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法然上人坐像（西願寺本堂）
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法
然
上
人
は
、
平
安
時
代
末
期
の
一
一
三
三
年
に
、
美み
ま

作さ
か
の

国く
に（
現
在
の

岡
山
県
）
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
父
は
、
地
方
豪
族
の
漆う
る

間ま
の

時と
き

国く
に

で
幼
名
を

勢せ
い

至し

丸ま
る

と
名
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

上
人
が
九
歳
の
と
き
、
目
の
前
で
父
が
夜
討
ち
に
あ
い
命
を
落
し
て
し

ま
い
ま
す
。
父
の
遺
言
は
、
決
し
て
仇
討
な
ど
せ
ず
、
仏
門
へ
入
る
よ
う

に
と
い
う
も
の
で
し
た
。
一
三
歳
ま
で
を
、
叔
父
・
観
覚
が
住
職
を
勤
め

る
菩
提
寺
に
身
を
よ
せ
ま
す
が
、
類
ま
れ
な
る
才
能
を
見
抜
か
れ
、
そ
の

後
、
当
時
の
最
高
学
府
で
あ
っ
た
比
叡
山
延
暦
寺
に
の
ぼ
り
ま
す
。
わ
ず

か
三
年
で
「
天
台
三
大
部
」
を
読
破
し
、
知
恵
第
一
の
法
然
房
と
呼
ば
れ

て
い
ま
し
た
が
、
ど
れ
だ
け
仏
典
を
読
み
、
ど
れ
だ
け
伝
統
的
修
行
に
励

も
う
と
も
万
民
救
済
の
道
を
み
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ず
比
叡
山
を
下
り
ま

し
た
。

　

や
が
て
、
中
国
浄
土
教
を
完
成
さ
せ
た
善
導
が
著
し
た
「
観
経
疏
」
に

あ
る
「
一
心
に
阿
弥
陀
仏
の
名
を
た
た
え
、
念
仏
を
と
な
え
れ
ば
極
楽
往

生
で
き
る
」
と
す
る
専
修
念
仏
の
思
想
に
た
ど
り
着
き
四
三
歳
の
時
に
京

都
東
山
吉
水
に
庵
を
か
ま
え
、
立
教
開
宗
し
ま
す
。

　

上
人
の
も
と
に
は
、
念
仏
の
教
え
を
も
と
め
様
々
な
階
層
の
人
々
が
集

ま
り
ま
し
た
。
貴
族
層
で
は
、
摂
政
や
関
白
を
務
め
た
九
条
兼
実
が
深
く

上
人
に
帰
依
し
、
武
家
層
で
は
、
熊
谷
次
郎
直
実
や
甘
糟
太
郎
忠
綱
な
ど
、

庶
民
層
で
は
、
現
在
の
浄
土
宗
で
広
く
使
わ
れ
て
い
る
に
連
数
珠
を
考
案

し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
陰
陽
師
の
阿
波
介
、
盗
み
を
は
た
ら
こ
う
と
草

庵
の
床
下
に
忍
び
込
ん
で
い
た
と
こ
ろ
、
上
人
の
説
法
に
触
れ
改
心
し
て

法
然
上
人
の
生
涯

　
浄
土
宗
の
宗
祖
法
然
上
人
の
生
ま
れ
た
十
二
世
紀
半
ば
、
日

本
で
は
、「
末
法
」
と
い
う
救
い
の
な
い
時
代
に
あ
る
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
し
た
。
混
乱
の
平
安
末
期
。
た
だ
念
仏
を
と
な
え

る
だ
け
で
極
楽
往
生
で
き
る
と
い
う
画
期
的
な
救
い
を
説
い
た

法
然
上
人
は
ど
の
よ
う
な
人
物
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
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帰
依
し
た
盗
人
の
天
野
四
郎
な
ど
、
他
に
も

農
民
や
遊
女
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
が
法
然
上
人

に
帰
依
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

　

し
か
し
、
そ
れ
に
伴
い
比
叡
山
、
南
都
・

興
福
寺
で
も
反
発
が
強
ま
り
厳
し
い
弾
圧
を

受
け
る
こ
と
に
な
り
、
上
人
七
五
歳
の
時
に

四
国
へ
と
流
罪
に
な
り
ま
す
。一
二
〇
七（
建

永
二
）
年
一
月
、
讃
岐
国
（
香
川
県
）
に
着

き
、
上
人
が
京
へ
戻
れ
た
の
は
四
年
後
の
一

二
一
一
（
建
暦
元
）
年
、
七
九
歳
の
時
で
し

た
。
京
都
の
青
連
院
の
隣
地
（
現
在
の
知
恩

院
内
に
あ
る
勢
至
堂
）
に
住
房
を
構
え
、
最

後
の
落
ち
着
き
の
場
所
を
え
ま
す
が
、
高
齢

の
た
め
体
は
衰
え
床
に
臥
す
日
々
と
な
り
、

翌
一
二
一
二
（
建
暦
２
）
年
、
弟
子
の
勢
観

房
源
智
に
浄
土
宗
の
要
領
を
簡
潔
に
ま
と
め

た
「
一
枚
起
請
文
」
を
与
え
、
一
月
二
十
五

日
、
弟
子
た
ち
が
見
守
る
中
入
滅
し
た
の
で

す
。

Q
&

A

法
然
上
人
の
生
き
た
時
代
は
、
ど

の
よ
う
な
時
代
だ
っ
た
の
で
し
ょ

う
。

上
人
の
い
ら
し
た
平
安
時
代
末
期

か
ら
鎌
倉
時
代
は
、
貴
族
の
世
の

中
か
ら
、
武
士
が
台
頭
す
る
変
革
期
で
、

保
元
の
乱
、
平
治
の
乱
な
ど
度
重
な
る
政

争
に
よ
っ
て
混
乱
し
た
世
の
中
で
し
た
。

ま
た
、
地
震
と
大
火
さ
ら
に
疫
病
と
飢
饉

な
ど
に
襲
わ
れ
人
々
は
不
安
の
中
に
い
ま

し
た
。

末
法
と
は
？

仏
教
弾
圧
や
僧
の
堕
落
を
背
景
に
、

仏
教
の
衰
退
へ
の
不
安
か
ら
生
じ

た
仏
教
思
想
で
、
お
釈
迦
様
の
死
後
を
正

法
・
像
法
・
末
法
の
三
つ
の
時
代
に
分
け
、

正
法
は
お
釈
迦
様
の
教
え
が
正
し
く
行
わ

れ
て
い
る
時
代
、
そ
の
後
、
形
だ
け
の
像

法
の
時
代
へ
と
続
い
た
後
に
訪
れ
る
時
代

が
末
法
で
す
。
末
法
の
時
代
は
、
一
万
年

続
く
と
言
わ
れ
、
お
釈
迦
様
の
教
え
の
み

が
あ
り
悟
り
も
修
行
も
な
い
救
い
の
な
い

世
界
で
、
日
本
で
は
一
〇
五
二
年
を
末
法

初
年
と
す
る
。（
※
年
数
に
は
諸
説
あ
る
）

　

上
人
は
な
ぜ
弾
圧
を
受
け
た
の
で

し
ょ
う
？

「
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
と
念
仏
を
と

な
え
る
だ
け
で
身
分
や
男
女
を
問

わ
ず
誰
で
も
が
極
楽
浄
土
に
往
生
で
き

る
。」
と
い
う
既
存
仏
教
の
教
義
を
覆
す

法
然
上
人
の
教
え
が
多
く
の
民
衆
の
心
を

捉
え
爆
発
的
な
信
仰
を
集
め
て
い
き
ま
す
。

そ
の
流
れ
を
止
め
よ
う
と
奈
良
時
代
か
ら

続
く
仏
教
勢
力
が
度
々
朝
廷
に
訴
え
、
上

人
の
教
団
は
弾
圧
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
す
。
し
か
し
、
念
仏
信
仰
は
そ
の

後
も
一
層
盛
ん
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

QQ

Q

AA

A



3

　

建
暦
二
（
１
２
１
２
）
年
正
月
、
法
然
上
人
は
、
老
齢
の
身
に
疲
れ
も

加
わ
り
病
の
床
に
ふ
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
も
念
仏
は
と
な

え
つ
づ
け
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
衰
弱
は
さ
ら
に
進
み

重
態
と
な
り
ま
す
。
も
ち
な
お
し
た
二
十
三
日
、
弟
子
の
一
人
で
あ
る
勢せ
い

観か
ん

房ぼ
う

源げ
ん

智ち

の
最
後
の
教
え
を
記
し
て
欲
し
い
と
い
う
願
い
を
聞
き
入
れ
し

た
た
め
ら
れ
た
も
の
が
「
一
枚
起
請
文
」
で
す
。

　
「
も
ろ
こ
し
わ
が
朝
に
、
も
ろ
も
ろ
の
知
者
の
沙
汰
申
さ
る
る
観
念
の

念
に
あ
ら
ず
」
と
書
き
出
す
こ
の
わ
ず
か
二
〇
〇
字
余
り
の
短
文
に
は
、

念
仏
の
エ
ッ
セ
ン
ス
が
簡
潔
に
記
さ
れ
て
あ
り
名
文
中
の
名
文
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

死
期
が
迫
る
中
、
一
枚
の
紙
の
上
に
、
し
っ
か
り
と
し
た
筆
跡
で
、
念

仏
の
心
と
そ
の
実
践
に
つ
い
て
凝
縮
さ
れ
た
法
然
上
人
の
本
意
が
書
か
れ
、

最
後
に
は
、「
滅
後
の
邪
義
を
ふ
せ
が
ん
た
め
に
所
存
を
し
る
し
畢
ん
ぬ
」

（
私
の
滅
後
、
間
違
っ
た
考
え
が
起
こ
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
、
私
の
考
え

を
記
し
て
お
く
）
と
し
、
上
人
自
身
の
確
認
と
と
も
に
そ
の
証
明
と
し
て
、

本
文
の
上
に
両
手
の
印
を
押
さ
れ
ま
し
た
。

　
「
一
枚
起
請
文
」
を
し
た
た
め
ら
れ
た
二
日
後
の
建
暦
二
（
１
２
１
２
）

年
一
月
二
十
五
日
。
法
然
上
人
は
念
仏
を
と
な
え
な
が
ら
静
か
に
往
生
さ

れ
八
〇
年
の
生
涯
を
閉
じ
ら
れ
た
の
で
す
。

シ
リ
ー
ズ
浄
土
宗

　「
証
の
た
め
に
両
手
印
を
も
っ
て
す
」
と
文
中
に
あ
る
よ

う
に
、
法
然
上
人
自
身
の
両
手
の
判
が
押
さ
れ
た
上
人
直
筆

の
「
一
枚
起
請
文
」
は
、「
御
誓
書
」
と
も
呼
ば
れ
。
大
本

山
金
戒
光
明
寺
（
京
都
）
に
大
切
に
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。

往
生
極
楽
の
た
め
に
に
は
、

南
無
阿
弥
陀
仏
と
申
し
て
、

疑
い
な
く
往
生
す
る
ぞ
と
思
い
と
り
て
、

申
す
ほ
か
別
の
子
細
候
わ
ず

「
一
枚
起
請
文
」
よ
り

法
然
上
人
最
後
の
教
え

「
一
枚
起
請
文
」
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私
た
ち
に
と
っ
て
、
最
も
身
近
な
法
具
に

数
珠
が
あ
り
ま
す
。
仏
前
に
礼
拝
す
る
と
き

に
欠
か
せ
な
い
法
具
で
あ
る
数
珠
は
、
長
い

も
の
、二
重
の
も

の
、
男
性
用
、

女
性
用
な
ど
あ

り
、
色
も
珠
の

素
材
も
様
々
で

す
。

数
珠
の
起
源

　

数
珠
の
起
源
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
ま
す

が
、
お
釈
迦
様
が
生
ま
れ
る
以
前
か
ら
あ
っ

た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
か
ら
３
５
０
０
年

以
上
前
に
で
き
た
バ
ラ
モ
ン
教
の
教
典
に
登

場
す
る
毘
沙
門
天
、
弁
財
天
、
梵
天
の
持
ち

物
と
し
て
「
連
珠
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
、

そ
れ
が
「
数
珠
（
念
珠
）」
の
原
型
に
な
っ

た
と
い
う
説
が
有
力
で
、
ま
た
、
ヒ
ン
ド
ゥ

ー
教
の
信
者
も
、
祈
り
の
回
数
を
数
え
る
際

に
数
珠
を
使
う
習
慣
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
お

り
、
こ
の
習
慣
を
お
釈
迦
さ
ま
が
仏
教
に
取

り
入
れ
後
に
中
国
へ
と
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。

日
本
へ
の
伝
来

　

百
済
か
ら
仏
教
が
伝
来
し
た
５
３
８
年
。

そ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
念
珠
も
伝
来
し
た

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
念
珠
が
文
献
に
初
め
て

登
場
し
た
の
が
天
平
十
九
年
（
７
４
３
年
）

法
隆
寺
の
資
材
帳
で
し
た
。正
倉
院
に
は
、聖

徳
太
子
の
愛
用
品
と
さ
れ
る
蜻
蛉
目
金
剛
子

の
数
珠
や
、
聖
武
天
皇
の
遺
品
で
あ
る
水
晶

と
琥
珀
の
数
珠
が
現
存
し
て
い
ま
す
。
数
珠

は
当
時
、
船
戴
品
と
し
て
非
常
に
貴
重
な
も

の
で
、
一
部
の
僧
侶
や
限
ら
れ
た
貴
族
の
間

で
し
か
使
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

一
般
庶
民
へ
の
浸
透

　

平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
以
降
に
な
る
と
、

仏
教
が
民
衆
化
し
数
珠
は
仏
具
と
し
て
僧
侶

以
外
の
一
般
庶
民
へ
も
普
及
し
て
い
き
ま
す
。

そ
れ
ま
で
は
国
家
や
貴
族
の
た
め
の
仏
教
が

鎌
倉
時
代
に
入
る
と
、
在
家
の
信
者
が
ふ
だ

ん
の
生
活
の
中
で
実
践
で
き
る
や
さ
し
い
教

え
を
説
く
宗
派
が
次
々
と
生
ま
れ
、
そ
れ
に

伴
い
数
珠
も
宗
派
に
あ
わ
せ
て
使
い
や
す
く

改
良
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
す
。

浄
土
宗
の
数
珠

　

浄
土
宗
の
数
珠
は
、
念
珠
と
も
呼
ば
れ
、

形
も
二
つ
の
数
珠
を
組
み
合
わ
せ
た
独
自
の

二
連
の
数
珠
を
用
い
ま
す
。
日
課
数
珠
と
呼

ば
れ
る
こ
の
形
は
、法
然
上
人
の
門
人
、阿
波

之
助
が
考
案
し
た
と
い
わ
れ
、
と
な
え
た
念

仏
が
数
え
ら
れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。

念
珠
の
修
理

　

永
く
使
っ
て
い
る
と
念
珠
を
繋
い
で
い
る

紐
が
切
れ
る
な
ど
、
念
珠
が
壊
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。「
縁
起
が
悪
い
」
な
ど
と
思
わ

れ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
そ
の
よ

う
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
だ
け
念
仏

に
励
ん
だ
こ
と
の
証
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

繊
維
の
疲
労
や
摩
耗
で
紐
が
伸
び
て
き
た
ら

修
理
に
出
す
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

浄
土
宗
実
践
教
室

数
珠
の
歴
史

暮らしの中の

仏教語

　嬉しいこと絶頂を表す言葉として「天にもの
ぼる気持ち」や「有頂天になる」などがありま
すよね。「あの難関を突破してすっかり有頂天
になってる」なんて会話も聞こえてきます。
　さて、この有頂天も仏教語なのです。有頂天
は、仏教的世界観の三界（欲界、色界、無色界）
の最上地点のことで非想非非想天（ひそうひひそうてん）などとも言
われています。まだ迷いの世界ではあるものの形ある世界の最頂の場
所をさすことから、私たちが日常で使う喜びや幸せの絶頂の気持ちを
表す言葉になったのでは…。

「有頂天」【うちょうてん】

浄土宗では
念珠を親指に
かけます
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　昨今の健康ブームの中、
本年も１月７日に七福神
めぐりウォーキングが開
催されました。ウォーキ
ングの後には今年一年の無病息災を願い振
舞われた七草粥をご
参加の皆さんで頂き
ました。
　多くのご参加あり
がとうございました。

　去る２月３日は、毎年恒例となった西願寺「厄払い節分会法要」
が開催されました。今年も多くの方がご参加くださり、豆まきの楽
しいひと時を過ごされました。

厄払い節分会法要（豆まき）報告

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

■西願寺大施餓鬼会法要のご案内■
日時　平成30年5月25日（金）
　　　13時より余興（落語）三遊亭春馬師匠
　　　14時より法要

　先祖追福のために、また一切の生物の霊を慰め、あわせ
て自分自身の福徳延寿を願う施餓鬼会法要は、年に一度の
大供養法要です。万障お繰り合わせのうえ、ご出席ご参詣
いただき御仏前にご焼香供養ください。

毎年、８月に執り行われていた、西願寺大施
餓鬼会ですが、本年より５月に営まれること
になりました。

今年から
施餓鬼会の日程が変わります

七福神めぐり
ウォーキング
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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
三
十
年
七
月
発
行
予
定
の
「
お
盆
号
」
で
す
。

西願寺別時念佛会のご案内
西願寺では、毎月25日に本堂にて。別時念佛会を
開いております。心の安らぎにもなる念佛を一緒に
お勤めしませんか。
日時／毎月25日　18時より

◆参加申込：
事前にご連絡をお願い致します。
お気軽にご参加ください。
※当日灯明料をご奉納願います。

申込・お問合せ  西願寺
TEL. 048-925-1723

掲 示 板

●春彼岸会
　3月18日（日）〜3月24日（土）

●葬祭フェア開催
　3月18日（日）　10：00〜
　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
管理事務所

管理費口座引落としの
お知らせ

　平成30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30年3月6日（火）
第2回引落とし　平成30年4月6日（金）
（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6
日に再度引落としの手続きをいたします。

毎週水曜日は管理事務所の定休日とさせていただいてお
ります。事務手続き、電話問合せなどの業務は行えませ
ん。
皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご了承ください。



◆
編
集
後
記
◆

　
「
さ
ん
が
」
春
の
お
彼
岸
号
は
、
ま
だ
ま
だ
寒
い
日
も
多
い

時
期
で
の
発
行
で
す
が
、
そ
れ
で
も
八
百
屋
さ
ん
や
ス
ー
パ
ー

の
店
先
に
は
春
野
菜
が
並
び
は
じ
め
、
季
節
は
日
ご
と
春
へ
と

向
か
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。

　

さ
て
、
今
号
の
「
さ
ん
が
」
で
は
法
然
上
人
に
つ
い
て
掲
載

し
て
お
り
ま
す
。
紙
面
で
は
触
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
実
は
法
然

上
人
の
好
物
は
お
豆
腐
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
流
罪
と
な
っ
た
上

人
が
滞
在
し
て
い
た
と
伝
わ
る
香
川
県
の
お
寺
に
は「
法
然
水
」

と
い
う
井
戸
が
残
っ
て
い
て
別
名
「
豆
腐
乃
井
戸
」
と
呼
ば
れ

て
い
る
の
だ
と
か
…
。
上
人
を
慕
う
村
人
た
ち
が
毎
朝
、
法
然

上
人
が
好
ん
だ
と
い
豆
腐
を
井
戸
に
浮
か
べ
て
冷
や
し
た
の
だ

そ
う
で
す
。
常
に
庶
民
と
共
に
あ
っ
た
法
然
上
人
の
お
人
柄
が

感
じ
ら
れ
ま
す
ね
。
今
日
の
ご
飯
は
上
人
の
ご
遺
徳
を
偲
び
、

春
野
菜
と
豆
腐
を
使
っ
た
レ
シ
ピ
に
し
よ
う
か
な
。
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企
画
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ル
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さ
ん
が
」
編
集
部

西願寺ホームページ http://www.saiganji.jp


