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三
月
（
春
彼
岸
会　

３
月
18
日
～
24
日
）

問　
「
暑
さ
寒
さ
も
彼
岸
ま
で
」
と
い
う
言
葉
に
あ
る
よ
う
に
、

な
ぜ
季
節
の
区
切
り
で
あ
る
春
分
の
日
、
秋
分
の
日
を
お
彼
岸
と

さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
？

答　

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

夜
の
時
間
が
等
し
い
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
い
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
観
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
等
と
も
さ
れ
て
い
ま
す
。

問　

春
の
お
彼
岸
は
春
分
の
日
を
中
心
に
前
後
三
日
間
（
今
年
は

３
月
18
日
か
ら
24
日
）
を
彼
岸
会
と
し
ま
す
が
何
を
す
る
た
め
の

期
間
な
の
で
す
か
？

答　

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
パ
ー
ラ
ー
ミ
タ
ー
（
波
羅
蜜

多
）
か
ら
き
て
い
ま
す
。
そ
こ
か
ら
、
現
実
の
世
界
で
あ
る
此
の

迷
い
の
岸
か
ら
、
理
想
の
世
界
で
あ
る
彼
の
悟
り
の
岸
へ
渡
る
た

め
の
六
つ
の
修
行
（
布
施
・
持
戒
・
忍
辱
・
精
進
・
禅
定
・
知
恵
）

で
あ
る
六
波
羅
蜜
を
実
践
す
る
た
め
の
期
間
で
す
。

お
さ
ら
い

春
か
ら
初
夏
の
仏
教
行
事

　
仏
教
寺
院
で
は
宗
派
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
が
、
一
年
を
通
し
て

様
々
な
仏
教
行
事
が
執
り
行
わ
れ
ま
す
。
三
月
に
は
春
の
彼
岸
会
法

要
、
四
月
に
は
灌
仏
会
、
ま
た
五
月
ご
ろ
か
ら
夏
に
か
け
て
施
餓
鬼

会
法
要
を
営
む
寺
院
も
多
く
あ
り
ま
す
。

　
そ
れ
ぞ
れ
の
行
事
に
つ
い
て
お
さ
ら
い
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
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問　

お
釈
迦
さ
ま
の
誕
生
仏
の
姿
は
天
と
地

を
指
差
し
「
天
上
天
下
唯
我
独
尊
」
と
宣
言

さ
れ
た
様
子
だ
そ
う
で
す
が
、
ど
の
よ
う
な

意
味
で
し
ょ
う
か
。

答　

仏
教
の
精
神
を
宣
言
し
た
も
の
で
す
。

天
上
天
下
は
、
こ
の
世
の
中
で
と
い
う
こ
と

で
、
私
と
い
う
存
在
は
唯
我
独
尊
で
生
き
て

い
る
。
つ
ま
り
、
自
分
と
い
う
存
在
は
、
か

け
が
え
の
な
い
た
っ
た
一
人
で
、
そ
れ
は
尊

い
命
な
の
だ
。
そ
し
て
そ
れ
に
気
付
く
と
き
、

他
の
全
て
の
人
々
も
同
じ
で
、
全
て
の
命
の

尊
さ
が
自
ら
分
か
り
、
生
き
と
し
生
け
る
す

べ
て
が
尊
い
存
在
な
の
だ
と
気
づ
く
は
ず
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

五
月
（
西
願
寺
大
施
餓
鬼
会
法
要
）

５
月
25
日

問　

施
餓
鬼
会
法
要
と
は
、
ど
の
よ
う
な
法

要
な
の
で
し
ょ
う
か
？

答　

お
施
餓
鬼
は
、『
救く

抜ば
つ

焔え
ん

口く

餓が

鬼き

陀だ

羅ら

尼に

経き
ょ
う』

と
い
う
お
経
に
説
か
れ
る
阿
難
尊
者

の
話
し
に
由
来
し
て
い
ま
す
。
施
餓
鬼
は
そ

の
字
の
通
り
「
餓
鬼
道
に
堕
ち
て
苦
し
ん
で

い
る
も
の
に
飲
食
を
施
し
供
養
す
る
」
法
要

で
す
。
供
養
を
し
た
者
に
は
多
大
な
善
業

（
徳
）
が
積
ま
れ
、
そ
の
徳
は
自
身
の
先
祖

や
目
的
の
た
め
に
振
り
向
け
る
こ
と
が
で
き

る
と
信
仰
さ
れ
ま
し
た
。

　

施
餓
鬼
会
法
要
は
、
本
堂
外
陣
に
設
け
た

施
餓
鬼
棚
に
全
て
の
精
霊
の
た
め
の
位
牌
で

あ
る
「
三
界
万
靈
牌
」
を
置
き
、
浄
水
や
食

物
を
供
え
法
要
を
営
み
ま
す
。
浄
土
宗
の
施

餓
鬼
会
で
は
、
餓
鬼
だ
け
で
な
く
先
祖
代
々

や
広
く
有
縁
無
縁
の
諸
霊
を
供
養
し
、
同
時

に
私
た
ち
の
福
徳
延
寿
を
願
う
行
事
で
す
。

四
月
（
灌
仏
会
・
花
ま
つ
り
）

４
月
８
日

問　

四
月
に
な
る
と
花
ま
つ
り
が
あ
り
ま
す

が
、
そ
の
由
来
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

答　

花
ま
つ
り
は
、
灌
仏
会
や
降
誕
会
と
も

い
い
仏
教
を
開
か
れ
た
お
釈
迦
さ
ま
の
誕
生

を
お
祝
い
す
る
行
事
で
す
。
お
釈
迦
さ
ま
は
、

北
イ
ン
ド
の
実
在
す
る
人
物
で
す
が
、
存
命

し
て
い
た
時
代
に
つ
い
て
は
、
紀
元
前
七
世

紀
や
紀
元
前
六
世
紀
、
紀
元
前
五
世
紀
な
ど

様
々
な
説
が
あ
り
正
確
な
生
没
年
は
分
か
っ

て
い
ま
せ
ん
。
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
十
四
（
６
０
６
）

年
に
奈
良
の
元
興
寺
で
行
っ
た
の
が
は
じ
ま

り
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。



3

　

浄
土
宗
で
は
、
回
向
に
つ
い
て
「
お
経
や
お
念
仏
の
功
徳
を
亡
き
人

の
た
め
に
「
回
し
向
け
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
亡
き
人
も
こ
の
世
に
残

さ
れ
た
人
も
共
に
阿
弥
陀
さ
ま
の
光
明
の
中
に
お
導
き
頂
く
こ
と
に
な

る
」
と
し
て
い
ま
す
。

　

回
向（
廻
向
）と
は
梵
語
で
は
パ
リ
ナ
ー
マ
ナ
ー
と
言
い「
転
変
」「
促

進
」
な
ど
の
意
味
を
持
ち
、
漢
訳
が
「
回
向
」
と
な
り
ま
す
。「
回
」

は
回え

転て
ん

、「
向
」
は
趣し
ゅ

向こ
う

の
意
で
す
。

　

転
変
や
促
進
は
、
悟
り
に
向
か
っ
て
進
む
こ
と
や
、
方
向
を
転
じ
て

向
か
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
自
分
が
積
み
重
ね
た
善

根
功
徳
を
他
に
振
り
向
け
て
与
え
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　

で
は
、
功
徳
を
積
む
と
は
ど
の
よ
う
な
事
な
の
で
し
ょ
う

　

功
徳
は
、
よ
い
果
報
を
得
ら
れ
る
よ
う
な
善
い
行
い
の
事
を
言
い
ま

す
。
仏
教
で
は
、
供
養
や
布
施
や
供
物
を
供
え
る
、
読
経
を
す
る
な
ど

も
功
徳
と
な
り
ま
す
。
善
い
行
い
を
重
ね
る
こ
と
が
功
徳
を
積
む
と
い

う
こ
と
な
の
で
す
。

供
養
が
回
向
？

　

供
養
と
は
、
先
祖
や
故
人
に
心
を
寄
せ
、
供
物
を
お
供
え
し
た
り
追

福
を
願
い
法
事
を
す
る
こ
と
な
ど
で
す
。
そ
し
て
、
供
養
を
通
し
て
得

た
「
徳
」
を
ご
先
祖
、
故
人
に
回
し
向
け
る
の
が
回
向
で
す
。
残
さ
れ

た
家
族
が
徳
を
積
む
こ
と
で
得
ら
れ
る
良
い
果
報
は
自
身
の
た
め
で
も

あ
り
、
ご
先
祖
さ
ま
や
今
は
亡
き
大
切
な
人
の
た
め
の
も
の
な
の
で
す
。

シ
リ
ー
ズ
浄
土
宗

回
向
と
供
養

　
回
向
と
い
う
言
葉
を
辞
書
で
引
く
と

　
①
死
者
の
成
仏
を
願
い
仏
事
供
養
す
る
こ
と
。

　
②�

自
分
の
修
め
た
功
徳
を
他
に
も
差
し
向
け
自
他
と
も
に
悟

り
を
得
る
た
め
の
助
け
を
す
る
こ
と
。

な
ど
と
出
て
き
ま
す
。
回
向
は
一
般
に
、
自
分
が
積
ん
だ
功
徳

を
人
々
に
振
り
向
け
る
こ
と
を
言
い
ま
す
が
浄
土
宗
で
は
ど
の

よ
う
に
説
い
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。



4

　
お
仏
壇
を
お
参
り
す
る
と
き
に
欠
か
せ
な

い
燭
台
（
ロ
ウ
ソ
ク
立
て
）、
花
瓶
、
香
炉

を
三
具
足
と
言
い
ま
す
。
お
仏
壇
に
あ
る
こ

と
が
当
た
り
前
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の

意
味
に
つ
い
て
深
く
考
え
る
こ
と
は
少
な
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
ぞ
れ
に
ど
の
よ
う

な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

ロ
ウ
ソ
ク
に
火
を
灯
す

　

灯
明
に
は
ど
ん
な
意

味
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

　

お
灯
明
は
阿
弥
陀
さ
ま
の
智
慧
と
慈
悲
の

心
を
表
し
て
い
ま
す
。
ロ
ウ
ソ
ク
の
火
に
は

闇
を
な
く
し
、
周
囲
を
は
っ
き
り
と
見
え
る

よ
う
に
す
る
働
き
が
あ
り
ま
す
。

　

周
囲
を
明
る
く
照
ら
す
そ
の
光
は
、
永
く

深
い
私
た
ち
の
心
の
闇
を
も
一
瞬
に
し
て
破

る
智
慧
の
光
明
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

そ
の
ぬ
く
も
り
で
固
く
閉
ざ
し
た
心
を
解
き

ほ
ぐ
し
て
く
だ
さ
る
阿
弥
陀
さ
ま
の
慈
悲
の

心
を
表
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

花
を
お
供
え
す
る

　

お
仏
壇
の
花
瓶
に
花

を
生
け
る
と
い
う
こ
と

は
、
供く

華げ

と
い
い
盛
華

や
散さ

ん

華げ

と
同
じ
よ
う
に

仏
さ
ま
に
花
を
お
供
え
す
る
こ
と
で
す
。
仏

さ
ま
を
敬
う
心
、
感
謝
の
気
持
ち
か
ら
お
供

え
を
し
ま
す
。
ま
た
、
仏
前
に
お
供
え
さ
れ

た
仏
華
は
仏
さ
ま
の
お
慈
悲
の
心
を
あ
ら
わ

す
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
盛
華
と
は
、
カ
ゴ
な
ど
に
花

び
ら
を
盛
る
こ
と
で
、
散
華
と
は
摘
み
取
っ

た
花
び
ら
を
空
中
に
舞
い
上
げ
散
ら
す
も
の

で
す
が
、
こ
れ
は
お
釈
迦
さ
ま
ご
在
世
当
時

か
ら
様
々
あ
っ
た
供
華
の
代
表
的
な
も
の
と

し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

 

差
別
の
な
い

お
慈
悲
の
心
を
あ
ら
わ
す

お
香

　

お
香
は
阿
弥
陀
さ
ま
の
清
ら
か
で
、
誰
を

も
差
別
す
る
こ
と
な
く
滲
み
渡
る
お
慈
悲
の

心
を
あ
ら
わ
す
お
荘
厳
で
す
。

あ
た
り
を
清
ら
か
に
し
、
私
た
ち
の
心
身
を

清
々
し
く
安
ら
か
に
す
る
お
香
は
、
お
経
の

中
に
も
、
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
そ
の
徳
が
説

か
れ
て
い
ま
す
。

浄
土
宗
実
践
教
室

暮らしの中の

仏教語

　最近、何かと話題の「メタバース」。インターネット上に存在す
る仮想空間のことで、そこでは、自分自身の分身となる「アバター」
と呼ばれるキャラクターが自由に買い物やイベントに参加すること
もできるのです。目まぐるしい技術の進歩に驚かされますね。 さて、
この自分のキャラクターとされる「アバター」ですが、サンスクリ
ット語のアヴァターラを語源として、仏教の「権化」や「化身」な
どの意味を持ちます。新しく聞く言葉でも、また以前から使ってい
た言葉でも、私たちの周りには、知らずに使っている仏教に関連す
る言葉が多くあるのですね。

「アバター」

お
仏
壇
の

燭
台
・
花
瓶
・
香
炉

三
つ
の
意
味
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参加ご希望の方は、お気軽にお問合せ・お申込みください。

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

西願寺
大施餓鬼会法要のご案内

　施餓鬼会は、西願寺で営む年に一度の大供
養法要です。万障お繰り合わせの上、ご出席
ご参詣いただき御仏前にご焼香ください。

日 時

令和5年5月25日（木）
13時より余興（落語）
14時より法要　　　　

場所　西願寺本堂
　施餓鬼会とは、餓鬼道に落ちた亡者に飲食
を施すことにより、私たち自身に積まれる功
徳を、ご先祖さまや亡くなられた大切な人に
対し回し向け、先祖追福を願う法要です。

当日は、
六代目三遊亭圓雀師匠の落
語を予定しています。皆さまお誘
い合わせの
うえ足をお
運びくださ
い。

Q & A
長く親しくしている方がいます。その方は、ご自身の親族とは疎遠らしく、よく「一
緒のお墓に入りたいね」と話したりするのですが、血縁がない者同士でも同じお墓

に入れますか？

結論から申し上げますと。墓地の名義人の方の了承があれば、血縁者でない方でも
同じ墓所に埋葬することは出来ます。浄土宗のお墓を見ると墓碑の正面に「倶会一

処」の文字が刻まれたお墓も多くあります。「倶会一処」は、
仏説阿弥陀経に出てくるご文です。その意味は、私たちが
この世の縁が尽きた時、阿弥陀さまのお働きによって「倶

（とも）に一つの処（浄土）で会える」ことを示していま
す。そこには、どこの誰のと区別する必要も、血縁やしが
らみもありません。しかし、お墓はお骨を納めるだけでな
く、亡き方を偲びつつ仏縁にあわせて頂く大切な場所でも
あります。一般墓地の場合、血縁者でない方の埋葬は、他
のご親族の理解を得ることも必要だと思います。

Q

A
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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
麹
町
二
‐
十
‐
三
‐
一
〇
二 

　

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
五
年
七
月
発
行
予
定
の
「
夏
号
」
で
す
。

掲 示 板

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５年度分管理費が下記の
日程にて口座より引き落としを
させて頂きます。口座の残高が
不足している場合引き落としが
完了しませんのでご確認ください。

第1回引落とし　令和5年3月6日（月）
第2回引落とし　令和5年4月6日（木）

（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。

※各行事にご参加の方には、マスクの着用をお願いしております。
　コロナウィルス感染拡大予防にご協力ください。

彩の都メモリアルパーク定休日：毎週水曜

ご住所、ご連絡先、名義人などの変更
があった場合はお早めに届け出をお願
い致します。

●春彼岸会

　3月18日（土）〜
3月24日（金）

●葬祭フェア開催

　3月18日（土）19日（日）
10：00〜

　場所▶彩の都 あすま会館

当日は、会場で葬儀に
ついてのご相談やご質
問をお受けいたしま
す。お気軽に起こしく
ださい。
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西
願
寺
の
節
分
の
行
事
も
終
わ
り
、
い
よ
い
よ
春
を
感
じ
る

頃
と
な
り
ま
し
た
。
と
は
言
っ
て
も
ま
だ
ま
だ
寒
い
日
が
多
い

季
節
で
は
あ
り
ま
す
が
、
紙
面
で
は
早
く
も
五
月
の
施
餓
鬼
会

の
事
ま
で
掲
載
し
て
い
ま
す
。
浄
土
宗
で
は
、
施
餓
鬼
会
法
要

を
特
に
大
切
に
考
え
ら
れ
法
要
に
参
列
す
る
事
自
体
も
回
向
と

な
る
そ
う
で
す
。
当
日
は
、
お
楽
し
み
と
し
て
三
遊
亭
圓
雀
師

匠
の
落
語
も
あ
り
ま
す
の
で
、
是
非
、
皆
さ
ん
足
を
運
ば
れ
て

み
て
は
…
。

　

さ
て
、
こ
の
「
さ
ん
が
春
号
」
の
発
行
は
2
月
。
旧
暦
の
2

月
の
呼
び
方
に
は
「
木
の
芽
月
（
こ
の
め
づ
き
）」
と
い
う
呼

び
名
が
あ
り
ま
す
。
木
々
が
芽
吹
く
時
期
と
い
う
事
か
ら
き
て

い
る
そ
う
で
、
確
か
に
道
端
の
木
を
見
上
げ
る
と
枝
の
先
に
小

さ
な
芽
が
膨
ら
ん
で
き
て
い
ま
す
よ
ね
。
寒
く
て
も
季
節
は
ち

ゃ
ん
と
春
に
向
か
っ
て
い
る
の
だ
な
ぁ
…
。
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西願寺ホームページ http://www.saiganji.jp


