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ご
法
事
と
は
何
を
さ
す
の
で
し
ょ
う
？

　

私
た
ち
は
、
一
周
忌
や
三
回
忌
な
ど
に
亡
き
人
を
偲
び
営
ま

れ
る
年
忌
法
要
を
法
事
と
呼
び
ま
す
が
、
本
来
、
法
事
と
は
、

仏
法
の
事
を
い
う
言
葉
で
年
忌
法
要
に
限
ら
ず
仏
教
の
行
事
す

べ
て
を
言
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
お
寺
で
お
勤
め
さ
れ
る
大
き
な
法
要
も
、
毎
日
仏

さ
ま
に
お
供
え
を
し
た
り
、
お
勤
め
（
読
経
）
を
す
る
こ
と
も

全
て
法
事
で
す
。
ま
た
、
追
善
供
養
、
追
善
回
向
と
い
う
言
葉

が
あ
り
ま
す
が
、
浄
土
宗
で
は
こ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
ま
す
。

「
追
善
と
は
亡
き
人
の
為
に
善
い
行
い
を
積
む
こ
と
で
、
回
向

は
自
分
が
積
ん
だ
功
徳
を
自
分
の
為
だ
け
で
は
な
く
、
ほ
か
の

人
に
振
り
向
け
る
こ
と
で
す
。」「
浄
土
宗
の
教
え
で
は
心
を
こ

め
て
〝
南
無
阿
弥
陀
仏
〟
と
お
念
仏
を
と
な
え
る
こ
と
が
最
高

の
功
徳
で
あ
り
、
追
善
供
養
、
追
善
回
向
と
な
り
ま
す
」。

葬
儀
式
と
告
別
式

　

葬
儀
・
告
別
式
と
い
う
と
一
つ
の
式
だ
と
混
同
し
が
ち
で
す

が
厳
密
に
は
異
な
り
ま
す
。

　

葬
儀
は
遺
族
が
故
人
の
冥
福
を
祈
り
葬
る
儀
式
で
、
浄
土
宗

で
は
、
僧
侶
が
亡
き
人
に
「
引
導
」
を
授
け
、
阿
弥
陀
さ
ま
の

　
近
年
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長
く
続
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た
コ
ロ
ナ
禍
の
影
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や
高
齢
化
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会
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等
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齢
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等

か
ら
も
法
事
の
簡
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化
が
進
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よ
う
に
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す
。

か
ら
も
法
事
の
簡
略
化
が
進
ん
だ
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

　
通
夜
や
告
別
式
な
ど
は
行
わ
な
い
「
直
葬
」
と
い
う
言
葉
も
耳
に
し

　
通
夜
や
告
別
式
な
ど
は
行
わ
な
い
「
直
葬
」
と
い
う
言
葉
も
耳
に
し

た
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

た
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

　
本
来
の
法
事
の
意
味
と
役
割
に
つ
い
て
、
丹
羽
ご
住
職
に
お
話
し
を

　
本
来
の
法
事
の
意
味
と
役
割
に
つ
い
て
、
丹
羽
ご
住
職
に
お
話
し
を

伺
い
ま
し
た
。

伺
い
ま
し
た
。

丹
羽
住
職
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
　
法
事
の
意
味
と
役
割
を
考
え
る
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住
職　

法
要
は
何
回
忌
ま
で
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
決
ま
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
年

数
が
経
つ
と
故
人
の
顔
を
知
ら
な
い
人
も
増

え
て
き
ま
す
か
ら
、
ご
縁
の
深
か
っ
た
方
に

よ
っ
て
で
す
が
、
三
十
三
回
忌
く
ら
い
ま
で

を
め
ど
に
最
後
と
な
さ
る
こ
と
が
多
い
よ
う

で
す
。

問　

葬
儀
や
年
忌
法
要
な
ど
の
法
事
を
執
り

行
う
こ
と
の
意
味
や
役
割
を
教
え
て
く
だ
さ

い
。

住
職　

葬
儀
や
、
回
忌
法
要
な
ど
の
法
事
を

執
り
行
う
意
味
は
、
亡
く
な
っ
た
故
人
の
た

め
だ
け
で
は
な
く
、
亡
き
人
を
縁
に
そ
こ
に

集
ま
っ
た
家
族
や
縁
者
、
お
一
人
お
一
人
が

仏
縁
に
出
遇
う
と
い
う
事
が
大
切
な
こ
と
で

あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、

親
戚
や
独
立
し
離
れ
て
暮
ら
す
家
族
が
寄
り

集
う
事
も
重
要
な
こ
と
だ
と
考
え
ま
す
。

　

久
し
ぶ
り
に
顔
を
合
わ
せ
、
絆
を
深
め
る

こ
と
で
改
め
て
「
い
の
ち
の
繋
が
り
を
実
感

す
る
こ
と
が
出
来
る
」。
法
事
は
、
そ
の
よ

う
な
役
割
も
担
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

問　

確
か
に
、
そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
離

れ
離
れ
に
暮
ら
す
親
族
と
の
関
係
は
疎
遠
に

な
り
が
ち
で
す
が
、
法
事
の
席
で
は
繋
が
り

を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

都
合
が
つ
か
な
い
、
小
さ
な
子
ど
も
が
い

る
の
で
参
列
を
遠
慮
す
る
な
ど
様
々
な
理
由

で
法
事
に
集
ま
る
ひ
と
も
少
な
く
な
っ
て
い

ま
す
が
、
普
段
な
か
な
か
会
え
な
い
か
ら
こ

そ
、
亡
く
な
っ
た
方
を
ご
縁
に
親
族
が
集
ま

る
こ
と
に
意
義
が
あ
る
と
い
う
事
で
す
ね
。

本
日
は
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

お
迎
え
を
仰
い
で
、
速
や
か
に
極
楽
に
往
生

す
る
こ
と
を
願
い
行
う
儀
式
で
す
。
一
方
、

告
別
式
は
宗
教
儀
式
で
は
な
く
、
遺
族
を
は

じ
め
親
し
い
人
た
ち
が
亡
く
な
っ
た
人
と
最

後
の
お
別
れ
を
す
る
た
め
の
式
典
で
す
。

◆
◆
◆　
　
　

◆
◆
◆

問　

こ
こ
数
年
、
葬
儀
を
行
わ
な
い
と
い
う

選
択
を
さ
れ
る
方
の
話
し
を
耳
に
す
る
機
会

が
増
え
た
よ
う
に
思
う
の
で
す
が
…
。
ま
た
、

高
齢
化
社
会
の
影
響
も
あ
っ
て
か
葬
儀
な
ど

の
法
事
の
規
模
も
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

住
職　

そ
う
で
す
ね
。
葬
儀
を
行
わ
な
い
と

い
う
事
に
は
事
情
や
理
由
が
あ
る
と
思
い
ま

す
が
、
盛
大
に
執
り
行
う
必
要
は
な
い
の
で
、

質
素
で
も
葬
儀
を
あ
げ
る
こ
と
は
残
さ
れ
た

人
の
心
の
安
ら
ぎ
に
も
繋
が
る
と
思
い
ま
す
。

問　

回
忌
法
要
は
何
回
忌
ま
で
す
る
も
の
な

の
で
し
ょ
う
か
？
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倶
会
一
処
と
は
、
浄
土
宗
が
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
て
い
る
『
浄
土
三
部

経
』
の
一
つ
「
仏
説
阿
弥
陀
経
」
に
出
て
く
る
言
葉
で
す
。

　

阿
弥
陀
経
の
中
に
は
「
舎
利
佛
、
衆
生
聞
か
ん
者
、
応
当
に
願
を
発

し
か
の
国
に
生
ま
れ
ん
と
す
願
わ
ず
べ
し
。
所
以
は
何
、
か
の
ご
と
き

諸
上
善
人
と
倶
に
一
処
に
会
す
る
こ
と
を
得
れ
ば
な
り
。」
と
い
う
一

説
が
あ
り
、
そ
の
「
倶
に
一
処
に
会
す
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
を
「
倶
会

一
処
」
と
い
う
言
葉
で
表
し
て
い
る
の
で
す
。

　

そ
の
意
味
は
、
私
た
ち
が
こ
の
世
の
縁
が
尽
き
た
と
き
、
阿
弥
陀
さ

ま
の
働
き
に
よ
っ
て
、
西
方
極
楽
浄
土
に
往
生
し
、
そ
し
て
今
度
は
同

じ
仏
さ
ま
と
成
ら
せ
て
頂
い
て
先
に
極
楽
へ
往
っ
て
い
る
御
先
祖
様
や

親
し
い
人
た
ち
に
再
び
会
え
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

同
じ
仏
と
し
て
会
え
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　

私
た
ち
は
、
生
活
の
中
で
色
々
な
人
に
出
会
い
ま
す
。
そ
の
中
に
は

良
い
人
も
い
れ
ば
、
嫌
な
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
深
く
考
え

て
み
る
と
、
そ
れ
は
人
を
自
分
の
物
差
し
で
計
り
な
が
ら
の
生
活
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
他
を
傷
つ
け
、
自
ら
を
損
な
い
、
自
分
の
物
差
し

が
間
違
っ
て
い
る
か
ど
う
か
も
分
か
ら
な
い
中
で
、
あ
く
ま
で
も
自
ら

が
正
し
い
と
思
い
な
が
ら
毎
日
を
送
っ
て
い
る
私
た
ち
で
す
。
同
じ
仏

と
し
て
会
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
互
い
に
い
の
ち
を
尊
重
し
あ
え
る
、

い
の
ち
が
輝
き
あ
う
存
在
に
な
る
こ
と
で
す
。
憎
し
み
も
な
け
れ
ば
、

傷
つ
け
あ
う
こ
と
も
な
い
世
界
で
、
懐
か
し
い
方
と
出
会
え
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
そ
れ
を
「
倶
会
一
処
」
お
浄
土
（
清
ら
か
な
世
界
）
で
会

う
と
い
う
の
で
す
。

シ
リ
ー
ズ
浄
土
宗

倶
会
一
処

倶会一処の石碑
彩の都メモリアルパーク「光明苑」
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寺
院
な
ど
で
は
定
期
的
に
写
経
会
を
開
い

て
い
る
と
こ
ろ
も
多
く
、
日
常
の
悩
み
や
わ

ず
ら
わ
し
さ
か
ら
一
時
の
解
放
を
求
め
て
参

加
す
る
方
も
多
く
い
る
よ
う
で
す
。

写
経
と
は

　

写
経
と
は
、
そ
の
名
の
通
り
お
経
を
書
き

写
す
こ
と
。

　

も
と
は
印
刷
技
術
の
な
か
っ
た
こ
ろ
の
書

写
と
、
学
僧
が
経
典
を
学
ん
だ
り
、
複
製
し

て
全
国
に
仏
教
を
広
め
て
い
く
た
め
の
行
為

で
し
た
。

　

日
本
書
紀
に
は
、
六
七
三
（
天
武
２
）
年

「
書
生
を
あ
つ
め
て
、
初
め
て
一
切
経
を
川

原
寺
（
飛
鳥
の
三
大
寺
の
ひ
と
つ
）
に
写
す
」

と
の
記
述
が
あ
り
、
こ
れ
が
日
本
で
最
初
の

写
経
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
平
安
時
代
頃

か
ら
、
写
経
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
功
徳

が
得
ら
れ
る
」
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

先
祖
供
養
、
祈
願
成
就
、
故
人
の
仏
道
修
行

な
ど
を
目
的
と
し
て
広
く
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

現
代
の
写
経

　

経
文
を
書
く
事
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
る

写
経
で
す
が
、
写
経
を
し
て
み
よ
う
と
思
う

理
由
は
人
に
よ
っ
て
様
々
で
す
。
姿
勢
改
善

や
心
が
清
浄
に
な
る
。
集
中
力
や
忍
耐
力
を

つ
け
る
為
な
ど
等
…
。

写
経
に
選
ば
れ
る
経
典

　

書
写
す
る
経
典
に
は
、「
般
若
心
経
」
が

多
く
使
わ
れ
ま
す
が
、
宗
派
に
よ
っ
て
も
違

い
が
あ
り
ま
す
。

　

浄
土
宗
で
は
、
浄
土
宗
の
拠
り
ど
こ
ろ
と

す
る
浄
土
三
部
経
の
一
つ
仏
説
無
量
寿
経
の

一
部
で
阿
弥
陀
さ
ま
が
仏
に
な
る
た
め
に
立

て
た
誓
い
で
あ
る
「
四
誓
偈
」
や
、
善
導
大

師
が
撰
述
さ
れ
た
願
文
「
発
願
文
」、
法
然

上
人
が
最
後
に
遺
さ
れ
た
教
え
で
あ
る
「
一

枚
起
請
文
」、
な
ど
も
写
経
の
手
本
と
し
て

選
ば
れ
ま
す
。

自
宅
で
写
経

　

浄
土
宗
の
大
本
山
の
一
つ
増
上
寺
で
は
毎

月
14
日
（
７
月
、
８
月
は
お
休
み
）
写
経
会

を
行
っ
て
お
り
ま
す
が
、
自
宅
で
も
気
軽
に

写
経
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
と
公
式

サ
イ
ト
上
で
写
経
手
本
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
が

で
き
、
誰
で
も
自
由
に
使
用
で
き
ま
す
。

お
う
ち
で
写
経
：
大
本
山 

増
上
寺

(https://w
w

w
.zojoji.or.jp/ouchi_

shakyou/)

写
経

浄
土
宗
実
践
教
室
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Q & A
私は左利きなのです
が、数珠を持つ手は右

利きの人と変わらないのでし
ょうか？

数珠を左手に持つのは
仏教の信仰やマナーに

基づいた慣習です。普段、数珠を持つときは左利きの人も右
利きの人も左手に持ちます。
左手に持つ理由としては諸説ありますが、一説では仏教発祥
の地であるインドでは左手は不浄、右手は清浄といった意味
で扱われています。そのため不浄である左手を清める意味で
左手に数珠を持つ、という考え方もあるようです。
数珠を手に持ち歩く際には、房が付いている数珠の場合は、
房を掌の中に握らず下に垂れるようにして持ちましょう。座
っている時にも左手で持つか左手首にかけておくことが、数
珠の持ち方になります。また、法要などで数珠を取り扱う際
には、お焼香のタイミングになって取り出すのではなく、事
前に手の中に用意しておきましょう。

Q

A

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

暮らしの中の

仏教語

　近頃、庭やベランダに小鳥を呼んで自然を楽しむ人も増
えているとのこと、そのアイテムの一つとしてバードバス
というものがあるのをご存知ですか？　小鳥たちが水浴び
するための水場の事なのですが、羽についたホコリや寄生
虫を取るなど健康を目的として水浴びをするのだそうで
す。鳥の水浴びと言えばカラスの行水なんていう言葉もありますよね。
　さて、この「行水」という言葉、仏教では、「長阿含経」というお経の中に「手に自ら
斟酌して食訖りにて行水し」とあり、行水は食後、鉢や手を洗うことを言ったそうです。
そこから潔斎のために、清水で身体を洗い身を正すことになり、それが民衆にも広がって
いき皆さんご存知の行水の意味になったのだとか…。

「行水」【ぎょうずい】
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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
六
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６年５月25日（土）

　西願寺では、毎年５月に大施餓鬼会法要が執
り行われます。施餓鬼会は、「救抜焔口餓鬼陀
羅尼経」というお経に説かれた阿難尊者の話し
に由来しており、西願寺では、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営まれます。

西願寺 お盆会のご案内
お盆会　7月13日（土）〜7月15日（月）
旧盆会　8月13日（火）〜8月15日（木）
■ 合同新盆供養 ■
日時　 令和6年8月4日（日） 

10時〜
場所　西願寺本堂

■ 盂蘭盆会合同供養 ■
日時　 令和6年8月13日（火） 

10時〜
場所　西願寺本堂

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。

西願寺　施餓鬼法要
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西願寺ホームページ	http://www.saiganji.jp


