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和
歌
は
、
古
く
か
ら
伝
わ
る
詩
の
形
式
で
、
そ
の
中
で
も
五
七
五
七
七

の
五
句
、
三
十
一
音
か
ら
な
る
詩
を
短
歌
と
い
い
ま
す
。

　

感
情
を
三
十
一
音
で
の
べ
あ
ら
わ
す
短
歌
は
、
法
然
上
人
の
生
き
た
平

安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に
も
多
く
詠
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

　

浄
土
宗
の
宗
歌
と
な
っ
て
い
る
こ
の
「
月
か
げ
」
の
歌
は
、
法
然
上
人

の
真
作
と
言
わ
れ
て
い
る
二
十
三
首
の
和
歌
の
う
ち
で
も
代
表
的
な
一
首

で
す
。

　
「
月
か
げ
」
の
歌
の
意
味
は
、
月
の
光
は
、
山
も
川
も
、
ど
ん
な
辺
鄙

な
山
里
や
そ
こ
に
暮
ら
す
人
々
へ
も
、
す
べ
て
の
も
の
を
照
ら
し
て
、
く

ま
な
く
降
り
注
い
で
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
月
を
眺
め
る
人
以
外
に
は
そ

の
月
の
美
し
さ
は
分
か
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
慈
悲
の
こ

こ
ろ
は
、
す
べ
て
の
人
々
に
平
等
に
注
が
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
手
を
合

わ
せ
て
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
お
念
仏
を
称
え
る
人
の
み
が
阿
弥
陀
仏
の

救
い
を
こ
う
む
る
こ
と
が
で
き
る
…
と
い
う
も
の
で
す
。

月
か
げ
の
　
い
た
ら
ぬ
里
は
　
な
け
れ
ど
も

　
　
　
な
が
む
る
人
の
　
心
に
ぞ
す
む

法
然
上
人
の
和
歌

　
浄
土
宗
の
寺
院
に
掲
示
し
て
い
る
ポ
ス
タ
ー
を
見
か
け
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
か
？
　
そ
こ
に
は
、
法
然
上
人
の
残
し
た
和
歌

（
短
歌
）
が
書
か
れ
て
い
る
も
の
も
多
く
あ
り
ま
す
。
法
然
上

人
は
ど
の
よ
う
な
歌
を
残
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。法然上人

浄土宗の宗紋「月影杏葉」
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こ
の
歌
は
、
東
大
寺
（
奈
良
県
）
の
指
図
堂
の
御
詠
歌
で
、
朝
霞
が
陽

の
光
を
遮
る
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
人
々
は
救
お
う
と

さ
れ
る
慈
悲
の
光
は
遮
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
も
の
で
、「
あ
さ

か
す
み
」
は
、
私
た
ち
の
心
の
煩
悩
を
「
さ
へ
ら
れ
ぬ
ひ
か
り
」
は
、
阿

弥
陀
さ
ま
の
慈
悲
（
救
い
）
の
光
を
あ
ら
わ
し
て
い
ま
す
。

　

池
の
水
は
、
人
の
心
に
似
て
い
る
よ
う
で
す
。
濁
っ
た
り
、
澄
ん
だ
り

と
様
々
に
変
化
す
る
の
で
す
。
と
詠
ま
れ
て
い
る
こ
の
歌
は
、
人
は
、
穏

や
か
な
気
持
ち
で
い
ら
れ
た
り
、
時
に
は
誰
か
を
う
ら
や
ん
だ
り
と
変
化

し
て
。
そ
れ
は
ま
る
で
澄
ん
で
は
濁
る
池
の
水
の
よ
う
に
、
私
た
ち
の
心

は
い
つ
も
定
ま
ら
ず
揺
れ
動
い
て
い
る
の
で
す
。
と
い
う
意
味
の
歌
で
す
。

　

誰
の
心
に
も
弱
さ
や
愚
か
さ
が
あ
り
、
完
璧
な
人
な
ど
い
な
い
。
だ
か

ら
こ
そ
阿
弥
陀
仏
の
み
教
え
を
信
じ
お
念
仏
を
お
称
え
し
ま
し
ょ
う
。

さ
へ
ら
れ
ぬ
ひ
か
り
も
あ
る
を
お
し
な
べ
て

　
　
　
へ
た
て
が
ほ
な
る
あ
さ
か
す
み
か
な

（
障
ら
れ
ぬ　

光
も
あ
る
を　

お
し
な
べ
て　

隔
て
顔
な
る　

朝
霞
か
な
）

い
け
の
み
つ
人
の
こ
ゝ
ろ
に
に
た
り
け
り
　

　
　
　
に
こ
り
す
む
こ
と
さ
た
め
な
け
れ
は

（
池
の
水
人
の
心
に
似
た
り
け
り　

に
ご
り
澄
む
こ
と
定
め
な
け
れ
ば
）

暮らしの中の

仏教語

　最近では「ブサ可愛い」なんて言葉で愛嬌のある顔をした犬猫が
登場するシーンがよくありますよね？　でも愛嬌の言葉、正しくは
どんな意味を持っているのでしょう。
　実は、「愛嬌」も仏教語だったのです。ほんらいは「愛敬（あい
ぎょう）」として、慈しみ敬うという意味でした。仏や菩薩の表情
を表した言葉で、柔和で慈悲深い相、誰もが知らず知らずのうちに
敬愛せざるをえないような相を「愛敬相（あいぎょうそう）」とし
ていました。
　愛敬（あいぎょう）が愛嬌（あいきょう）になったのは、室町時
代頃からと言われています。「敬」の意味も薄れはじめ「可愛らしい」
などの意味を持つようになり「嬌」の字が当てられ「愛嬌」となっ
たそうです。現在では、接する人に好感を与え、思わず話しかけた
くなるような親しみを誘う物腰をいう言葉として多く用いられるよ
うになりました。ただの可愛いもブサ可愛いも人を引き付ける魅力
を持っている事が愛嬌があるということなのですね。

「愛嬌」【あいきょう】
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施
餓
鬼
会
は
…
『
仏
説
救
抜
焰
口
餓
鬼
陀
羅
尼
経
』

　

お
施
餓
鬼
の
始
ま
り
は
『
仏
説
救
抜
焰
口
餓
鬼
陀
羅
尼
経
』
に
説
か
れ
て
い
ま
す
。
お
釈
迦
さ

ま
の
十
大
弟
子
の
中
で
阿
難
尊
者
は
誰
よ
り
も
お
釈
迦
さ
ま
の
話
し
を
多
く
聞
い
た
こ
と
か
ら

“
多
門
第
一
”
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
あ
る
夜
、
阿
難
尊
者
が
瞑
想
し
て
い
る
と
、
焔
口
と
い

う
餓
鬼
が
現
れ
て
こ
う
告
げ
ま
し
た
。「
お
前
は
、
三
日
後
に
死
に
、
来
世
は
餓
鬼
に
生
ま
れ
変

わ
る
で
あ
ろ
う
」
そ
の
苦
か
ら
逃
れ
ら
れ
る
方
法
を
聞
く
阿
難
に
餓
鬼
は
「
明
日
中
に
餓
鬼
道
に

す
む
何
千
何
万
と
い
う
餓
鬼
の
た
め
に
飲
み
物
や
食
べ
物
を
用
意
し
、
仏
法
僧
に
供
養
せ
よ
。
そ

う
す
れ
ば
、
わ
た
し
を
は
じ
め
多
く
の
餓
鬼
が
救
わ
れ
天
界
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
が
で
き
る
。

お
ま
え
も
餓
鬼
道
に
堕
ち
る
苦
か
ら
逃
れ
、
寿
命
も
延
び
る
だ
ろ
う
」
と
い
っ
た
の
で
す
。
翌
日
、

阿
難
尊
者
は
お
釈
迦
さ
ま
に
相
談
に
行
き
、
そ
の
教
え
に
従
い
餓
鬼
の
た
め
に
飲
食
を
施
し
、
供

養
の
法
要
を
営
み
ま
し
た
。
こ
の
功
徳
に
よ
り
餓
鬼
は
餓
鬼
世
界
の
苦
し
み
か
ら
救
わ
れ
、
阿
難

尊
者
も
災
難
を
逃
れ
寿
命
も
延
び
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

お
盆
は
…
『
仏
説
盂
蘭
盆
経
』

　

お
盆
は
正
式
に
は
、
盂
蘭
盆
会
と
い
い
『
仏
説
盂
蘭
盆
経
』
と
い
う
経
典
に
由
来
し
て
い
ま
す
。

お
釈
迦
さ
ま
の
十
大
弟
子
の
一
人
、
目
連
尊
者
は
“
神
通
第
一
”
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
あ
る

時
そ
ん
な
優
れ
た
神
通
力
を
使
い
死
後
の
世
界
を
見
て
い
る
と
亡
き
母
が
餓
鬼
道
で
苦
し
ん
で
い

る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
痩
せ
衰
え
た
母
を
救
う
た
め
に
神
通
力
を
使
い
食
物
を
届
け
よ
う
と
し

ま
す
。
し
か
し
母
が
そ
の
食
べ
物
を
口
へ
運
ぼ
う
と
す
る
と
火
炎
と
な
っ
て
し
ま
い
食
べ
る
こ
と

が
出
来
ま
せ
ん
。
目
連
尊
者
は
母
を
救
う
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
お
釈
迦
さ
ま
に
教
え
を
乞
い

ま
し
た
。「
七
月
十
五
日
（
安
居
の
日
）
は
多
く
の
僧
が
修
行
を
す
る
最
後
の
日
で
あ
る
。
こ
の

日
に
、
様
々
な
食
物
、
香
油
、
敷
物
、
寝
具
な
ど
を
具
え
、
す
べ
て
の
僧
に
供
養
し
な
さ
い
。
そ

う
す
れ
ば
多
く
の
僧
た
ち
の
力
に
よ
り
母
は
す
く
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
」
目
連
尊
者
は
お
釈
迦
さ
ま

の
教
え
の
と
お
り
、
七
月
十
五
日
に
諸
仏
衆
僧
に
供
養
し
て
、
父
母
の
追
善
供
養
を
し
て
も
ら
い
、

そ
の
結
果
母
は
救
わ
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
以
来
、
七
月
十
五
日
は
、
父
母
に
対
す
る
報
恩
感
謝
の

日
、
先
祖
供
養
の
日
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
を
お
盆
と
呼
ん
で
い
る
の
で
す
。

西
願
寺
で
は
、
八
月
三
日
に
新
盆
法
要
、
八
月
十
三
日
に
盂
蘭
盆
会
合
同
供
養
が
本
堂
に
て
営
ま

れ
ま
す
。

シ
リ
ー
ズ
浄
土
宗

　
夏
に
な
る
と
、
多
く
の
寺
院
で
は
、
施

餓
鬼
会
や
お
盆
の
仏
教
行
事
が
営
ま
れ
ま

す
。「
施
餓
鬼
会
」
と
「
盂
蘭
盆
会
」
が

同
じ
よ
う
な
時
期
に
営
ま
れ
る
こ
と
や
、

二
つ
の
行
事
の
由
来
と
な
っ
て
い
る
お
話

し
が
よ
く
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
じ
も

の
と
思
わ
れ
る
方
も
多
い
よ
う
で
す
。
し

か
し
、
本
来
は
別
の
行
事
な
の
で
す
。
で

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
故
事
の
違
い
は
ど
の
よ

う
な
も
の
で
し
ょ
う
。

※�

西
願
寺
で
は
今
年
か
ら
五
月
に
施
餓
鬼
会
が

営
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

「
施
餓
鬼
会
と盂

蘭
盆
会
」
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「
精
霊
棚
（
盆
棚
）
の
意
味
」

　

お
盆
の
習
わ
し
は
、
地
域
や
宗
派
、
ま

た
時
代
に
よ
っ
て
様
々
で
す
。
家
庭
の
仏

壇
・
仏
具
を
清
め
、
仏
壇
の
前
に
精
霊
棚

を
設
け
た
り
、
迎
え
火
や
送
り
火
な
ど
各

家
庭
で
の
お
盆
の
行
事
が
あ
る
と
思
い
ま

す
。
精
霊
棚
も
手
軽
な
セ
ッ
ト
が
ス
ー
パ

ー
な
ど
に
売
っ
て
い
ま
す
ね
。
で
は
、
精

霊
棚
の
お
飾
り
に
は
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う

な
意
味
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

　

精
霊
棚
は
、
お
盆
の
時
に
ご
先
祖
さ
ま

を
お
迎
え
す
る
た
め
に
作
ら
れ
盆
棚
と
も

呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
台
の
上
に
真
菰
を
敷

き
四
隅
に
葉
の
つ
い
た
青
竹
を
立
て
て
、
そ

の
上
部
に
し
め
縄
を
張
り
ま
す
。
台
に
は
、

位
牌
、
お
盆
の
供
物
、
故
人
の
好
物
な
ど

を
供
え
ま
す
。

　

お
供
物
は
、
素
麺
、
昆
布
、
ほ
お
ず
き
、

生
花
、
精
霊
馬
等
々
。
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ

う
な
意
味
が
あ
り
ま
す
。

◆
ほ
お
ず
き　

祖
先
の
霊
が
迎
え
火
や
提

灯
の
明
か
り
を
頼
り
に
帰
っ
て
く
る
と
い

わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
ほ
お
ず
き
を
提
灯
に

見
立
て
て
飾
り
ま
す
。
ま
た
、
農
作
物
の

収
穫
が
少
な
か
っ
た
時
代
に
は
、
鮮
や
か

な
赤
の
ほ
お
ず
き
を
お
供
え
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
お
供
え
物
の
不
足
を
補
う
意
味

が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

◆
精
霊
馬
（
な
す
の
牛
、
き
ゅ
う
り
の
馬
）

　

な
す
と
き
ゅ
う
り
に
オ
ガ
ラ
を
さ
し
て

祖
先
の
霊
が
こ
の
世
と
の
往
復
に
使
う
乗

り
物
と
し
て
供
え
ら
れ
ま
す
。

◆
水
の
子　

な
す
や
き
ゅ
う
り
を
サ
イ
の

目
に
切
り
、
洗
っ
た
米
を
混
ぜ
て
清
水
を

満
た
し
た
器
や
蓮
の
葉
に
盛
り
ま
す
。
諸

説
あ
り
ま
す
が
、「
た
く
さ
ん
の
霊
を
お
迎

え
す
る
と
き
に
、
全
て
の
霊
に
食
べ
物
が

行
き
届
く
よ
う
に
」
と
い
う
願
い
が
込
め

ら
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。

◆
閼
伽
水　

供
養
の
た
め
に
供
え
る
水
で
、

穢
れ
を
祓
う
水
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
側
に

数
本
束
ね
た
ミ
ソ
ハ
ギ
の
花
を
添
え
ま
す
。

精
霊
棚
で
お
参
り
す
る
際
に
は
、
ミ
ソ
ハ

ギ
で
水
の
子
に
水
を
ふ
り
か
け
お
清
め
を

し
ま
す
。

◆
夏
の
野
菜
・
果
物　

こ
れ
は
百
味
五
果

と
い
い
、
季
節
の
野
菜
や
果
物
、
た
く
さ

ん
の
お
い
し
い
も
の
、
故
人
の
好
き
だ
っ

た
も
の
な
ど
を
お
供
え
し
ま
す
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
家
庭
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
お

盆
の
迎
え
方
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
何

よ
り
も
大
切
な
の
は
家
族
や
親
族
が
集
ま

り
、
ご
先
祖
さ
ま
や
故
人
を
偲
び
、
今
あ

る
私
た
ち
を
か
え
り
み
て
感
謝
す
る
気
持

ち
で
す
。
心
を
こ
め
て
お
盆
の
準
備
を
し

て
お
迎
え
し
た
い
で
す
ね
。
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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。

■西願寺大施餓鬼会法要のご報告■
　さる、５月25日。西願寺大施餓鬼会法要が
西願寺本堂にて執り行われました。
　例年８月に行われていた施餓鬼会ですが本
年度より時期を５月に移しての法要となり、
多くの方がご参列くださいました。

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、
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。

※�西願寺大施餓鬼会は、本年度より毎年５月に執り行う�
ことになりました。

各行事の参加申込・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

西願寺 お盆会のご案内
■�合同新盆供養�■
日時　平成30年8月5日（日）
　　　10時〜
場所　西願寺本堂

■�盂蘭盆会合同供養�■
日時　平成30年8月13日（月）
　　　10時〜
場所　西願寺本堂

新盆（初盆）とは
四十九日の忌明け後、はじめて迎えるお盆のことです。
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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
三
十
年
九
月
発
行
予
定
の
「
秋
の
お
彼
岸
号
」
で
す
。

掲 示 板

Q & A
先日、家族旅行に行って
記念写真を撮ったのです

が、出来上がった写真をみると
身体の一部が写っていなかった
のです。はじめは気に留めてい
なかったのですが、知人に話す
と「除霊してもらった方がいい」
と言われてしまいました。お寺
でそのようなこともして下さる
のでしょうか？　夫の実家の両親のお墓参りに遠い
こともあってなかなか行くことができずにいること
なども関係ありますか？

浄土宗では、亡くなった方が悪霊となり障り
を起こすというような考え方はありません。

ですから、浄土宗のお寺では本来、除霊ということ
は行っておりません。
個人的な考えですが、ご先祖さまや近しい亡くなら
れた方々は子孫やご縁のある生きている人に対して
良くないことをしたり考えたりするでしょうか？浄
土宗の教えでは、阿弥陀さまの本願によって、念仏
者は皆、極楽浄土に往生し仏になることができると
いうものです。仏さまは、いつでも私たちを見守っ
て下さるように思います。

Q

A

彩の都メモリアルパーク

永代供養墓「華苑」のご案内
　彩の都メモリアルパークでは永代供養墓「華苑」
をご案内しております。お墓の後継ぎのいない方、
これからのご自身のお墓に不安を抱えていらっしゃ
る型などに好適なものです。詳しくは、彩の都メモ
リアルパーク管理事務所までお気軽にお問合せくだ
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
◆

　

と
あ
る
コ
ン
ビ
ニ
で
は
毎
月
22
日
は
「
シ
ョ
ー
ト
ケ
ー
キ
の

日
」
と
し
て
、
い
つ
も
の
ロ
ー
ル
ケ
ー
キ
に
い
ち
ご
が
入
っ
て

売
ら
れ
て
い
る
ん
で
す
。
そ
れ
を
知
っ
て
か
ら
つ
い
22
日
に
な

る
と
そ
の
コ
ン
ビ
ニ
に
立
ち
寄
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
…
。
調
べ

て
み
れ
ば
国
民
の
休
日
以
外
で
「
〇
〇
の
日
」
と
い
う
の
は
３

６
５
日
毎
日
存
在
し
て
内
容
も
様
々
。
語
呂
合
わ
せ
や
季
節
に

合
わ
せ
た
記
念
日
は
見
て
い
る
だ
け
で
楽
し
く
な
り
ま
す
ね
。

　

さ
て
、
お
寺
で
の
〇
〇
の
日
は
、
言
わ
ず
と
知
れ
た
年
中
行

事
で
す
。
も
ち
ろ
ん
夏
は
お
盆
会
が
そ
れ
に
あ
た
り
ま
す
が
、

皆
さ
ん
は
お
盆
の
時
に
決
ま
っ
て
す
る
事
な
ど
は
あ
り
ま
す

か
？　

我
が
家
で
は
、
住
宅
事
情
に
よ
り
送
り
火
迎
え
火
、
精

霊
棚
を
作
る
な
ど
、
こ
と
ご
と
く
難
し
い
状
況
な
の
で
毎
年
試

行
錯
誤
し
て
い
ま
す
。
で
も
、「
大
切
な
の
は
迎
え
る
気
持
ち
」

を
合
言
葉
に
今
年
も
前
向
き
に
準
備
す
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ

う
。「
う
ち
で
は
こ
ん
な
お
盆
を
迎
え
て
る
よ
」な
ど
、ご
意
見
、

ア
イ
デ
ア
な
ど
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
是
非
、「
さ
ん
が
」編
集
部（
イ

オ
株
式
会
社
）
ま
で
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

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


