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仏
壇
の
は
じ
ま
り

　

日
本
で
一
般
の
家
庭
に
も
仏
壇
を
祀
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
江
戸

時
代
か
ら
の
こ
と
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
前
に
は
貴
族
や
役
人

な
ど
一
部
の
人
だ
け
が
仏
壇
を
祀
っ
て
い
た
の
で
す
。

「
日
本
書
紀
」
に
よ
る
と
天
武
天
皇
の
十
四
（
六
八
五
）
年
「
諸
国

家
毎
に
仏
舎
を
作
り
す
な
わ
ち
仏
像
及
び
経
を
置
き
、
以
て
礼
拝
供

養
せ
よ
」
と
い
う
詔

み
こ
と
の
りが
出
さ
れ
た
と
書
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
仏

壇
の
歴
史
の
始
ま
り
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

仏
壇
は
家
の
中
の
小
さ
な
お
寺

問
　
実
家
に
お
仏
壇
が
あ
っ
て
も
、
近
し
い
親
族
に
亡
く
な
っ
た
方

が
い
な
い
場
合
な
ど
現
在
の
住
ま
い
に
は
仏
壇
が
な
い
と
い
う
お
宅

も
多
い
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、
仏
壇
は
な
く
て
は
い
け
な
い
も
の
な

の
で
し
ょ
う
か
？

住
職　

自
宅
に
仏
壇
が
な
い
こ
と
が
ダ
メ
だ
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。
本
来
の
仏
教
に
お
け
る
仏
壇
の
意
味
は
、
ご
本
尊
を
祀
る
壇

の
こ
と
で
、
一
般
の
お
宅
に
あ
る
仏
壇
だ
け
で
な
く
、
お
寺
の
本
堂

の
荘
厳
も
仏
壇
な
の
で
す
よ
。

問
　
お
寺
が
あ
る
の
に
、
な
ぜ
自
宅
に
も
仏
壇
を
置
く
よ
う
に
な
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
？

住
職　

自
宅
に
お
け
る
仏
壇
の
有
無
は
親
族
で
亡
く
な
っ
た
人
が
い

る
か
ど
う
か
は
関
係
な
く
誰
で
も
が
い
つ
で
も
自
宅
で
仏
さ
ま
を
祀

れ
る
よ
う
に
作
ら
れ
た
も
の
な
の
で
す
。
毎
日
拝
み
た
い
け
れ
ど
菩

お
家
に
仏
壇
は
あ
り
ま
す
か
？

　
お
仏
壇
は
子
ど
も
の
頃
か
ら
自
宅
に
あ
り
、
毎
日
手
を
合
わ
せ
る

事
が
当
た
り
前
だ
っ
た
か
ら
生
活
の
中
に
無
く
て
は
な
ら
な
い
存
在

だ
と
考
え
る
人
が
い
る
一
方
、
仏
壇
が
無
く
て
も
供
養
は
で
き
る
の

で
家
に
仏
壇
は
必
要
な
い
と
い
う
人
も
…
。

　
で
は
、
な
ぜ
家
に
仏
壇
を
置
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
？
　

本
来
の
仏
壇
の
意
味
、
現
代
の
役
割
な
ど
丹
羽
住
職
に
お
話
し
を
伺

い
ま
し
た
。

住
職
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
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で
悲
し
み
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
た
と

お
っ
し
ゃ
る
方
も
い
ま
す
。

先
祖
へ
の
感
謝
の
場
所

問
　
子
ど
も
の
頃
、
親
に
言
わ
れ
る
が
ま
ま

仏
壇
の
前
で
手
を
合
わ
せ
て
い
ま
し
た
。
そ

の
時
に
は
よ
く
理
解
で
き
な
か
っ
た
先
祖
と

私
の
繋
が
り
で
し
た
が
、
大
人
に
な
っ
て
か

ら
同
じ
よ
う
に
自
分
の
子
ど
も
に
話
し
て
聞

か
せ
改
め
て
感
謝
す
る
気
持
ち
を
気
づ
か
さ

れ
ま
し
た
。

住
職　

仏
壇
の
前
で
手
を
合
わ
せ
る
こ
と
で
、

ご
先
祖
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
思

い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
今
こ
こ
に
居
る
私
に

も
父
母
、
そ
し
て
父
方
、
母
方
両
方
の
祖
父

母
、
さ
ら
に
曾
祖
父
母
…
と
私
に
た
ど
り
着

く
ま
で
に
果
て
し
な
い
い
の
ち
の
繋
が
り
と

多
く
の
ご
先
祖
さ
ま
が
あ
る
の
だ
と
気
付
く

の
だ
と
思
い
ま
す
。

問
　
ご
先
祖
の
数
を
数
え
る
と
、
私
か
ら
数

え
て
五
代
前
だ
と
三
十
二
人
、
十
代
遡
る
と

一
、
〇
二
四
人
の
人
が
い
て
ど
ん
な
人
物
か

は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
そ
の
内
一
人
で
も
欠
け

る
と
私
は
い
な
い
の
だ
と
聞
か
さ
れ
た
こ
と

が
あ
り
「
い
の
ち
」
の
有
り
難
さ
を
感
じ
ま

し
た
。

住
職　

そ
う
で
す
ね
。
そ
う
考
え
る
と
私
た

ち
が
今
こ
こ
に
い
る
の
は
ご
先
祖
が
あ
る
か

ら
で
、
ご
先
祖
へ
の
感
謝
や
生
き
て
い
る
こ

と
へ
の
感
謝
を
す
る
気
持
ち
が
自
然
と
湧
い

て
い
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

問
　
仏
壇
は
、
阿
弥
陀
仏
へ
の
信
心
の
気
持

ち
と
共
に
、
家
族
の
繋
が
り
や
感
謝
を
伝
え

て
い
く
場
で
も
あ
る
の
で
す
ね
。
本
日
は
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

提
寺
が
遠
く
て
な
か
な
か
足
を
運
ぶ
こ
と
が

で
き
な
い
と
い
う
人
の
為
の
心
の
よ
り
ど
こ

ろ
と
い
う
役
割
も
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

自
宅
の
仏
壇
は
必
要
な
い
？

問
　
仏
壇
が
な
い
家
庭
で
も
、
近
し
い
親
族

が
な
く
な
る
と
「
仏
壇
を
ど
う
し
よ
う
」
ま

た
は
「
仏
壇
を
用
意
し
な
く
ち
ゃ
」
と
考
え

る
方
が
多
い
で
す
よ
ね
？

住
職　

そ
う
で
す
ね
。
多
く
の
人
に
と
っ
て

仏
壇
は
宗
教
的
な
祭
壇
と
し
て
と
い
う
よ
り

は
、
亡
く
な
っ
た
家
族
を
供
養
す
る
場
所
、

思
い
出
す
場
所
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る

の
だ
と
思
い
ま
す
。

問
　
確
か
に
家
庭
の
仏
壇
で
は
、
位
牌
や
故

人
の
写
真
が
飾
ら
れ
、
手
を
合
わ
せ
て
い
る

の
は
、
仏
（
ご
本
尊
）
さ
ま
に
と
言
う
よ
り

そ
の
故
人
に
日
々
の
出
来
事
や
大
切
な
報
告

を
す
る
場
と
な
っ
て
い
る
気
が
し
ま
す
。

住
職　

大
切
な
人
を
亡
く
し
悲
し
み
の
中
に

い
た
け
れ
ど
、
仏
壇
が
あ
る
と
、
亡
く
な
っ

た
方
を
近
く
に
感
じ
ら
れ
、
日
々
過
ご
す
中

追
伸
：

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止

の
た
め
、
お
寺
で
の
行
事
・
法
要
な
ど

に
変
更
が
あ
る
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す
。
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般
若
と
聞
く
と
私
た
ち
は
、
怖
い
顔
を
し
た
鬼
の
面
で
あ
る
般
若
の
面

を
思
い
浮
か
べ
ま
す
。
し
か
し
、
般
若
の
言
葉
と
面
の
語
義
は
結
び
つ
い

て
お
ら
ず
、
諸
説
あ
る
般
若
の
面
の
呼
び
方
に
つ
い
て
の
一
つ
に
は
、
般

若
坊
と
い
う
僧
侶
が
作
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
そ
の
名
が
つ
い
た
な
ど
と
も
い

わ
れ
て
い
ま
す
。

　

で
は
、
般
若
心
経
の
般
若
と
は
何
な
の
で
し
ょ
う
。
本
来
、「
般
若
」

は
仏
教
用
語
で
「
仏
の
智
慧
」
を
表
し
ま
す
。

般
若
心
経
は
ど
ん
な
お
経

　

般
若
心
経
は
、
大
乗
仏
教
の
基
本
哲
学
「
空
」
の
思
想
に
つ
い
て
書
か

れ
て
い
る
全
六
百
巻
か
ら
な
る
大
般
若
経
の
エ
ッ
セ
ン
ス
（
真
髄
）
を
抜

き
出
し
６
２
２
文
字
に
凝
縮
し
た
お
経
で
す
。

　

中
国
の
高
僧
の
何
人
か
が
般
若
心
経
を
漢
訳
し
て
お
り
、
日
本
で
一
般

に
知
ら
れ
て
い
る
般
若
心
経
は
西
遊
記
の
三
蔵
法
師
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た

玄
奘
三
蔵
が
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
中
で
説
か
れ
て
い
る
「
空
」
と
は
、
何
事
に
も
こ
だ
わ
り
の
な
い

心
（
こ
だ
わ
ら
な
い
、
と
ら
わ
れ
な
い
、
偏
ら
な
い
心
）、
執
着
心
か
ら

解
き
放
た
れ
た
時
、
人
は
自
由
な
心
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い

る
の
で
す
。

　

般
若
波
羅
蜜
多
心
経
を
原
語
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
表
す
と
、
プ
ラ

ジ
ュ
ニ
ャ
ー
パ
ー
ラ
ー
ミ
タ
ー
フ
リ
ダ
ヤ
と
な
り
、「
智
恵
の
完
成
」や「
完

全
な
る
智
恵
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
を
表
し
て
い
ま
す
。
ま
た
フ
リ
ダ
ヤ

は
直
訳
す
る
と
「
心
臓
」
で
こ
こ
で
は
「
真
髄
」
や
「
真
言
」
と
い
う
意

味
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

シ
リ
ー
ズ
浄
土
宗

　「
般
若
心
経
」
は
、
浄
土
三
部
経
（「
無
量
寿
経
」・「
観
無

量
寿
経
」・「
阿
弥
陀
経
」）
を
こ
こ
ろ
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し

て
い
る
浄
土
宗
で
読
ま
れ
る
こ
と
は
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
数
あ
る
経
の
中
で
最
も
多
く
知
ら
れ
て
い
る
の
が

「
般
若
心
経
」
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

　「
般
若
心
経
」
と
は
ど
の
よ
う
な
経
な
の
で
し
ょ
う
。

般 
若 
心 

経
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写
経
と
は
も
と
も
と
、
印
刷
技
術
が
な
か

っ
た
頃
の
書
写
と
、
あ
り
が
た
い
教
典
を
学

ぶ
上
で
の
仏
道
修
行
が
目
的
で
し
た
。
現
代

で
は
写
経
は
、
経
文
を
書
く
こ
と
だ
け
に
精

神
を
集
中
し
心
を
落
ち
着
け
る
こ
と
で
慌
た

だ
し
い
日
常
生
活
で
た
ま
っ
た
ス
ト
レ
ス
を

リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
で
き
る
こ
と
な
ど
で
も
注
目

を
集
め
て
い
ま
す
。

写
経
の
功
徳

　

写
経
の
功
徳
と
し
て
は

◦
姿
勢
が
よ
く
な
る

◦
心
が
清
浄
に
な
る

◦
集
中
力
が
つ
く

◦
忍
耐
力
が
つ
く

◦
ス
ト
レ
ス
が
軽
減
す
る

な
ど
が
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

写
経
の
作
法
・
仕
方

①�

整
頓
さ
れ
た
静
か
な
部
屋
を
選
び
、
写
経

用
紙
、
机
、
筆
、
墨
、
硯
等
を
揃
え
て
準

備
し
ま
す
。

②
香
を
焚
き
、
部
屋
及
び
心
身
を
清
め
ま
す
。

③�

口
を
す
す
ぎ
、
手
を
洗
い
衣
服
を
正
し
て
、

机
に
向
か
っ
て
正
座
し
ま
す
。

④�

背
筋
を
の
ば
し
て
、
呼
吸
を
整
え
、
心
を

落
ち
着
け
ま
す
。

⑤�

筆
の
場
合
は
、
浄
水
を
用
い
て
静
か
に
墨

を
す
り
ま
す
。

⑥�

静
か
に
筆
を
と
り
、
表
題
か
ら
書
き
始
め

ま
す
。

　

浄
書
中
は
慎
重
な
心
構
え
で
、
丁
寧
に
書

写
し
ま
す
。
も
し
、
字
を
間
違
え
た
と
き
は
、

誤
字
の
右
横
に
点
（
ヽ
）
を
打
ち
、
同
じ
行

の
上
下
い
ず
れ
か
の
余
白
に
正
し
い
字
を
書

き
ま
す
。

　

脱
字
の
時
は
、
そ
の
箇
所
の
文
字
と
文
字

の
間
の
右
に
点
を
付
し
、
行
の
末
尾
に
そ
の

文
字
を
書
き
ま
す
。
日
付
は
本
文
か
ら
一
行

あ
け
、
始
め
の
一
文
字
分
を
下
げ
て
書
き
ま

す
。

　

終
わ
り
に
願
文
な
ど
が
あ
れ
ば
こ
れ
を
記

し
ま
す
。
こ
の
場
合
、
頭
に
「
為
」
と
書
い

て
、
例
え
ば
故
人
（
戒
名
、
法
名
）
の
冥
福

を
祈
り
、
そ
の
菩
提
の
為
と
か
報
恩
、
祈
願

の
為
等
の
願
文
を
記
し
ま
す
。

　

し
か
し
、
写
経
そ
の
も
の
が
目
的
の
場
合

は
あ
え
て
記
さ
ず
と
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

⑦�

氏
名
を
記
し
、
末
尾
に
「
謹
写
」
と
印
し

ま
す
。
雅
号
は
用
い
な
い
ま
せ
ん
。

写
経
の
作
法

浄
土
宗
実
践
教
室

暮らしの中の

仏教語

　商品開発や、都市開発など「開発」とは、新
しい技術の発展や進展などを指す言葉ですが、
仏教では「かいほつ」と読み、「他人を悟らせ
ること」や「自らの仏性を内に開くこと」とさ
れています。大乗仏教によると、あなたや私、
全ての人に仏性（仏となる可能性）が備わって
いるのだとか…。

「開発」【かいはつ】
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Q & A
自分の死後にお墓を継いでもらう人を指定することはできますか？

お墓の承継については、承継者を定める法的
な決まりはありません。相続する遺族以外が

祭祀財産を承継することも可能なのです。遺族以外
とは、つまり配偶者や実子以外の人を指名してもよ
いということです。　様々な事情で承継者を指定し
たいと思われる方もいるようですが、その場合、指
定の手続きは口頭でも、書面でも遺言でもよいこと
になっています。しかし、トラブル等を避けるため
に書面か遺言で残される方も多いようです。承継者
として指定されたことを示す書類のほかにお墓を所
有する家の了承、その親族の了承、墓所管理者の了
承などが必要となります。

Q

A

「お中元」言葉のはじまりは何？
　「中元」とは中国の時節の考え方で「三元」
というものからきています。三元は陰暦で
上元＝正月15日、中元＝7月15日、下元
＝10月15日をいいます。そのうち「中元」
を祝う行事が中元節。道教では、中元節を
罪を償う日として終日庭で火を焚いたり、
また斎醮（さいしょう＝壇を設けて祈り、
懺悔する）という儀式を行うなどしたそう
です。それが仏教の「盂蘭盆会」と結びつ
いた行事となりました。　　
　中元が日本へ伝わると中国と同じく仏教
の盂蘭盆会と結びつきましたが、日本では
特に「お盆の頃の贈答」の習慣として残り
ました。
　江戸時代以降、お中元に親類や知人が往
来し、盆の礼とし
て贈り物をする風
習が生まれ、お世
話になった人に贈
り物をする習慣へ
と変化していった
のです。

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」、永代供養搭「光明苑」をご
案内しております。お墓の後継ぎのいな
い方や、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。さまざま
な方にご好評頂いております。
　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）

永代供養墓「光明苑」

永代供養墓「華苑」
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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
九
月
発
行
予
定
の
「
秋
号
」
で
す
。

■西願寺大施餓鬼会法要■
今年は、新型コロナウイルス

感染拡大防止の為、
余興は中止し、内容を縮小して
諸大徳上人のみで執り行います。

　施餓鬼会は一般に「おせがき」と呼ば
れ、西願寺では毎年５月に執り行われる
大法要です。「救抜焰口餓鬼陀羅尼経」と
いうお経に説かれた故事に由来します。

西願寺 お盆会のご案内
■ 合同新盆供養 ■
日時　令和2年8月2日（日）
　　　10時〜
場所　西願寺本堂

新盆（初盆）とは
四十九日の忌明け後、
はじめて迎えるお盆のことです。

■ 盂蘭盆会合同供養 ■
日時　令和2年8月13日（木）
　　　10時〜
場所　西願寺本堂

掲 示 板

　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

各行事の参加申込・お問合せは
西願寺までご連絡ください

TEL. 048-925-1723
FAX. 048-925-1789

西願寺別時念佛会のご案内

施餓鬼会（西願寺本堂）

※ 新型コロナウィルス
感染拡大防止の為、
変更となる場合があ
ります。

新型コロナウィルス感染拡
大防止の観点から、当面の
間「西願寺別時念佛会」は
中止致します。



◆
編
集
後
記
◆

　

今
回
の
「
さ
ん
が
」
41
号
で
す
が
、
タ
イ
ト
ル
が
少
〜
し
変

わ
っ
た
事
を
お
気
づ
き
で
す
か
？　

前
回
の
お
盆
号
か
ら
発
行

を
少
し
早
め
５
月
に
皆
さ
ん
の
お
手
元
に
届
く
よ
う
に
し
て
い

ま
す
。
そ
う
す
る
と
「
お
盆
号
」
と
呼
ぶ
の
は
ち
ょ
っ
と
早
い

か
な
？　

と
い
う
こ
と
で
、
今
号
か
ら
は
「
お
盆
号
」
改
め
「
夏

号
」
と
な
り
ま
し
た
。
お
彼
岸
号
も
秋
号
、
春
号
と
変
更
す
る

予
定
で
す
。

　

さ
て
、
季
節
が
移
り
変
わ
る
こ
の
時
期
は
、
身
に
付
け
る
も

の
を
次
の
季
節
用
の
も
の
と
変
え
る
衣
替
え
の
時
期
で
も
あ
り

ま
す
ね
。
こ
の
風
習
は
、
古
く
か
ら
日
本
に
あ
り
平
安
時
代
に

中
国
か
ら
伝
わ
っ
た
も
の
だ
そ
う
で
す
。
始
め
は
宮
中
行
事
で

あ
っ
た
も
の
が
時
代
を
経
て
江
戸
時
代
に
は
武
家
社
会
で
年
４

回
の
衣
替
え
が
行
わ
れ
、
そ
の
後
徐
々
に
庶
民
の
間
に
も
定
着

す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
そ
う
で
す
。
季
節
を
意
識
し
な
が
ら

着
て
い
る
も
の
が
変
わ
る
と
何
だ
か
気
持
ち
も
新
た
に
前
向
き

な
自
分
に
な
っ
た
り
出
来
ま
す
よ
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


