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仏教とお寺をやさしく解説

Saiganji Sainomiyako Memorial Park News

「
思
い
遣
り
の
心
を
持
つ
と
い
う
事
」／
丹
羽
義
昭
住
職
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

シ
リ
ー
ズ
浄
土
宗
／
極
楽
浄
土
と
は
ど
ん
な
と
こ
ろ
？

実
践
教
室
／
精
霊
棚
を
つ
く
る

仏
事
相
談
／
仏
壇
の
中
の
位
牌
を
置
く
位
置
は
？
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問
　
近
頃
、
マ
ナ
ー
や
ル
ー
ル
に
つ
い
て
の
記
事
や
広
告
を
多
く
見
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
が
、
中
に
は
当
り
前
と
感
じ
る
も
の
も
あ
り
ま
す
ね
。

住
職　

そ
う
で
す
ね
。
た
だ
、
当
り
前
の
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
き
て

い
る
と
言
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

問　

マ
ナ
ー
と
い
う
と
日
本
語
で
は
、
礼
儀
作
法
や
行
儀
と
い
う
言
葉
に

あ
て
は
ま
り
ま
す
。
私
も
子
ど
も
の
頃
は
「
お
行
儀
よ
く
し
な
さ
い
」
と

躾
に
厳
し
か
っ
た
母
に
よ
く
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
行
儀
や
躾
も
仏

教
に
由
来
す
る
言
葉
と
い
う
こ
と
で
す
が
…
。

住
職　

は
い
。
行
儀
は
、
仏
事
の
方
式
あ
る
い
は
僧
侶
の
行
為
や
動
作
の

作
法
を
表
す
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
て
き
ま
し
た
。「
お
行
儀
よ
く
」
は
も

っ
と
ず
っ
と
後
に
な
っ
て
「
よ
く
行
儀
を
守
っ
て
い
る
、
乱
れ
が
な
く
き

ち
ん
と
そ
ろ
っ
て
い
る
」と
い
う
意
味
で
使
う
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。

問　

行
儀
の
よ
さ
と
い
う
の
は
、
育
つ
環
境
の
中
で
培
わ
れ
て
い
く
も
の

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
家
庭
で
の
躾
に
よ
る
も
の
も
大
き
い
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
？

住
職　

そ
う
で
す
ね
。
先
日
、
法
事
の
席
で
、「
最
近
は
、
子
ど
も
た
ち

が
育
っ
て
い
く
環
境
の
中
で
、
親
戚
や
近
所
の
人
な
ど
多
く
の
大
人
と
関

わ
る
機
会
が
な
い
ま
ま
大
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
、
敬
う
心
も

育
た
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
話
し
が
出
て
い
ま
し
た
。
子
ど
も

は
、
ま
わ
り
の
大
人
た
ち
の
行
動
を
見
て
ま
ね
て
、
時
に
は
叱
ら
れ
な
が

ら
学
ん
で
い
く
も
の
で
す
。「
あ
り
が
と
う
」
と
感
謝
す
る
気
持
ち
や
、

神
仏
や
目
上
の
者
を
敬
う
こ
と
な
ど
ね
。
行
儀
…
マ
ナ
ー
は
、
敬
う
心
や

思
い
や
り
の
心
で
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
を
教
わ
る
機
会
が
様
々
な
行

事
の
中
で
の
大
人
と
の
関
わ
り
だ
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
我
々
も
尊

思
い
遣
り
の
心
を
持
つ
と
い
う
事

　
最
近
、
駅
な
ど
で
よ
く
見
か
け
る
広
告
に
は
、
マ
ナ

ー
を
う
た
っ
た
も
の
も
多
く
見
か
け
ま
す
。
日
常
の
マ

ナ
ー
の
意
義
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
？

ご
住
職
に
話
し
を
伺
い
ま
し
た
。
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敬
さ
れ
る
よ
う
な
大
人
で
あ
る
こ
と
が
大

切
で
す
け
れ
ど
も
ね
（
笑
）。

問　

そ
の
こ
と
に
も
つ
な
が
る
と
思
う
の

で
す
が
、
先
ほ
ど
、
こ
ち
ら
に
伺
う
際
に
、

遅
れ
て
登
園
さ
れ
た
あ
ず
ま
幼
稚
園
の
園

児
さ
ん
と
お
母
さ
ん
が
い
ら
し
て
、
本
堂

の
前
で
、
お
母
さ
ん
が
お
子
さ
ん
に
向
か

っ
て
「
ち
ゃ
ん
と
ご
挨
拶
す
る
の
よ
」
と

親
子
で
手
を
合
わ
せ
て
い
る
姿
を
お
見
か

け
し
ま
し
た
。
こ
ち
ら
で
は
皆
さ
ん
そ
う

さ
れ
る
の
で
す
か
？

住
職　

は
い
。
最
近
、
特
に
徹
底
す
る
よ

う
に
し
て
い
る
の
で
す
。

問　

そ
の
親
子
の
様
子
を
見
て
、
育
っ
て

い
く
環
境
の
中
で
、
敬
意
を
表
す
こ
と
や

感
謝
す
る
心
を
身
に
つ
け
る
と
は
こ
う
い

う
事
な
の
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。

住
職　

一
昔
前
は
、
食
事
の
仕
方
ひ
と
つ

に
し
て
も
、
箸
の
動
か
し
方
な
ど
親
や
ま

わ
り
の
大
人
た
ち
か
ら
注
意
を
受
け
た
り

も
し
て
い
ま
し
た
。
ド
ア
を
開
け
た
ら
閉

め
る
、
脱
い
だ
履
物
を
そ
ろ
え
る
こ
と
だ

っ
て
ね
。
ち
ゃ
ん
と
で
き
て
当
た
り
前
な

の
で
す
が
、
今
は
そ
れ
す
ら
で
き
な
い
人

も
い
る
よ
う
で
す
。
大
人
で
あ
っ
て
も
マ

ナ
ー
の
守
れ
な
い
人
は
、家
庭
や
社
会
で
、

そ
れ
を
学
ぶ
機
会
が
少
な
か
っ
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
ね
。

問　

マ
ナ
ー
に
つ
い
て
は
、
子
ど
も
や
若

い
方
た
ち
だ
け
で
な
く
、
私
た
ち
大
人
も

気
を
つ
け
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
ね
。
知

ら
ず
知
ら
ず
に
行
な
っ
て
い
る
こ
と
が
実

は
、
人
に
不
快
な
思
い
を
さ
せ
て
い
る
場

合
も
あ
り
ま
す
し
。

住
職　

礼
儀
作
法
と
い
う
と
堅
苦
し
く
感

じ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、本
来
、

マ
ナ
ー
と
は
思
い
や
り
、
ま
ご
こ
ろ
の
表

現
が
形
に
な
っ
た
も
の
で
す
。
心
が
形
に

現
れ
、
形
が
心
を
守
っ
て
い
く
も
の
な
の

だ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
行
儀
の
よ
い
様

を
目
に
す
る
と
見
る
人
の
心
を
清
々
し
く

さ
せ
る
も
の
で
す
。

問　

自
分
も
ま
わ
り
の
人
も
快
適
で
い
ら

れ
る
よ
う
に
心
が
け
る
こ
と
が
礼
儀
作

法
、
マ
ナ
ー
そ
し
て
、
お
も
い
や
り
の
心

に
つ
な
が
る
の
で
す
ね
。
本
日
は
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

暮らしの中の

仏教語「しつけ」【躾】
　「身」に「美」と書いて『躾（しつけ）』という漢字になります。
この漢字は、しつけの対象を礼儀作法に限定する武家礼式の用語と
して生まれた国字（日本人が作った和製漢字）なのだとか…。見て
いると何だか背筋をしゃんと伸ばしたくなる漢字ですね。さて、こ
の「しつけ」という言葉、もともとは仏教語で「習慣性」を意味す
る「しっけ（習気）」が一般に広まっていく過程で“しつけ”に変
化していきました。裁縫では、縫い目を正しく整えるためにしつけ
縫いを行いますし、田畑に作物を植える際に、曲がらないようにす
る植え付けも“しつけ”と言うそうです。
　人もきちんと躾られていてこそ、後に美しい所作ができるように
なるのかもしれませんね。
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浄
土
と
天
国

　

仏
式
の
お
葬
式
の
場
で
あ
っ
て
も
「
天
国
で
安
ら
か
に
お
眠
り
く
だ

さ
い
」
こ
ん
な
言
葉
を
耳
に
し
ま
す
。「
浄
土
」
と
「
天
国
」
は
同
じ

も
の
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
仏
教
で
は
、「
天
」
と
言
え
ば
天
上
界
、
ま
た
、
神
々
の

こ
と
で
す
。
帝
釈
天
や
毘
沙
門
天
も
元
は
イ
ン
ド
の
神
様
で
、
後
に
仏

様
の
教
え
を
守
る
守
護
神
と
な
っ
た
も
の
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
天
国
と
い
う
と
仏
教
の
立
場
で
は
、
そ
の
よ
う
な
神
々

の
住
む
世
界
と
い
う
意
味
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

仏
教
で
は
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
は
全
て
自
ら
の
業
に
よ
り
、
地

獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
修
羅
・
人
間
・
天
上
と
い
う
六
つ
の
迷
い
の
世
界

を
輪
廻
す
る
（
六
道
輪
廻
）
と
説
い
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
「
天
上
」
も

迷
い
の
世
界
の
ひ
と
つ
な
の
で
す
。
阿
弥
陀
さ
ま
は
、
そ
の
迷
い
の
世

界
に
い
る
生
き
と
し
生
け
る
も
の
全
て
を
悟
り
の
世
界
に
救
っ
て
く
だ

さ
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
阿
弥
陀
如
来
の
世
界
こ
そ
が
極
楽
浄
土

な
の
で
す
。

極
楽
浄
土
は
ど
ん
な
と
こ
ろ

　

浄
土
と
は
、仏
さ
ま
の
住
む
清
ら
か
で
穢
れ
の
な
い
世
界
の
こ
と
で
、

「
仏
国
土
」
と
も
い
い
ま
す
。
薬
師
如
来
の
つ
く
る
東
方
浄
瑠
璃
世
界

や
大
日
如
来
の
つ
く
る
密
厳
浄
土
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
仏
さ
ま
が
そ
れ
ぞ

れ
に
浄
土
を
築
き
、
そ
こ
で
説
法
を
し
て
い
る
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
浄
土
宗
の
本
尊
で
あ
る
阿
弥
陀
如
来
が
建
立
し
た
の
が
西
方

十
万
億
土
の
彼
方
に
あ
る
と
さ
れ
る
極
楽
浄
土
で
す
。
西
方
と
は
、
日

の
沈
む
と
こ
ろ
を
表
し
、
私
た
ち
の
人
生
の
終
わ
る
と
こ
ろ
を
示
し
て

い
ま
す
の
で
、西
の
方
角
に
限
定
し
て
い
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

私
た
ち
で
は
考
え
も
及
ば
な
い
彼
方
で
、
そ
こ
は
、
美
し
い
花
々
が
咲

き
誇
り
、
光
り
輝
く
温
か
で
清
ら
か
な
無
量
光
明
（
仏
さ
ま
の
限
り
な

き
光
）
に
満
ち
た
世
界
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

シ
リ
ー
ズ
浄
土
宗

極
楽
浄
土
は
ど
ん
な
と
こ
ろ
？

　
浄
土
宗
で
は
、
ど
の
よ
う
な
人
々
も
、
念
仏
を
称
え
る
な
ら
ば
、

生
命
を
終
え
た
の
ち
生
ま
れ
る
（
行
き
つ
く
）
こ
と
の
で
き
る
永

遠
の
や
す
ら
ぎ
の
世
界
が
極
楽
浄
土
で
あ
る
と
説
い
て
い
ま
す
。

極
楽
浄
土
と
は
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
な
の
で
し
ょ
う
か
？

　
浄
土
宗
の
教
え
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
『
浄
土
三
部
経
』

の
「
無
量
寿
経
」
に
は
阿
弥
陀
如
来
が
悟
り
を
開
く
前
に
た
て
た

四
十
八
の
誓
願
と
極
楽
浄
土
の
由
来
、
ま
た
念
仏
に
よ
る
往
生
の

実
践
方
法
が
か
か
れ
、「
阿
弥
陀
経
」
に
は

極
楽
浄
土
が
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か

が
説
か
れ
て
い
ま
す
。
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お
盆
に
は
、
家
庭
の
仏
壇
・
仏
具
を
清
め
、

仏
壇
の
前
に
精
霊
棚
を
設
け
る
の
が
習
わ
し

と
な
っ
て
い
ま
す
。
近
年
で
は
、
住
宅
事
情

な
ど
様
々
な
理
由
で
昔
な
が
ら
の
精
霊
棚
を

作
る
家
庭
も
減
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
？

　
で
は
、
昔
な
が
ら
の
精
霊
棚
と
は
ど
の
よ

う
な
も
の
で
し
ょ
う
？

　

多
く
の
地
方
で
は
、12
日
か
13
日
の
朝
に
、

ご
先
祖
や
故
人
の
霊
を
迎
え
る
た
め
の
精
霊

棚
を
つ
く
り
ま
す
。

　

地
方
や
地
域
、
習
慣
よ
り
、
作
り
方
に
違

い
は
あ
り
ま
す
が
、
精
霊
棚
は
盆
棚
と
も
言

わ
れ
、
位
牌
を
安
置
し
お
供
え
を
す
る
棚
で

す
。
台
の
上
に
真
菰
（
ま
こ
も
）
を
敷
き
四

隅
に
葉
の
つ
い
た
青
竹
を
立
て
て
、
そ
の
上

部
に
縄
を
張
り
ま
す
。
縄
に
は
、
ほ
お
ず
き
、

昆
布
、
素
麺
な
ど
を
吊
る
し
、
真
菰
の
上
に

は
、中
央
奥
に
先
祖
た
ち
の
位
牌
を
安
置
し
、

仏
具
、
花
、
ナ
ス
の
牛
や
キ
ュ
ウ
リ
の
馬
、

季
節
の
野
菜
や
果
物
、
精
進
料
理
を
供
え
た

仏
膳
な
ど
を
供
え
ま
す
。
ま
た
、
水
の
子
や

閼あ

伽か

水み
ず

も
お
供
え
し
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
精
霊
棚

に
か
ざ
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
。

◆
な
す
の
牛
・
き
ゅ
う
り
の
馬

　

な
す
と
き
ゅ
う
り
に
オ
ガ
ラ
を
刺
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
さ
い
の
目
に
刻
み
、

洗
っ
た
米
を
混
ぜ
て
清
水
を
満
た
し
た
器

（
又
は
蓮
の
葉
）
に
入
れ
ま
す
。

　

お
盆
の
習
わ
し
は
、
地
域
や
宗
派
、
ま
た

時
代
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
違
い
が
あ
り
ま

す
。
何
よ
り
も
お
盆
で
大
切
な
こ
と
は
、
家

族
や
親
族
が
集
ま
り
、
ご
先
祖
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
。

浄
土
宗
／
実
践
教
室

精
霊
棚
を
つ
く
る
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3.11わすれない東日本大震災
追悼チャリティーライブコンサート
　去る３月10日、西願寺本堂では、シンガ
ーソングライターの濱守栄子さんを招い
て、追悼チャリティーライブコンサートが
開催されました。
　当日の参加費の全てを義援金として、濱
守さんを通じて被災地へ届けられました。

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
仏壇の中に先祖の位牌を中心に置
いていたら「間違っている」と言

われてしまいました。位牌の置く位置は
どこにすればよいのでしょうか？

仏壇は、位牌や本尊の単なる置き
場所ではありません。仏さまとそ

の弟子たちを祀るところで、家族の心の
拠り所、家庭の中にあるお寺なのです。
浄土宗の本尊である阿弥陀如来を中心に
その左右に観音・勢至両菩薩、あるいは
善導大師および法然上人を祀り、その下
段に位牌を祀ります。位牌が一つの場合
は向かって右に、二
つのときは、仏壇で
は同じ高さの場合、
向かって右が上座と
なるので、右に古い
ものを、左に新しい
ものを置くようにし
ましょう。

Q

A

■西願寺大施餓鬼会法要のご案内■
　先祖追福のために、また一切の生物の霊
を慰め、あわせて自分自身の福徳延寿を願
う法要であるお施餓鬼は、年に一度の大供
養法要ですので、万障お繰り合わせのうえ、
ご出席ご参詣いただき御仏前にご焼香供養
ください。
日時／平成24年８月18日（土）
　　　13時より余興（落語）
　　　14時より法要
場所／西願寺本堂 当日は、

三遊亭春馬師匠の落語があります。皆さま
お誘い合わせのうえ足をお運びください。



6

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
八
月
発
行
予
定
の
「
お
彼
岸
号
」
で
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お
こなえません。
　皆様にはご不便をおかけいたしま
すが、ご了承ください。
　尚、墓所へのお参りは通常どおり
開門しておりますのでご自由にいら
してください。

　夏が旬である日本独
自の香味野菜“茗荷”。
独特の香りと美しい色
に、バテ気味の夏の日
でも食に爽やかさを味
付けしてくれます。で
も…「茗荷を食べすぎ
ると物忘れがひどくな
る」。そんな話しを聞いたことがありません
か？これはお釈迦さまの弟子にまつわるこん
な逸話からきているようです。
　お釈迦さまの弟子の一人、周利槃特（チュ
ーダ バンダカ）は、弟子の中でもっとも愚
かで頭の悪い人だったと伝えられ、仏弟子と
なって四ヶ月を経ても一偈をも覚えることが
できなかったそうです。そんな話しからか、
彼は自分の名前すらすぐに忘れてしまうので
首から名札を下げていたとも伝えられ、彼の
死後その墓の辺りに繁った植物に村人が、名
前を荷なう（自分の名を覚えられず名札を背
負っていた）という意味の「茗荷」と名付け
たという説があり、この話しから「茗荷を食
べすぎると物忘れがひどくなる」という俗説
が生まれたのだとか…。
　実際に茗荷を多く食べたとしても、もちろ
ん物忘れなどしません。むしろ、茗荷のもつ
香り成分には、食欲増進や発汗作用のほか、
記憶や集中力を高める脳の働きを活性化する
作用もあるそうです。
　ちなみに、茗荷はその音から冥加（知らな
いうちに受ける神仏の加護）に通じることか
ら縁起を担ぎ家紋などにも多く使われていま
す。

「夏が旬の野菜　茗荷の逸話」



◆
編
集
後
記
◆

　

夏
の
風
物
詩
と
言
え
ば
皆
さ
ん
何
を
思
い
浮
か
べ
ま
す
か
？
私

は
、
セ
ミ
の
鳴
き
声
と
風
鈴
。
音
に
関
す
る
も
の
が
多
い
気
が
し

ま
す
。
打
ち
上
げ
花
火
や
遠
く
か
ら
聞
こ
え
る
盆
踊
り
大
会
の
音

な
ん
て
い
う
の
も
そ
う
で
す
ね
。
た
だ
、
最
近
で
は
ど
れ
も
ち
ょ

っ
と
懐
か
し
く
感
じ
る
く
ら
い
に
私
の
生
活
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い

る
よ
う
な
…
。
実
際
に
夏
の
音
が
減
っ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も

私
が
季
節
の
音
に
耳
を
傾
け
る
時
間
が
減
っ
て
い
る
の
か
？　

も

し
、
後
者
だ
と
し
た
ら
情
緒
豊
か
な
毎
日
の
為
に
も
も
っ
と
感
覚

を
磨
か
な
い
と
で
す
よ
ね
。

　

西
願
寺
の
夏
の
風
物
詩
は
、
や
っ
ぱ
り
施
餓
鬼
会
で
し
ょ
う

か
？　

大
き
な
法
要
に
参
列
し
供
養
す
る
の
は
自
分
自
身
の
心
に

も
響
く
も
の
で
す
。
皆
さ
ま
、
是
非
ご
参
拝
く
だ
さ
い
。
三
遊
亭

春
馬
師
匠
の
落
語
で
笑
っ
て
暑
さ
を
吹
き
飛
ば
す
の
も
お
す
す
め

で
す
。

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


