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問
　
宗
教
と
は
…
信
仰
と
は
…
な
ど
と
切
り
出
す
と
難
し
く
と
ら
え

て
し
ま
う
人
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

住
職
　
そ
う
で
す
ね
。
欧
米
と
比
べ
て
宗
教
心
が
薄
い
と
言
わ
れ
る

の
は
、
日
本
の
場
合
神
仏
習
合
の
よ
う
に
宗
教
が
混
ざ
り
合
っ
た
環

境
の
中
に
暮
ら
し
て
き
た
文
化
が
あ
る
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

だ
か
ら
改
め
て
宗
教
心
や
信
仰
心
を
問
わ
れ
る
と
「
何
も
信
仰
し
て

い
な
い
」
と
な
っ
て
し
ま
う
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

問
　
子
ど
も
が
生
ま
れ
る
と
お
宮
参
り
に
行
っ
た
り
、
結
婚
式
を
キ

リ
ス
ト
教
式
で
挙
げ
た
り
、
人
が
亡
く
な
っ
た
時
に
は
仏
式
で
葬
儀

を
営
ん
だ
り
す
る
の
は
ど
こ
か
で
宗
教
に
対
し
て
敬
意
を
払
う
心
が

あ
り
そ
れ
が
信
仰
心
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
が
…
。

住
職
　
意
識
し
て
い
る
人
は
少
な
い
と
思
い
ま
す
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
う
も
の
ね
（
笑
）。

　

信
仰
や
信
心
と
い
う
の
は
、
神
仏
を
信
じ
崇
め
る
こ
と
を
言
い
ま

す
が
、
感
謝
す
る
気
持
ち
を
持
つ
と
い
う
こ
と
に
も
繋
が
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
？　

何
か
が
無
事
済
ん
だ
時
に
な
ど
「
お
陰
さ
ま

で
」
と
い
う
言
葉
を
つ
か
い
ま
す
よ
ね
？　

こ
れ
も
目
に
見
え
な
い

も
の
や
陰
の
力
に
感
謝
の
気
持
ち
を
表
す
言
葉
な
ん
で
す
。
古
く
か

ら
私
た
ち
の
日
常
の
中
に
根
付
い
て
い
る
言
葉
で
す
よ
ね
。

問
　
な
る
ほ
ど
。「
陰
」
と
は
神
仏
な
ど
の
偉
大
な
も
の
の
陰
で
、

そ
の
庇
護
を
受
け
る
意
味
と
し
て
使
わ
れ
る
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
。「
お
陰
さ
ま
で
」
と
思
う
気
持
ち
は
、
自
分
だ
け
の
働
き
で

は
な
く
、
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
動
い
て
る
人
や
力
が
あ
っ
て
今
が
あ

感
謝
す
る
心
と
信
仰
心

　
日
本
人
は
信
仰
心
が
薄
い
と
話
題
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、

有
名
な
神
社
仏
閣
で
は
、
い
ろ
い
ろ
な
世
代
の
多
く
の
人
が
手
を

合
わ
せ
て
い
る
姿
を
目
に
し
ま
す
。
特
定
の
宗
教
に
特
別
に
帰
依

す
る
こ
と
が
な
く
て
も
信
仰
心
と
い
う
も
の
は
日
本
人
の
中
に
根

付
い
て
い
る
も
の
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

西
願
寺
　
参
道
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る
と
感
じ
感
謝
す
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う

か
？

住
職
　
そ
う
あ
っ
て
欲
し
い
で
す
ね
。「
信

仰
心
と
は
」
と
難
し
く
考
え
な
く
て
も
生
活

の
中
に
あ
る
お
陰
さ
ま
と
い
う
謙
虚
な
気
持

ち
が
大
切
で
あ
り
そ
れ
が
信
仰
の
心
な
の
だ

と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
広
め
て
い

く
の
が
お
寺
の
役
割
な
の
だ
と
も
思
っ
て
い

ま
す
。

　

大
勢
の
中
に
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気

付
き
、
有
り
難
い
こ
と
と
感
謝
す
る
。
日
常

の
感
謝
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
。

問
　
私
た
ち
の
中
に
は
、
な
ぜ
か
宗
教
や
そ

れ
に
関
係
す
る
言
葉
を
聞
く
と
身
構
え
て
し

ま
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
「
無
宗

教
だ
か
ら
」「
信
仰
心
は
な
い
」
な
ど
の
言

葉
が
出
て
く
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

住
職
　
そ
う
で
す
ね
。
よ
く
わ
か
ら
な
い
も

の
へ
の
警
戒
心
な
の
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。

お
寺
イ
コ
ー
ル
葬
儀
と
い
う
だ
け
の
関
係
で

は
な
く
、
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る
、
も
っ

と
身
近
な
存
在
に
な
れ
れ
ば
皆
さ
ん
の
中
に

あ
る
い
ろ
い
ろ
な
誤
解
も
薄
れ
て
い
く
の
で

は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
ん
で
す
。

問
　
そ
の
一
つ
の
き
っ
か
け
と
し
て
、
西
願

寺
も
そ
う
で
す
が
、
他
の
お
寺
で
も
さ
ま
ざ

ま
な
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
す
る
と
こ
ろ
が
増
え

ま
し
た
よ
ね
。
ま
ず
は
足
を
運
ん
で
頂
き
お

寺
を
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
か
ら
と
い
う
こ
と

だ
と
思
う
の
で
す
が
、
集
ま
り
は
ど
う
で
す

か
？

住
職
　
徐
々
に
増
え
て
き
た
よ
う
に
思
い
ま

す
。
今
年
の
二
月
に
行
っ
た
節
分
会
法
要
で

は
、
日
取
り
が
良
か
っ
た
の
も
あ
っ
て
か
豆

ま
き
の
時
に
は
だ
い
ぶ
人
が
集
ま
っ
て
く
れ

ま
し
た
。
い
つ
も
の
よ
う
に
力
士
に
も
来
て

も
ら
っ
て
ね
。
た
だ
来
年
は
、
ま
た
平
日
に

な
っ
て
し
ま
う
の
で
ど
う
か
な
…
。

問
　
今
後
も
、
他
の
行
事
も
含
め
た
く
さ
ん

の
方
が
気
軽
に
参
加
し
て
く
だ
さ
る
と
い
い

で
す
ね
。

住
職
　
は
い
、
こ
う
や
っ
て
わ
か
り
易
い
と

こ
ろ
か
ら
感
心
を
持
っ
て
も
ら
い
自
分
の
中

に
あ
る
信
仰
心
に
気
づ
い
て
も
ら
っ
た
り
、

お
寺
っ
て
何
だ
ろ
う
？　

仏
教
っ
て
な
ん
だ

ろ
う
？　

と
考
え
て
い
た
だ
け
た
ら
い
い
と

思
い
ま
す
。

　

実
は
ね
、
他
に
も
皆
さ
ん
が
楽
し
ん
で
参

加
で
き
る
よ
う
な
イ
ベ
ン
ト
の
企
画
を
考
え

て
い
る
と
こ
ろ
な
ん
で
す
。

問
　
そ
れ
は
楽
し
み
で
す
ね
。
そ
れ
が
決
ま

っ
た
ら
是
非
教
え
て
く
だ
さ
い
。
本
日
は
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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王
舎
城
の
悲
劇

　

釈
尊
が
仏
弟
子
た
ち
と
と
も
に
マ
ガ
タ
国
の
首
都
、王
舎
城
、耆ぎ

闍し
ゃ

崛く
っ

山せ
ん（
霊
鷲
山
＝
グ
リ
ド
ラ
ク
ー
タ
）の
山
中
に
身
を
と
ど
め
ら
れ
て
い
た
。

　

と
き
に
王
舎
城
で
は
、
阿あ

闍じ
ゃ

世せ

と
い
う
名
の
王
子
が
、
悪
友
の
提だ
い

婆ば

達だ
っ

多た

に
そ
そ
の
か
さ
れ
父
で
あ
る
国
王
を
牢
獄
に
閉
じ
込
め
て
し
ま
う
。

王
の
身
を
案
じ
た
王
妃
・
韋い

提だ
い

希け

は
自
分
の
か
ら
だ
に
食
物
を
塗
る
な

ど
し
て
密
か
に
牢
獄
内
の
王
に
そ
れ
を
食
べ
さ
せ
て
い
た
。
し
か
し
、

そ
れ
が
王
子
に
知
れ
怒
り
に
触
れ
、
つ
い
に
は
王
妃
も
宮
廷
に
幽
閉
さ

れ
て
し
ま
う
。

　

わ
が
子
に
背
か
れ
囚
わ
れ
の
身
と
な
っ
た
韋
提
希
は
憂
い
憔
悴
し
て

耆
闍
崛
山
に
身
を
置
く
釈
尊
に
救
い
を
求
め
る
と
、
そ
れ
に
応
え
た
釈

尊
が
神
通
力
を
も
っ
て
韋
提
希
の
前
に
姿
を
現
し
た
。
そ
し
て
、
苦
悩

な
き
世
界
を
求
め
る
韋
提
希
に
釈
尊
は
浄
土
往
生
の
た
め
の
さ
ま
ざ
ま

な
方
法
を
説
か
れ
た
。

浄
土
を
観
る
観
法
と
念
仏

　

釈
尊
は
、「
あ
な
た
は
知
る
べ
き
で
す
。
阿
弥
陀
仏
は
、
あ
な
た
の

そ
ば
に
お
ら
れ
る
こ
と
を
。
思
念
を
阿
弥
陀
仏
に
向
け
て
、
か
の
浄
土

を
心
に
観
な
さ
い
。
ど
の
よ
う
に
観
れ
ば
よ
い
の
か
、
こ
れ
か
ら
話
し

ま
す
。」
と
い
い
日
想
観
か
ら
は
じ
ま
り
、
雑
観
ま
で
の
阿
弥
陀
仏
と

極
楽
浄
土
に
精
神
統
一
し
て
思
念
を
向
け
る
十
三
項
（
定
善
観
法
）
の

観
法
を
説
き
ま
し
た
。
韋
提
希
は
、
こ
の
方
法
を
求
め
た
の
で
す
が
、

釈
尊
は
、
続
い
て
散
善
の
行
と
い
わ
れ
る
、
散
乱
し
た
心
の
ま
ま
で
も

善
を
修
す
る
方
法
で
あ
る
第
十
四
か
ら
十
六
項
を
説
か
れ
ま
し
た
。
念

仏
も
、
そ
の
中
の
一
つ
で
す
が
、
こ
の
経
の
最
後
に
は
、「
汝
好よ

く
こ

の
語
を
持た
も

て
。
こ
の
語
を
持
て
と
い
ふ
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
無
量
寿
仏

の
名
を
持
て
と
な
り
。」
と
念
仏
こ
そ
が
、
こ
の
経
の
主
要
で
あ
る
こ

と
を
明
言
さ
れ
る
の
で
す
。

シ
リ
ー
ズ
浄
土
宗 

浄
土
宗
の
根
本
経
典 

浄
土
三
部
経
２

『
観
無
量
寿
経
』

浄
土
往
生
の
た
め
の
方
法

　
観
無
量
寿
経
は
、
略
し
て
『
観
経
』
と
も
称
さ
れ
ま
す
。
浄
土

三
部
経
の
中
で
は
最
後
に
成
立
し
た
こ
の
経
典
は
、
一
国
の
王
妃

の
悲
劇
の
物
語
を
ベ
ー
ス
に
極
楽
浄
土
に
往
生
す
る
た
め
の
具
体

的
・
実
践
的
な
方
法
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。
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お
布
施
と
い
う
と
、
僧
侶
に
支
払
う
料
金

の
よ
う
に
考
え
て
る
人
も
い
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　

布
施
は
、
労
働
に
対
す
る
報
酬
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
「
お
経
料
」
な
ど
と
表

書
き
を
書
い
て
渡
す
も
の
で
も
な
い
の
で
す
。

　
「
布
施
」
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
ダ
ー

ナ
（
旦
那
）
の
訳
で
与
え
る
こ
と
、
喜
捨
、

施
し
と
い
っ
た
意
味
が
あ
り
ま
す
。

　

お
釈
迦
さ
ま
は
実
践
す
べ
き
徳
目
の
第
一

に
布
施
を
あ
げ
て
い
ま
す
。
僧
が
人
々
と
接

す
る
と
き
の
四
つ
の
方
法
（
四し

摂し
ょ
う

法ほ
う

―
布ふ

施せ

、
愛あ
い

語ご

、
利り

行ぎ
ょ
う、

同ど
う

事じ

）
と
、
正
し
い
悟

り
を
得
る
た
め
の
六
つ
の
事
柄
（
六
波
羅
蜜

―
布
施
、
持
戒
、
忍
辱
、
精
進
、
禅
定
、
智

慧
）
が
そ
れ
で
す
。

　

布
施
が
一
番
に
き
て
い
る
の
は
、
人
に
も

の
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
欲
望
を
捨
て

る
こ
と
で
、
こ
れ
が
悟
り
の
た
め
に
は
最
も

大
切
だ
と
さ
れ
て
い
る
た
め
で
す
。

　

布
施
は
、
お
お
ま
か
に
三
種
類
に
わ
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。「
法
施
」
正
し
い
仏
法

の
在
り
方
を
広
く
伝
え
、
精
神
的
な
無
形
の

施
し
を
す
る
と
い
う
こ
と
。「
財
施
」
寺
院

や
僧
侶
に
対
し
て
、
信
者
の
側
か
ら
お
金
や

物
を
施
す
こ
と
。
仏
法
の
真
理
を
伝
え
て
く

れ
た
こ
と
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
を
表
す
も
の
。

「
無
畏
施
」
不
安
や
畏
れ
抱
い
て
い
る
者
に

対
し
て
ひ
ろ
く
慈
悲
を
お
こ
な
う
こ
と
。

　

こ
の
よ
う
に
、
お
布
施
と
い
う
の
は
そ
れ

ぞ
れ
ま
わ
り
ま
わ
っ
て
功
徳
を
お
互
い
に
施

す
と
い
う
意
義
を
も
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

ま
た
、「
無
財
の
七
施
」
と
い
う
言
葉
が

あ
り
ま
す
。

①
眼
施
＝
や
さ
し
い
眼
で
人
に
接
す
る
。
②

和
顔
施
＝
人
に
笑
顔
で
接
し
、
不
快
な
表
情

を
与
え
な
い
。
③
言
辞
施
＝
人
に
や
さ
し
い

言
葉
で
接
し
、
悪
い
言
葉
を
与
え
な
い
。
④

身
施
＝
身
体
を
も
っ
て
人
に
つ
く
す
。
⑤
心

施
＝
和
や
か
な
善
心
で
も
っ
て
人
に
接
す
る
。

⑥
床
座
施
＝
人
の
為
に
布
団
、
坐
布
団
、
敷

物
な
ど
や
自
分
の
座
席
も
与
え
る
。
⑦
房
舎

施
＝
人
の
為
に
家
屋
を
与
え
て
や
る
。
の
七

つ
で
す
。

　

人
に
も
の
を
与
え
た
り
、
ま
た
何
か
を
し

て
や
る
こ
と
は
、
簡
単
な
よ
う
で
意
外
と
難

し
い
こ
と
で
す
が
、
無
財
の
七
施
に
は
普
段

の
生
活
の
中
で
も
ち
ょ
っ
と
し
た
心
が
け
で

実
践
し
て
い
く
こ
と
が
あ
り
そ
う
で
す
ね
。

仏
事
実
践
教
室

お
布
施
の
種
類

暮らしの中の

仏教語「一味」【いちみ】

　「強盗の一味」や「一味に加わる」など悪事を企てる仲間に加わる
ことに使われ、イメージの良くない「一味」という言葉ですが、仏教
語では、大きい海の水の味がどこでも同じであ
るように、仏さまの教えは、時・場所または人
によって多様であっても、もとはみな同じ
平等無差別ということを表します。
　そこから一味は同じ目的をもった同士の
意味となり、いつしか悪事を企む仲間に使
われるようになったとか…。
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■お盆会/合同新盆供養のご案内 
日時　平成25年8月4日（日）
　　　11時〜12時
場所　西願寺本堂

■西願寺大施餓鬼会法要のご案内
　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で
あるお施餓鬼は、年に一度の大供養法要ですの
で、万障お繰り合わせのうえ、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25年8月18日（日）
　　　13時より余興（落語）
　　　14時より法要
場所　西願寺本堂

●お施餓鬼
　施餓鬼会は、「救抜焰口餓鬼陀羅尼経」というお経に説かれた阿難尊者の話しに由来
しています。
　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。

西願寺本堂内陣

　日本では、季節のご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」というものからきています。三元は陰暦で上元＝正月15日、中元＝7
月15日、下元＝10月15日をいいます。そのうち「中元」を祝う行事が中元節。道教では、

中元節を罪を償う日として終日庭で火をたいたり、また斎
醮（さいしょう＝壇を設けて祈り、懺悔する）という儀式
を行うなどしたそうです。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」の習慣としてのこりました。
　江戸時代以降、お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

当日は、
三遊亭春馬師匠の落語がありま
す。皆さまお誘い合わせのうえ
足をお運びください。
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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
。
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
五
年
九
月
発
行
予
定
の
「
秋
の
お
彼
岸
号
」
で
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、電話問合せなどの業務は
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どおり開門しております
のでご自由にいらしてください。

浄土宗の宗祖法然上人は、ただ
ひたすらに仏に帰依し、南無阿
弥陀仏を口に出してとなえれ
ば、必ず仏の救済を受けて平和
な毎日を送り、お浄土に生まれ
ることができるという他力の教
えをひろめられました。

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。
お気軽にご参加ください。
※当日灯明料をご奉納願います。

【申込・お問合せ】
西願寺 TEL. 048-925-1723

◆◆◆◆◆ 西願寺別時念佛会のご案内 ◆◆◆◆◆

●別時念佛会●
日時を定めて身体やこころを
清浄にして念仏行に励む意識
をもちひたすらに阿弥陀さま
のみ名を称え念仏を常にとな
えつづけお念仏によって心を
清める行事です。

浄土宗 宗祖　法然上人（法然房源空）

◆ 塔婆お焚き上げについて ◆ 

　当園では、塔婆のお申込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
円を頂いておりますのでご了承ください。
※ お寺様ご同行の方（霊園以外で塔婆をお申込

の方）は墓前に塔婆をあげる際に事務所にお
申し出ください。

彩の都メモリアルパーク
管理事務所
TEL.

048-921-4194



◆
編
集
後
記
◆

　

そ
ろ
そ
ろ
季
節
は
夏
！　

と
言
っ
て
も
こ
こ
数
年
は
夏

を
待
た
ず
し
て
気
温
が
夏
日
を
越
え
る
こ
と
も
し
ば
し
ば

…
。
今
年
も
暑
〜
い
夏
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
？　

西
願

寺
の
施
餓
鬼
会
は
夏
の
盛
り
の
８
月
18
日
で
す
。
も
ち
ろ

ん
恒
例
の
落
語
も
あ
り
ま
す
。
暑
さ
を
笑
い
で
吹
き
飛
ば

す
と
い
う
作
戦
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
（
笑
）。

　

さ
て
、
今
回
の
ご
住
職
に
伺
っ
た
信
仰
心
の
話
し
の
中

で
は
「
お
陰
様
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
ま
し
た
。
話
し

の
中
に
も
あ
る
通
り
お
陰
様
は
謙
虚
な
気
持
ち
、
感
謝
の

気
持
ち
で
、よ
く
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
私
た
ち
の
生
活
は
、

ど
の
シ
ー
ン
も
全
て
こ
の
お
陰
様
と
い
う
繋
が
り
な
の
だ

と
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

　

ふ
む
ふ
む
…
謙
虚
な
気
持
ち
。
大
切
で
す
よ
ね
。

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
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電　

話  

〇
四
八
ー
九
二
一
ー
四
一
九
四　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｆ
Ａ
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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
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

西願寺ホームページ http://saiganji.jp


