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宗
教
と
は
何
で
し
ょ
う

　

宗
教
を
言
葉
で
分
か
り
易
く
表
現
す
る
の
は
難
し
い
の
で
す

が
、
一
言
で
言
う
と
す
る
な
ら
ば
「
私
の
心
の
拠
り
所
」
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
拠
り
所
と
は
、
自
分
の
ま
か

せ
ら
れ
る
場
所
、
安
心
で
き
る
場
所
と
い
う
こ
と
で
す
。

近
年
、
宗
教
と
の
関
わ
り
方
は
変
化
し
て
い
る
？

　

そ
う
で
す
ね
。
私
た
ち
が
生
き
て
い
る
環
境
と
い
う
の
は
変

化
し
続
け
て
い
る
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
生
活
の
中
で
の
宗

教
と
の
関
わ
り
方
も
変
わ
っ
て
く
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
昔
と

現
代
で
は
生
活
ス
タ
イ
ル
も
、
私
た
ち
を
取
り
巻
く
環
境
も
大

き
く
違
い
ま
す
し
、
も
の
ご
と
の
と
ら
え
方
も
違
え
ば
信
仰
心

の
表
し
方
も
変
化
し
て
き
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

日
本
で
は
、「
私
は
無
宗
教
」
と
い
う
方
も
多
い
気
が

し
ま
す
。
信
仰
心
は
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
し

ょ
う
か
？

　

信
仰
心
が
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
は
思
い
ま
せ
ん
。
宗
教

や
信
仰
心
を
問
わ
れ
る
と
「
何
も
信
仰
し
て
い
な
い
」「
無
宗

教
で
あ
る
」
と
答
え
て
い
る
方
で
あ
っ
て
も
、
初
詣
に
出
か
け

た
り
、
結
婚
式
を
あ
げ
た
り
、
子
ど
も
が
生
ま
れ
る
と
お
宮
参

　

来
年
、
令
和
六
年
は
浄
土
宗 

開
宗
８
５
０
年
を
迎
え
ま
す
。
宗
祖 

法
然
上
人
が
説
い
た
念
仏
の
教
え
は
多
く
の
民
衆
の
心
を
つ
か
み
あ
ら

ゆ
る
人
々
へ
と
信
仰
が
広
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

信
仰
心
や
信
心
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
し
ょ
う
？　

改
め
て

考
え
て
み
ま
し
た
。

丹
羽
住
職
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー　

信
心
の
こ
こ
ろ
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や
加
護
を
願
っ
て
神
仏
に
祈
る
こ
と
を
指
し

ま
す
が
、
そ
れ
は
、
感
謝
す
る
気
持
ち
を
持

つ
こ
と
に
繋
が
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

何
か
が
無
事
に
済
ん
だ
時
な
ど
「
お
か
げ
さ

ま
で
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
す
。
こ
れ
も

目
に
見
え
な
い
も
の
や
蔭
の
力
に
感
謝
す
る

気
持
ち
を
表
す
こ
と
ば
で
す
。「
蔭
」
と
は

神
仏
な
ど
偉
大
な
も
の
の
蔭
で
、
そ
の
加
護

を
受
け
る
意
味
と
し
て
使
わ
れ
る
の
だ
そ
う

で
す
。

　
「
信
仰
心
と
は
」「
信
心
と
は
」
と
難
し
く

考
え
ず
と
も
生
活
の
中
に
あ
る
お
蔭
さ
ま
と

い
う
謙
虚
な
気
持
ち
が
大
切
で
あ
り
、
そ
れ

が
信
心
の
こ
こ
ろ
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

信
仰
心
が
消
え
る
と
き

　

大
勢
の
中
に
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気

づ
き
、
有
難
い
こ
と
と
感
謝
す
る
日
常
の
気

持
ち
も
消
え
て
し
ま
っ
た
時
、
そ
れ
が
本
当

の
意
味
で
の
信
仰
の
心
を
失
っ
た
と
い
う
こ

と
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。
し
か
し
、
不
安

や
悩
み
を
抱
え
心
の
余
裕
が
な
い
時
に
は
、

そ
の
感
謝
の
気
持
ち
を
も
つ
こ
と
さ
え
難
し

く
思
え
る
時
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う

な
時
に
心
の
拠
り
所
と
な
る
も
の
が
宗
教
で

あ
り
仏
教
な
の
だ
と
考
え
ま
す
。

　

季
節
の
仏
教
行
事
を
き
っ
か
け
に
、
自
分

の
中
に
あ
る
信
心
の
こ
こ
ろ
に
気
付
く
こ
と

が
出
来
た
り
、
お
盆
と
は
何
の
行
事
な
の
か
、

仏
教
っ
て
何
な
の
か
と
感
心
を
持
っ
て
頂
け

る
と
嬉
し
く
思
い
ま
す
。

り
に
行
き
、
人
が
亡
く
な
っ
た
時
に
は
仏
式

で
葬
儀
を
営
ん
だ
り
す
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
？　

意
識
し
て
い
る
人
は
少
な
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
も
し
何
も
信
じ
て
い
な

い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
宗
教
儀
礼
も

無
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
よ
ね
。

　

宗
教
に
無
関
心
と
言
わ
れ
る
日
本
人
の
宗

教
観
で
す
が
、
実
際
に
は
、
改
め
て
宗
教
や

信
仰
を
考
え
ず
と
も
私
た
ち
の
日
常
生
活
の

中
に
は
仏
教
や
神
道
の
教
え
が
根
付
い
て
い

る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

日
常
の
中
に
あ
る
教
え
と
は
？

　

仏
教
の
説
く
生
き
方
は
、
感
謝
の
気
持
ち

や
有
難
い
と
思
う
心
を
持
ち
日
々
の
生
活
を

正
し
く
送
り
、
人
と
の
つ
な
が
り
を
大
切
に

し
て
自
然
と
共
生
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
は
、
私
た
ち
が
当
た
り
前
と
し
て
い
る

生
活
で
す
。

信
仰
心
や
信
心
と
は

何
な
の
で
し
ょ
う

　

信
仰
は
神
仏
を
信
じ
て
崇
め
る
こ
と
で
、

信
心
と
は
、
神
仏
や
そ
の
教
え
を
信
じ
る
心



3

　

法
然
上
人
は
、
平
安
時
代
末
期
の
一
一
三
三
（
長
承
二
）
年
に
、
美

作
国
（
現
在
の
岡
山
県
）
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
父
は
地
方
豪
族
の
漆
間

時
国
で
幼
名
を
勢
至
丸
と
名
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

上
人
が
九
歳
の
と
き
、
父
が
夜
討
ち
に
あ
い
命
を
落
と
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
一
四
五
（
久
安
元
）
年
、
当
時
の
最
高
学
府

で
あ
っ
た
比
叡
山
延
暦
寺
に
の
ぼ
る
と
、
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
。
し
か

し
、
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
お
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
十
三
歳

の
時
に
京
都
東
山
吉
水
に
庵
を
か
ま
え
、
浄
土
宗
を
開
き
ま
す
。

　

法
然
上
人
の
も
と
に
は
、
念
仏
の
教
え
を
も
と
め
様
々
な
階
級
の

人
々
が
集
ま
り
深
く
帰
依
し
て
い
き
ま
し
た
。
上
人
の
念
仏
の
教
え
が

広
ま
っ
て
い
く
と
、
そ
れ
に
伴
い
旧
仏
教
界
か
ら
の
反
発
が
強
ま
り
厳

し
い
弾
圧
を
受
け
讃
岐
へ
と
流
罪
に
な
り
、
上
人
が
京
へ
戻
れ
た
の
は

四
年
後
の
七
十
九
歳
の
時
で
し
た
。
し
か
し
、
高
齢
の
た
め
体
は
衰
え

床
に
臥
す
日
々
と
な
り
翌
年
、浄
土
宗
の
要
領
を
簡
潔
に
ま
と
め
た「
一

枚
起
請
文
」
を
残
し
、
弟
子
た
ち
が
見
守
る
中
入
寂
し
た
の
で
す
。

シ
リ
ー
ズ
浄
土
宗

浄
土
宗
宗
祖
　
法
然
上
人

　

平
安
時
代
末
期
～
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
や
大

火
さ
ら
に
は
疫
病
、
飢
饉
な
ど
に
襲
わ
れ
人
々
は
不
安
の
中
に

い
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
時
代
の
中
で
、
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
の
教
え
説

い
た
法
然
上
人
。

　

来
る
令
和
６
年
は
、
浄
土
宗
開
宗
８
５
０
年
を
迎
え
ま
す
。

浄
土
宗
の
宗
祖
法
然
上
人
と
は
ど
の
よ
う
な
人
物
だ
っ
た
の
で

し
ょ
う
。
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故
人
の
遺
骨
を
分
け
て
二
カ
所
以
上
の

別
々
の
場
所
で
管
理
・
供
養
す
る
こ
と
を「
分

骨
」
と
い
い
ま
す
。

　
遺
骨
の
一
部
を
菩
提
寺
の
宗
派
の
本
山
に

埋
葬
す
る
「
本
山
納
骨
」
や
故
人
の
遺
志
や

希
望
に
よ
る
散
骨
や

手
元
供
養
、
遠
方
の

お
墓
と
は
別
に
新
た

な
墓
所
で
も
別
に
供

養
を
し
た
い
な
ど
、

分
骨
が
お
こ
な
わ
れ

る
理
由
も
様
々
で
す
。

分
骨
の
手
続
き
は
？

　

す
で
に
埋
葬
さ
れ
て
い
る
遺
骨
の
分
骨
を

す
る
際
に
必
要
な
手
続
き
は
、
現
在
埋
葬
さ

れ
て
い
る
寺
院
や
墓
地
の
管
理
者
か
ら
「
分

骨
証
明
書
」
を
発
行
し
て
も
ら
い
ま
す
。
こ

れ
を
新
し
い
墓
地
の
管
理
者
に
提
出
す
れ
ば

納
骨
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。（
※ 

場
合

に
よ
っ
て
は
、
新
し
い
墓
所
の
受
け
入
れ
証

明
書
の
提
出
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

※ 

手
元
供
養
の
場
合
は
、
証
明
書
を
提
出

す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。）

　

納
骨
前
に
分
骨
す
る
場
合
は
、
火
葬
場
で

分
骨
照
明
書
を
発
行
し
て
も
ら
い
、
そ
の
場

で
分
骨
す
れ
ば
納
骨
・
埋
葬
が
で
き
ま
す
。

分
骨
証
明
書
は
納
骨
の
際
に
必
要
に
な
り
ま

す
。

分
骨
の
注
意
点

　

分
骨
の
手
続
き
自

体
は
難
し
く
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
納
骨
後

に
分
骨
を
希
望
さ
れ

る
場
合
な
ど
、
分
骨

が
身
内
で
問
題
に
な

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

ト
ラ
ブ
ル
を
避
け
る

た
め
に
も
、
遺
骨
所

有
者
や
親
族
へ
の
配

慮
が
大
切
で
す
。
分

骨
に
際
し
て
は
当
事

者
間
で
で
き
る
だ
け

話
し
合
っ
て
決
め
る

べ
き
で
し
ょ
う
。

分
骨
は
し
て
も
よ
い
も
の
な
の
か
？

　
「
分
骨
す
る
の
は
あ
ま
り
よ
く
な
い
の
で

し
ょ
？
」
そ
ん
な
声
を
聞
く
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
な
ぜ
で
し
ょ
う
？

　

分
骨
を
タ
ブ
ー
と
す
る
考
え
の
一
つ
と
し

て
、
旧
来
の
家
督
制
度
や
檀
家
制
度
と
結
び

つ
い
た
も
の
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

分
骨
は
よ
く
な
い
の
で
し
ょ
う
か
？　

し

か
し
、
お
釈
迦
さ
ま
の
荼
毘
に
付
さ
れ
た
仏

舎
利
（
ご
遺
骨
）
は
、
お
釈
迦
さ
ま
を
慕
う

各
国
の
人
々
に
よ
っ
て
八
つ
に
分
骨
さ
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
持
ち
帰
っ
て
仏
舎
利
塔
が

建
て
ら
れ
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
ま
た
、
さ
ら

に
分
骨
さ
れ
数
多
く
の
仏
舎
利
塔
が
建
て
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

分
骨
は
、
分
断
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、

思
い
が
広
が

っ
て
い
く
こ

と
な
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

分
骨

浄
土
宗
実
践
教
室
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Q & A
先日、仏壇の掃除してい
てお位牌を見たところ没

年齢に享年と書いてありました
が、お墓の墓誌には行年と彫っ
てあるのです。いいのでしょう
か？　また、享年と行年の違い
は何でしょうか？

どちらも間違いではありません。地域や各寺院の考え
方によって享年、行年の考え方も違うようですが、辞

書によると享年は（天から享けた年の意味）人のこの世に生
存していた年数。死んだときの年齢。と書かれています。つ
まり、人として生きた年数は賜ったもの、授けられたものと
いう考え方によるものです。行年の「行」は仏教で言う「行」（修
行）だと言われています。生きているこの人生を修行ととら
えてその年数を表しているのです。享年も行年も年数に違い
はありません。記される年齢には数え歳が使われていました
が、最近では満年齢を使用することも多くなったようです。

Q

A

　日本では、季節の挨拶として定着しているお中元ですが、「中元」
とは中国の時節の考え方で「三元」(上元・中元・下元)というも
のからきています。そのうち「中元」は陰暦で7月15日をいい
中元を祝う行事が中元節。中元節では、終日庭で火を焚いたり、
齋醮（さいしょう＝壇を設けて祈り、懴悔する）という儀式を行
ったそうです。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、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。

お中元

西願寺 TEL. 048-925-1723  FAX. 048-925-1789
彩の都メモリアルパーク TEL. 048-921-4194
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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
九
月
発
行
予
定
の
「
秋
号
」
で
す
。

掲 示 板

■西願寺大施餓鬼会法要■
令和５年５月25日（木）

　施餓鬼会は、「救抜焰口陀羅尼経」というお
経に説かれた阿難尊者の話しに由来しています。
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法要として、
西願寺では毎年５月に執り行われる大供養法要
です。

西願寺 お盆会のご案内
お盆会　7月13日（木）〜7月15日（土）
旧盆会　8月13日（日）〜8月15日（火）
■ 合同新盆供養 ■
日時　 令和5年8月6日（日） 

10時〜
場所　西願寺本堂

■ 盂蘭盆会合同供養 ■
日時　 令和5年8月13日（日） 

10時〜
場所　西願寺本堂

施餓鬼棚

おしらせ
西願寺・彩の都メモリアルパークでは、
家族の一員として可愛がってきたペッ
トの埋葬についてのご相談も承ってお
ります。お気軽にお問合せください。

塔婆お焚き上げに
ついて

　当霊園では、塔婆のお申込み
又は、墓所に立てる際に、塔婆
お焚き上げ料として１本につき
1,000円を頂戴しております。

彩の都　　　　　 
メモリアルパーク

管理事務所

※ お寺様ご同行の方
（当霊園以外で塔
婆 を お 申 込 み の
方）は墓前に塔婆
をあげる際に管理
事務所にお申し出
ください。
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西願寺ホームページ http://www.saiganji.jp


