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問　

お
釈
迦
さ
ま
は
実
在
の
人
物
な
の
で
し
ょ
う
か
？

住
職　

は
い
。
紀
元
前
５
世
紀
ご
ろ
の
実
在
の
人
物
で
す
。

お
釈
迦
さ
ま
が
実
在
す
る
人
物
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ

た
の
は
、
１
８
９
６
年
に
ド
イ
ツ
人
の
考
古
学
者
が
ネ
パ

ー
ル
で
お
釈
迦
さ
ま
の
誕
生
地
を
記
し
た
石
柱
を
発
見
し
、

こ
の
内
容
が
古
文
書
の
記
録
と
一
致
し
た
か
ら
と
の
こ
と

で
す
。

問　

お
釈
迦
さ
ま
の
生
涯
で
は
、
四
つ
の
出
来
事
が
重
要

な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
ね
。

住
職　

お
釈
迦
さ
ま
に
関
し
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
伝
説
が

あ
り
ま
す
が
、誕
生
、成
道
、初
転
法
輪
、入
滅（
涅
槃
）が

特
に
重
要
視
さ
れ
て
お
り
、
イ
ン
ド
で
も
そ
れ
ぞ
れ
の
場

所
が
四
大
仏
跡
や
四
大
聖
地
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
す
よ
。

ブッダガヤの大塔菩提寺

お釈迦さまが悟りを開いたとされる場所。現在ある
菩提樹はその時の子孫と言われている。

仏
教
の
は
じ
ま
り 

１「
お
釈
迦
さ
ま
の
生
涯
」

　

仏
教
は
、
苦
し
み
か
ら
の
解
放
を
目
ざ
し
、
そ
の
方
法
を
説
く
教
え
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
教
え
の
原
点
は
仏
教
の
開
祖
お
釈
迦
さ
ま
に
あ
り
ま

す
。

　

お
釈
迦
さ
ま
と
は
、
ど
の
よ
う
な
時
代
の
ど

の
よ
う
な
人
物
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
？
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輪
の
地
サ
ー
ル
ナ
ー
ト
に
行
き
ま
し
た
。
ブ

ッ
ダ
ガ
ヤ
の
大
塔
菩
提
寺
の
裏
手
に
は
成
道

の
際
に
そ
の
木
の
根
元
に
坐
っ
て
い
た
と
さ

れ
る
菩
提
樹
が
あ
る
ん
で
す
。
現
在
の
木
は
、

お
釈
迦
さ
ま
の
頃
の
樹
の
子
孫
だ
そ
う
で
す
。

問　

２
５
０
０
年
近
く
も
前
に
実
在
の
人
物

が
坐
っ
て
い
た
場
所
な
の
だ
と
考
え
る
と
、

宗
教
の
教
え
で
繋
が
っ
て
い
る
時
間
の
長
さ

や
歴
史
を
感
じ
て
胸
が
熱
く
な
り
ま
す
ね
。

　

で
も
、
お
釈
迦
さ
ま
の
様
々
な
逸
話
を
聞

い
て
い
る
と
実
在
の
人
物
に
思
え
な
い
よ
う

な
物
語
的
な
要
素
が
多
い
よ
う
に
思
う
の
で

す
が
…
。

住
職　

お
釈
迦
さ
ま
が
亡
く
な
っ
た
後
、
語

り
継
が
れ
て
い
く
中
で
次
第
に
神
格
化
が
進

ん
で
い
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。「
ジ
ャ
ー
タ

カ
」
と
い
う
お
釈
迦
さ
ま
の
前
世
物
語
は
、

「
お
釈
迦
さ
ま
は
輪
廻
転
生
を
繰
り
返
し
な

が
ら
多
く
の
善
行
を
積
ん
だ
こ
と
で
仏
陀
に

な
っ
た
」
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
作
ら

れ
た
の
だ
そ
う
で
す
。

問　
「
ジ
ャ
ー
タ
カ
」
は
興
味
深
い
で
す
。

次
回
は
、
サ
ー
ル
ナ
ー
ト
で
の
初
転
法
輪
に

つ
い
て
の
お
話
し
を
伺
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

旧
友
に
向
か
っ
て
を
行
い
ま
し
た
。
説
法
の

内
容
は
、
四
諦
と
八
正
道
に
関
す
る
も
の
で

し
た
。
こ
れ
を
機
に
釈
迦
の
元
に
は
多
く
の

人
々
が
集
ま
る
よ
う
に
な
り
、
お
釈
迦
様
の

仏
教
教
団
は
１
０
０
０
人
以
上
の
弟
子
を
抱

え
る
大
教
団
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
も
、

伝
道
の
旅
を
続
け
、
ク
シ
ナ
ガ
ラ
の
地
で
80

歳
の
時
に
亡
く
な
り
ま
し
た
。

問　

縁
起
の
理
論
と
四
諦
八
正
道
と
は
何
で

す
か
？

住
職　

人
間
は
、
様
々
な
悩
み
や
苦
し
み
を

持
っ
て
生
き
て
い
ま
す
。
縁
起
と
は
、
そ
の

苦
し
み
を
巡
る
因
果
関
係
の
こ
と
で
、
四
諦

八
正
道
は
、
苦
し
み
に
関
す
る
4
つ
の
心
理

と
苦
し
み
を
無
く
す
為
の
8
つ
の
実
践
方
法

の
こ
と
で
す
。

（
真
理
と
実
践
方
法
に
つ
い
て
は
、
次
号
に

掲
載
し
ま
す
）

問　

と
こ
ろ
で
、
ご
住
職
は
、
２
０
１
８
年

に
イ
ン
ド
を
訪
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、

４
大
遺
跡
は
巡
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

住
職　

成
道
の
地
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
と
、
初
転
法

お
釈
迦
さ
ま
の
生
涯

　

お
釈
迦
さ
ま
は
、
シ
ャ
ー
キ
ヤ
族
の
王
子

と
し
て
生
ま
れ
、
本
名
を
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
と

言
い
ま
し
た
。
釈
迦
と
は
、
こ
の
シ
ャ
ー
キ

ヤ
と
い
う
部
族
名
に
由
来
す
る
も
の
で
す
。

　

ル
ン
ビ
ニ
の
園
で
生
ま
れ
た
お
釈
迦
さ
ま

は
、
そ
の
後
結
婚
し
子
ど
も
も
設
け
た
ま
し

た
が
29
歳
で
出
家
し
ま
す
。
出
家
し
た
後
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
師
を
求
め
て
遍
歴
し
教
え
を
請

い
、
さ
ら
に
苦
行
を
積
み
ま
す
が
自
分
の
求

め
て
い
る
も
の
は
な
か
な
か
手
に
入
ら
な
い
。

そ
こ
で
苦
行
が
無
益
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い

た
お
釈
迦
さ
ま
は
苦
行
を
や
め
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ

ー
の
菩
提
樹
の
下
で
禅
定
に
入
り
真
理
を
悟

っ
て
仏
陀
と
な
り
ま
し
た
（
仏
陀
と
は
「
目

覚
め
た
人
」
と
い
う
意
味
）。
お
釈
迦
さ
ま

が
35
歳
の
時
で
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
と
き

悟
っ
た
真
理
が
縁
起
の
理
論
で
あ
っ
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
お
釈
迦
さ
ま

は
サ
ー
ル
ナ
ー
ト
の
鹿
野
苑
を
訪
れ
、
初
転

法
輪
と
言
わ
れ
る
初
め
て
の
説
法
を
５
人
の
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浄
土
宗
の
教
え
の
根
幹
「
専
修
念
仏
」

　

法
然
上
人
は
、
こ
れ
ま
で
に
あ
っ
た
難
解
な
学
問
や
修
行
を
必
要
と

す
る
仏
教
の
教
義
で
は
な
く
、
た
だ
ひ
た
す
ら
に
南
無
阿
弥
陀
仏
と
念

仏
を
と
な
え
れ
ば
誰
で
も
が
等
し
く
救
わ
れ
る
と
説
き
ま
し
た
。
そ
の

革
新
的
な
教
え
は
、
戦
乱
と
飢
饉
の
中
、
救
い
を
求
め
る
民
衆
の
間
に

瞬
く
ま
に
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

念
仏
に
は
、
声
に
出
し
て
と
な
え
る
称
し
ょ
う
み
ょ
う

名
（
口く
し
ょ
う称

）
念
仏
と
、
仏
様

や
極
楽
浄
土
を
思
い
浮
か
べ
る
観
想
念
仏
が
あ
り
ま
す
。
法
然
上
人
は

称
名
念
仏
こ
そ
が
、
往
生
に
つ
な
が
る
唯
一
最
上
の
も
の
と
し
ま
し
た
。

こ
の
、
他
の
一
切
の
修
行
を
捨
て
て
念
仏
の
み
を
称
え
る
こ
と
を
専
修

念
仏
と
い
い
、
こ
れ
が
浄
土
宗
の
教
え
の
根
幹
な
の
で
す
。

「
専
修
念
仏
」
か
ら
「
本
願
他
力
」「
自
然
法
爾
」
へ

　

法
然
上
人
の
信
望
篤
い
弟
子
で
あ
っ
た
親
鸞
聖
人
が
、
法
然
上
人
か

ら
受
け
継
い
だ
専
修
念
仏
を
独
自
の
思
想
に
確
立
し
た
の
が
浄
土
真
宗

で
す
。

　

親
鸞
聖
人
は
法
然
上
人
の
説
く
専
修
念
仏
の
教
え
を
独
自
の
「
本
願

他
力
」「
自
然
法
爾
」
と
い
う
思
想
と
し
て
確
立
し
て
い
き
ま
し
た
。

　
「
本
願
他
力
」と
は
法
然
上
人
の
説
く「
た
だ
念
仏
す
れ
ば
救
わ
れ
る
」

と
い
う
も
の
か
ら
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
救
い
は
念
仏
す
る
わ
れ
わ
れ
の
力

（
自
力
）
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
阿
弥
陀
さ
ま
の
願
い
（
本

願
）
に
よ
る
も
の
。「
自
然
法
爾
」
も
ま
た
凡
夫
の
自
力
の
は
か
ら
い

を
ま
じ
え
な
い
、
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
を
意
味
し
ま
す
。

　

こ
う
し
て
法
然
上
人
が
築
い
た
万
人
救
済
の
思
想
は
、
弟
子
の
親
鸞

聖
人
に
よ
っ
て
絶
対
他
力
の
信
心
と
し
て
展
開
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

　
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
お
念
仏
を
信
心
の
行
と
す
る
浄

土
宗
と
浄
土
真
宗
。

　

法
然
上
人
の
開
い
た
浄
土
宗
と
、
親
鸞
聖
人
を
宗
祖
と
す
る

浄
土
真
宗
は
ど
の
よ
う
な
つ
な
が
り
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

法
然
上
人
は
、
比
叡
山
で
修
行
し
ま
す
が
、
43
歳
で
下
山
し

ま
す
。
そ
の
後
、
観
無
量
寿
経
の
教
え
を
基
に
「
専
修
念
仏
」

の
思
想
に
た
ど
り
着
き
、
浄
土
宗
の
開
祖
と
な
り
ま
す
。
法
然

上
人
の
教
え
に
出
会
い
、
感
銘
を
受
け
た
親
鸞
聖
人
は
29
歳
の

時
に
法
然
上
人
に
弟
子
と
な
り
、
そ
の
後
、
絶
対
他
力
の
思
想

を
築
き
ま
す
。

法然上人（1133〜1212）年

親鸞聖人（1173〜1262年）

シ
リ
ー
ズ
浄
土
宗

浄
土
宗
と
浄
土
真
宗
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私
た
ち
は
、
様
々
な
シ
ー
ン
で
手
を
合
わ

せ
ま
す
。
法
事
に
参
列
し
た
際
、
寺
社
へ
参

拝
し
た
時
、
お
墓
や
お
仏
壇
の
前
、
そ
し
て

「
あ
り
が
と
う
」
や
「
ご
め
ん
ね
」
の
言
葉

と
と
も
に
手
を
合
わ
せ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

日
常
生
活
の
中
の
何
気
な
い
動
作
に
も
あ
る

合
掌
。
私
た
ち
は
な
ぜ
合
掌
を
す
る
の
で
し

ょ
う
。

仏
教
を
通
じ
て
日
本
に
伝
わ
っ
た
合
掌

　

元
来
、
合
掌
は
イ
ン
ド
古
来
の
礼
法
で
、

仏
教
が
起
こ
る
よ
り
前
か
ら
イ
ン
ド
で
は
合

掌
の
姿
で
挨
拶
が
交
わ
さ
れ
て
き
た
そ
う
で

す
。
胸
や
額
の
前
で
両
手
を
合
わ
せ
て
相
手

へ
の
敬
意
を
表
し
ま
す
。
日
本
へ
は
仏
教
の

伝
来
と
共
に
合
掌
が
伝
わ
っ
た
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

敬
意
を
表
し
た
姿

　

イ
ン
ド
で
は
合
掌
し
「
ナ
マ
ス
テ
」
と
挨

拶
が
交
わ
さ
れ
ま
す
。「
ナ
マ
ス
（nam

as

）」

は
敬
意
を
意
味
し
、「
テ
ー
（te

）」
は
あ
な

た
に
と
い
う
意
味
で
す
。
つ
ま
り
、「
あ
な

た
に
敬
意
を
も
っ
て
礼
拝
し
ま
す
」
と
い
う

敬
い
の
気
持
ち
を
表
し
た
挨
拶
な
の
で
す
。

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
南
無
も
ナ
マ
ス
か
ら

き
て
お
り
南
無
に
は
帰
依
す
る
と
い
う
意
味

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
イ
ン
ド
で
は
右
手
が

清
浄
な
手
、
左
手
が
不
浄
な
手
と
さ
れ
、
仏

教
に
お
い
て
は
右
手
が
仏
の
象
徴
、
左
手
は

衆
生
（
迷
い
の
世
界
）
を
表
し
ま
す
。
仏
前

で
両
手
を
合
わ
せ
る
こ
と
で
こ
の
二
つ
が
一

体
と
な
る
意
味
を
持
ち
、
仏
に
帰
依
し
、
仏

に
救
わ
れ
て
い
く
姿
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。

「
い
た
だ
き
ま
す
」
は
感
謝
の
気
持
ち

　

私
た
ち
日
本
人
の
文
化
の
中
で
は
、
合
掌

は
感
謝
の
意
味
が
強
く
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

食
事
の
挨
拶
の
際
に
「
い
た
だ
き
ま
す
」
と

手
を
合
わ
せ
る
人
も
多
く
い
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
？　

こ
れ
も
、
命
に
感
謝
し
敬

う
心
を
表
し
た
も
の
な
の
で
す
。

浄
土
宗
の
合
掌
礼
拝

　

浄
土
宗
の
合
掌
は
「
堅
実
心
合
掌
」
と
言

わ
れ
る
も
の
で
、
仏
さ
ま
と
自
分
が
一
心
同

体
で
あ
り
、
仏
さ
ま
に
帰
依
す
る
し
っ
か
り

と
し
た
気
持
ち
、
心
構
え
を
表
し
て
い
ま
す
。

　

堅
実
心
合
掌
は
、
両
手
の
ひ
ら
と
指
と
を

隙
間
の
な
い
よ
う
に
ぴ
っ
た
り
と
合
わ
せ
指

を
ま
っ
す
ぐ
に
伸
ば
し
四
指
の
間
を
閉
じ
ま

す
。
親
指
と
人
差
し
指
の
間
は
数
珠
を
か
け

る
こ
と
が
多
い
の
で
自
然
に
開
き
ま
す
。
合

掌
し
た
両
手
は
胸
の
前
で
や
や
向
こ
う
側
に

倒
し
ま
す
。
こ
の
時
、
腕
と
体
の
角
度
が
45

度
に
な
る
の
が
美
し
く
、
自
然
な
か
た
ち
で

す
。

合
掌
の
意
味

浄
土
宗
実
践
教
室
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弔
電
の
文
例
を
見
て
い
た
ら「
ご
冥
福
を
お
祈
り
し
ま
す
」

と
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
い
え
ば
、
そ
の
言
葉
は
何
度
も
耳
に

し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、改
め
て
文
字
を
見
る
と
「
冥
」
の
文
字
は
、

「
光
が
な
い
」
や
「
暗
い
」、「
闇
」
な
ど
を
表
す
漢
字
だ
と
思
い
ま
す
。

冥
福
と
は
ど
の
よ
う
な
事
な
の
で
し
ょ
う
か
？

　

冥
福
と
は
死
後
の
幸
せ
と
い
う
意
味
で
、
亡
く
な
っ
た
方

へ
の
あ
の
世
で
の
幸
せ
を
想
う
言
葉
で
す
。「
冥
」
の
漢
字

は
「
光
が
な
く
暗
い
」
の
他
に
「
死
後
の
世
界
」
と
い
う
意
味
も
持

っ
て
い
ま
す
。
死
後
を
指
す
冥
と
は
冥
界
の
こ
と
で
、
そ
れ
を
冥
土

（
冥
途
）
と
も
言
い
、
亡
く
な
っ
た
人
の
魂
が
さ
ま
よ
い
ゆ
く
所
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
お
悔
や
み
の
言
葉
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
「
ご
冥
福

を
お
祈
り
し
ま
す
」
と
は
、「
亡
く
な
っ
た
方
が
冥
途
で
さ
ま
よ
う

こ
と
な
く
、
無
事
に
転
生
で
き
る
よ
う
に
」
と
の
願
い
を
込
め
使
わ

れ
て
い
る
の
で
す
。

　

ま
た
、
冥
福
を
祈
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も

「
故
人
」
に
対
し
て
で
す
の
で
、
ご
遺
族
に

向
け
て
か
け
る
言
葉
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
霊

前
や
棺
な
ど
故
人
を
前
に
し
て
「
ご
冥
福
を

お
祈
り
い
た
し
ま
す
」
と
言
う
の
は
問
題
あ

り
ま
せ
ん
が
、
ご
遺
族
に
対
し
て
は
「“
故

人
の
”
ご
冥
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
」
と

言
葉
を
か
け
る
の
が
よ
い
で
し
ょ
う
。

QA

暮らしの中の

仏教語

　「おはようございます！」「こんにちは〜」
　気持ちよい挨拶を交わすとそれだけで晴れ
やかな気分になりますよね。さて、この「挨拶」
の言葉、元は禅宗のお坊さんたちの間で師が
修行者の悟りを試すための問答に用いられて
いた「一挨一拶（いちあいいっさつ）」から
きているのだとか。「挨」推しはかる、近づく、
寄り添う、「拶」は、せまる、切り込むとい
う意味があります。禅宗では、師匠が弟子に言葉を投げかけ、弟子の返答によって
その者の修行の度合や悟りの深さを見極めます。その際、師匠が弟子に一つ一つ切
り込んで試す意味として、「一挨一拶」が用いられているそう。そして、これが転
じて、日本では出会いや別れのときに親愛の言葉や動作を交わすことを指し示す語
として使われるようになったそうです。

「挨拶」【あいさつ】
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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
麹
町
二
‐
十
‐
三
‐
一
〇
二 

　

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
令
和
三
年
九
月
発
行
予
定
の
「
秋
号
」
で
す
。

西願寺 TEL. 048-925-1723  FAX. 048-925-1789
彩の都メモリアルパーク TEL. 048-921-4194

※�各行事にご参加の方には、マス
クの着用をお願いしております。
　�コロナウィルス感染拡大予防に
ご協力ください。

掲 示 板

■西願寺大施餓鬼会法要■
　施餓鬼会は、「救抜焰口陀羅尼経」というお
経に説かれた阿難尊者のは話しに由来し、施餓
鬼棚に「三界万霊牌」や新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慣わしです。

西願寺 お盆会のご案内
お盆会　7月13日（火）〜7月15日（木）
旧盆会　8月13日（金）〜8月15日（日）
■ 合同新盆供養 ■
日時　令和3年8月8日（日）10時〜
場所　西願寺本堂

■ 盂蘭盆会合同供養 ■
日時　令和3年8月13日（金）10時〜
場所　西願寺本堂

施餓鬼棚



◆
編
集
後
記
◆

　

初
め
て
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
に
よ
る
緊
急
事
態
宣
言
が

発
令
さ
れ
て
か
ら
1
年
が
経
ち
ま
し
た
。
世
の
中
は
ま
だ
、
コ

ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
に
悩
ま
さ
れ
、
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
日
々
で
は

あ
り
ま
す
が
、
こ
の
一
年
の
間
に
ワ
ク
チ
ン
が
作
ら
れ
世
界
も

徐
々
に
前
に
進
ん
で
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ま
す
。
皆
が
笑
顔
で

集
え
る
日
が
来
る
の
が
待
ち
遠
し
い
で
す
ね
。

 

さ
て
、
今
号
の
「
さ
ん
が
」
で
は
、
ご
住
職
の
お
話
し
を
交

え
な
が
ら
お
釈
迦
さ
ま
の
生
涯
に
つ
い
て
掲
載
し
ま
し
た
。
仏

教
を
学
ん
で
い
る
と
、
ま
る
で
実
在
の
人
物
の
話
し
と
は
思
え

な
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
彩
ら
れ
た
数
々
あ
る
お
釈
迦
さ
ま
の
逸
話

に
出
会
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
お
釈
迦
さ
ま
を
慕
い
教
え
を
伝

え
て
い
く
後
世
の
人
々
の
思
い
と
壮
大
な
想
像
力
が
あ
り
毎
回

圧
倒
さ
れ
ま
す
。
今
回
ご
住
職
の
話
し
に
も
出
て
き
た
「
ジ
ャ

ー
タ
カ
」
も
そ
の
一
つ
で
す
。
ジ
ャ
ー
タ
カ
物
語
は
「
イ
ソ
ッ

プ
物
語
」
や
「
ア
ラ
ビ
ア
ン
・
ナ
イ
ト
」「
今
昔
物
語
」
な
ど

世
界
中
の
説
話
文
学
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
だ
そ

う
…
。
何
だ
か
ま
す
ま
す
興
味
が
湧
い
て
き
ま
し
た
。

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


