
こ
と
な
の
で
す
。

シ
リ
ー
ズ
浄
土
宗

　

浄
土
宗
は
、
極
楽
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
を
説
き
ま
す
。

さ
て
、
そ
の
阿
弥
陀
如
来
の
極
楽
浄
土
は
ど
の
よ
う
な
と

こ
ろ
な
の
で
し
ょ
う
。

「
浄
土
に
生
ま
れ
往
く
」
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仏
壇
は
、
ご
本
尊
を
安
置
し
、
家
族
一
人

ひ
と
り
の
心
の
拠
り
所
と
な
る
場
所
で
す
。

　
古
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
仏
壇
を
買
い
替
え

た
い
。
長
く
受
け
継
い
で
き
て
壊
れ
て
い
る

箇
所
が
あ
る
、
引
越
し
を
す
る
先
に
今
ま
で

あ
っ
た
大
き
な
仏
壇
で
は
置
く
場
所
が
な
い

な
ど
様
々
な
理
由
で
仏
壇
を
新
し
く
買
い
替

え
る
時
ど
ん
な
こ
と
に
注
意
し
た
ら
よ
い
の

で
し
ょ
う
か
？

古
い
仏
壇
の
処
分

　

古
い
仏
壇
は
菩
提
寺
の
住
職
に
魂
抜
き
の

供
養
を
し
て
頂
き
お
焚
き
上
げ
を
お
願
い
し

ま
す
。
新
し
く
仏
壇
を
購
入
し
た
仏
具
店
が
、

引
き
取
っ
て
供
養
と
処
分
を
し
て
く
れ
る
場

合
も
あ
り
ま
す
。

　

仏
壇
は
、
毎
日
手
を
合
わ
せ
て
い
た
家
の

中
の
小
さ
な
お
寺
で
す
。
供
養
せ
ず
粗
大
ゴ

ミ
に
出
す
よ
う
な
こ
と
は
避
け
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
い
ず
れ
の
場
合
も
仏
壇
の
引
き
出
し

な
ど
に
大
切
な
も
の
等
何
か
入
っ
て
い
な
い

か
の
確
認
を
し
た
上
で
処
分
し
て
も
ら
い
ま

し
ょ
う
。

新
し
い
仏
壇
の
開
眼
法
要

　

仏
壇
を
新
し
く
買
い
替
え
た
と
き
、
本
尊

や
位
牌
を
新
し
く
つ
く
り
か
え
た
と
き
も
、

住
職
に
開
眼
法
要
を
し
て
も
ら
い
ま
す
。 

こ

の
儀
式
は
「
仏
壇
開
き
」「
入
魂
式
」「
性
根

入
れ
」「
入
仏
式
」「
お
移
し
」
な
ど
と
も
呼

ば
れ
ま
す
。

　

本
尊
、
位
牌
を
ま
つ
り
、
必
要
な
仏
具
も

す
べ
て
飾
り
終
え
た
あ
と
、
菩
提
寺
の
住
職

に
来
て
い
た
だ
き
、
魂
入
れ
の
儀
式
を
お
願

い
し
ま
す
。 

こ
の
法
要
に
よ
っ
て
単
な
る
物

に
過
ぎ
な
か
っ
た
仏
像
な
ど
が
、
尊
い
仏
に

な
る
の
で
す
。 

買
い
替
え
の
前
に
　

　（
仏
壇
の
洗
浄
や
修
善
を
考
え
る
）

　

仏
壇
の
汚
れ
が
目
立
っ
た
り
、
壊
れ
て
い

る
箇
所
が
あ
る
な
ど
の
場
合
、
洗
浄
（
ク
リ

ー
ニ
ン
グ
）
や
修
繕
に
よ
っ
て
特
に
金
仏
壇

な
ど
高
級
な
も
の
は
新
し
く
仏
壇
を
買
換
え

る
よ
り
も
安
価
に
美
し
く
甦
る
場
合
も
あ
り

ま
す
。

浄
土
宗
実
践
教
室

仏
壇
を
買
い
替
え
る

暮らしの中の

仏教語

　玉ねぎのみじん切りをして、涙で目と鼻がグズグズになっ
てしまった経験のある人は多いのではないでしょうか？みじ
ん切りは、野菜を細かく切るということですが、「みじん」
というこの言葉も実はもともとは仏教語。漢字で書くと微塵
となります。物質を構成する単位で、最小単位である極微（ご
くみ）を中心に上下四方の六方に七つの極微が集まり一つの
微塵を形作るとされているのだとか…。なんだか難しい話し
のような…。目で見ることのできる最小の物質の単位というところから転じて非常に微細な
ものを意味するようになったそうです。「こっぱみじんに砕け散る」なんて何だかダイナミ
ックな状況を想像してしまいますが仏教語なのだと考えると奥が深いですね。

「微塵」【みじん】
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■第7回 十三夜お月見コンサートのご案内■
　今年も、西願寺「十三夜お月見コンサート」の季節がやってきました。今回は、
内モンゴル出身のアーティスト　セーンジャー（賽音吉雅）氏の馬頭琴の演奏です。
馬頭琴は棹の先端にある馬の頭の彫刻が施されたモンゴルの遊牧民の間に古くから
伝わる弦楽器です。2000年以上の歴史があり、馬頭琴を弾くとその家に幸いが訪れ
るといわれているそうです。是非、間近でその音色をお楽しみください。
皆さまお誘い合わせの上、お気軽にご参加ください。

日　時／平成28年10月14日（金）18時受付
場　所／西願寺本堂
参加費／1,000円

お月見コンサート・別時念佛会のお申込・お問合せ
西願寺　TEL. 048-925-1723　FAX. 048-925-1789

知恩院の七不思議
　全国各地に七不思議は存在しますが、浄土宗の総本
山知恩院（京都）の七不思議はこちらの７つ「鶯張り
の廊下」「白木の棺」「忘れ傘」「大杓子」「抜け雀」「三
方正面真向きの猫」「瓜生石」中でも忘れ傘のエピソ
ードは興味をそそられます。「忘れ傘」は、御影堂の
正面、東寄りの軒下から軒を見上げると骨ばかりとな
った傘が置いてあるのが見えます。水と関係のある傘
ということで火災よけと信じられている知恩院の「忘
れ傘」これは、当時の名工、左甚五郎が魔除けの為に置いていったという説と、
知恩院三十二世の雄誉霊巌上人が御影堂を建立するとき、このあたりに住んでい
た白狐が、自分の棲居がなくなるので霊巌上人に新しい棲居をつくってほしいと
依頼し、それが出来たお礼にこの傘を置いて知恩院を守ることを約束したという
説とが伝えられているのだとか…。
　知恩院を参拝された際には是非　軒を見上げて見てください。

セーンジャー（賽音吉雅）
出身地　内モンゴル
2005 年「スーホと白い馬」映画主
演。その他テレビ、ラジオ、映画等
出演多数。
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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
八
年
十
二
月
発
行
予
定
の
「
新
年
号
」
で
す
。

●秋彼岸会
　９月19日（月）〜９月25日（日）
●葬祭フェア開催
　９月24日（土）25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 彩の都メモリアルパーク

永代供養墓「華苑」のご案内
　彩の都メモリアルパークでは永代供養墓

「華苑」をご案内しております。お墓の後継
ぎのいない方、これからのご自身のお墓に不
安を抱えていらっしゃる方などに好適なもの
です。詳しくは、彩の都メモリアルパーク管
理事務所までお気軽にお問合せください。

（TEL.048-921-4194）

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。
お気軽にご参加ください。
※当日灯明料をご奉納願います。

●西願寺 別時念佛会のご案内●

掲 示 板



◆
編
集
後
記
◆

　

あ
っ
と
い
う
間
に
「
秋
の
お
彼
岸
号
」
の
季
節
に
な
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
最
近
は
特
に
駆
け
足
で
季
節
が
通
り
過
ぎ
て
行

く
気
が
し
ま
す
。

　

さ
て
、
今
回
の
実
践
教
室
で
は
仏
壇
の
買
い
替
え
に
つ
い
て

取
り
上
げ
て
い
ま
す
。
我
が
家
で
は
、
祖
父
母
の
家
に
は
大
き

な
仏
壇
が
あ
り
ま
し
た
が
、
実
家
の
仏
壇
は
か
な
り
小
ぶ
り
の

も
の
。
住
宅
事
情
も
あ
っ
て
デ
ザ
イ
ン
や
大
き
さ
な
ど
仏
壇
も

年
々
様
変
わ
り
し
て
い
る
よ
う
で
す
ね
。
日
本
最
古
の
仏
壇
と

言
わ
れ
て
い
る
の
は
「
玉
虫
厨
子
」。
そ
う
！　

昔
見
た
、
社

会
の
教
科
書
に
写
真
が
載
っ
て
い
た
あ
れ
で
す
。
奈
良
県
の
法

隆
寺
に
納
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
す
が
、
中
に
は
飛
鳥
時
代
に

推
古
天
皇
が
拝
ん
で
い
た
三
尊
仏
が
祀
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
現

在
の
よ
う
に
本
尊
と
ご
先
祖
様
に
手
を
合
わ
せ
る
と
い
う
よ

り
、
仏
を
祀
る
空
間
、
つ
ま
り
私
た
ち
が
思
う
お
寺
の
本
堂
と

同
じ
空
間
だ
っ
た
の
で
す
ね
。

発
行
者
／

遊
馬
山
一
行
院
　
西
願
寺

〒
三
四
〇
ー
〇
〇
三
二　

埼
玉
県
草
加
市
遊
馬
町
四
三
〇
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

電　

話  

〇
四
八
ー
九
二
五
ー
一
七
二
三　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｆ
Ａ
Ｘ  

〇
四
八
ー
九
二
五
ー
一
七
八
九

彩
の
都
メ
モ
リ
ア
ル
パ
ー
ク

〒
三
四
〇
ー
〇
〇
三
二　

埼
玉
県
草
加
市
遊
馬
町
一
一
六
〇
ー
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

電　

話  

〇
四
八
ー
九
二
一
ー
四
一
九
四　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｆ
Ａ
Ｘ  

〇
四
八
ー
九
二
一
ー
四
一
九
五

企
画
・
編
集
・
製
作
／

西
願
寺　

丹
羽
義
昭
住
職

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

西願寺ホームページ http://www.saiganji.jp


