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問　

一
年
を
振
り
返
る
と
平
成
二
十
六
年
は
、
め
ま
ぐ
る
し
く
時
間

が
過
ぎ
た
よ
う
に
感
じ
る
の
で
す
が
…
。

住
職　

西
願
寺
の
あ
る
遊
馬
の
地
域
は
比
較
的
、
平
穏
な
と
こ
ろ
だ

か
ら
目
立
っ
て
大
き
な
出
来
事
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
お
寺
の
行
事

と
し
て
は
年
の
初
め
に
行
っ
た
七
草
粥
の
会
を
七
福
神
め
ぐ
り
ウ
ォ

ー
キ
ン
グ
と
し
て
よ
り
地
域
の
人
が
参
加
し
や
す
い
も
の
に
し
た
り
、

先
日
開
い
た
お
月
見
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
コ
ン
サ
ー
ト
で
は
、
毎
回
今
年

の
演
奏
者
は
誰
に
頼
も
う
か
と
頭
を
悩
ま
せ
た
り
、
い
ろ
い
ろ
考
え

た
り
手
配
し
て
い
る
と
時
間
な
ん
て
あ
っ
と
い
う
間
に
過
ぎ
て
い
っ

て
し
ま
い
ま
す
ね
（
笑
）。

問　

２
月
の
節
分
会
で
は
、
力
士
が
豆
ま
き
に
来
て
く
だ
さ
い
ま
す

し
、
８
月
の
施
餓
鬼
会
で
は
、
落
語
の
高
座
…
と
皆
さ
ん
が
参
加
し

や
す
い
よ
う
行
事
の
準
備
も
工
夫
さ
れ
て
い
ま
す
よ
ね
。

住
職　

そ
れ
で
も
、
施
餓
鬼
会
な
ど
は
時
期
的
に
も
足
を
運
び
辛
い

の
か
参
加
さ
れ
る
方
が
増
え
な
い
の
が
悩
み
で
す
。
法
要
が
終
わ
っ

た
頃
に
塔
婆
だ
け
取
り
に
来
る
方
な
ど
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
本

来
は
、
法
要
に
出
て
阿
弥
陀
さ
ま
の
教
え
を
聞
か
せ
て
頂
き
一
緒
に

南
無
阿
弥
陀
仏
を
称
え
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
で
す
が
…
。

問　

お
墓
参
り
の
時
に
も
、
ま
ず
本
堂
で
ご
本
尊
を
お
参
り
し
て
か

ら
と
い
う
の
は
心
が
け
て
欲
し
い
と
思
う
の
で
す
が
、
ま
だ
、
お
寺

を
敷
居
が
高
い
と
こ
ろ
と
感
じ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ

る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
？

住
職　

そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
も
っ
と
も
っ
と
身
近
に
、
そ
し

て
気
軽
に
足
を
運
べ
る
場
所
に
思
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
！　

と
い

う
の
が
今
後
の
課
題
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

問　

ま
ず
は
、
今
ま
で
お
寺
の
行
事
に
参
加
し
た
こ
と
が
な
い
方
に

　
平
成
二
十
六
年
も
終
わ
り
に
近
づ
き
ま
し
た
。
西
願
寺
で
は
、

今
年
も
様
々
な
行
事
が
行
わ
れ
、
参
加
さ
れ
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ

る
の
で
は
な
い
で
す
か
？
　
来
年
平
成
二
十
七
年
は
、
西
願
寺
開

山
四
〇
〇
年
を
迎
え
る
年
で
す
。「
お
寺
を
皆
さ
ん
が
集
え
る
場
所

に
」
と
常
に
お
考
え
の
御
住
職
に
西
願
寺
に
つ
い
て
お
話
し
を
伺

い
ま
し
た
。

西願寺本堂

お月見チャリティーコンサートより
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一
度
で
も
来
て
も
ら
え
る
と
い
い
で
す
ね
。

と
こ
ろ
で
、
来
年
、
西
願
寺
は
開
山
四
〇
〇

年
を
迎
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
何
か
特

別
な
行
事
な
ど
は
お
考
え
で
す
か
？

住
職　

記
念
事
業
と
い
う
程
大
き
な
こ
と
は

考
え
て
い
ま
せ
ん
が
、
お
施
餓
鬼
の
時
に
併

せ
て
法
要
を
執
り
行
う
こ
と
と
、
寺
歴
な
ど

を
記
し
た
小
冊
子
を
作
る
予
定
で
す
。
そ
れ

と
本
堂
の
建
て
直
し
の
際
に
寄
付
を
頂
い
た

方
の
名
前
を
彫
っ
た
記
念
碑
を
建
立
で
き
れ

ば
い
い
な
と
考
え
て
い
ま
す
。

問　

寺
歴
や
昔
の
こ
こ
ら
辺
の
様
子
な
ど
が

わ
か
る
も
の
と
い
う
の
は
嬉
し
い
で
す
よ
ね
。

住
職　

そ
う
で
す
ね
。
た
だ
、
住
職
不
在
の

時
期
が
あ
っ
た
り
、
火
災
な
ど
で
資
料
が
消

失
し
て
し
ま
っ
た
り
し
て
詳
細
な
こ
と
が
わ

か
ら
な
い
部
分
も
あ
る
の
で
す
が
…
。
歴
代

住
職
だ
け
は
先
々
代
が
き
ち
ん
と
調
べ
て
残

し
て
く
れ
た
の
で
位
牌
を
つ
く
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。

問　

丹
羽
ご
住
職
が
西
願
寺
第
三
十
二
代
と

な
り
ま
す
が
、
歴
代
の
ご
住
職
た
ち
の
お
墓

も
こ
こ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

住
職　

い
い
え
、
昔
は
一
つ
の
寺
の
住
職
を

勤
め
て
も
そ
の
後
他
の
寺
に
移
る
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
の
で
、
こ
こ
で
亡
く
な
っ
た
の
で

な
け
れ
ば
お
墓
は
あ
り
ま
せ
ん
。
う
ち
に
あ

る
歴
代
住
職
の
お
墓
も
、
東
日
本
大
震
災
の

時
に
傾
い
た
り
傷
ん
だ
り
し
た
の
で
、
き
ち

ん
と
手
を
入
れ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
墓
碑

の
文
字
な
ど
か
ら
こ
こ
に
あ
る
墓
碑
が
ど
の

住
職
の
も
の
か
確
認
し
た
の
で
す
が
、
古
す

ぎ
て
文
字
の
判
別
も
で
き
な
い
も
の
も
あ
る

の
で
す
。

問　

な
る
ほ
ど
。
そ
ん
な
と
こ
ろ
か
ら
も
四

〇
〇
年
と
い
う
歴
史
を
感
じ
ま
す
ね
。
西
願

寺
の
開
山
が
元
和
元
年
（
１
６
１
５
）
と
い

う
こ
と
は
、
歴
史
上
の
出
来
事
で
は
大
阪
夏

の
陣
の
時
で
す
し
、
そ
の
後
江
戸
時
代
と
な

り
明
治
、
大
正
、
昭
和
、
平
成
と
い
く
つ
も

の
時
代
を
こ
の
地
で
見
守
っ
て
き
た
と
い
う

こ
と
で
す
ね
。

住
職　

は
い
、
そ
う
で
す
ね
。
改
め
て
、
私

た
ち
が
今
こ
こ
に
あ
る
の
も
多
く
の
先
人
や
、

ま
た
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
か
げ
と
気
づ
か
さ
れ

ま
す
。

問　

最
後
に
、
新
年
を
迎
え
る
に
あ
た
り
一

言
お
願
い
し
ま
す
。

住
職　

毎
年
、
年
の
暮
が
来
て
新
し
い
年
に

な
る
の
だ
け
れ
ど
、
連
続
し
た
時
間
の
流
れ

の
積
み
重
ね
が
毎
日
で
す
。
新
年
な
ど
を
節

目
と
し
て
気
持
ち
を
新
た
に
誓
い
を
た
て
る

こ
と
も
必
要
で
す
が
、
日
々
感
謝
の
心
を
持

っ
て
大
切
に
過
ご
す
こ
と
も
重
要
な
事
な
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
皆
さ
ん
に
も
、
小

さ
な
事
で
も
有
難
い
こ
と
な
の
だ
と
思
え
る

心
の
ゆ
と
り
を
も
っ
て
過
ご
し
て
頂
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

問　

つ
な
が
る
時
間
の
中
で
、
私
た
ち
自
身

の
一
日
も
歴
史
の
中
の
一
つ
と
い
う
こ
と
で

す
ね
。
新
年
は
、
一
日
一
日
を
意
識
し
て
丁

寧
に
過
ご
し
た
い
思
い
ま
す
。

　

本
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
新

年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

歴代住職位牌
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建
暦
二
（
１
２
１
２
）
年
一
月
二
十
三
日
、
病
の
床
に
つ
い
て

い
た
法
然
上
人
は
、
弟
子
の
一
人
で
あ
る
源
智
の
「
最
後
の
教
え

を
期
し
て
欲
し
い
」
と
い
う
願
い
に
よ
り
『
一
枚
起
請
文
』
を
し

た
た
め
ま
し
た
。
わ
ず
か
二
〇
〇
文
字
余
り
の
こ
の
文
章
の
中
に

は
、
浄
土
宗
に
お
け
る
お
念
仏
の
真
髄
が
凝
縮
さ
れ
、
ま
た
、
法

然
上
人
の
お
心
そ
の
も
の
が
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
文
中
に
は
、
浄

土
宗
の
お
念
仏
を
称
え
る
際
の
心
の
持
ち
方
や
、
お
念
仏
を
は
じ

め
と
す
る
行
の
あ
り
方
が
記
さ
れ
、
文
末
に
は
、「
証
の
た
め
に

両
手
印
を
も
っ
て
す
。」
と
あ
り
両
手
の
判
を
押
し
上
人
自
身
が

証
明
し
、
法
然
上
人
滅
後
に
誤
っ
た
教
え
が
広
ま
る
こ
と
を
防
ぐ

た
め
に
一
枚
起
請
文
を
の
こ
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

法
然
上
人
は
、
一
枚
起
請
文
を
し
た
た
め
ら
れ
た
二
日
後
、
建

暦
二
（
１
２
１
２
）
年
一
月
二
十
五
日
、
京
都
・
東
山
の
吉
水
（
現

在
の
知
恩
院
の
地
）
で
お
亡
く
な
り
に
な
り
ま
し
た
。
御
年
八
〇

歳
で
し
た
。

　
『
一
枚
起
請
文
』
は
、
法
然
上
人
の
お
誓
の
文
章
で
あ
る
こ
と

か
ら
「
御
誓
言
の
書
」
と
も
呼
ば
れ
、
ご
真
筆
の
原
本
は
、
大
本

山
黒
谷
金
戒
光
明
寺
に
大
切
に
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。

御
忌
会

　

法
然
上
人
の
忌
日
に
営
ま
れ
る
報
恩
感
謝
の
法
要
。
京
都
・
知

恩
院
で
は
古
来
、
上
人
の
ご
命
日
に
あ
た
る
一
月
二
十
五
日
に
御

忌
が
勤
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
明
治
一
〇
年
か
ら
四
月
に
変
更

さ
れ
全
国
か
ら
多
く
の
参
詣
者
が
集
ま
り
盛
大
な
御
忌
が
営
ま
れ

て
い
ま
す
。

　
毎
年
、
浄
土
宗
の
宗
祖
法
然
上
人

の
御
忌
会
で
は
、
上
人
の
ご
遺
徳
を

偲
び
、
ご
遺
訓
の
「
一
枚
起
請
文
」

が
声
高
ら
か
に
拝
読
さ
れ
営
ま
れ
ま
す
。
一
枚
起
請
文
と
は
ど
の
よ
う

な
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
？

シ
リ
ー
ズ
浄
土
宗

法
然
上
人
最
後
の
教
え

「
一
枚
起
請
文
」

元
祖
大
師
法
然
上
人
御
遺
訓
　
　
一
枚
起
請
文

唐
土
我
が
朝
に
諸
々
の
知
者
た
ち
の
沙
汰
し
申
さ
る
る
観
念
の
念
仏
に
も

非
ず
。 

ま
た
学
問
を
し
て
　
念
の
心
を
悟
り
て
申
す
念
仏
に
も
非
ず
。
た

だ
往
生
極
楽
の
為
に
は
南
無
阿
弥
陀
仏
と
申
し
て
疑
い
な
く
往
生
す
る
ぞ

と
思
い
と
り
て
申
す
ほ
か
に
は
、 

別
の
子
細
候
わ
ず
。
但
し
三
心
四
修
と

申
す
こ
と
の
候
は
、
皆
決
定
し
て
南
無
阿
弥
陀
仏
に
て
往
生
す
る
ぞ
と
、

思
う
う
ち
に
こ
も
り
候
也
。 

此
外
に
奥
深
き
こ
と
を
存
ぜ
ば
、
二
尊
の
あ

わ
れ
み
に
は
ず
れ
、
本
願
に
も
れ
候
べ
し
。
念
仏
を
信
ぜ
ん
人
は
た
と
い

一
代
の
法
を
よ
く
ゝ
学
す
と
も
、 

一
文
不
知
の
愚
鈍
の
身
に
な
し
て
、
尼

入
道
の
無
智
の
輩
に
同
じ
う
し
て
、
智
者
の
ふ
る
ま
い
を
せ
ず
し
て
た
だ

一
向
に
念
仏
す
べ
し
。

　
証
の
た
め
に
両
手
印
を
も
っ
て
す
。　

　
浄
土
宗
の
安
心
起
行
此
一
紙
に
至
極
せ
り
。
源
空
が
所
存
此
外
に
全
く

別
儀
を
存
ぜ
ず
。
滅
後
の
邪
義
を
防
が
ん
が
た
め
に
所
存
を
記
し
畢
。

　
　
　
建
暦
二
年
正
月
二
十
三
日
　
　
　
　
　
大
師
在
御
判
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普
段
、
仏
壇
や
仏
具
の
掃
除
を
し
て
い
て

も
、
目
の
届
か
な
い
と
こ
ろ
が
汚
れ
て
い
る

こ
と
も
…
。
年
末
は
、
特
に
念
入
り
に
仏
壇

も
大
掃
除
を
し
ま
し
ょ
う
。

仏
壇
の
手
入
れ

　

仏
壇
の
掃
除
は
、

毛
ば
た
き
で
ほ
こ
り

を
払
っ
た
り
、
汚
れ

を
や
わ
ら
か
い
布
な

ど
で
拭
き
取
り
ま
す
。

お
線
香
や
ロ
ウ
ソ
ク
の
煙
な
ど
に
よ
る
落
ち

に
く
い
汚
れ
は
、
ぬ
る
ま
湯
な
ど
に
ひ
た
し

た
や
わ
ら
か
い
布
を
硬
く
絞
り
拭
き
ま
す
が
、

そ
の
場
合
、
水
気
を
残
さ
な
い
よ
う
し
っ
か

り
と
乾
拭
き
を
し
ま
す
。

　

隅
や
内
障
子
の
ほ
こ
り
、
彫
刻
の
隙
間
は
、

毛
ば
た
き
や
筆
な
ど
を
使
い
払
い
落
と
し
ま

す
。
金
箔
部
分
は
、
手
の
油
分
や
汗
を
嫌
い
、

ま
た
傷
つ
き
や
す
い
の
で
直
接
手
で
触
れ
ず
、

布
で
ふ
く
こ
と
も
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
指

紋
な
ど
油
性
の
汚
れ
が
つ
い
て
し
ま
っ
た
場

合
は
シ
リ
コ
ン
ク
ロ
ス
や
綿
布
な
ど
や
わ
ら

か
い
布
で
軽
く
拭
き
取
る
よ
う
に
し
ま
す
。

　

蝶
番
や
か
ざ
り
金
具
の
部
分
は
、
特
に
塩

分
に
弱
い
の
で
、
手
で
触
れ
た
部
分
は
軽
く

拭
き
取
っ
て
、
汚
れ
て
し
ま
っ
た
場
合
は
専

用
の
洗
浄
剤
な
ど
で
汚
れ
を
取
り
ま
す
。

ご
本
尊
の
手
入
れ

　

ご
本
尊
も
毛
ば
た
き
や
筆
な
ど
を
つ
か
い

ほ
こ
り
を
払
い
ま
す
。

　

浄
土
宗
の
本
尊
は
阿
弥
陀
如
来
で
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
か
ま
い
ま
せ
ん
。

　

阿
弥
陀
如
来
は
仏
壇
の
中
央
奥
、
須
弥
壇

に
ま
つ
り
、
そ
の
左
右
の
脇
壇
に
、
観
音
・

勢
至
両
菩
薩
、
あ
る
い
は
善
導
大
師
と
宗
祖

法
然
上
人
の
二
祖
を
祀
り
ま
す
。

仏
具
の
手
入
れ

　

仏
具
は
種
類
も
多
く
、
素
材
も
そ
れ
ぞ
れ

違
い
ま
す
。
塗
り
の
仏
具
は
シ
リ
コ
ン
ク
ロ

ス
や
綿
布
な
ど
や
わ
ら
か
い
布
で
か
ら
拭
き

し
ま
す
。
真
鍮
の
仏
具
も
布
巾
で
拭
き
取
り

ま
す
。
真
鍮
磨
き
や
専
用
の
洗
浄
剤
を
使
え

ば
光
沢
が
な
く
な
っ
た
も
の
も
輝
き
を
取
り

戻
せ
ま
す
。

　

燭
台
に
ロ
ウ
ソ
ク
の
ロ
ウ
が
た
ま
っ
た
と

き
は
、
ロ
ウ
除
去
液
を
使
っ
て
と
り
ま
す
。

香
炉
は
、
線
香
の
燃
え
カ
ス
な
ど
で
灰
が
汚

れ
て
い
る
と
き
は
、
灰
ふ
る
い
を
使
っ
て
灰

の
手
入
れ
を
し
ま
す
。
ふ
る
い
に
か
け
た
あ

と
の
灰
の
表
面
は
灰
な
ら
し
で
き
れ
い
に
し

ま
す
。

き
れ
い
に
な
っ
た
仏
壇
で

　

新
年
は
ま
ず
一
番
に
清
々
し
い
我
が
家
の

仏
壇
に
家
族
そ
ろ
っ
て
初
詣
を
し
た
い
で
す

ね
。

仏
事
実
践
教
室

仏
壇
の
大
掃
除

暮らしの中の

仏教語「十八番」【おはこ】

　十八番の語源には諸説ありますが、その中の一つに阿弥
陀さまが立てた四十八の誓願の中の第十八願に由来すると
いうものがあります。
　四十八願のうち第十八番は「念仏をす
る人たちを必ず救済する」というもの。
浄土教においてはこの第十八願を本願と
して重要視することから、もっとも得意
なことを指すようになったとか…。
　あなたの十八番は何ですか？
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西願寺 平成26年度東日本大震災復興支援
第5回 十三夜お月見
チャリティーコンサート開催報告
　去る10月10日、西願寺本堂にて第５回お
月見チャリティーコンサートが開催されま
した。この日はラテンハープとも呼ばれる
アルパの演奏が行われ、
夜のお寺の本堂が美しい
音色で彩られました。

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27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27年2月3日(火）
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

　今年も、新年開運七草粥の会を開催いたします。７カ所の神
社寺院をめぐり御朱印をいただく楽しい行事です。ゴールの西
願寺では記念品と開運七草粥がいただけます。
新年最初の行事で健康的に楽しく新しい年を迎えませんか？
どなたでもご参加できますのでどうぞお気軽にご参加ください。
日　時　平成27年1月7日㈬
　　　　10：00から12：00の時間内で巡っていただきます
参加費　100円（※保険料として）

遊馬・柳島 七福神めぐりウォーキング（新年開運七草粥の会）のご案内

　お正月は、親戚が集まりおせちを囲んでみんなでご馳走を食べる
家も多いのでは？
　ご馳走の「馳走」とは、早く走るとか年月が早く過ぎ去る、また
走り回る、奔走するなどの意味があります。
　その昔、客の食事を用意するために馬を走らせ食材を集めたり、煮炊きに走り回り用意
することからおもてなしの意味が含まれるようになったそうです。
　そして、感謝の意味で「御」と「様」がついた「ご馳走様（ごちそうさま）」は江戸時
代後半から食後の挨拶語として使われるようになったとか。
　禅宗寺院では、台所や食堂に足の速いことで有名な韋駄天が祀られているのを見かけま
す。一説には、釈迦の為に食材を駆け巡って集めたとされ、そのことが「ご馳走」の由来
となったという話もあるそうです。

ご馳走の由来
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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
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
七
年
二
月
発
行
予
定
の
「
春
の
お
彼
岸
号
」
で
す
。

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

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26年逝去
3回忌	 平成25年逝去
7回忌	 平成21年逝去
13回忌	平成15年逝去
17回忌	平成11年逝去
23回忌	平成5年逝去
27回忌	平成元年逝去
33回忌	昭和58年逝去
37回忌	昭和54年逝去
50回忌	昭和41年逝去
100回忌	 大正5年逝去

平成27年　年回表 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26年12月28日（日）〜平成27年１月３日（土）
　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。

※1月  1日㈭ 

◎1月  7日㈬ 

◎2月  3日㈫
※2月15日㈰
◎3月18日㈬ 
  〜24日㈫
※4月  8日㈬
◎7月13日㈪ 
  〜16日㈭
◎8月  2日㈰
◎8月13日㈭ 
  〜16日㈰
◎8月18日㈫
◎9月20日㈰ 
  〜26日㈯
◎10月23日㈮
※11月23日㈪ 

※12月  8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27年　年間行事案内
修正会（新年をむかえての法要＝
おつとめ）
七福神めぐりウォーキング（新年
開運七草粥の会）
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６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）



◆
編
集
後
記
◆

　

今
号
の
「
さ
ん
が
」
は
新
年
号
。
平
成
26
年
も
終
わ
り

に
近
づ
き
そ
ろ
そ
ろ
来
年
の
こ
と
を
考
え
る
時
期
に
な
り

ま
し
た
。
毎
年
言
っ
て
い
ま
す
が
、
一
年
が
経
つ
の
は
本

当
に
早
い
で
す
ね
。
来
年
は
、
西
願
寺
開
山
４
０
０
年
の

節
目
の
年
に
な
る
そ
う
で
す
。
早
く
感
じ
る
時
間
の
流
れ

も
、
さ
す
が
に
４
０
０
年
は
あ
っ
と
い
う
間
と
い
う
訳
に

は
い
き
ま
せ
ん
。４
０
０
年
前
と
い
う
と
１
６
１
５
年（
元

和
元
年
）。
大
阪
夏
の
陣
が
あ
っ
た
年
で
す
。
そ
う
考
え

る
と
、西
願
寺
の
歴
史
の
重
み
を
感
じ
て
し
ま
い
ま
す
ね
。

　

さ
て
、
平
成
27
年
、
干
支
で
い
う
と
丁
未
（
ひ
の
と
ひ

つ
じ
）
年
。
新
年
は
ど
の
よ
う
な
年
に
な
る
の
で
し
ょ
う
。

群
れ
を
な
す
羊
は
、
家
族
の
安
泰
を
示
し
い
つ
ま
で
も
平

和
に
暮
ら
す
事
を
意
味
し
て
い
る
そ
う
で
す
。ま
た
、「
未
」

の
字
は
、
象
形
文
字
で
木
の
枝
葉
の
茂
っ
た
様
を
表
す
の

だ
と
か
…
。
新
し
い
年
が
穏
や
か
な
年
で
あ
る
と
い
い
で

す
ね
。
新
年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。
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西願寺ホームページ http://saiganji.jp


