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問
　
西
願
寺
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い

答
　
西
願
寺
は
、
正
式
名
称
を
遊
馬
山
一
行
院 

西
願
寺
と
言
い

本
山
を
、
東
京
芝
に
あ
る
大
本
山
増
上
寺
と
す
る
浄
土
宗
の
寺
院

で
す
。
今
か
ら
、
お
よ
そ
四
〇
二
年
前
の
元
和
元
年
（1615

）
に

現
在
の
埼
玉
県
遊
馬
の
地
に
、
本
譽
願
故
和
尚
に
よ
っ
て
創
建
さ

れ
ま
し
た
。
現
在
、
丹
羽
義
昭
住
職
が
西
願
寺
第
三
十
二
世
と
し

て
、
西
願
寺
護
っ
て
い
ま
す
。

問
　
西
願
寺
で
は
、
お
寺
の
行
事
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
ま

す
か
？

答
　
一
般
的
な
お
寺
の
行
事
で
あ
る
春
秋
の
彼
岸
会
や
お
盆
会
、

施
餓
鬼
会
な
ど
の
他
、
地
域
の
方
も
参
加
で
き
る
行
事
と
し
て
、

一
月
の
新
年
開
運
七
草
粥
の
会（
七
福
神
め
ぐ
り
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
）

や
二
月
の
厄
払
い
節
分
会
法
要
、
ま
た
、
十
一
月
に
は
、
十
三
夜

お
月
見
コ
ン
サ
ー
ト
な
ど
も
開
催
し
て
い
ま
す
。

問
　
お
寺
の
ご
本
尊
は
何
で
し
ょ
う
か
？

答
　
浄
土
宗
の
本
尊
は
、
阿
弥
陀
如
来
で
す
。
で
す
か
ら
西
願
寺

の
本
堂
に
も
、
須
弥
壇
の
中
央
に
阿
弥
陀
如
来
を
配
置
し
、
向
か

っ
て
右
側
に
観
音
菩
薩
、
左
側
に
勢
至
菩
薩
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。

問
　
阿
弥
陀
如
来
は
ど
ん
な
仏
さ
ま
な
の
で
す
か
？

答
　
阿
弥
陀
如
来
は
極
楽
浄
土
を
建
立
し
た
仏
さ
ま
で
す
。
阿
弥

改
め
て
知
る
　
西
願
寺
・
大
本
山
増
上
寺
・
総
本
山
知
恩
院

浄
土
宗
の
寺
院
で
あ
る
西
願
寺
、
大
本

山
増
上
寺
、
総
本
山
知
恩
院
は
ど
の
よ

う
な
関
係
な
の
で
し
ょ
う
。
改
め
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
寺
院
に
つ
い
て
聞
い
て
み

ま
し
た
。

西願寺

西願寺参道画
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答
　
現
在
、
増
上
寺
に
は
、
二
代
秀
忠
公
、

六
代
家
宣
公
、
七
代
家
継
公
、
九
代
家
重
公
、

十
二
代
家
慶
公
、
十
四
代
家
茂
公
の
六
人
の

将
軍
と
各
公
の
御
台
所
（
正
室
）、
側
室
、

子
女
な
ど
全
部
で
三
十
八
人
が
埋
葬
さ
れ
て

い
ま
す
。

問
　
浄
土
宗
総
本
山
知
恩
院
は
法
然
上
人
の

お
寺
な
の
で
し
ょ
う
か
？

答
　
浄
土
宗
の
開
祖
法
然
上
人
を
祀
る
知
恩

院
は
、
法
然
上
人
が
浄
土
宗
布
教
活
動
の
拠

点
と
し
、
そ
し
て
入
滅
し
た
場
所
に
上
人
が

滅
し
た
後
、
弟
子
の
源
智
が
上
人
の
ご
遺
骨

を
安
置
し
廟
堂
を
建
て
た
の
が
始
ま
り
で
す
。

現
在
の
知
恩
院
は
、
面
積
七
万
三
〇
〇
〇
坪

を
誇
る
巨
利
で
、
こ
れ
ら
の
建
立
は
室
町
時

代
か
ら
は
じ
め
ら
れ
ま
し
た
が
、
本
格
的
に

整
備
さ
れ
た
の
は
江
戸
時
代
に
な
っ
て
か
ら
、

一
六
〇
三
年
徳
川
家
康
公
が
生
母
伝
通
院
の

菩
提
を
弔
う
た
め
に
寺
領
七
〇
〇
石
余
を
寄

進
し
た
こ
と
か
ら
は
じ
ま
り
、
壮
大
な
堂
宇

が
造
営
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
家
康
公
が
造
営
し
た
諸
堂
も
寛

永
一
〇
年
の
火
災
で
、
三
門
、
経
蔵
、
勢
至

堂
を
残
し
ほ
ぼ
全
焼
し
て
し
ま
し
ま
す
が
、

三
代
将
軍
家
光
公
の
も
と
で
た
だ
ち
に
再
建

が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。　

　

国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
三

門
は
、
高
さ
約
二
四
メ
ー
ト
ル
、
間
口
二
七

メ
ー
ト
ル
、
木
造
で
は
世
界
最
大
の
楼
門
と

い
わ
れ
二
代
将
軍
秀
忠
公
に
よ
っ
て
建
て
ら

れ
ま
し
た
。

　

現
在
の
知
恩
院
の
雄
大
な
そ
の
姿
は
、
徳

川
将
軍
三
代
が
作
っ
た
も
の
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。

陀
と
は
、
ア
ミ
タ
ー
ユ
ス
（
無
量
寿
）、
ア

ミ
タ
ー
バ
（
無
量
光
）
と
い
う
梵
語
の
音
訳

さ
れ
た
も
の
で
、
限
り
な
い
命
を
有
し
、
無

限
の
光
を
も
つ
仏
と
い
う
意
味
で
す
。

問
　
本
山
で
あ
る
増
上
寺
と
は
ど
の
よ
う
な

お
寺
で
す
か
？

答
　
関
東
一
を
誇
る
浄
土
宗
の
名
刹
と
言
わ

れ
て
い
る
寺
院
で
す
。
浄
土
宗
は
、
京
都
の

知
恩
院
を
総
本
山
と
し
、
七
大
本
山
が
あ
り

ま
す
。
増
上
寺
は
、
そ
の
中
の
一
つ
で
、
徳

川
将
軍
家
の
菩
提
寺
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま

す
。
徳
川
家
康
公
が
江
戸
入
府
の
際
に
増
上

寺
十
二
世
で
あ
っ
た
源
存
応
上
人
と
出
会
い

二
人
の
間
に
師
檀
の
関
係
が
結
ば
れ
ま
し
た
。

徳
川
家
の
菩
提
寺
と
な
っ
た
増
上
寺
は
、
江

戸
幕
府
成
立
後
に
は
、
家
康
公
の
手
厚
い
保

護
も
あ
り
、
寺
運
は
大
隆
盛
へ
と
向
か
い
、

関
東
十
八
檀
林
と
呼
ば
れ
る
教
育
制
度
の
筆

頭
と
な
っ
た
の
で
す
。
ま
た
、
全
国
の
浄
土

宗
の
宗
務
を
統
括
す
る
総
録
所
が
置
か
れ
る

な
ど
、
京
都
の
総
本
山
知
恩
院
に
な
ら
ぶ
位

置
を
占
め
ま
し
た
。

問
　
増
上
寺
に
は
、
徳
川
家
の
将
軍
が
埋
葬

さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
ね

増上寺

徳川家霊廟
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回
向
と
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
パ
リ
ナ
ー
マ
を
漢
訳
し
た
も
の
で
転
変

や
促
進
の
意
味
で
す
。

　

転
変
、
促
進
と
は
悟
り
に
向
か
っ
て
進
む
こ
と
と
か
、
方
向
を
転
じ
て
向
か

う
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
自
分
が
積
み
重
ね
た
善
根
功
徳
を
他
に

振
り
向
け
て
与
え
る
こ
と
を
言
い
ま
す
。

　

本
来
、
自
分
の
行
い
の
結
果
は
自
分
に
還
っ
て
く
る
も
の
で
す
が
、「
回
向
」

は
大
乗
仏
教
の
特
徴
で
あ
る
他
の
幸
福
を
願
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
自
分
に
も
果

報
が
あ
る
と
し
、
と
も
に
救
わ
れ
る
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

自
分
が
や
っ
て
き
た
善
い
行
い
が
人
々
の
た
め
に
な
る
よ
う
に
望
み
、
そ
れ

を
果
た
す
の
を
衆し

ゅ
じ
ょ
う
え
こ
う

生
回
向
と
い
い
、
ま
た
仏
果
の
完
成
の
た
め
に
期
待
し
、
そ

れ
を
果
た
す
こ
と
は
仏
道
へ
の
回
向
と
な
り
ま
す
。

　

仏
道
へ
の
回
向
で
は
、
布
施
や
供
物
を
供
え
る
、
読
経
を
す
る
な
ど
仏
事
法

要
を
営
む
こ
と
も
功
徳
と
な
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
「
回
向
」
の
意
味
か
ら
、
一
般
で
い
う
亡
き
人
の
冥
福
を
祈
る
追

善
回
向
の
考
え
方
が
生
ま
れ
て
き
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
浄
土
宗
で
は
、
回
向
に

つ
い
て
、「
お
経
や
お
念
仏
の
功
徳
を
、
亡
き
人
の
た
め
に
「
回
し
向
け
る
」

こ
と
に
よ
っ
て
、
亡
き
人
も
の
こ
さ
れ
た
人
も
と
も
に
阿
弥
陀
さ
ま
の
光
明
の

中
に
お
守
り
い
た
だ
き
、
お
導
き
い
た
だ
く
こ
と
に
な
る
」
と
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
仏
事
法
要
を
す
る
こ
と
だ
け
が
亡
く
な
っ
た
方
へ
の
供
養
で
は
な
く
、

日
々
の
生
活
の
中
で
生
き
て
い
る
私
た
ち
が
亡
く
な
っ
た
人
を
思
い
、
日
頃
か

ら
の
善
い
行
い
を
心
が
け
る
こ
と
が
大
切
で
、
そ
う
し
た
回
向
も
供
養
に
つ
な

が
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

シ
リ
ー
ズ
浄
土
宗

　
回
向
と
い
う
言
葉
を
聞
き
皆
さ
ん
は
何
を
思
い
浮
か

べ
ま
す
か
？

　
追
善
回
向
、
回
向
文
、
回
向
句
…
な
ど
が
出
て
く
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
　
で
は
、
こ
の
回
向
と
い

う
言
葉
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

言
葉
の
意
味
を
知
る

「
回
　
向
」

参
考
文
献　

教
訓
仏
教
語
辞
典
（
東
京
堂
出
版
）

　
　
　
　
　

仏
教
の
知
識
百
科
（
主
婦
と
生
活
社
）
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「
念
仏
を
と
な
え
さ

え
す
れ
ば
、
人
間
は
等

し
く
極
楽
に
往
生
で

き
る
」
と
い
う
の
が
浄

土
宗
の
宗
祖
法
然
上
人
の
教
え
で
す
。

　

浄
土
宗
で
は
、
念
仏
を
と
な
え
る
こ
と
が

教
え
を
理
解
し
、
そ
の
心
を
知
る
基
本
と
な

っ
て
お
り
、
毎
日
の
お
つ
と
め
で
も
、
法
要

の
と
き
な
ど
で
も
、
念
仏
は
重
要
な
役
割
を

果
た
し
ま
す
。

日
課
念
仏

　

念
仏
の
基
本
と
な
る
の
は
、
毎
日
最
低
何

回
の
念
仏
を
と
な
え
る
と
決
め
て
実
行
す
る

日
課
念
仏
で
あ
る
と
言
わ
れ
ま
す
。

　

日
課
念
仏
と
し
て
日
常
生
活
の
な
か
で
念

仏
を
と
な
え
る
と
き
に
は
、
難
し
い
決
ま
り

ご
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
食
事
の
前
や
、
仕
事

中
、
テ
レ
ビ
を
見
て
い
る
時
な
ど
、
い
つ
ど

ん
な
と
き
で
も
念
仏
を
と
な
え
れ
ば
よ
い
の

で
す
。
き
ち
ん
と
正
座
合
掌
し
て
と
な
え
れ

ば
い
ち
ば
ん
よ
い
が
大
切
な
の
は
、
念
仏
を

と
な
え
な
が
ら
他
の
こ
と
を
す
る
と
い
う
心

が
ま
え
で
、
目
は
テ
レ
ビ
に
向
け
ら
れ
て
い

て
も
、
心
か
ら
念
仏
を
と
な
え
ら
れ
れ
ば
そ

れ
で
よ
い
の
で
す
。

　

ま
た
、
念
仏
は
他
人
に
聞
か
せ
る
も
の
で

は
な
く
、
自
分
の
た
め
の
も
の
で
す
か
ら
、

自
分
だ
け
に
聞
こ
え
る
よ
う
な
小
声
で
と
な

え
て
も
よ
く
大
き
な
声
で
と
な
え
る
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。

別
時
念
仏
会

日
常
の
中
で
行
う
日
課
念
仏
に
対
し
て
、
日

時
を
定
め
て
、
身
体
や
心
を
清
浄
に
し
念
仏

行
に
励
む
意
識
を
持
っ
て
お
念
仏
を
と
な
え

心
を
き
よ
め
る
行
事
と
し
て
別
時
念
仏
が
あ

り
ま
す
。
毎
月
決
ま
っ
た
日
に
別
時
念
仏
会

を
開
い
て
い
る
お
寺
も
あ
り
ま
す
。

　

西
願
寺
で
は　

毎
月
二
十
五
日
、
大
本
山

増
上
寺
（
港
区
）
で
は
毎
月
月
二
十
四
日
に

ど
な
た
で
も
参
加
で
き
る
別
時
念
仏
会
が
開

か
れ
ま
す
。

お
勤
め
の
と
き
の
念
仏

　

お
勤
め
の
中
で
の
念
仏
の
と
な
え
方
に
は
、

三
唱
礼
、十
念
、念
仏
一
会
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

三
唱
礼
は
、
独
特
の
リ
ズ
ム
を
つ
け
て
三

遍
の
念
仏
を
三
回
繰
り
返
し
ま
す
。

　

十
念
は
、
念
仏
を
十
回
と
な
え
る
も
の
で
、

一
息
で
「
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
」
を
四
回
、
続

い
て
一
息
い
れ
て
ま
た
四
回
、
そ
れ
か
ら
九

回
目
に
「
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
」
と
と
な
え
、

最
後
に
ゆ
っ
く
り
と
「
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
」

と
と
な
え
ま
す
。
法
要
の
席
な
ど
で
導
師
が

「
同
唱
十
念
」
と
い
わ
れ
た
時
は
、
参
列
者

全
員
で
声
を
そ
ろ
え
て
と
な
え
ま
す
。

　

念
仏
一
会
と
は
、
念
仏
の
回
数
を
数
え
ず

に
自
分
の
心
に
ま
か
せ
て
と
な
え
る
も
の
で
、

「
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
」
と
と
な
え
つ
づ
け
、

最
後
に
ゆ
っ
く
り
と
と
な
え
終
わ
り
ま
す
。

浄
土
宗
実
践
教
室

お
念
仏
を
と
な
え
る

暮らしの中の

仏教語

　いろいろな特技で人を楽しませる人
を、「あの人は芸達者だよね」とか、口
がたつ人を「あの子は口が達者だから…」
などと言ったりしますよね。働きの点で
優れていることや、健康なこと、また必
ずしも褒めている意味だけじゃないこの
「達者」という言葉、本来は、仏道に深く達した者や真実のみちを極
めた人など、心理に到達した覚者を表す言葉。健康状態も優れている
ことなどを言うのは、学び終えて心身ともに軽やかな悟りの状態から
転じたものと考えられているようです。皆さまどうかお達者で。

「達者」【たっしゃ】
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西願寺 
別時念佛会のご案内

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

Q & A
自分の死後に、お墓を継いでもらう人を指定
することはできるのでしょうか？

お墓の承継については、承継者を定める法的
な決まりはありません。相続する遺族以外が

祭祀財産を承継することも可能なのです。遺族以外
とは、つまり配偶者や、実子以外の人を指名しても
よいということです。
様々な事情で、承継者を指定したいと思われる方も
いるようですが、その場合、指定の手続きは口頭で
も、書面でも遺言でもよいことになっています。し
かし、トラブル等を避けるために書面か遺言で残さ
れる方も多いようで
す。承継者として指
定されたことを示す
書類の他に、お墓を
所有する家の了承、
その親族の了承、墓
所管理者の了承など
が必要となります。

Q

A

　本年も１月７日に開催さ
れた七福神めぐりウォーキ

ング。参加者の
皆さまは、今年
の干支「酉」にちなんだ記念品と
無病息災を願う七草粥を頂きお腹
も心も満たされました。
　多くのご参加ありがとうござい
ました。

　去る２月３日は、西願寺「厄
払い節分会法要」が開催されま
した。厄払い法要の後の、西願
寺花縁、境内での豆まきでは、
住職、草加市の相撲部屋　境川
部屋の力士による豆まきで楽し
いひと時となりました。

厄払い節分会法要
（豆まき）報告

酉の根付

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）報告
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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
九
年
七
月
発
行
予
定
の
「
お
盆
号
」
で
す
。

掲 示 板

●春彼岸会
　3月17日（木）〜3月23日（水）

●葬祭フェア開催
　3月19日（日）　20日（月）
　場所▶彩の都 あすま会館

当日は、会場で祭壇等の展示をし葬儀に
ついてのご相談やご質問をお受けいたし
ます。お気軽にお越しください。

■葬祭フェアについてのお問合せ
（彩の都 あすま会館）

TEL.048-921-4194

彩の都メモリアルパーク
管理事務所

管理費口座引落としの
お知らせ

　平成29年度分管理費が
下記の日程にて口座より
引落としをさせて頂きま
す。口座の残高が不足し
ている場合引落としが完了いたしません
のでご確認ください。

第1回引落とし　平成29年3月6日（月）
第2回引落とし　平成29年4月6日（木）
（第1回で引落としが出来なかった方のみ）

※�第1回引落としができなかった場合は、4月6
日に再度引落としの手続きをいたします。

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行えませ
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。

彩の都メモリアルパーク

永代供養墓合同供養会のご案内
　永代供養墓の合同供養会を下記の日程にて開
催いたします。
　ぜひお揃いでご参加くださいますよう、よろ
しくお願いいたします。

日時：３月19日（日） 
　　　11時〜
場所：永代供養墓
　　　「華苑」前



◆
編
集
後
記
◆

　

先
日
、
一
年
が
早
く
感
じ
る
の
は
い
ろ
い
ろ
な
行
事
が
増
え

た
か
ら
だ
と
思
う
と
話
し
て
い
る
の
を
耳
に
し
ま
し
た
。昔
は
、

ク
リ
ス
マ
ス
や
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
だ
な
ん
て
な
か
っ
た
か
ら
、
ゆ
っ

く
り
と
行
事
を
味
わ
え
た
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
を
聞
き

「
な
る
ほ
ど
な
ぁ
」
と
感
心
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
確
か
に
、

日
本
古
来
の
行
事
に
加
え
外
国
由
来
の
イ
ベ
ン
ト
が
次
々
と
行

わ
れ
、
追
わ
れ
る
よ
う
に
し
て
季
節
が
過
ぎ
て
ゆ
く
気
が
し
ま

す
ね
。

　

春
の
お
寺
の
行
事
と
言
え
ば
、
彼
岸
会
と
四
月
の
お
釈
迦
さ

ま
の
お
誕
生
日
で
あ
る
灌
仏
会
（
は
な
ま
つ
り
）。
灌
仏
会
の

歴
史
は
古
く
、
日
本
で
も
推
古
天
皇
十
四
年
（
６
０
６
）
に
奈

良
の
元
興
寺
で
行
っ
た
も
の
が
は
じ
ま
り
言
わ
れ
、
全
国
に
普

及
し
た
の
は
江
戸
時
代
だ
そ
う
で
す
。
人
々
は
「
め
で
た
き
こ

と
に
寺
詣
で
」
と
お
釈
迦
さ
ま
の
誕
生
を
祝
い
ま
し
た
。
そ
ん

な
状
況
を
思
い
な
が
ら
た
ま
に
は
古
く
か
ら
の
行
事
を
味
わ
う

余
裕
も
必
要
な
の
か
も
。

　

さ
て
、
今
回
の
「
さ
ん
が
」
で
は
回
向
に
つ
い
て
と
念
仏
に

つ
い
て
取
り
上
げ
て
お
り
ま
す
。
ど
ち
ら
も
日
常
の
中
に
そ
の

心
が
あ
る
も
の
お
彼
岸
は
そ
ん
な
こ
と
を
改
め
て
考
え
る
よ
い

機
会
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

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
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://www.saiganji.jp


