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「
さ
ん
が
」
創
刊
に
あ
た
り
／
丹
羽
尊
照
住
職
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

シ
リ
ー
ズ
浄
土
宗
／
浄
土
宗
の
お
寺
を
知
る
「
西
願
寺
」

実
践
教
室
／
お
仏
壇
と
は

仏
事
相
談
／
喪
中
の
お
正
月
の
過
ご
し
方
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問
　
は
じ
め
に
ご
住
職
の
お
生
ま
れ
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
け
ま
す
か
？

住
職
　
私
は
、
も
と
も
と
愛
知
の
農
家
の
生
ま
れ
の
子
供
な
ん
で
す
よ
。
小

学
三
年
生
の
時
に
得
度
し
て
坊
主
に
な
っ
た
ん
で
す
。

問
　
お
寺
に
生
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
の
に
、
な
ぜ
得
度
し
よ
う
と
思
わ
れ
た

の
で
す
か
？

住
職
　
実
家
の
隣
が
寺
で
ね
、
年
中
遊
び
に
い
っ
て
い
る
う
ち
に
、
そ
こ
の

住
職
に
「
ど
う
だ
い
？
や
っ
て
み
な
い
か
？
」
な
ん
て
こ
と
で
…
。
そ
の
寺

の
住
職
は
福
井
の
方
に
も
寺
を
持
っ
て
い
た
の
で
、
小
学
校
か
ら
中
学
ま
で

福
井
の
寺
に
い
て
、
中
学
を
出
て
か
ら
京
都
の
仏
教
系
の
学
校
に
行
き
最
後

は
立
命
館
大
学
ま
で
出
た
の
で
す
。

そ
の
後
、
東
京
の
あ
る
寺
に
い
た
の
で
す
が
、
そ
の
う
ち
埼
玉
の
寺
で
養

子
を
欲
し
が
っ
て
い
る
と
云
わ
れ
、
そ
れ
が
こ
の
西
願
寺
だ
っ
た
ん
で
す
よ
。

問
　
西
願
寺
の
開
山
は
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
と
い
う
こ
と
で
長
い
歴
史

の
あ
る
お
寺
で
す
ね
。
ご
住
職
は
何
代
目
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
？

住
職
　
私
は
三
十
一
世
に
な
り
ま
す
。
今
は
各
寺
院
も
世
襲
制
に
な
っ
て
い

る
と
こ
ろ
が
殆
ど
で
し
ょ
う
が
、
昔
は
私
の
よ
う
に
世
襲
制
で
お
寺
を
継
い

で
い
な
い
と
こ
ろ
も
多
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。

問
　
と
こ
ろ
で
、
ご
住
職
の
今
の
一
番
の
楽
し
み
は
何
で
す
か
？

住
職
　
私
？
　
ん
〜
…
生
き
て
る
こ
と
か
な
？
（
笑
）

問
　
そ
れ
は
す
ば
ら
し
い
で
す
ね
。
先
ほ
ど
、
副
住
職
さ
ん
に
、「
住
職
は
、

都
は
る
み
さ
ん
の
コ
ン
サ
ー
ト
な
ど
に
行
っ
た
り
す
る
」
と
お
聞
き
し
た
の

で
す
が
…
。

住
職
　
あ
あ
。
そ
う
で
す
。
昨
日
も
行
っ
て
き
ま
し
た
よ
。
地
方
の
コ
ン
サ

ー
ト
に
日
帰
り
で
行
く
こ
と
も
あ
る
ん
で
す
。
フ
ァ
ン
と
い
う
の
を
通
り
こ

し
て
も
う
長
い
付
き
合
い
で
す
よ
。

コ
ン
サ
ー
ト
は
昔
の
教
え
子
た
ち
と
行
く
の
で
す
け
ど
ね
。

住
職
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

「
楽
し
み
は
生
き
て
る
こ
と
…
」

「
さ
ん
が
」
創
刊
に
あ
た
り
、
西
願
寺
住
職
で
あ
る
丹
羽

尊
照
師
に
お
話
し
を
伺
い
ま
し
た
。

西
願
寺
第
三
十
一
世
　
丹
羽
尊
照
（
に
わ
そ
ん
し
ょ
う
）
住
職
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問
　
昔
の
教
え
子
と
い
う
の
は
？

住
職
　
お
寺
の
経
営
が
大
変
だ
っ
た
時
代
、

お
寺
の
仕
事
を
し
な
が
ら
学
校
の
先
生
を
し

て
い
た
の
で
す
。
何
校
か
の
学
校
に
勤
め
た

後
校
長
を
し
て
退
職
し
ま
し
た
の
で
…
。

問
　
で
は
、
教
職
時
代
の
印
象
深
か
っ
た
思

い
出
な
ど
あ
り
ま
す
か
？

住
職
　
最
初
に
勤
め
た
学
校
が
、
川
口
市

（
埼
玉
県
）
の
安
行
中
学
校
と
い
う
と
こ
ろ

で
、
安
行
と
い
う
場
所
は
植
物
の
産
地
と
し

て
知
ら
れ
て
い
て
ね
、
そ
こ
に
行
っ
た
の
が

き
っ
か
け
で
今
の
植
物
好
き
に
な
っ
た
の
だ

け
ど
、
そ
こ
で
は
、
ク
ラ
ブ
活
動
で
テ
ニ
ス

部
を
作
っ
て
三
年
後
に
は
大
会
に
優
勝
す
る

よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
よ
。
そ
の
後
に
移
っ

た
学
校
で
は
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
部
を
つ
く
り
優

勝
さ
せ
、
そ
の
次
の
中
学
校
で
は
サ
ッ
カ
ー

部
の
監
督
を
し
て
全
国
大
会
で
優
勝
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
う
い
う
活
動
に
力

を
入
れ
て
い
た
こ
と
が
思
い
出
深
い
で
す
ね
。

問
　
ご
住
職
は
ス
ポ
ー
ツ
も
好
き
で
い
ら
っ

し
ゃ
る
の
で
す
ね
。
手
掛
け
た
ク
ラ
ブ
が
み

ん
な
大
会
で
優
秀
な
成
績
を
収
め
て
い
る
の

に
は
何
か
指
導
に
秘
訣
が
あ
る
の
で
す
か
？
　

住
職
　
ど
う
か
な
。
子
ど
も
た
ち
と
心
が
一

つ
に
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
か
ね
。
そ
う
感
じ

る
と
や
は
り
試
合
の
成
績
も
伸
び
て
い
き
ま

す
。

問
　
な
る
ほ
ど
。
そ
れ
は
ス
ポ
ー
ツ
だ
け
に

限
ら
ず
ど
の
よ
う
な
人
間
関
係
に
お
い
て
も

言
え
る
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

ス
ポ
ー
ツ
の
他
に
植
物
が
好
き
と
い
う
こ

と
で
す
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
な
さ
る
の
で

す
か
？

住
職
　
植
物
を
育
て
る
の
が
好
き
な
ん
で

す
。
今
は
本
堂
の
建
て
替
え
で
い
ろ
い
ろ
片

付
け
ら
れ
て
し
ま
っ
た
け
ど
温
室
を
造
っ
て

君
子
ラ
ン
の
花
を
い
く
つ
も
咲
か
せ
た
り
な

ん
て
い
う
の
も
し
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
、
も
の
を
書
く
の
も
好
き
で
新

聞
な
ど
に
投
稿
し
沢
山
取
上
げ
ら
れ
ま
し
た

ね
。
他
に
も
、
外
国
の
著
名
人
、
例
え
ば
ノ

ー
ベ
ル
賞
作
家
の
パ
ー
ル
・
バ
ッ
ク
と
か
、

ジ
ョ
ン
・
ガ
ン
サ
ー
と
い
う
方
と
の
文
通
も

新
聞
に
取
上
げ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
で
も
そ

う
い
っ
た
資
料
も
み
ん
な
今
回
の
建
て
替
え

で
今
は
ど
こ
か
に
し
ま
わ
れ
ち
ゃ
っ
て

（
笑
）。

問
　
本
当
に
多
趣
味
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す

ね
。

住
職
　
い
ろ
ん
な
事
に
頭
を
つ
っ
こ
ん
で
る

だ
け
で
す
よ
（
笑
）。

問
　
何
に
で
も
興
味
を
持
っ
て
好
き
な
こ
と

を
沢
山
も
つ
の
が
「
楽
し
み
は
生
き
て
い
る

こ
と
」
と
言
え
る
コ
ツ
な
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
ね
。

最
後
に
な
り
ま
す
が
、「
さ
ん
が
」
創
刊

に
あ
た
り
こ
の
冊
子
は
ど
の
よ
う
な
思
い
で

発
行
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

住
職
　
は
い
。
皆
さ
ん
に
は
「
宗
教
と
は
…
」

「
仏
教
と
は
…
」
と
難
し
く
お
話
し
す
る
の

で
は
な
く
、
仏
教
を
知
る
き
っ
か
け
と
し
て

こ
の
冊
子
を
通
し
、
お
寺
や
仏
教
を
よ
り
身

近
に
感
じ
て
も
ら
え
れ
ば
と
思
い
発
行
を
考

え
ま
し
た
。
ま
ず
は
気
軽
に
手
に
と
っ
て
読

ん
で
い
た
だ
け
る
と
嬉
し
い
で
す
ね
。

問
　
そ
う
で
す
ね
。
こ
の
「
さ
ん
が
」
が
お

寺
と
皆
さ
ん
を
つ
な
ぐ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
一
つ
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま

す
。
本
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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西
願
寺
は

正
式
に
は
遊
馬
山
一
行
院
西
願
寺
と
い
い
浄
土
宗
の
お
寺
で
本
山
を
徳
川

家
康
の
菩
提
寺
と
な
る
東
京
・
芝
の
増
上
寺
と
し
て
い
ま
す
。

開
創
当
時
あ
っ
た
お
よ
そ
四
万
四
千
五
百
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
と
広
大
な

寺
域
は
、
戦
後
の
農
地
解
放
の
折
、
本
堂
と
庫
裡
以
外
の
殆
ど
を
手
放
す
こ

と
に
な
り
ま
し
た
が
、
丹
羽
尊
照
住
職
と
丹
羽
義
純
前
住
職
（
西
願
寺
第
三

十
世
）
の
尽
力
に
よ
り
現
在
の
寺
域
（
あ
ず
ま
幼
稚
園
含
む
）
ま
で
戻
す
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

西
願
寺
の
本
堂
は
、
昭
和
九
年
に
藁
葺
き
屋
根
か
ら
瓦
葺
き
に
改
装
さ
れ

ま
し
た
が
、
昭
和
四
十
三
年
に
幼
稚
園
か
ら
出
火
し
た
火
事
に
よ
り
、
本
堂
、

庫
裡
、
そ
の
全
て
を
焼
失
し
そ
の
後
コ
ン
ク
リ
ー
ト
平
屋
の
本
堂
が
建
て
ら

れ
ま
し
た
。（
現
在
、
本
堂
は
建
て
替
え
工
事
中
で
平
成
二
十
一
年
十
一
月

完
成
予
定
）

浄
土
宗
は
ど
う
い
う
宗
派
？

阿
弥
陀
如
来
を
本
尊
と
す
る
浄
土
宗
は
法
然
上
人
（
一
一
三
三
―
一
二
一

二
）
が
開
か
れ
ま
し
た
。

宗
祖
（
開
祖
）
法
然
上
人
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
信
じ
て
「
南
無
阿
弥

陀
仏
」
と
そ
の
名
を
唱
え
れ
ば
す
べ
て
の
人
が
救
わ
れ
る
と
説
か
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
そ
の
教
え
は
広
く
民
衆
の
間
に
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。

浄
土
宗
の
本
山
は
？

浄
土
宗
（
鎮
西
派
）
に
は
、
総
本
山
と
七
つ
の
大
本
山
か
ら
な
り
ま
す
。

総
本
山
を
、
京
都
の
知
恩
院
（
京
都
府
）
と
し
大
本
山
が
、
増
上
寺
（
東
京

都
）、
金
戒
光
明
寺
（
京
都
府
）、
百
万
遍
知
恩
寺
（
京
都
府
）、
清
浄
華
院

（
京
都
府
）、
善
導
寺
（
福
岡
県
）、
鎌
倉
光
明
寺
（
神
奈
川
県
）、
別
格
本
山

の
善
光
寺
大
本
願
（
長
野
県
）
の
七
つ
で
す
。

浄
土
宗
の
お
寺
を
知
る

浄
土
宗

遊あ
す

馬ま

山さ
ん

一
行
院

い
ち
ぎ
ょ
う
い
ん

西
願

さ
い
が
ん

寺じ

風
情
の
あ
る
松
並
木
の
参
道
を
も
つ
西
願
寺
は
、
今
か
ら
三

九
三
年
前
の
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
埼
玉
県
の
こ
こ
遊
馬

の
地
に
本
譽
願
故
和
尚
に
よ
っ
て
創
建
さ
れ
ま
し
た
。

第
二
代
将
軍
・
徳
川
秀
忠
が
鷹
狩
り
に
も
訪
れ
た
と
い
わ
れ

る
遊
馬
町
は
武
蔵
風
土
記
稿
に
よ
る
と
、「
徳
川
家
康
・
駅

伝
馬
の
制
を
定
め
た
一
六
〇
一
年
頃
よ
り
放
牧
さ
れ
、
約
七

〇
年
続
く
」
と
の
記
述
が
あ
り
、
幕
府
よ
り
馬
の
育
成
命
を

受
け
馬
の
放
牧
を
し
、
良
馬
を
幕
府
に
献
上
し
て
い
た
と
い

う
歴
史
が
あ
り
ま
す
。

六地蔵尊（元禄13年建立）
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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
年
（
六
八
五
）「
諸
国
家
毎
に
仏
舎
を
作

り
す
な
わ
ち
仏
像
及
び
経
を
置
き
、
以
っ
て

礼
拝
供
養
せ
よ
」
と
い
う
詔
が
だ
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
と
は
？

仏
壇
は
お
寺
の
本
堂
を
小
型
化
し
た
も
の

で
、
仏
様
の
世
界
を
表
し
て
い
ま
す
。
仏
壇

に
は
必
ず
一
段
高
い
壇
が
設
け
て
あ
り
ま

す
。
こ
れ
は
、
須
弥
壇
と
い
い
仏
様
の
住
む

理
想
の
世
界
、「
須
弥
仙
」
を
か
た
ど
っ
て

い
る
の
で
す
。

日
本
人
の
伝
統
的
な
宗
教
・
習
慣
で
あ
る

先
祖
信
仰
か
ら
、
仏
壇
は
ご
先
祖
さ
ま
を
祀

る
場
所
と
考
え
る
方
も
多
く
い
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
仏
壇
は
仏
様
を
祀
る
場

所
で
家
で
の
信
仰
の
中
心
と
な
る
も
の
で
、

そ
れ
が
仏
壇
の
本
来
の
意
味
で
す
。

浄
土
宗
の
仏
壇

浄
土
宗
の
ご
本
尊
は
阿
弥
陀
如
来
で
す
の

で
、
仏
壇
を
祀
る
場
合
は
須
弥
壇
の
中
央
に

阿
弥
陀
如
来
、
そ
の
右
に
観
音
菩
薩
、
左
に

勢
至
菩
薩
さ
ら
に
右
と
左
の
各
々
に
善
導
大

師
、
宗
祖
法
然
上
人
を
祀
り
ま
す
。
位
牌
は

次
の
壇
に
置
き
ま
す
。
向
か
っ
て
右
が
上
座

と
な
る
た
め
右
に
古
い
も
の
左
に
新
し
い
も

の
を
置
く
よ
う
に
し
ま
す
。

仏
壇
の
お
手
入
れ

ご
み
や
ほ
こ
り
は
毛
ば
た
き
で
払
い
、
漆

塗
り
の
箇
所
は
や
わ
ら
か
い
布
で
ぬ
ぐ
っ
て

く
だ
さ
い
。

漆
塗
り
の
部
分
は
水
気
に
弱
い
の
で
水
拭

き
は
し
ま
せ
ん
。
や
わ
ら
か
い
布
や
シ
リ
コ

ン
ク
ロ
ス
で
か
ら
拭
き
し
ま
し
ょ
う
。

唐
木
仏
壇
の
場
合
も
シ
リ
コ
ン
ク
ロ
ス
な

ど
で
か
ら
拭
き
す
る
方
が
よ
い
の
で
す
が
、

ロ
ウ
ソ
ク
や
線
香
の
煙
に
よ
る
汚
れ
は
、
か

た
く
絞
っ
た
雑
巾
で
ふ
き
取
り
、
そ
の
後
か

ら
拭
き
す
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

金
箔
押
し
、
金
メ
ッ
キ
、
そ
の
他
金
属
製

の
仏
具
は
、
塩
分
や
手
の
油
分
を
嫌
い
ま
す

の
で
直
接
手
で
触
ら
ず
に
や
わ
ら
か
い
布
な

ど
で
か
る
く
ふ
き
取
る
よ
う
に
し
ま
す
。

仏
壇

年
末
に
は
新
し
い
年
に
向
け
て
ど
の
家
庭
で

も
大
掃
除
に
力
が
入
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
？

家
庭
に
あ
る
仏
壇
も
す
っ
き
り
と
き
れ
い
に

お
掃
除
を
済
ま
せ
、
清
々
し
い
気
持
ち
で
新

年
を
迎
え
た
い
で
す
ね
。

浄
土
宗
／
実
践
教
室

暮らしの中の

仏教語「ぜんざい」
冬になると、甘いものが恋しくなりますよね。お正
月の鏡餅を下げて食べる「鏡開き」で作るぜんざいも
格別美味しいです。
さて、この「ぜんざい」漢字で書くと「善哉」とな
ります。語源の由来には諸説ありますが、もとは仏教
語と言われています。仏典に出てくる善哉の言葉は、
「善哉、善哉」と二度繰り返して使われることが多く、
漢字から読み取れるとおり「すばらしい」とか「実に
良い」という意味で用いられます。
それがあの甘いぜんざいになったのは、一説による
と一休禅師が初めて食べたぜんざいの美味しさに「善
哉此汁」と言ったことからとか。
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喪
の
期
間
を
一
年
と
し
た
の
は
中
国
の

儒
学
者
が
ま
と
め
た
礼
に
関
す
る
書
物

「
礼
記
」
に
よ
る
も
の
で
す
。
親
族
が
家

族
の
死
を
悼
ん
で
遊
び
や
笑
い
を
慎
み
、

酒
肉
を
断
っ
て
謹
慎
す
る
の
が
本
来
の
喪

中
の
過
ご
し
方
。
現
在
で
は
葬
儀
が
終
わ

れ
ば
普
段
と
同
じ
生
活
を
す
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
が
、
お
正
月
の
め
で
た
さ
を
祝

う
の
は
慎
む
の
が
よ
い
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
で
す
か
ら
松
飾
り
や
鏡
餅
を
供
え
る

こ
と
は
し
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
め
で
た
さ
を
祝
う
こ
と
だ
け

で
な
く
、
今
年
一
年
、
心
正
し
く
過
ご
す

こ
と
を
誓
う
の
が
お
正
月
で
す
か
ら
、
寺

院
や
神
社
の
お
正
月
の
行
事
（
修
正
会
）

に
参
加
し
て
も
よ
い
の
で
す
。

喪
中
の
お
正
月
は
ど
の
よ
う
に
過
ご

せ
ば
い
い
の
で
す
か
？

お
正
月
の
行
事
に
参
加
し
て
は
い
け

な
い
の
で
す
か
？

仏事相談

お正月というと思い浮かぶのはおせち、お年玉、お雑煮などなど…。
中でもお雑煮はその地方によって、家庭によって千差万別。
関東では、醤油ベースに焼いたお餅に鶏肉や三つ葉、ゆずなどが入っている家庭が多いの
ではないでしょうか？
肉の入っていないお雑煮で精進料理ともいえるのが、京都のお
雑煮。西京味噌仕立ての汁には、とろりとした丸餅と丸くきっ
たさといもや大根などが入ります。
材料を丸くきるのは、争い事がなく物事が丸く収まるようにと
の意味からだそう…。
ま～るく平和な一年にしたいですね。

※1月1日（木）
※2月15日（日）
◎3月17日（火）
※4月 8日（水）
◎7月13日（月）～16日（木）
◎8月13日（木）～16日（日）
◎8月18日（火）
◎9月20日（日）より26日（土）
※11月23日（月）
※12月8日（火）
※12月25日（金）
◎印は予定をたてて是非ご参詣ください。
※印は現在、寺だけで自主的に行っている法要＝おつとめです。

西願寺　平成21年　年間行事案内
修正会（新年をむかえての法要＝おつとめ）
涅槃会（お釈迦さまの命日）
春の彼岸会
潅仏会（花まつり）

お盆会（東京棚経）
旧盆会（地元棚経）

大施餓鬼会
秋の彼岸会

十夜会（念仏をとなえて善根をつむ法要＝おつとめ）
成道会（お釈迦さまのお悟りの日）
仏名会（念仏をとなえて一年を反省する法要＝おつとめ）
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掲 示 板

年ごとの命日を祥月命日といい、年回にあたっ

た年の、この日に行う法要が年回（年忌）法要

です。この法要では亡くなった方とご縁のある

方が集まり、故人を偲びながらお勤めします。

1周忌 平成20年逝去
3回忌 平成19年逝去
7回忌 平成15年逝去
13回忌 平成9年逝去
17回忌 平成5年逝去
23回忌 昭和62年逝去
27回忌 昭和58年逝去
33回忌 昭和52年逝去
37回忌 昭和48年逝去

43回忌 昭和42年逝去
47回忌 昭和38年逝去
50回忌 昭和35年逝去
100回忌 明治43年逝去

■霊園事務所定休日のお知らせ■
彩の都メモリアルパーク
管理事務所定休日
毎週水曜

平成21年1月より毎週水曜日は管理事
務所の定休日とさせていただきます。
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。
年末年始休業日：
平成20年12月27日（土）～

平成21年１月５日（月）

― 個人情報保護に関する基本方針 ―
当寺／霊園は、皆様からご提供いただいた個人
情報の重要性を深く認識し、情報の保護の徹底
を図るため、下記の方針を定めております。

1）当寺／霊園は、個人情報に関する法令及び
他の関係法令を厳守します。

2）当寺／霊園は、個人情報をご提供いただく
際にその利用目的を確認し、当霊園の活動
の範囲内で適法かつ公正な手段で取得しま
す。皆様からいただいた情報は下記の場合
のみ利用し、それ以外に利用することはあ
りません。

1）①当寺／霊園の宗教活動に使用し、これに
関連して電話、郵便、電子メール、ファク
シミリ等の手段によって連絡をとる目的。

1）②当寺／霊園の宗教活動・公益事業・その
他の事業に関する情報を提供する目的。

1）③当寺／霊園の宗教活動を推進する目的。

宗教法人　西願寺
彩の都メモリアルパーク

■
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
a
il：
in
fo
@
io
-c
o
.n
e
t

■
次
号
予
告

次
号
は
平
成
二
十
一
年
六
月
発
行
予
定
の
「
お
盆
号
」
で
す

平成21年　年回表



永明院　宝勝寺のホームページ
永明院　http://www.youmeiin.net 宝勝寺　http://www.housyouji.net

◆
編
集
後
記
◆

タ
イ
ト
ル
と
な
っ
て
い
る
サ
ン
ガ
と
い
う
言
葉
、
皆
さ
ん
は
ご
存

知
で
す
か
？
　
漢
字
で
書
く
と
「
僧
伽
」
と
な
り
そ
れ
を
略
し
て
い

る
の
が
「
僧
」
な
の
で
す
。
も
と
も
と
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
か
ら

き
て
い
て
意
味
は
、
共
和
国
や
商
業
的
な
組
合
、
会
合
、
集
団
な
ど

集
ま
り
を
表
す
言
葉
で
す
。

僧
や
僧
侶
と
聞
く
と
私
た
ち
は
一
人
の
お
坊
さ
ん
を
イ
メ
ー
ジ
し

ま
す
が
、
侶
と
い
う
字
も
「
連
れ
立
つ
仲
間
」
と
い
う
意
味
な
の
で

簡
単
に
言
う
と
信
仰
を
と
も
に
す
る
仲
間
と
い
っ
た
感
じ
で
し
ょ
う

か
？そ

し
て
こ
の
広
報
誌
の
「
さ
ん
が
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
、
こ
れ

が
西
願
寺
と
彩
の
都
メ
モ
リ
ア
ル
パ
ー
ク
と
皆
さ
ん
の
つ
な
が
り
に

な
る
よ
う
に
と
い
う
思
い
で
つ
け
ら
れ
ま
し
た
。

さ
て
、「
さ
ん
が
」
創
刊
号
は
い
か
が
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
？

仏
教
と
お
寺
を
「
も
っ
と
身
近
に
」
そ
し
て
「
解
り
や
す
く
」
を
編

集
の
テ
ー
マ
に
掲
げ
年
２
回
の
発
行
予
定
。
生
ま
れ
た
て
の
「
さ
ん

が
」
で
す
が
読
者
の
皆
さ
ん
と
一
緒
に
育
て
て
行
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

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
副
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


