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仏教とお寺をやさしく解説

Saiganji Sainomiyako Memorial Park News
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振
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節
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問
　
早
く
も
平
成
二
十
四
年
が
終
わ
り
に
近
づ
き
ま
し
た
ね
。
毎
年
思
う

こ
と
で
す
が
、
今
年
も
や
っ
ぱ
り
一
年
が
急
ぎ
足
で
過
ぎ
て
行
っ
て
し
ま

っ
た
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
こ
の
時
期
に
は
ど
ん
な
年
だ
っ
た
か
と
一
年
を

振
り
返
る
こ
と
も
多
い
で
す
よ
ね
。

　

ご
住
職
に
と
っ
て
今
年
一
年
を
漢
字
で
表
す
と
し
た
ら
ど
の
よ
う
な
文

字
に
な
り
ま
す
か
？

住
職　

漢
字
一
文
字
で
は
な
い
の
で
す
が
、
私
の
場
合
は
、
昨
年
か
ら
引

き
続
き
携
わ
っ
て
き
た
法
然
上
人
の
八
〇
〇
年
大
遠
忌
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
シ

ン
ボ
ル
と
な
っ
て
い
た
「
法ほ

う

然ね
ん

共と
も

生い
き

」
の
共と
も

生い
き

と
い
う
字
に
な
る
で
し
ょ

う
か
。
言
葉
の
も
つ
意
味
は
、
前
も
お
話
し
さ
せ
て
頂
い
た
と
思
い
ま
す

が
、
い
の
ち
の
繋
が
り
、
人
の
繋
が
り
を
表
す
言
葉
な
ん
で
す
。
私
が
参

加
し
て
い
る
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
で
も
、
活
動
の
テ
ー
マ
と
し
て
「
奉
仕 

共と
も

生い
き

」
と
し
て
下
に
和わ

顔げ
ん

愛あ
い

語ご

と
掲
げ
て
い
る
ん
で
す
よ
。
仏
教
で
は
、

や
さ
し
い
笑
顔
と
親
切
な
言
葉
で
人
を
和
ま
せ
る
こ
と
を
和
顔
愛
語
と
言

い
、
こ
れ
も
大
切
な
布
施
行
だ
と
い
う
教
え
で
す
。
お
金
や
も
の
だ
け
を

布
施
と
す
る
の
で
は
な
く
、
無
財
の
七
施
の
よ
う
に
思
い
や
る
心
、
奉
仕

す
る
気
持
ち
な
ど
で
も
施
し
は
で
き
る
の
で
す
。

　

東
日
本
大
震
災
を
き
っ
か
け
に
、
多
く
の
方
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
出
か

け「
奉
仕
す
る
と
い
う
こ
と
と
は
」と
考
え
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

　

奉
仕
は
、
人
の
た
め
に
し
て
い
る
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
自
分
の
為
で
も

あ
る
。
奉
仕
活
動
を
す
る
こ
と
で
自
分
も
育
て
ら
れ
、
生
か
さ
れ
る
こ
と

に
繋
が
り
ま
す
。
共
に
生
か
さ
れ
る
、
そ
れ
が
と
っ
て
も
大
切
で
、
そ
の

こ
と
こ
そ
法
然
上
人
の
い
う
共
生
と
い
う
こ
と
な
の
だ
と
思
う
の
で
す
。

　

今
年
一
年
を
通
し
て
お
寺
で
は
、
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
コ
ン
サ
ー
ト
な
ど
を

開
催
し
皆
さ
ん
に
も
こ
の
「
共と

も

生い
き

」
を
感
じ
と
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に

　

毎
年
十
二
月
十
二
日
に
は
「
今
年
の
漢
字
」
が
発
表
さ

れ
ま
す
ね
。「
今
年
の
漢
字
」
は
日
本
漢
字
能
力
検
定
協

会
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
で
１
９
９
５
年
か
ら
開
始
さ
れ
ま
し

た
。
発
表
さ
れ
る
前
に
は
皆
さ
ん
そ
れ
ぞ
れ
ど
ん
な
漢
字

に
な
る
の
か
一
年
を
振
り
返
り
予
想
す
る
方
も
多
い
の
で

は
？

　

こ
の
一
年
を
振
り
返
り
、
皆
さ
ん
に
と
っ
て
は
ど
ん
な

年
だ
っ
た
で
し
ょ
う
？　

漢
字
で
表
し
た
ら
？

　

西
願
寺
に
と
っ
て
、
ま
た
ご
住
職
に
と
っ
て
の
今
年
の

漢
字
を
伺
っ
て
み
ま
し
た
。
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し
て
き
た
の
で
、
や
っ
ぱ
り
私
や
お
寺
と
し

て
今
年
を
表
す
字
と
い
う
の
は
こ
の
言
葉
に

な
る
の
か
な
。

問
　
去
年
の
「
今
年
の
漢
字
」
は
「
絆
」
で

し
た
ね
。
共と
も

生い
き

は
、
そ
こ
か
ら
一
歩
前
に
進

ん
だ
言
葉
の
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

住
職　

そ
う
で
す
ね
。
人
は
生
活
を
し
て
い

る
中
で
自
分
一
人
で
生
き
て
い
る
よ
う
に
思

っ
て
し
ま
う
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
は
な

く
て
、
い
ろ
い
ろ
な
人
や
物
事
に
支
え
ら
れ

て
生
き
て
い
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
「
絆
」

や
「
共
生
」
と
い
っ
た
言
葉
に
な
る
の
だ
と

思
い
ま
す
。

問
　
自
分
に
と
っ
て
の
今
年
を
表
す
漢
字
を

考
え
る
と
、
一
年
を
振
り
返
り
い
ろ
い
ろ
考

え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
で
す
ね
。

　

日
本
人
の
お
正
月
の
迎
え
方
と
し
て
は
、

除
夜
の
鐘
を
聞
き
な
が
ら
一
年
の
反
省
を
し
、

元
旦
に
一
年
の
計
を
立
て
る
と
い
う
の
が
よ

く
言
わ
れ
ま
す
が
、
そ
の
為
に
お
寺
に
お
参

り
に
来
ら
れ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す

か
？

住
職　

う
ち
は
初
詣
な
ど
で
に
ぎ
わ
う
お
寺

で
は
な
い
の
で
特
に
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
が

…
。
年
末
や
年
始
に
お
墓
参
り
に
み
え
る
方

は
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
ね
。
そ
れ
と
七
草
粥

の
行
事
を
は
じ
め
た
の
で
そ
れ
に
合
わ
せ
て

お
参
り
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
り
ね
。

問
　
七
草
粥
法
要
も
そ
う
で
す
が
、
節
分
法

要
や
コ
ン
サ
ー
ト
な
ど
お
寺
で
の
行
事
で
皆

さ
ん
お
墓
参
り
だ
け
で
な
く
気
軽
に
お
寺
に

足
を
運
ば
れ
る
機
会
が
増
え
た
の
で
は
な
い

で
す
か
？　

十
月
の
十
三
夜
お
月
見
コ
ン
サ

ー
ト
で
は
二
胡
の
演
奏
だ
っ
た
そ
う
で
す
ね
。

住
職　

は
い
。
今
回
は
、
日
本
人
の
二
胡
奏

者
の
野
沢
香
苗
さ
ん
に
演
奏
を
お
願
い
し
て

…
。
野
沢
さ
ん
は
作
曲
も
手
が
け
て
い
る
そ

う
で
プ
ロ
の
二
胡
奏
者
は
珍
し
い
よ
う
で
す
。

問
　
そ
う
な
ん
で
す
か
。
お
寺
の
本
堂
は
コ

ン
サ
ー
ト
な
ど
に
向
い
て
い
ま
す
し
、
今
後

も
多
く
の
方
に
聞
き
に
来
て
頂
き
た
い
で
す

ね
。

問
　
さ
て
、
そ
れ
で
は
最
後
に
今
回
は
新
年

号
で
す
の
で
、
皆
さ
ん
に
向
け
た
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
お
願
い
し
ま
す
。

住
職　

浄
土
宗
の
暦
に
今
月
の
言
葉
と
い
う

の
が
あ
る
の
で
す
が
、
今
年
（
平
成
二
十
四

年
度
）
の
暦
の
中
に
「
三
日
月
も 

ほ
ん
と

は 

ま
ぁ
る
い
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
し

た
。
三
日
月
も
本
当
は
ま
ん
丸
い
月
で
、
人

や
出
来
事
も
見
か
け
だ
け
で
判
断
し
な
い
で

色
々
な
面
か
ら
見
て
み
る
こ
と
が
大
事
と
い

う
こ
と
で
す
。
新
し
い
年
は
、
社
会
的
に
も

慌
た
だ
し
い
年
に
な
り
そ
う
で
す
し
、
そ
ん

な
時
こ
そ
し
っ
か
り
と
い
ろ
ん
な
角
度
か
ら

物
事
を
見
て
判
断
し
落
ち
着
い
た
気
持
ち
で

一
年
を
送
っ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

問
　「
三
日
月
も 

ほ
ん
と
は 

ま
ぁ
る
い
」

と
て
も
い
い
言
葉
で
す
ね
。
本
日
は
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
新
年
も
宜
し
く
お
願

い
し
ま
す
。

野沢香苗さんと丹羽住職
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極
楽
浄
土
を
建
立
し
た
阿
弥
陀
さ
ま

　
「
ア
ミ
ダ
」
と
は
梵
語
で
「
限
り
な
い
」
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い

ま
す
。
阿
弥
陀
は
仏
の
慈
悲
と
智
慧
が
限
り
な
く
人
々
に
そ
そ
が
れ
る

こ
と
を
表
し
て
い
る
の
で
す
。

　
『
無
量
寿
経
』
に
よ
る
と
、
阿
弥
陀
仏
の
出
自
は
次
の
よ
う
な
エ
ピ

ソ
ー
ド
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。

　

大
昔
の
イ
ン
ド
に
、
あ
る
国
王
が
い
た
。
彼
は
仏
さ
ま
の
説
法
を
聴

き
感
激
し
、
自
ら
も
人
び
と
の
為
に
尽
く
し
た
い
と
決
意
し
て
王
位
を

捨
て
て
出
家
し
て
法
蔵
比
丘
と
名
乗
り
ま
し
た
。

　

法
蔵
比
丘
は
世
の
中
す
べ
て
の
苦
し
み
を
救
済
で
き
る
世
界
を
打
ち

立
て
た
い
と
願
い
、
限
り
な
く
長
い
徳
行
の
末
、
四
十
八
の
誓
願
を
た

て
て
西
方
十
万
億
土
の
彼
方
に
念
願
の
浄
土
を
つ
く
り
ま
し
た
。
こ
れ

が
、
い
わ
ゆ
る
極
楽
浄
土
で
す
。
こ
の
安
楽
の
世
界
で
法
蔵
比
丘
は
阿

弥
陀
仏
と
な
り
ま
し
た
。

仏
教
の
開
祖
で
あ
る
お
釈
迦
さ
ま

　

お
釈
迦
さ
ま
は
、
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
と
い
い
、
イ
ン
ド
の

釈
迦
族
の
王
子
と
し
て
生
ま
れ
た
実
在
の
歴
史
人
物
で
す
。
多
く
の

人
々
を
救
う
た
め
に
悟
り
を
ひ
ら
き
ブ
ッ
ダ
（
仏
陀
）
と
な
り
教
え
を

広
め
ま
し
た
。そ
れ
が
仏
教
で
す
。お
釈
迦
さ
ま
が
亡
く
な
る
と
き「
私

な
き
あ
と
、
み
ず
か
ら
を
灯
明
と
し
、
法
を
灯
明
と
せ
よ
」
と
語
っ
た

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
お
釈
迦
さ
ま
は
自
分
を
神
の
よ
う
な
権
威
者
と
す
る
こ
と

を
戒
め
、
常
に
そ
の
「
教
え
」
を
拠
り
所
と
し
て
ほ
し
い
と
考
え
た
の

で
す
。

　

お
釈
迦
さ
ま
が
教
え
の
中
に
説
か
れ
た「
遠
い
過
去
に
悟
り
を
開
き
、

今
も
人
び
と
に
救
い
の
手
を
さ
し
の
べ
て
い
る
仏
さ
ま
」
そ
れ
が
阿
弥

陀
さ
ま
な
の
で
す
。

シ
リ
ー
ズ
浄
土
宗

「
阿
弥
陀
さ
ま
と
お
釈
迦
さ
ま
」

　

両
手
の
ひ
ら
を
開
い
て
い
る
の
が
お
釈
迦
さ
ま
の
像
で
、
手
印

を
結
び
、
手
で
形
を
つ
く
っ
て
い
る
の
が
阿
弥
陀
さ
ま
で
あ
る
。

お
釈
迦
さ
ま
の
仏
像
と
阿
弥
陀
仏
の
像
と
を
見
分
け
る
に
は
、
仏

像
の
手
に
注
目
す
れ
ば
す
ぐ
に
わ
か
る
。
で
は
、
仏
像
以
外
で
の

お
釈
迦
さ
ま
と
阿
弥
陀
さ
ま
は
ど
う
で
し
ょ
う
。

阿
弥
陀
如
来
坐
像（
西
願
寺
）
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◆
基
本
は
三
具
足

　

浄
土
宗
の

ご
本
尊
は
阿

弥
陀
如
来
で

す
。
仏
壇
を

祀
る
場
合
は

須
弥
壇
の
中

央
に
阿
弥
陀

如
来
を
祀
り

そ
の
右
に
観

音
菩
薩
、
左

に
勢
至
菩

薩
、
あ
る
い
は
右
に
善
導
大
師
と
左
に
宗
祖

法
然
上
人
を
祀
り
ま
す
。

　

お
祀
り
す
る
阿
弥
陀
如
来
は
、
絵
像
で
も

彫
像
で
も
よ
い
し
、
形
も
立
像
、
座
像
な
ど

ど
れ
で
も
構
わ
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

仏
壇
の
仏
具
を
調
え
、
お
飾
り
す
る
こ
と

を
荘
厳
と
い
い
ま
す
。
仏
壇
の
荘
厳
は
宗
派

に
よ
り
異
な
り
、
仏
壇
の
大
き
さ
な
ど
に

よ
っ
て
も
変
わ
っ
て
き
ま
す
。

　

基
本
と
な
る
仏
具
は
三
具
足
で
、
ろ
う
そ

く
を
立
て
る
燭
台
、
花
を
立
て
る
花
瓶
（
け

び
ょ
う
）、
香
を
焚
く
あ
る
い
は
、
線
香
を

立
て
る
香
炉
で
す
。

　

そ
れ
ぞ
れ
が
一
つ
ず
つ
の
場
合
に
は
三
具

足
、
燭
台
と
花
瓶
が
一
対
ず
つ
に
な
る
と
五

具
足
と
呼
ば
れ
ま
す
。
年
回
（
年
忌
）
法
要
、

お
正
月
、
お
彼
岸
、
お
盆
な
ど
特
別
な
仏
事

の
時
に
は
五
具
足
を
調
え
ま
す
。

　

ま
た
、
浄
土
宗
で
は
、
五
具
足
の
香
炉
を

抹
香
を
焚
く
火
舎
香
炉
と
し
、
線
香
を
立
て

る
前
香
炉
（
土
香
炉
）
と
線
香
立
て
を
加
え

て
七
具
足
と
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

浄
土
宗
／
実
践
教
室

浄
土
宗
の
仏
壇
（
１
）

暮らしの中の

仏教語「高座」【こうざ】

　寄席では、演芸を演じる場所を高座といいます。
この高座の語源、お釈迦さまが悟りを開かれた金剛
宝座にあり、その後寺院や説教所で講師の着く高座
になったといわれています。もともと、落語や講談、
浪花節などの大衆演芸は、仏教と深いかかわりがあ
り、仏教の説教を母体として始まったものだとか…。

　講師の説教の場所は、聴衆のいる平座より高く設
けられたところから「高座」と書くようになり、そ
れが寄席の舞台「高座」に使われるようになったん
ですね。



5

第3回 十三夜お月見
コンサート開催報告
　去る、10月12日、西願
寺本堂にて第３回お月見

コンサートが開催されました。３回目とな
った今回は、二胡奏者の野沢香苗さんをお
迎え致しました。当日は、二胡の音色に参
加者の方も心癒されるひと時をお過ごしに
なられました。

西願寺では、節分会法要を開催いたします。
当日は、厄払い法要の後、関取による豆ま
きが行われます。
平成25年度に前厄、本厄、後厄にあたる善男
善女の方は是非お申込みご参加ください。

冥加料　10,000円（祈祷料、会食代）

日時　平成25年2月3日(日）
10：00　受付　　　
10：30　節分会法要
11：30　豆まき　　

※�尚、豆まきのみのご参加は、浄財として
お賽銭（灯明料）をお願いいたします。

厄払い
節分会法要

（豆まき）のご案内西願寺の年初めの行事として、無病息
災を祈願した「開運七草粥法要」を開
催いたします。
どなたでもご参加できますのでお気軽
に足をお運びください。

日　時　平成25年1月7日(月)
10：30　受付
11：00　新年開運	
　　　　　七草粥法要
11：30　七草粥サービス

参加費　無料

各行事の参加申し込み・お問合せは西願寺までご連絡ください
TEL.048-925-1723　FAX.048-925-1789

●お寺の鐘
　毎年、大晦日になると一年の締めくくりを告げる除夜の鐘が鳴り響
き、過ぎ行く年と新年の始まりに身が引き締まる思いがしますね。
　お寺の鐘を梵鐘（ぼんしょう）と言いますが、この「梵」とはサン
スクリット語で神聖・清浄という意味の言葉からきています。

日本最古の鐘と日本最大の鐘▶日本最古の梵鐘と言われているのは、
奈良・法隆寺の金堂の背後にあるものと言われていますが、鋳造年代
が明らかなものは京都の妙心寺の鐘が最も古く文武（もんむ）二年（698）と銘があります。
また、日本最大とされるのは、知恩院（京都）にあるもので、江戸時代、寛永十三年（1636）
につくられた重さ70トンの梵鐘です。
　日本では、明治時代の廃仏毀釈運動の影響や、第二次世界大戦時の金属回収令により数多く
の梵鐘が供出されました。その際、文化財指定の鐘や、特に古く貴重なものは残されましたが、
四万個以上が鋳つぶされたといわれています。
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掲 示 板

■
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
二
月
発
行
予
定
の
「
春
の
お
彼
岸
号
」
で
す
。

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24年逝去
3回忌	 平成23年逝去
7回忌	 平成19年逝去
13回忌	平成13年逝去
17回忌	平成9年逝去
23回忌	平成3年逝去
27回忌	昭和62年逝去
33回忌	昭和56年逝去
37回忌	昭和52年逝去
50回忌	昭和39年逝去
100回忌	大正3年逝去

平成25年　年回表

※1月01日㈫
◎1月07日㈪
◎2月03日㈰
※2月15日㈮
◎3月17日㈰ 
　　〜23日㈯
※4月08日㈪
◎7月13日㈯ 
　　〜16日㈫
◎8月4日㈰
◎8月13日㈫ 
　　〜16日㈮
◎8月18日㈰
◎9月20日㈮ 
　　〜26日㈭
◎10月18日㈮
※11月23日㈯
※12月08日㈰
※12月25日㈬

毎月25日は　念仏会を開いております
◎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25年　年間行事案内
修正会（新年をむかえての法要＝おつとめ）
新年開運七草粥法要（無病息災）
厄払い節分会法要　
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） 

合同新盆供養
旧盆会（地元棚経） 

大施餓鬼会
秋の彼岸会 

第４回十三夜お月見コンサート
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）

彩の都メモリアルパーク
管理事務所

年末年始休業のお知らせ
◆年末年始休業日◆

平成24年12月29日（土）〜
平成25年１月４日（金）

　年末年始の休業期間は管理事務所にお
ける事務手続き、電話問い合わせなどの
業務はおこなえません。

　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。



◆
編
集
後
記
◆

　

お
正
月
は
、
日
本
の
行
事
の
中
で
も
最
も
古
く
か
ら
存
在
す
る

も
の
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
起
源
の
詳
し
く
は
わ
か
ら

な
い
も
の
の
仏
教
が
伝
来
し
た
6
世
紀
半
ば
以
前
よ
り
存
在
し
て

い
る
の
だ
と
か
…
。
本
来
は
そ
の
年
の
豊
穣
を
司
る
歳
神
様
を
お

迎
え
す
る
行
事
で
す
が
、
時
代
の
移
り
変
わ
り
と
共
に
お
正
月
の

過
ご
し
方
は
そ
れ
ぞ
れ
の
家
に
よ
っ
て
変
化
し
て
き
ま
し
た
。
正

月
の
休
み
を
利
用
し
て
実
家
へ
帰
省
し
た
り
海
外
へ
出
か
け
た

り
。
ま
た
は
家
で
の
ん
び
り
ゆ
っ
く
り
過
ご
す
方
も
い
ら
っ
し
ゃ

る
の
で
は
？

 

で
も
、
や
っ
ぱ
り
一
年
の
は
じ
ま
り
は
神
仏
の
前
に
手
を
合
わ

せ
今
年
一
年
の
計
を
立
て
る
！ 

と
い
う
の
が
定
番
で
心
落
ち
着

き
ま
す
よ
ね
。
さ
て
、
今
回
の
さ
ん
が
新
年
号
で
は
浄
土
宗
の
仏

壇
・
仏
具
に
つ
い
て
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。「
三
具
足
」「
五
具
足
」

と
い
う
言
葉
が
出
て
き
ま
す
が
、
こ
の
「
具
足
」
と
は
じ
ゅ
う
ぶ

ん
満
ち
足
り
て
何
ひ
と
つ
欠
け
た
も
の
が
な
い
と
い
う
意
味
を
表

し
ま
す
。
仏
壇
の
荘
厳
を
き
ち
ん
と
整
え
清
々
し
い
気
持
ち
で
新

年
を
迎
え
た
い
で
す
ね
。
新
年
も
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
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草
加
市
遊
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四
三
〇
番
地
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〇
四
八
ー
九
二
五
ー
一
七
二
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｆ
Ａ
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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
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

平成25年1月 西願寺ではホームページを新たに開設します。
西願寺ホームページ http://saiganji.jp


