
発行部数3千部

2012年1月
第7号

（年4回発行）

新年号

仏教とお寺をやさしく解説

Saiganji Sainomiyako Memorial Park News

「
新
年
に
む
け
て
」／
丹
羽
義
昭
住
職
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

シ
リ
ー
ズ
浄
土
宗
／
浄
土
宗
大
本
山
増
上
寺
と
徳
川
将
軍
家

実
践
教
室
／
浄
土
宗
の
合
掌
礼
拝

◦
新
年
開
運
七
草
粥
法
要
の
ご
案
内
　
◦
厄
払
い
節
分
会
法
要
の
ご
案
内



1

問　

今
年
は
、
三
月
に
あ
っ
た
大
震
災
で
社
会
も
大
き
く
変
わ
る
一
年
で
し

た
ね
。

住
職　

そ
う
で
す
ね
。
私
の
知
っ
て
い
る
陸
前
高
田
に
あ
る
お
寺
も
被
災
さ

れ
、
何
か
お
手
伝
い
で
き
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
と
何
人
か
で
六
月
ご
ろ
に
行

っ
て
き
た
の
で
す
が
、
現
地
の
そ
の
爪
痕
を
み
て
被
害
の
大
き
さ
に
衝
撃
を

う
け
ま
し
た
。

問　

大
地
震
の
日
か
ら
半
年
以
上
経
ち
、
徐
々
に
元
気
を
取
り
戻
し
て
き
た

よ
う
に
思
う
の
と
同
時
に
、
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
被

災
地
の
方
々
に
力
強
さ
を
感
じ
ま
す
ね
。

住
職　

ま
わ
り
の
近
し
い
方
が
亡
く
な
っ
て
、
初
め
は
た
だ
茫
然
と
悲
し
み

に
く
れ
て
い
た
人
た
ち
も
時
が
経
つ
に
つ
れ
、「
生
き
て
い
か
な
く
ち
ゃ
、

残
っ
た
我
々
が
な
ん
と
か
し
な
く
ち
ゃ
」
と
い
う
思
い
が
、
力
強
さ
に
な
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
完
全
な
復
興
に
は
、
ま
だ
ま
だ
時
間
が

か
か
る
と
思
い
ま
す
が
、
私
た
ち
も
、
痛
み
に
寄
り
添
い
、
共
に
立
て
直
し

て
い
く
と
い
う
思
い
を
持
ち
続
け
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

問　

本
当
に
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
東
京
で
は
、
気
持
ち
の
上
で
の

変
化
が
多
く
あ
っ
た
と
聞
き
ま
す
。
一
人
で
い
る
こ
と
の
心
細
さ
で
あ
っ
た

り
、
家
族
や
友
人
、
人
と
の
絆
、
つ
な
が
り
を
改
め
て
考
え
る
よ
う
に
な
っ

た
と
か
…
。

住
職　

そ
れ
は
実
感
し
ま
す
ね
。
例
え
ば
、
我
々
も
毎
年
町
内
会
を
運
営
し

て
い
る
中
で
新
し
く
で
き
た
住
宅
地
や
マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど
な
か
な
か
入
会
世

帯
が
増
え
な
い
地
区
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
今
年
度
は
今
回
の
よ
う
な
災
害

に
あ
っ
た
場
合
、
町
会
に
入
っ
て
い
れ
ば
情
報
も
入
っ
て
く
る
し
、
助
け
合

え
る
心
強
さ
も
あ
る
こ
と
を
お
話
し
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
そ
の
甲
斐
あ
っ

て
今
年
度
は
多
く
の
方
が
町
会
に
入
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

問　

確
か
に
人
の
多
い
住
宅
地
だ
っ
た
と
し
て
も
、
生
活
時
間
帯
の
違
い
も

あ
り
孤
立
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
し
、今
回
の
経
験
か
ら
皆
さ
ん
隣
、

近
所
の
つ
な
が
り
の
大
切
さ
を
実
感
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
話
し

は
変
わ
り
ま
す
が
、
も
う
す
ぐ
年
末
、
そ
し
て
年
始
を
迎
え
ま
す
。
ご
住
職

　

今
年
も
残
り
わ
ず
か
で
新
し
い
年
を
迎
え
る
こ
と
に

な
り
、
一
年
を
振
り
返
る
と
、
地
震
や
台
風
、
水
害
な

ど
日
本
で
は
大
き
な
災
害
に
見
舞
わ
れ
、
厳
し
い
年
だ

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　

そ
ん
な
中
で
も
、
立
ち
上
が
り
前
に
進
む
力
強
さ
や
、

助
け
合
う
暖
か
さ
、
人
と
の
絆
の
大
切
さ
を
改
め
て
感

じ
日
本
人
の
意
識
を
変
え
る
一
年
で
も
あ
り
ま
し
た
。

新
年
を
迎
え
る
に
あ
た
り
ご
住
職
に
お
話
し
を
伺
い
ま

し
た
。

丹羽義昭住職

西願寺本堂内陣
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の
子
ど
も
の
こ
ろ
の
思
い
出
な
ど
あ
り
ま
す

か
？

住
職　

う
〜
ん
。
そ
う
で
す
ね
ぇ
。
う
ち
の

お
寺
は
、
私
が
小
学
校
の
四
年
生
の
時
に
火

事
に
あ
い
庫
裡
や
本
堂
が
焼
け
て
し
ま
っ
た

の
で
す
が
、
そ
の
前
は
、
大
掃
除
と
い
っ
て

ご
本
尊
さ
ま
の
す
す
払
い
も
含
め
、
畳
を
あ

げ
て
、
障
子
を
は
が
し
て
、
境
内
の
掃
除
を

し
て
と
三
人
兄
弟
で
手
分
け
し
て
も
掃
除
だ

け
で
日
が
暮
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
そ
う
、

そ
の
当
時
は
五
右
衛
門
風
呂
で
、
木
を
切
っ

て
薪
を
作
っ
た
り
も
し
ま
し
た
。

問　

薪
で
沸
か
し
た
お
風
呂
は
、
私
は
経
験

が
な
い
の
で
す
が
、
や
は
り
お
湯
が
違
っ
た

り
す
る
の
で
す
か
？

住
職　

ど
う
な
の
だ
ろ
う
ね
。
そ
の
頃
は
、

そ
れ
が
当
た
り
前
だ
っ
た
か
ら
…
。
た
だ
、

周
り
が
鉄
だ
か
ら
熱
く
な
る
の
で
気
を
付
け

て
入
ら
な
い
と
や
け
ど
を
す
る
し
、
効
率
よ

く
入
ら
な
い
と
ど
ん
ど
ん
冷
め
ち
ゃ
う
と
い

う
の
は
よ
く
覚
え
て
い
ま
す
よ
（
笑
）。

問　

な
か
な
か
緊
張
感
の
あ
る
お
風
呂
タ
イ

ム
だ
っ
た
わ
け
で
す
ね
。（
笑
）。

住
職　

そ
の
時
は
大
変
で
し
た
け
ど
、
そ
れ

も
思
い
出
で
す
ね
。

問　

新
し
い
思
い
出
を
増
や
す
と
い
う
意
味

だ
と
、
こ
ち
ら
で
は
、
平
成
23
年
か
ら
新
年

の
行
事
と
し
て
、
七
草
粥
法
要
と
二
月
に
は

節
分
の
豆
ま
き
も
さ
れ
る
そ
う
で
す
ね
。
最

近
で
は
、
特
に
豆
ま
き
な
ど
家
庭
で
は
や
ら

な
い
と
い
う
お
宅
も
あ
る
よ
う
で
す
か
ら
心

に
残
る
楽
し
い
思
い
出
に
な
る
の
で
は
な
い

で
す
か
。

住
職　

は
い
。
七
草
粥
も
豆
ま
き
も
ど
な
た

で
も
参
加
で
き
る
行
事
で
す
し
、
日
本
ら
し

い
季
節
感
の
あ
る
行
事
で
す
の
で
皆
さ
ん
気

軽
に
足
を
運
ん
で
頂
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。
節
分
法
要
で
は
、
お
申
込
み
の
あ
っ
た

厄
年
の
方
に
厄
払
い
法
要
も
し
て
お
り
ま

す
。

問　

最
近
、
電
車
の
中
で
退
屈
そ
う
に
「
何

か
い
い
こ
と
な
い
か
な
ぁ
」
と
言
っ
て
い
る

会
話
を
耳
に
し
た
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
人

た
ち
に
も
来
て
欲
し
い
で
す
ね
。

住
職　

そ
う
で
す
ね
。
た
だ
、
私
は
、
幸
せ

は
自
分
の
中
に
あ
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

法
然
上
人
の
よ
ま
れ
た
歌
に

「
月
影
の 
い
た
ら
ぬ
里
は 

な
け
れ
ど
も 

な

が
む
る
人
の 
心
に
ぞ
す
む
」
と
い
う
も
の

が
あ
り
ま
す
。

　

月
の
光
は
誰
に
で
も
平
等
に
降
り
注
い
で

い
る
け
れ
ど
、
月
を
眺
め
た
人
に
し
か
そ
の

光
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
き
く
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
よ
ね
。
歌
の
意
味
と
な
る
教
え

は
、
阿
弥
陀
さ
ま
は
月
の
光
の
よ
う
に
す
べ

て
の
人
を
平
等
に
救
っ
て
く
だ
さ
る
と
い
う

本
願
を
た
て
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
気
づ
き

南
無
阿
弥
陀
仏
の
念
仏
を
称
え
た
人
だ
け
が

阿
弥
陀
さ
ま
の
本
願
に
よ
っ
て
極
楽
浄
土
に

生
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で

す
。

　

同
じ
よ
う
に
、
受
け
止
め
る
私
た
ち
に
よ

っ
て
幸
せ
に
感
じ
た
り
、
そ
れ
に
気
づ
く
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
り
と
結
果
が
変
わ
っ
て

し
ま
う
。
物
事
は
自
分
が
ど
う
思
う
か
で
決

ま
っ
て
い
く
の
じ
ゃ
な
い
か
な
。

問　

な
る
ほ
ど
。
法
然
上
人
の
歌
は
と
て
も

わ
か
り
易
い
で
す
ね
。
最
後
に
、
新
年
を
迎

え
る
に
あ
た
り
、
ご
住
職
か
ら
読
者
の
皆
様

に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
願
い
で
き
ま
す
か
？

住
職　

は
い
。
一
年
の
は
じ
ま
り
は
、
何
か

心
に
誓
い
を
立
て
た
り
、
新
し
く
こ
と
を
考

え
る
の
に
と
て
も
い
い
で
す
よ
ね
。
で
す
か

ら
、「
今
年
は
こ
う
し
た
い
」「
こ
う
し
よ
う
」

と
希
望
を
持
っ
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。
希

望
を
持
つ
と
い
う
事
が
生
き
る
喜
び
に
な
っ

て
前
に
進
む
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
な
る
の
で
は
な

い
か
な
。

問　

わ
か
り
ま
し

た
。
で
は
、
新
年
は

ち
ょ
っ
と
大
き
め
に

夢
を
持
っ
て
誓
い
を

立
て
た
い
と
思
い
ま

す
。（
笑
）

　

本
日
は
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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天
正
十
二
年
（
１
５
８
４
年
）
増
上
寺
十
二
世
に
就
任
し
た
源げ
ん

誉よ

存ぞ
ん

応の
う

上
人
は
、
そ
の
六
年
後
に
徳
川
家
康
公
と
出
会
い
二
人
の
間
に
師
檀

の
関
係
が
結
ば
れ
、
増
上
寺
は
徳
川
家
の
菩
提
寺
と
な
り
ま
す
。

『
新
撰
往
生
伝
』『
開
運
録
』
に
よ
る
と
、
そ
の
出
会
い
は
、
天
正
十
八

年
（
１
５
９
０
年
）
八
月
、
家
康
公
が
、
豊
臣
秀
吉
か
ら
北
条
氏
の
領

国
を
も
ら
い
受
け
江
戸
城
に
入
城
す
る
た
め
、
駿
河
（
現
在
の
静
岡
県
）

か
ら
行
列
を
つ
く
り
東
上
し
て
い
る
道
中
、
増
上
寺
門
前
で
の
こ
と
だ

っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

貝
塚
か
ら
一
時
日
比
谷
へ
移
っ
た
増
上
寺
は
江
戸
城
の
拡
張
に
伴
い

慶
長
三
年
（
１
５
９
８
年
）、
現
在
の
芝
へ
移
転
し
ま
し
た
。
江
戸
幕

府
成
立
後
に
は
、
家
康
公
の
手
厚
い
保
護
も
あ
り
、
増
上
寺
の
寺
運
は

大
隆
盛
へ
と
向
か
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

　

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
６
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
。

　

旧
徳
川
将
軍
家
霊
廟
は
御
霊
屋
と
も
よ
ば
れ
、
増
上
寺
大
殿
の
南
北

に
建
ち
並
び
壮
麗
な
も
の
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
戦
前
国
宝
に
指
定
さ

れ
て
い
ま
し
た
が
、
戦
火
に
よ
り
焼
失
し
、
わ
ず
か
に
残
っ
た
建
物
も

そ
の
指
定
を
解
除
さ
れ
ま
し
た
。

　

昭
和
33
年
、
文
化
保
護
委
員
会
が
中
心
と
な
り
詳
細
な
る
学
術
調
査

が
行
わ
れ
、
発
掘
さ
れ
た
土
葬
の
ご
遺
体
は
桐
ケ
谷
に
て
荼
毘
に
ふ
さ

れ
現
墓
所
に
改
装
さ
れ
ま
し
た
。

シ
リ
ー
ズ
浄
土
宗

「
浄
土
宗
大
本
山
増
上
寺
と徳川

将
軍
家
」

　

浄
土
宗
の
七
大
本
山
の
ひ
と
つ
で
あ
る
、
増
上
寺
は
正
し
く
は

三さ
ん

縁え
ん

山ざ
ん

広こ
う

度ど

院い
ん

増ぞ
う

上じ
ょ
う

寺じ

と
い
い
ま
す
。

　

増
上
寺
は
、
明
徳
四
年
（
１
３
９
３
年
）、
武
蔵
国
豊
島
郷
貝
塚
、

（
現
在
の
千
代
田
区
平
河
町
か
ら
麹
町
に
か
け
て
の
土
地
）
に
浄

土
宗
第
八
祖
酉ゆ
う

誉よ

聖し
ょ
う

聰そ
う

上
人
に
よ
っ
て
、
開
か
れ
ま
し
た
。

　

安
土
桃
山
時
代
、
徳
川
家
康
公
が
関
東
の
土
地
を
治
め
る
よ
う

に
な
っ
て
ま
も
な
く
、

徳
川
家
の
菩
提
寺
と

し
て
増
上
寺
が
選
ば

れ
、
江
戸
時
代
に
は

全
国
の
浄
土
宗
の
宗

務
を
統
轄
す
る
総
録

所
が
置
か
れ
る
な
ど
、

京
都
の
浄
土
祖
山
・

知
恩
院
に
並
ぶ
位
置

を
占
め
、
そ
の
隆
盛

を
極
め
ま
し
た
。
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お
つ
と
め
の
基
本
は
合が
っ

掌し
ょ
う

礼ら
い

拝は
い

で
す
。お
経

や
念
仏
を
と
な
え
る
と
き
、
始
め
と
終
わ
り
に

は
合
掌
礼
拝
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

浄
土
宗
の
合
掌
は
「
堅け
ん

実じ
つ

心し
ん

合が
っ

掌し
ょ
う」
と
い
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
現
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
あ
い
だ
を
閉
じ
ま
す
、

親
指
と
人
差
し
指
の
あ
い
だ
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
姿
で
す
。

　

浄
土
宗
の
礼
拝
は
、
上じ
ょ
う
ぼ
ん品・
中ち
ゅ
う
ぼ
ん品・
下げ

品ぼ
ん

の

三
通
り
が
あ
り
ま
す
。

　

上
品
は
正
座
し
て
合
掌
し
た
姿
勢
か
ら
立
ち

上
が
り
、
再
び
正
座
し
、
額
が
床
に
つ
く
ま
で

深
く
お
辞
儀
を
し
、
両
手
は
手
の
ひ
ら
を
上
に

し
て
、
耳
の
横
に
置
き
ま
す
。

浄
土
宗
／
実
践
教
室

　

中
品
は
上
品
を
簡
略
化
し
た
も
の
で
、
正
座

し
て
合
掌
し
た
姿
勢
か
ら
、
一
度
、
軽
く
背
を

反
ら
す
よ
う
に
し
、
そ
れ
か
ら
腰
が
90
度
折
れ

る
よ
う
に
お
辞
儀
し
ま
す
。
手
は
上
品
と
同
様

に
、
耳
の
横
に
置
き
、
手
の
ひ
ら
を
上
に
向
け

ま
す
。

　

下
品
は
合
掌
し
な
が
ら
お
辞
儀
を
す
る
も
の

で
、
浅
く
屈
す
る
浅せ
ん

揖ゆ
う

（
約
15
度
）
と
、
深
く

屈
す
る
深じ
ん

揖ゆ
う

（
約
45
度
）
と
が
あ
り
ま
す
。

　

私
た
ち
が
普
段
、
家

庭
で
お
こ
な
う
日
常
の

お
つ
と
め
で
は
、
こ
の

下
品
の
礼
を
し
ま
す
。

浄
土
宗
の
合
掌
礼
拝

暮らしの中の

仏教語「歓喜」【かんき】
　年の暮れになると、ベートーベンの「歓喜の歌」（交響曲第９番）
がどこからか聞こえてきますね。歓喜とは、非常に喜ぶこと、心か
らの喜びという意味ですが、仏教では「カンギ」と読み宗教的な満
足を、全身心をあげて喜ぶことを意味します。仏典には、仏の教え
や仏の名号を聞いて、歓喜踊躍することが、よく説かれています。
　法然上人の弟子で浄土真宗の開祖親鸞聖人は『一念多念証文』の
中で「観は身をよろこばせ、喜は心をよろこばせることで、往生が
確かに得られると信知して、結果を得る前から、あらかじめ喜ぶ心」
と説かれています。
　新年も歓喜あふれる毎日が送れますように。

■下
げ

品
ぼん

の礼拝の仕方

深
じん

揖
ゆう

浅
せん

揖
ゆう

■中
ちゅうぼん

品の礼拝の仕方
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第2回 お月見コンサート開催報告
　去る、10月14日、西願寺本堂にて第２回お月見コン
サートが開催されました。今回のコンサートは東日本
大震災復興チャリティーを兼ね参
加費の一部が寄付されました。お
寺で聞くフルートの音色や美しい
歌に参加された方々も心温まる秋
の夜を過ごされました。

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24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。

日時　平成24年2月3日(金）
10：00　受付　　　
10：30　節分会法要
11：30　豆まき　　

冥加料　10,000円（祈祷料、会食代）

※�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。

■参加申し込み・お問合せ
西願寺TEL.048-925-1723

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24年1月7日(土)

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.042-925-1789

七草粥
「セリ・ナズナ・ゴギョウ・ハコベラ・
ホトケノザ・スズナ・スズシロ、春の七草」
春の七草をお粥にして1月7日に食べる風
習は、江戸時代に広まったそうです。七草
は、早春にいち早く芽
吹くことから邪気を祓
うといわれていまし
た。そこで、無病息災
を祈って七草粥を食べ
たのだとか…。
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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
四
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23年逝去
3回忌	 平成22年逝去
7回忌	 平成18年逝去
13回忌	平成12年逝去
17回忌	平成8年逝去
23回忌	平成2年逝去
27回忌	昭和61年逝去
33回忌	昭和55年逝去
37回忌	昭和51年逝去
50回忌	昭和38年逝去
100回忌	大正2年逝去

平成24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㈮
◎8月13日㈪
◎8月18日㈯
◎9月19日㈬ 
　　〜25日㈫
◎10月12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24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）
旧盆会（地元棚経）
大施餓鬼会
秋の彼岸会 

第３回十三夜お月見コンサート（予定）
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23年12月28日（水）〜
平成24年１月４日（水）

　年末年始の休業期間は花、線香の販売
および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
◆

　

兎
年
だ
っ
た
平
成
二
十
三
年
は
、
本
当
の
兎
の
よ
う
に
ぴ
ょ
ん

ぴ
ょ
ん
と
駆
け
足
で
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
感
じ
る
の
は
私
だ

け
で
し
ょ
う
か
？　

そ
ん
な
中
で
も
、
忘
れ
ら
れ
な
い
大
き
な
出

来
事
は
三
月
に
起
こ
っ
た
東
日
本
大
震
災
で
し
た
。
今
も
ま
だ
復

興
の
途
中
で
は
あ
り
ま
す
が
、
被
災
地
の
皆
さ
ま
、
ま
た
、
そ
れ

を
支
え
る
他
県
の
私
た
ち
も
共
に
力
強
く
明
る
い
年
と
な
る
よ
う

願
い
を
こ
め
て
新
年
を
迎
え
た
い
で
す
ね
。

　

さ
て
、
今
回
の
「
さ
ん
が
」
新
年
号
で
は
、「
七
草
粥
の
会
」「
節

分
法
要
」
な
ど
な
ど
、
お
知
ら
せ
す
る
こ
と
が
沢
山
あ
り
ペ
ー
ジ

が
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ご
住
職
の
テ
ー
マ
「
お

寺
を
集
い
の
場
に
」
の
言
葉
の
と
お
り
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
が
企
画

実
行
さ
れ
、
西
願
寺
は
益
々
活
気
の
あ
る
お
寺
へ
と
進
化
し
て
い

っ
て
い
ま
す
。
実
は
、
私
も
十
月
の
お
月
見
コ
ン
サ
ー
ト
に
参
加

さ
せ
て
頂
き
と
っ
て
も
楽
し
い
ひ
と
時
を
体
験
し
ま
し
た
。次
は
、

豆
ま
き
！
…
か
な
。

　

平
成
二
十
四
年
よ
り
、「
さ
ん
が
」
は　

今
ま
で
の
新
年
号
、

お
盆
号
に
加
え
、
春
秋
の
お
彼
岸
号
の
年
4
回
発
行
予
定
で
す
。

皆
さ
ま
に
楽
し
ん
で
頂
け
る
紙
面
作
り
に
更
に
頑
張
り
た
い
と
思

い
ま
す
。
新
年
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

発
行
者
／

遊
馬
山
一
行
院
　
西
願
寺

〒
三
四
〇
ー
〇
〇
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玉
県
草
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馬
町
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〇
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地
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〇
四
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ー
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二
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Ｆ
Ａ
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〇
四
八
ー
九
二
五
ー
一
七
八
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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


