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お
彼
岸
は
い
つ
か
ら
い
つ
ま
で
？

　
お
彼
岸
は
春
と
秋
の
年
二
回
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
春
分
の
日
、

秋
分
の
日
を
「
中
日
」
と
し
て
前
後
三
日
ず
つ
の
七
日
間
を
言
い
初

日
を
「
彼
岸
の
入
り
」、
最
終
日
を
「
彼
岸
の
開
け
」
と
言
い
ま
す
。

な
ぜ
春
分
の
日
、秋
分
の
日
に
あ
わ
せ
て
行
事
を
行
う
の
？

　
春
分
と
秋
分
は
、
太
陽
が
真
東
か
ら
昇
り
真
西
に
沈
む
昼
夜
等
分

の
日
に
な
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
仏
教
の
中
道
の
教
え
に
ち
な

ん
で
行
わ
れ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
浄
土
宗
の
よ
り
ど
こ

ろ
と
す
る
浄
土
三
部
経
の
『
観
無
量
寿
経
』
の
日
想
感
に
基
づ
き
、

真
西
に
沈
む
太
陽
か
ら
極
楽
浄
土
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
か
ら
な
ど

と
も
さ
れ
て
い
ま
す
。

お
彼
岸
の
言
葉
の
意
味
は
？

　
彼
岸
は
正
し
く
は
到
彼
岸
と
い
い
、
原
点
を
超
え
る
・
渡
る
と
い

う
意
味
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
「pram

ita(

波
羅
蜜
多)

」
を
漢
訳
し

た
言
葉
で
す
。

　
煩
悩
に
苦
し
む
現
実
の
こ
の
世
を
意
味
す
る
此
方
に
岸
「
此
岸
」

に
対
し
、
修
行
に
よ
っ
て
迷
い
を
脱
し
、
此
岸
を
渡
り
き
っ
た
悟
り

の
境
地
を
意
味
す
る
彼
方
の
岸
が
「
彼
岸
」
で
す
。

彼
岸
会　

基
本
の
Ｑ
＆
Ａ

　

令
和
最
初
の
春
の
彼
岸
会
は
、
三
月
十
七
日
か
ら
三
月
二
十

三
日
ま
で
の
七
日
間
で
す
。
期
間
中
に
お
墓
参
り
に
出
掛
け
る

方
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

日
本
独
自
の
仏
教
行
事
で
あ
る
彼
岸
会
の
基
本
を
改
め
て
考

え
て
み
ま
し
ょ
う
。
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六
波
羅
蜜
と
は
何
？

　
布
施
・
持
戒
・
忍
辱
・
精
進
・
禅
定
・
智

恵
の
六
つ
を
言
い
ま
す
。

布
施
︱
見
返
り
を
求
め
ず
応
分
の
施
し
を
さ

せ
て
い
た
だ
く
こ
と
。
知
識
や
教
え
な
ど
の

法
施
、優
し
い
言
葉
を
か
け
る
言
辞
施
、心
か

ら
人
を
思
い
や
る
慈
悲
心
を
施
す
心
施
な
ど
。

持
戒
︱
自
分
勝
手
に
生
き
る
こ
と
な
く
決
ま

り
を
守
り
生
活
す
る
。

忍
辱
︱
辛
い
こ
と
、
悲
し
い
こ
と
が
あ
っ
て

も
恨
み
に
思
わ
ず
困
難
に
耐
え
る
。

精
進
︱
ひ
と
と
き
も
無
駄
に
す
る
こ
と
な
く

最
後
ま
で
や
り
と
げ
、
日
々
誠
心
誠
意
尽
く

す
こ
と
。

禅
定
︱
も
の
ご
と
を
よ
く
考
え
、
心
を
落
ち

着
け
る
。

智
恵
︱
心
理
を
見
極
め
真
実
の
認
識
力
を
得

る
。

な
ぜ
お
彼
岸
に 

お
墓
参
り
を
す
る
の
？

　「
私
た
ち
が
、
こ
の
世
に
存
在
し
て
い
る

の
は
、
両
親
、
祖
先
か
ら
の
連
綿
と
続
い
た

生
命
の
結
果
で
あ
る
。」
と
い
う
仏
教
の
考

え
か
ら
引
き
継
が
れ
て
ゆ
く
い
の
ち
に
感
謝

す
る
場
所
で
あ
る
墓
前
で
六
波
羅
蜜
の
行
の

期
間
で
あ
る
お
彼
岸
に
自
分
が
今
あ
る
こ
と

へ
の
感
謝
の
心
と
自
分
自
身
の
生
活
を
振
り

返
り
反
省
す
る
為
に
も
お
墓
参
り
に
足
を
運

ぶ
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

お
彼
岸
行
事
の
は
じ
ま
り
は
い
つ
？

　
大
同
元
年
（
八
〇
六
年
）
に
行
わ
れ
た
、

奈
良
時
代
末
期
の
皇
族
、
早
良
親
王
の
鎮
魂

の
為
の
儀
式
が
彼
岸
会
の
は
じ
ま
り
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。『
日
本
後
記
』
に
は
、
大
同

元
年
（
八
〇
六
年
）
早
良
親
王
の
鎮
魂
の
た

め
京
都
へ
御
霊
神
社
を
祀
り
、
諸
国
の
国
分

寺
の
僧
に
命
じ
て
「
七
日
金
剛
般
若
経
を
読

ま
わ
し
む
」
と
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。

お
彼
岸
の
期
間
の
七
日
間
は 

何
を
す
る
も
の
な
の
？

　
お
彼
岸
で
は
、
お
盆
の
時
の
よ
う
に
家
庭

で
決
ま
っ
た
飾
り
や
行
事
を
行
う
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
迷
い
の
世
界
で
あ
る
此
の
岸

か
ら
、
理
想
の
世
界
（
極
楽
浄
土
）
で
あ
る

彼
の
岸
へ
渡
る
た
め
の
六
つ
の
修
行
で
あ
る

六
波
羅
蜜
を
実
践
す
る
た
め
の
期
間
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
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授
戒
会
（
仏
教
徒
と
し
て
の
戒
を
授
か
る
）

　「
戒
」
と
は
、
仏
教
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る
全
て
の
人
が
守
る
べ
き

規
範
の
こ
と
で
、
こ
れ
を
授
か
り
た
も
つ
こ
と
を
誓
う
儀
式
が
授
戒
会

で
す
。

　
浄
土
宗
の
授
戒
会
で
は
、
三さ
ん

帰き

・
五ご

戒か
い

・
三さ
ん
じ
ゅ
じ
ょ
う
か
い

聚
浄
戒
・
十
じ
ゅ
う
じ
ゅ
う
き
ん
か
い

重
禁
戒
な

ど
が
授
け
ら
れ
戒
名
を
贈
ら
れ
ま
す
。
昨
今
は
亡
く
な
っ
て
か
ら
い
た

だ
く
こ
と
が
多
く
な
り
死
後
の
名
前
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
方
も
い

ま
す
が
、「
戒
名
」
は
本
来
、
生
前
に
仏
教
の
教
え
を
指
針
と
し
て
生

き
て
い
こ
う
と
思
い
立
っ
た
と
き
に
授
戒
会
や
五
重
相
伝
を
受
け
、
そ

の
証
に
授
か
る
仏
弟
子
と
し
て
の
名
前
な
の
で
す
。

　
授
戒
会
の
日
程
は
、
本
山
で
は
七
日
間
、
一
般
寺
院
で
は
五
日
・
三

日
・
一
日
と
日
数
は
ま
ち
ま
ち
。
宗
門
や
各
お
寺
か
ら
の
募
集
に
よ
り

受
付
て
い
る
の
で
希
望
す
る
場
合
は
菩
提
寺
に
相
談
す
る
と
よ
い
で
し

ょ
う
。

シ
リ
ー
ズ
浄
土
宗

帰
敬
式
と
授
戒
会

帰
敬
式
（
浄
土
宗
の
檀
信
徒
と
な
る
）

　
帰
敬
式
は
、
仏
・
法
・
僧
の
三
宝
に
帰
依
し
、
浄
土
宗
の
お
念
仏
の

教
え
を
敬
い
信
心
を
誓
い
浄
土
宗
の
正
式
な
信
徒
と
な
る
た
め
の
儀
式

で
入
信
式
と
も
言
わ
れ
ま
す
。
帰
敬
式
を
受
け
な
く
て
も
信
徒
に
な
る

こ
と
は
で
き
ま
す
が
、
檀
信
徒
の
心
得
や
浄
土
宗
の
基
本
的
な
儀
礼
を

学
ぶ
こ
と
も
で
き
る
機
会
で
す
の
で
帰
敬
式
に
参
加
す
る
こ
と
は
大
き

な
意
味
が
あ
り
ま
す
。

　
帰
敬
式
は
、
菩
提
寺
で
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
式
で
、
仏
前
で
阿
弥

陀
仏
や
念
仏
の
教
え
を
受
け
ま
す
。
十
念
仏
を
授
か
る
と
き
の
受
け
方

な
ど
、
基
本
的
な
儀
礼
、
心
得
な
ど
を
学
び
、
そ
の
教
え
を
守
る
誓
い

を
た
て
た
あ
と
、
日
常
の
も
の
に
準
じ
た
お
勤
め
を
し
て
式
は
終
了
と

な
り
ま
す
。
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仏
式
の
葬
儀

　
ふ
だ
ん
宗
教
と
縁
の
な
い
暮
ら
し
を
し
て

い
る
人
で
あ
っ
て
も
、
い
ざ
葬
儀
を
執
り
行

う
場
合
に
は
仏
教
式
と
な
る
こ
と
が
多
い
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
日
本
の
葬
儀
が
仏
式
で
行
わ
れ
た
最
初
は
、

「
日
本
書
記
」
に
よ
る
と
推
古
天
皇
三
十
年

（
六
二
二
）
聖
徳
太
子
が
亡
く
な
っ
た
と
き
、

僧
侶
が
呼
ば
れ
読
経
し
た
と
あ
り
ま
す
。
し

か
し
、
こ
れ
は
実
際
に
仏
式
の
葬
儀
だ
っ
た

か
ど
う
か
は
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
そ
う
で

す
。
文
献
上
、
最
初
の
仏
式
葬
儀
と
言
わ
れ

て
い
る
の
は
、
天
て
ん
ぴ
ょ
う
し
ょ
う
ほ
う

平
勝
宝
八
年（
七
五
六
）聖

武
天
皇
崩
御
の
と
き
、
は
じ
め
て
焼
香
な
ど

を
し
て
仏
式
で
葬
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
仏
式
の
お
通
夜
、葬
儀
で
は
、死
者
に
死
装

束
を
着
せ
、枕
元
に
は
三
具
足（
線
香
立
て
、

燭
台
、花
立
）
を
置
き
、そ
の
他
に
浄
水
、一

膳
飯
、枕
団
子
、四
華
な
ど
枕
飾
り
を
し
ま
す
。

　
浄
土
宗
で
は
、
死
者
は
こ
の
世
か
ら
西
方

極
楽
浄
土
へ
旅
立
っ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
で
す
か
ら
手
甲
、
脚
絆
、
経
帷
子
、

わ
ら
じ
な
ど
の
死
装
束
を
着
せ
る
の
も
、
旅

立
ち
と
い
う
考
え
か
ら
な
の
で
す
。

一
膳
飯
と
枕
団
子
は
何
の
た
め
？

　
諸
説
あ
り
ま
す
が
、
そ

の
一
つ
に
一
膳
飯
も
枕
団

子
も
、
実
は
善
光
寺
参
り

の
弁
当
な
の
だ
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
死
者
は
息
を

引
き
取
る
と
、
あ
の
世
に

行
く
前
に
善
光
寺
参
り
を

し
て
成
仏
す
る
と
い
う
意
味
か
ら
き
て
い
る

の
で
す
。
な
る
べ
く
早
く
つ
く
る
よ
う
に
言

わ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
揃
わ
な
い
と
善

光
寺
参
り
へ
出
発
で
き
な
い
か
ら
と
言
わ
れ

て
い
る
そ
う
で
す
。

枕
経

　
枕
飾
り
を
整
え
た
ら
菩
提
寺
の
住
職
を
招

き
読
経
を
し
て
も
ら
い
ま
す
。
こ
れ
は
枕
経

と
い
い
亡
く
な
っ
た
方
が
出
家
剃
髪
し
て
戒

を
受
け
、
西
方
十
万
億
土
の
旅
に
出
て
い
ず

れ
は
極
楽
浄
土
に
仏
弟
子
と
し
て
往
生
す
る

た
め
の
儀
式
で
す
。

仏
さ
ま
を
拝
む
と
き
に
は
お
数
珠
を

　
葬
儀
の
時
だ
け
に
限
ら
ず
、
仏
さ
ま
を
拝

む
時
に
は
、
数
珠
（
念
珠
）
を
持
ち
ま
し
ょ

う
。
仏
事
に
数
珠
を
用
い
る
の
は
仏
教
と
し

て
の
作
法
で
す
。
素
手
で
仏
さ
ま
を
拝
む
と

い
う
こ
と
は
無
作
法
に
あ
た
り
ま
す
の
で
避

け
ま
し
ょ
う
。

葬
儀
の
し
き
た
り

浄
土
宗
実
践
教
室

暮らしの中の

仏教語
　嘘をつくことは悪いことではあるが、時と場合によっては嘘が必要なときもある。そん
な意味の「嘘も方便」という成句。この方便とは、サンスクリット語のウパーヤの訳で仏
教用語なのです。その意味は、衆生を真の教えに導く為に用いる仮の手段のことです。
　あるとき子を亡くした母親が、悲しみのあまりなんとか子を生き返らせる薬はないかと
町をさまよい歩いているとそれを不憫に思った人がお釈迦様のもとを訪ねるよう声をかけ
た。母親はお釈迦様のもとを訪れ子どもを生き返らせる方法を尋ねました。「町に戻り誰
も死んだ人がいない家からケシの種をもらいそれを飲ませれば子どもは生き返るであろ
う」とお釈迦様に聞いた母親は早速町へ戻り町中の家々を訪ね歩きました。しかし、死ん
だ人がいない家はどこにも見つかりませんでした。その時、母親は人の死は必ず来る、死
は人のさだめであることに気がつきました。
　この母親にお釈迦様が説いた「死者が出たことのない家のケシの種」これが方便の意な
のです。

「嘘も方便」【うそもほうべん】
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西願寺大施餓鬼会法要のご案内
日時　令和2年5月25日（月）

13時より余興（落語）
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。

春 彼 岸 会
3月17日（火）〜3月23日（月）

彩の都メモリアルパーク

春の合同彼岸会法要
日時　３月20日（金）
場所　彩の都 あすま会館 2F
時間　10時〜

彩の都メモリアルパークでは、上記日
程で春の彼岸会合同法要をお勤めしま
す。是非、ご参列くださいますようお
願い申し上げます。

　施餓鬼会は、「救抜焰口餓鬼陀羅尼経」というお経に説かれた阿難尊者の話しに由
来します。
　お釈迦さまの十大弟子の中で誰よりもお釈迦さまの話しを聞くことから“多聞第一”
といわれていた阿難尊者の前に、ある夜焰口 という餓鬼が現れ「お前は三日後に死に来
世は餓鬼に生まれ変わるだろう」「生き長らえたければすべての餓鬼に食べ物や飲み物を
施せ」と告げられます。翌日、阿難尊者はお釈迦さまに相談に行き、その教えに従い餓
鬼にの為に飲食を施し、供養の法要を営みました。この功徳により餓鬼は餓鬼世界の苦
しみから救われ阿難尊者も災難から逃れ命も延びました。

　この故事がお施餓鬼の由来となり、施
餓鬼会では先祖追福のため、また一切の
生物の霊を慰め合わせて自分自身の福徳
延寿を願い法要が営まれます。
　　地域や宗派により異なりますが、西
願寺では平成30年より、それまで8月に
行われてた法要を気候のよい時期である
5月に執り行うことにしています。

西願寺大施餓鬼会法要
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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
令
和
二
年
七
月
発
行
予
定
の
「
お
盆
号
」
で
す
。

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

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

彩の都メモリアルパーク管理事務所  TEL.048-921-4194
　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。

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
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寒
さ
も
緩
む
こ
の
季
節
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
小
鳥
の
さ
え
ず
り

が
聞
こ
え
て
き
ま
す
が
、
皆
さ
ん
は
「
聞
き
な
し
」
と
い
う
言

葉
を
ご
存
知
で
す
か
？
　
鳥
の
さ
え
ず
り
を
人
間
の
言
葉
や
フ

レ
ー
ズ
に
当
て
は
め
て
覚
え
や
す
く
し
た
も
の
を
言
う
そ
う
で

す
。
春
告
鳥
と
も
呼
ば
れ
る
ウ
グ
イ
ス
の
鳴
き
声
「
法
法
華
経

（
ホ
ー
ホ
ケ
キ
ョ
ウ
）」
は
あ
ま
り
に
も
有
名
で
す
よ
ね
。
他
に

も
、
燕
は
「
土
食
っ
て
、
虫
食
っ
て
、
渋
〜
い
」、
ホ
オ
ジ
ロ

は
「
一
筆
啓
上
仕
候
（
イ
ッ
ピ
ツ
ケ
イ
ジ
ョ
ウ
ツ
カ
マ
ツ
リ
ソ

ウ
ロ
ウ
）」
と
鳴
い
て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
の
だ
と
か
…
。

鳥
の
さ
え
ず
り
に
耳
を
傾
け
て
み
た
く
な
り
ま
す
ね
。

　
さ
て
、
今
回
誌
面
で
は
、
帰
敬
式
と
授
戒
会
に
つ
い
て
取
り

上
げ
ま
し
た
。
仏
・
法
・
僧
の
三
宝
に
帰
依
し
浄
土
宗
の
教
え

を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
生
き
る
こ
と
を
宣
言
す
る
儀
式
で
す

が
、
ど
な
た
で
も
受
け
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
、
ご
興
味
の
あ

る
方
は
ご
住
職
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
ね
。
と
こ
ろ
で
、
コ
ノ
ハ

ズ
ク
と
い
う
鳥
は
「
仏
法
僧
（
ブ
ッ
ポ
ウ
ソ
ウ
）」
と
鳴
く
の

だ
そ
う
で
す
よ
、
何
だ
か
あ
り
が
た
い
鳴
き
声
で
す
ね
。
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西願寺ホームページ http://www.saiganji.jp


