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仏教とお寺をやさしく解説

Saiganji Sainomiyako Memorial Park News

「
今
、
改
め
て
考
え
る
…
お
盆
の
こ
と
」／
　
丹
羽
義
昭
住
職
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

シ
リ
ー
ズ
浄
土
宗
／
浄
土
宗
と
浄
土
真
宗
違
い
は
何
？

実
践
教
室
／
葬
儀
参
列
の
基
礎
知
識
（
不
祝
儀
袋
と
香
典
の
額
他
）

仏
事
相
談
／
納
骨
の
時
期
に
決
ま
り
は
あ
る
の
？

今
般
の
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
被
災
さ
れ
ま
し
た
多
数
の
皆
様
、
及
び
ご
家
族
の
皆
様
に

対
し
、
謹
ん
で
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す

西願寺／ご本尊（阿弥陀如来像）
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問　

お
彼
岸
と
並
び
日
本
人
に
馴
染
み
の
深
い
仏
教
行
事
で
あ
る
お

盆
で
す
が
、
皆
さ
ん
そ
の
意
味
に
つ
い
て
ま
で
深
く
考
え
る
こ
と
は

す
く
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

住
職　

そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
お
彼
岸
の
場
合
は
、
六
波
羅
蜜

と
い
っ
て
大
乗
仏
教
に
お
け
る
六
種
の
修
行
を
実
践
す
る
、
自
分
の

修
行
の
期
間
と
考
え
ま
す
。
お
墓
参
り
も
、
皆
さ
ん
自
分
の
家
の
お

墓
だ
け
で
な
く
親
戚
な
ど
あ
ち
こ
ち
に
参
ら
れ
る
の
で
は
？　

し
か

し
、
お
盆
は
、
自
分
の
と
こ
ろ
に
ご
先
祖
さ
ま
が
帰
っ
て
く
る
と
考

え
る
の
で
先
祖
供
養
の
意
味
合
い
も
強
い
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
お

盆
に
な
る
と
自
分
の
菩
提
寺
の
あ
る
田
舎
へ
帰
ら
れ
る
方
も
多
い
で

し
ょ
う
？

問　

お
盆
は
、
目
連
尊
者
の
故
事
に
由
来
し
た
仏
教
行
事
だ
と
い
う

こ
と
で
す
が
。

住
職　

は
い
。
施
餓
鬼
会
の
由
来
と
な
っ
て
い
る
焰え
ん

口く

陀だ

羅ら

尼に

経き
ょ
うの

お
話
し
と
と
て
も
よ
く
似
て
い
る
の
で
す
が
、
お
盆
は
仏
説
盂
蘭
盆

経
と
い
う
経
典
に
由
来
し
て
い
ま
す
。
お
盆
で
は
、
七
月
十
三
日
か

ら
十
六
日
ま
で
の
四
日
間
、
ご
先
祖
さ
ま
の
霊
を
迎
え
て
お
祀
り
し

ま
す
が
、地
方
に
よ
っ
て
月
遅
れ
の
八
月
に
行
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

草
加
の
こ
の
辺
り
で
も
八
月
に
行
う
の
で
す
よ
。

問　

そ
の
時
期
に
な
る
と
ス
ー
パ
ー
な
ど
で
も
、
お
盆
の
為
の
お
飾

り
の
セ
ッ
ト
な
ど
も
売
ら
れ
て
い
ま
す
ね
。
お
盆
で
は
精
霊
棚
を
設

け
る
の
が
慣
わ
し
で
す
が
、
最
近
で
も
き
ち
ん
と
形
式
に
則
っ
て
お

盆
を
迎
え
る
家
庭
は
多
い
の
で
し
ょ
う
か
？

住
職　

だ
ん
だ
ん
と
少
な
く
な
っ
て
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
生
活

ス
タ
イ
ル
も
変
化
し
、
昔
と
同
じ
よ
う
に
続
け
る
は
難
し
い
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
ね
。

「
今
、
改
め
て
考
え
る
お
盆
の
こ
と
」

　

お
盆
は
正
し
く
は
、
盂
蘭
盆
会
と
い
い
仏
説
盂
蘭
盆
経
と
い
う

経
典
に
由
来
し
て
い
ま
す
。

　

お
釈
迦
さ
ま
の
十
大
弟
子
の
一
人
、
目
連
尊
者
は
神
通
第
一
と

言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
あ
る
と
き
得
意
の
神
通
力
を
使
い
、
亡
き

父
母
の
姿
を
見
て
み
る
と
、
母
が
餓
鬼
道
に
堕
ち
苦
し
ん
で
い
る

姿
が
見
え
ま
し
た
。
目
連
尊
者
は
お
釈
迦
さ
ま
に
救
い
を
求
め
、

教
え
の
と
お
り
7
月
15
日
に
諸
仏
衆
僧
に
供
養
し
て
、
父
母
の
追

善
供
養
を
し
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、
餓
鬼
道
に
堕
ち
て
い
た
母
は

救
わ
れ
ま
し
た
。

丹羽義昭住職
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本
来
は
、
お
盆
を
迎
え
る
準
備
と
し
て
、

迎
え
盆
の
二
、
三
日
前
に
墓
所
へ
出
向
き
お

墓
と
そ
の
周
辺
を
掃
除
し
、
家
で
も
仏
壇
を

き
れ
い
に
し
て
、
仏
壇
の
前
に
精
霊
棚
を
置

き
ま
す
。そ
し
て
迎
え
盆
の
日
の
夕
方
に
は
、

門
口
で
迎
え
火
を
炊
き
ま
す
。

問　

お
盆
の
行
事
は
、
お
寺
に
よ
っ
て
様
々

の
よ
う
で
す
ね
。
西
願
寺
で
は
、
お
檀
家
の

方
々
の
家
に
棚
経
に
回
る
そ
う
で
す
が
、
一

軒
一
軒
の
全
て
の
家
に
行
か
れ
る
の
で
し
ょ

う
か
？　

ま
た
、
本
堂
で
盂
蘭
盆
会
の
法
要

な
ど
は
な
さ
る
の
で
す
か
？

住
職　

昔
は
、
全
て
の
お
檀
家
さ
ん
の
家
に

棚
経
に
行
っ
て
い
ま
し
た
が
、
忙
し
い
現
代

で
は
時
間
の
都
合
を
つ
け
る
の
も
大
変
の
よ

う
で
す
か
ら
、
行
っ
て
も
留
守
と
い
う
こ
と

も
あ
っ
た
り
し
て
、
今
は
事
前
に
ご
案
内
を

出
し
て
希
望
の
方
の
申
し
込
み
を
受
け
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
を
組
ん
で
行
っ
て
い
ま
す
。ま
た
、

昨
年
か
ら
は
、
新
仏
さ
ま
の
あ
る
家
の
方
々

に
は
、
本
堂
に
て
合
同
の
新
盆
法
要
も
営
む

よ
う
に
致
し
ま
し
た
。

問　

ど
の
よ
う
な
方
が
新
盆
に
あ
た
る
の
で

し
ょ
う
か
？

住
職　

四
十
九
日
の
忌
明
け
後
、
は
じ
め
て

迎
え
る
お
盆
が
新
盆
、ま
た
は
初
盆
と
い
い
、

忌
明
け
が
済
ま
な
い
う
ち
に
お
盆
を
迎
え
た

と
き
は
、
次
の
年
が
新
盆
に
な
り
ま
す
。

　

各
家
庭
で
は
、
新
盆
の
と
き
は
、
故
人
の

好
き
だ
っ
た
も
の
を
供
え
、
白
い
提
灯
を
と

も
す
風
習
が
あ
り
ま
す
ね
。

問　

棚
経
と
い
う
の
は
、
お
盆
の
期
間
に
お

檀
家
の
各
家
の
精
霊
棚
に
向
か
い
読
経
を
し

て
も
ら
う
と
い
う
も
の
で
す
が
、
精
霊
棚
に

違
い
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

住
職　

地
方
に
よ
っ
て
若
干
の
違
い
は
あ
る

と
思
い
ま
す
が
、
最
近
で
は
精
霊
棚
自
体
作

ら
な
い
家
庭
も
増
え
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

以
前
は
、
こ
の
辺
り
で
も
皆
さ
ん
作
っ
て
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
…
、
古
く
か
ら
の
歴

史
あ
る
本
家
の
お
宅
に
伺
っ
た
と
き
な
ど
ご

先
祖
さ
ま
の
数
も
多
い
で
す
か
ら
、
全
て
の

位
牌
を
精
霊
棚
に
並
べ
、
そ
の
位
牌
の
数
の

分
だ
け
一
人
一
人
に
小
さ
な
お
膳
を
用
意
し

供
え
ま
す
。
で
す
か
ら
精
霊
棚
も
と
て
も
大

き
く
て
ね
（
笑
）

　

そ
ん
な
光
景
を
見
て
子
ど
も
た
ち
も
「
ご

先
祖
さ
ま
が
帰
っ
て
き
た
〜
！
」
と
い
う
気

持
ち
に
な
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

問　

そ
の
よ
う
に
精
霊
棚
を
作
る
の
は
難
し

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
お
盆
は
、
日
常
の

中
で
意
識
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
っ
て
い
る

ご
先
祖
さ
ま
と
自
分
と
の
繋
が
り
を
考
え
る

き
っ
か
け
と
な
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

住
職　

そ
う
で
す
ね
。ご
先
祖
さ
ま
を
想
い
、

い
の
ち
と
い
う
の
は
代
々
続
い
て
い
る
も
の

だ
と
気
付
き
、
そ
し
て
、
今
あ
る
私
も
そ
の

脈
々
と
続
い
て
き
た
有
難
い
“
い
の
ち
”
の

一
つ
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
想
い
、

感
謝
す
る
こ
と
が
お
盆
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

問　

今
年
は
、
祖
父
母
、
曽
祖
父
母
…
も
っ

と
も
っ
と
前
の
ご
先
祖
さ
ま
の
こ
と
も
想
い

お
盆
を
迎
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
本
日
は
あ

り
が
と
う
ご
ざ
ま
し
た
。



3

ら
受
け
継
い
だ
専
修
念
仏
を
独
自
の
思
想

に
確
立
し
た
の
が
浄
土
真
宗
で
す
。

　

親
鸞
聖
人
は
法
然
上
人
の
説
く
専
修
念

仏
の
教
え
を
独
自
の
「
本
願
他
力
」「
自

然
法
爾
」
と
い
う
思
想
と
し
て
確
立
し
て

い
き
ま
し
た
。

　
「
本
願
他
力
」
と
は
法
然
上
人
の
説
く

「
た
だ
念
仏
す
れ
ば
救
わ
れ
る
」
と
い
う

も
の
か
ら
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
救
い
は
念
仏

す
る
わ
れ
わ
れ
の
力
（
自
力
）
に
よ
る
の

で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
阿
弥
陀
さ
ま
の
願
い
（
本
願
）
に
よ
る
も
の
。

「
自
然
法
爾
」
も
ま
た
凡
夫
の
自
力
の
は
か
ら
い
を
ま
じ
え
な
い
、
阿

弥
陀
仏
の
誓
願
を
意
味
し
ま
す
。

　

こ
う
し
て
法
然
上
人
が
築
い
た
万
人
救
済
の
思
想
は
、
弟
子
の
親
鸞

聖
人
に
よ
っ
て
絶
対
他
力
の
信
心
と
し
て
展
開
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

　

今
年
、
２
０
１
１
年
は
法
然
上
人
８
０
０
年
大
遠
忌
と
親
鸞
聖
人
７

５
０
回
大
遠
忌
を
迎
え
ま
す
。
浄
土
宗
や
浄
土
真
宗
の
総
・
大
本
山
な

ど
で
は
様
々
な
記
念
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
、
ま
た
、
今
秋
に
は
東
京

国
立
博
物
館
に
て
普
段
鑑
賞
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
貴
重
な
所
蔵
品
、

美
術
品
を
集
め
た
「
親
鸞
と
法
然　

ゆ
か
り
の
名
宝
」
展
が
開
催
さ
れ

ま
す
。

【
親
鸞
と
法
然
　
ゆ
か
り
の
名
宝
】

　

法
然
と
親
鸞
の
史
上
初
の
合
同
展
。
国
宝
・
重
要
文
化
財
な
ど
名
宝

約
２
０
０
点
の
展
示
。
会
場
／
東
京
国
立
博
物
館
平
成
館

会
期
／
２
０
１
１
年
10
月
25
日
〜
12
月
４
日

浄
土
宗
の
教
え
の
根
幹

「
専せ
ん
じ
ゅ
ね
ん
ぶ
つ

修
念
仏
」

　

法
然
上
人
は
、
こ
れ
ま
で
に
あ
っ
た
難

解
な
学
問
や
修
行
を
必
要
と
す
る
仏
教
の

教
義
で
は
な
く
、
た
だ
ひ
た
す
ら
に
南
無

阿
弥
陀
仏
と
念
仏
を
と
な
え
れ
ば
誰
で
も

が
等
し
く
救
わ
れ
る
と
説
き
ま
し
た
。
そ

の
革
新
的
な
教
え
は
、戦
乱
と
飢
饉
の
中
、

救
い
を
求
め
る
民
衆
の
間
に
瞬
く
間
に
広

ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

念
仏
に
は
、
声
に
出
し
て
と
な
え
る
称

し
ょ
う
み
ょ
う
名
（
口く

し
ょ
う称
）
念
仏
と
、
仏

さ
ま
や
極
楽
浄
土
を
思
い
浮
か
べ
る
観
想
念
仏
が
あ
り
ま
す
。
法
然
上

人
は
称
名
念
仏
こ
そ
が
、
往
生
に
つ
な
が
る
唯
一
最
上
の
も
の
と
し
ま

し
た
。
こ
の
、
他
の
一
切
の
修
行
を
捨
て
て
念
仏
の
み
を
唱
え
る
こ
と

を
専
修
念
仏
と
い
い
、
こ
れ
が
浄
土
宗
の
教
え
の
根
幹
な
の
で
す
。

「
専
修
念
仏
」
か
ら
「
本
願
他
力
」「
自じ

然ね
ん

法ほ
う

爾に

」
へ

　

法
然
上
人
の
信
望
篤
い
弟
子
で
あ
っ
た
親
鸞
聖
人
が
、
法
然
上
人
か

シ
リ
ー
ズ
浄
土
宗

浄
土
宗
と
浄
土
真
宗
の
違
い
は
何
？

　

浄
土
宗
と
浄
土
真
宗
は
、
と
も
に
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う

お
念
仏
を
信
心
の
行
と
し
ま
す
。

　

法
然
上
人
の
開
い
た
浄
土
宗
と
、
親
鸞
聖
人
を
宗
祖
と
す
る
浄

土
真
宗
の
違
い
は
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？
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不
祝
儀
袋
と
お
香
典
の
額

　

葬
儀
に
参
列
す
る
際
に
、
迷
っ
て
し
ま
う
こ

と
の
一
つ
に
不
祝
儀
の
金
額
が
あ
り
ま
す
。
香

典
の
金
額
は
、
故
人
ま
た
は
遺
族
と
の
そ
れ
ま

で
の
付
き
合
い
の
程
度
や
、
年
代
、
勤
務
先
で

の
地
位
な
ど
に
よ
っ
て
違
っ
て
き
ま
す
。
事
前

に
同
じ
立
場
程
度
の
人
と
相
談
し
金
額
を
合
わ

せ
る
の
も
無
難
な
方
法
。

　

目
安
と
し
て
の
表
を
掲
載
し
ま
す
が
、
金
額

は
あ
く
ま
で
も
目
安
で
す
。
こ
う
で
な
け
れ
ば

い
け
な
い
と
い
う
決
ま
り
は
な
く
、
大
切
な
こ

と
は
私
た
ち
の
故
人
を
偲
ぶ
気
持
ち
な
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

不
祝
儀
袋
の
表
書
き
名
前
は
薄
墨
で
書
き
ま

す
。
名
前
は
フ
ル
ネ
ー
ム
を
書
き
、
表
書
き
は
、

御
霊
前
、
御
香
典
、
御
香
料
、
御
花
料
な
ど
宗

教
、
宗
派
に
よ
っ
て
違
い
ま
す
が
、
浄
土
宗
で

は
一
般
的
に
御
霊
前
と
書
く
こ
と
が
多
い
よ
う

で
す
。（
浄
土
真
宗
で
は
、
通
夜
・
葬
儀
で
も

浄
土
宗
／
実
践
教
室

表
書
き
は
「
御
仏
前
」
と
書
く
）。
ま
た
、
不

祝
儀
袋
に
入
れ
る
お
金
は
、
新
札
は
使
わ
な
い

と
い
う
習
慣
が
あ
り
ま
す
。
新
札
し
か
持
ち
合

わ
せ
が
な
い
と
き
に
は
軽
く
折
り
目
を
つ
け
て

か
ら
包
む
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

行
く
の
は
通
夜
？
　
葬
儀
？

　

現
在
は
、
一
般
の
弔
問
客
も
通
夜
に
出
席
す

る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
が
、
可
能

で
あ
れ
ば
葬
儀
に
参
列
し
た
い
も
の
で
す
。
本

来
通
夜
と
い
う
の
は
、
親
族
な
ど
身
近
な
人
た

ち
だ
け
で
、
夜
通
し
別
れ
を
惜
し
む
た
め
の
も

の
で
し
た
。
し
か
し
、
昼
間
に
行
わ
れ
る
葬
儀
・

告
別
式
に
参
列
す
る
の
が
難
し
い
場
合
、
遺
族

か
ら
通
夜
の
日
程
も
知
ら
さ
れ
て
い
れ
ば
、
そ

ち
ら
に
出
席
し
て
も
大
丈
夫
。

通
夜
に
も
葬
儀
に
も
行
け
な
か
っ
た
ら
？

　

代
理
の
人
に
通
夜
か
告
別
式
に
参
列
し
て
も

ら
う
か
、
も
し
く
は
弔
電
を
打
つ
な
ど
し
て
弔

意
を
伝
え
香
典
は

不
祝
儀
袋
に
入
れ

て
現
金
書
留
で
郵

送
し
ま
す
。
そ
の

際
に
は
、
お
悔
や

み
の
言
葉
を
書
い

た
手
紙
を
添
え
ま

し
ょ
う
。

葬
儀
参
列
の
基
礎
知
識

お香典の目安　年代別の香典額（最多回答額）	 	 （単位：円）

故人との関係 20代 30代 40代 50代 60代以上
祖父母 10,000 10,000 10,000 10,000 100,000

親 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000
兄弟姉妹 30,000 50,000 30,000 50,000 50,000

おじ・おば 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
上記以外の親戚 5,000 10,000 10,000 10,000 10,000

職場間系 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
勤務先社員の家族 3,000 5,000 5,000 5,000 5,000

取引先関係 5,000 5,000 10,000 10,000 10,000
友人・その家族 3,000 5,000 5,000 5,000 5,000

隣人・近所 3,000 5,000 5,000 5,000 5,000
その他 5,000 5,000 5,000 5,000 10,000

出所：（社）全日本冠婚葬祭互助協会「香典に関するアンケート調査」
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暮らしの中の

仏教語「おっくう」【億劫】
　暑い毎日が続いた夏の日は、夕ご飯の支度をするのもなんだかお
っくうになってしまいますね。さて、このおっくう　漢字で書くと
「億劫」となり元は仏教語で「おっこう」といい非常に長い時間を
表した言葉だとか。
　「劫」はサンスクリット語の「kalpa」の音写で、古代インドで
最長の時間の単位です。「一劫」の長さは、「100年に一度、天女が高い岩山に舞い降りてき
て羽衣で頂上を撫で、その撫でられた摩擦で岩山が消滅するまでの時間」だとか、「40里四
方の大きな城に芥子の実を充満させ、100年に１つずつその実を取り、全部なくなっても、
まだ１劫は終わらない」という説明です。
　それが一億倍ということで、とにかくとてつもなく長い時間ということはわかります。そ
こから「億劫」は時間が長くかかるためやりきれないという意味や、計りしれない時間がか
かることは容易ではなく面倒に感じることから「面倒くさい」の意味で用いられるようにな
ったとか…。

　

必
ず
四
十
九
日
に
と
い
う
決
ま
り

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

葬
儀
が
終
わ
っ
て
、
し
ば
ら
く
の

間
遺
骨
は
自
宅
に
安
置
し
、
一
般
的

に
は
、
四
十
九
日
忌
の
法
要
に
併
せ

て
納
骨
す
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す

が
、
一
周
忌
や
三
回
忌
な
ど
に
納
骨

を
さ
れ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

す
。
そ
の
場
合
、
菩
提
寺
な
ど
に
お

願
い
し
遺
骨
を
預
か
っ
て
も
ら
う
こ

と
も
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
地
域
に
よ
っ
て
は
、
葬
儀

当
日
に
納
骨

す
る
な
ど
い

ろ
い
ろ
あ
り

ま
す
の
で
、

お
寺
に
相
談

す
る
こ
と
が

望
ま
し
い
で

し
ょ
う
。

「
四
十
九
日
に
納
骨
を
」
と
勧

め
ら
れ
ま
し
た
。
納
骨
の
時
期

に
決
ま
り
は
あ
る
の
で
し
ょ
う

か
？

■西願寺大施餓鬼会法要のご案内■
　年に一度の大供養法要ですので、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供養
ください。
日時　平成23年8月18日（木）
　　　13時より余興（落語）
　　　14時より法要
場所　西願寺本堂
　尚、当日は草加市文化大使で
もある三遊亭春馬師匠の落語もあります。是非、間
近で見る落語をお楽しみください。

【お施餓鬼】
施餓鬼会は、「焰

えん

口
く

陀
だ

羅
ら

尼
に

経
きょう

」と
いうお経に説かれた阿難尊者の話
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

ふく

徳
とく

延
えん

寿
じゅ

を願
う法要で、施餓鬼棚に「三界万霊
牌」や初盆の戒名を記した位牌を
置き、浄水や食物を供え、五如来
の「施餓鬼幡」を立てて法要を営
むのが習わしです。

仏事相談
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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
◆参加申込について
事前にご連絡をお願い致します
当日でも大丈夫です
当日灯明料をご奉納願います。

　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、電話問い合わせな
どの業務はおこなえませ
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。
　尚　墓所へのお参りは
通常通り開門しておりま
すのでご自由にいらして
ください。

西願寺　今後の行事案内
◎7月13日（水）〜16日（土）
　　お盆会（東京棚経）
◎8月13日（土）〜16日（火）
　　旧盆会（地元棚経）
◎8月18日（木）　大施餓鬼会
◎9月20日（火）より26日（月）　秋の彼岸会
◎10月14日（金）
　　第2回十三夜お月見コンサート

昨年に引き続き今年も「お月見コンサー
ト」を開催いたします。お寺の本堂で味
わう一味違ったコンサートです。是非、
皆さまお気軽に足をお運びください。
日時／平成23年10月14日（金）
　　　　18時より
場所／西願寺本堂

お月見コンサート・別時念佛会への
お問合せはお気軽に…

■西願寺■

TEL.	048-925-1723

西願寺　別時念佛会のご案内第二回
十三夜お月見コンサートへの

お誘い

■
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
。
紙
面
で
ご
紹
介
さ
せ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
ま
た
、「
さ
ん
が
」
に
つ
い
て
の
ご
感
想
も
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。　

◆
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
二
十
三
年
十
二
月
発
行
予
定
の
「
新
年
号
」
で
す
。



◆
編
集
後
記
◆

　

暑
い
暑
い
夏
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。
夏
の
楽
し
み
と
言
え
ば
、

花
火
に
ス
イ
カ
…
そ
れ
と
も
ビ
ー
ル
と
枝
豆
で
し
ょ
う
か
？　

ち

ま
た
で
は
夏
の
節
電
に
備
え
、
様
々
な
暑
さ
対
策
の
楽
し
い
グ
ッ

ズ
が
売
り
出
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。
な
か
な
か
の
優
れ
も
の
も
あ
る

よ
う
で
す
。
そ
う
考
え
る
と
今
ま
で
の
私
た
ち
の
生
活
は
あ
ま
り

に
も
電
気
に
頼
り
す
ぎ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

　

さ
て
、
今
号
で
は
ご
住
職
に
お
盆
に
つ
い
て
伺
い
ま
し
た
。
ご

先
祖
様
と
言
っ
て
も
今
ま
で
は
、
せ
い
ぜ
い
自
分
の
祖
父
母
の
代

く
ら
い
ま
で
し
か
考
え
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
改
め
て
考
え
る

と
私
自
身
も
何
百
年
も
ず
っ
と
ず
っ
と
続
い
て
き
て
い
る
「
繋
が

り
」
の
中
に
い
る
の
で
す
よ
ね
。
そ
う
考
え
る
と
、
自
分
の
ル
ー

ツ
を
た
ど
っ
て
み
た
く
な
り
ま
し
た
。
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