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今
年
の
冬
は
異
常
な
暖
か
さ
で
す
。

今
ま
で
、
真
夏
に
し
か
採
れ
な
か
っ
た
魚

を
釣
り
上
げ
た
と
聞
き
ま
し
た
。

地
球
温
暖
化
を
食
い
止
め
る
に
は
、
世
界

中
の
一
人
一
人
が
、
自
分
に
で
き
る
こ
と
を

、
す
ぐ
に
始
め
な
け
れ
ば
手
遅
れ
に
な
り
ま

す
。

「
災
い
を
引
き
起
こ
す
の
は
、（
知
ら
な
い

こ
と
）
で
は
な
い
。（
知
ら
な
い
の
に
知
っ
て

い
る
と
思
い
込
ん
で
い
る
こ
と
）
で
あ
る
。」

と
マ
ー
ク
・
ト
ウ
ェ
イ
ン
は
言
っ
て
い
ま

す
。木

を
植
え
た
り
、
電
気
や
石
油
の
消
費
を

抑
え
た
り
、
水
道
の
蛇
口
を
こ
ま
目
に
し
め

た
り
、
具
体
的
に
何
か
行
動
す
る
こ
と
で
す
。

人間のあさはかな知識が生命界のバランスとリズムを狂わせているのでは？



2

ただ、ひたすら南無阿弥陀佛ととなえる　　　　　　こうりん　　　　　　　　　　　　　　平成 19 年 3 月 1 日

お願い

 墓地へご参詣のみなさまへ　枯れたお花などは墓地奥の焼却炉へ

                                                塵かごがあります。

 納骨堂へご参詣の皆様へ　　お供えはお持ち帰り下さい。

彼岸法要のご案内
　檀信徒各位

聖　名、日 1日と暖かな陽射しの今日この頃となりました。
皆々様にはご健勝の事とお慶び申し上げます。
平成 19年に入りまして、早や 3月の声をきき、恒例の春のお彼岸を迎える時
期となりました。
就きましては下記のように春季彼岸法要を厳修いたしますので、ご多忙の処と
は存じますが、お繰り合わせご参詣下さいますようご案内申し上げます。合掌

平成 19年 3月

　　　　　　　　　　　　無量寺住職　堤　俊翁　拝

　※日　時　　3月 21日（水）（春分の日）
　　　　　　　
　　　　　　　午後 1時よりご回向、午後 2時 30分より法話とコンサート

　※法話とコンサート　布教師　住職　　堤　俊翁
　　　　　　 
　　　　　　法話の中で、美しい日本の歌を共に歌うコンサートをします。
　　　　　　 皆さんよくご存知の歌です。一緒に歌いましょう。　　　　
　　　　　　 唱歌メドレー「ふるさとの四季」、花、千の風になって　ほか

　※ご回向料　1霊につき 　　金 1,000 円　以上

    ※お供米またはお供え米料　　　　　　　　
　　　　　　（随意御志納下さい。）ご本尊様のお供え、お花代等にさせて頂きます。

※　駐車場として荘島幼稚園の園庭を解放します。( 午前 9時より法要終了まで )
　　出入りがしやすいように奥の方からつめて、駐車して下さい。
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ご
存
じ
で
す
か
？

お
彼
岸
の
由
来

「
暑
さ
寒
さ
も
彼
岸
ま
で
」
と

い
う
こ
と
わ
ざ
が
あ
る
よ
う
に

、
厳
し
か
っ
た
冬
の
寒
さ
に
別

れ
を
告
げ
、
暖
か
さ
が
感
じ
ら

れ
る
は
る
彼
岸
の
時
節
と
な
り

ま
し
た
。
各
寺
院
で
は
法
要
を

営
み
、
人
々
は
先
祖
の
墓
に
詣

で
、
家
庭
で
は
、
ぼ
た
も
ち
な

ど
を
作
っ
て
仏
壇
に
供
え
、
先

祖
の
供
養
を
行
い
ま
す
。

「
彼
岸
」
と
は
、
こ
と
ら
側
の

岸
（
現
在
私
た
ち
が
生
き
て
い

る
世
界
）
に
対
す
る
、
向
こ
う

側
の
岸
、
つ
ま
り
極
楽
浄
土
を

意
味
し
ま
す
。

行
事
と
し
て
の
「
お
彼
岸
」

は
い
う
ま
で
も
な
く
春
分
と
秋

分
の
中
日
を
は
さ
ん
だ
前
後
三

日
間
の
計
一
週
間
行
わ
れ
ま
す

。
法
然
上
人
が
浄
土
宗
を
開
く

上
で
師
と
仰
い
だ
中
国
の
善
導

大
師
が
「
中
日
に
は
太
陽
が
真

西
に
沈
む
の
で
、
日
没
の
彼
方

に
あ
る
極
楽
浄
土
を
想
い
、
敬

慕
の
心
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
」

と
説
い
て
い
る
よ
う
に
、
太
陽

の
沈
む
方
角
に
向
っ
て
、
極
楽

浄
土
に
想
い
を
い
た
し
、
今
の

自
分
を
育
ん
で
く
だ

さ
っ
た
先
祖
に
感
謝

し
、
極
楽
浄
土
に
往

生
し
た
い
と
決
意
を

新
た
に
す
る
の
が
「

お
彼
岸
」
な
の
で
す

。
実
は
あ
ま
り
知
ら

れ
て
い
ま
せ
ん
が
、

こ
の
行
事
は
イ
ン
ド

や
中
国
で
も
行
わ
れ

て
い
な
い
、
日
本
独

自
の
も
の
で
す
。
そ
の
起
源
は

古
く
、『
日
本
後
紀
』
や
『
源

氏
物
語
』
な
ど
を
読
む
と
千
年

以
上
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
、
こ

の
一
週
間
は
、
中
日
の
前
後
三

日
間
に
布
施
・
持
戒
・
忍
辱
・

精
進
・
禅
定
・
智
慧
と
い
う
六

波
羅
蜜
の
行
を
修
め
、
日
常
の

生
活
を
反
省
し
、
仏
道
と
信
仰

の
実
践
週
間
と
し
て
も
意
味
づ

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律

に
、
春
分
の
日
は
「
自
然
を
た

た
え
、
生
物
を
い
つ
く
し
む
」、

秋
分
の
日
は
「
祖
先
を
う
や
ま

い
、
亡
く
な
っ
た
人
々
を
し
の

ぶ
」
と
う
た
わ
れ
て
い
ま
す
。

最
近
の
私
た
ち
は
、
何
に
対
し

て
も
感
謝
す
る
気
持
ち
が
薄
ら

い
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

ぜ
ひ
、
お
彼
岸
に
は
、
家
族
そ

ろ
っ
て
先
立
た
れ
た
ご
先
祖
を

偲
び
、
感
謝
の
気
持
ち
を
さ
さ

げ
ま
し
ょ
う
。

六
波
羅
蜜

(

ろ
く
は
ら
み
つ)

  

六
つ
の
正
し
い
行
い

一  

布
施(

ふ
せ)   

「
ほ
ど
こ
し
」
で
す
。
思
い
や
り
の

あ
る
暖
か
い
心
で
、
人
の
た
め
、
社

会
の
た
め
に
尽
く
し
て
、
決
し
て
そ

の
報
い
を
求
め
な
い
行
為
と
考
え
実

践
し
た
い
も
の
で
す
。(

め
ぐ
み)

二

持
戒(

じ
か
い)  

戒
律
を
守
る
こ
と
で
す
。
家
庭
で

も
社
会
で
も
私
た
ち
が
生
活
す
る
以

上
、
そ
こ
に
は
規
則
、
ル
ー
ル
が
あ

り
ま
す
。
定
め
ら
れ
た
ル
ー
ル
を
守

る
こ
と
に
よ
り
、
自
ら
を
磨
き
、
伸

ば
し
て
よ
り
人
間
ら
し
く
生
き
て
い

く
こ
と
で
す
。　
　

(

い
ま
し
め)

三

忍
辱(

に
ん
に
く) 

耐
え
る
、
忍
耐
で
す
。
人
生
と
は

四
苦
八
苦
で
、
苦
難
は
つ
き
も
の
。

苦
難
に
耐
え
、
乗
り
越
え
て
人
生
を

歩
み
ま
し
ょ
う
。
無
用
の
立
腹
で
自

分
を
見
失
う
こ
と
な
く
、
沈
着
冷
静

に
対
処
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　
　

(

し
の
び)

四

精
進(

し
ょ
う
じ
ん)

努
力
し
保
持
す
る
こ
と
で
す
。

成
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
精
一
杯
の

力
を
尽
く
し
、
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
を
続

け
ま
し
よ
う
。　

(

は
げ
み)

五

禅
定(

ぜ
ん
じ
ょ
う)

心
を
鎮
め
整
え
る
こ
と
で
す
。
喧

騒
の
日
々
の
中
で
、
時
に
は
心
を
鎮

め
整
え
る
時
間
を
持
ち
た
い
も
の
で

す
。
落
ち
つ
い
た
静
か
な
心
は
沈
着

冷
静
な
行
動
を
導
く
も
の
で
す
。　

　
　
　
　
　
　
　

(

し
ず
け
さ)

六

智
慧(

ち
え)   

深
い
洞
察
力
、
物
事
を
正
し
く
見

る
力
の
こ
と
で
す
。
前
述
の
五
つ
の

徳
目
の
実
収
の
結
果
得
ら
れ
る
も
の

と
い
え
ま
し
ょ
う
。(

さ
と
り)
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説
相
箱

お
祝
い
の
こ
と
ば      

総
本
山
知
恩
院
門
跡      

お
て
つ
ぎ
運
動
本
部
総
裁      

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
村　

康
隆　

台
下

菩
薩
地
の
潅
頂
酒
水
を

成
入
式
と
い
う
と
世
間
で
は
二
十
歳
の
大
人
に
な
っ
た
お
祝

い
と
し
て
い
ま
す
が
、
仏
教
で
は
文
字
通
り
「
人
と
成
る
」
の

を
祝
福
す
る
儀
式
だ
と
し
て
い
る
の
で
す｡

そ
れ
は
恰
か
も
人

と
い
う
字
が
ヘ
ツ(

丿)

ホ
ツ(

乀)

の
助
け
合
い
で
あ
る
よ

う
に
人
々
と
助
け
合
う
、
共
生
き
人
と
成
る
の
を
祝
う
式
な
の

で
す｡

そ
れ
で
菩
薩
地
の
祝
福
の
儀
式
で
あ
る
三
度
潅
頂
洒
水

を
受
け
る
三
帰
三
竟
の
潅
頂
洒
水
を
受
け
る
こ
と
が
大
切
だ
と

し
て
い
る
の
で
す
。

明
る
く
正
し
く
仲
良
く
生
き
よ
と
い
う
諭
し
で
す
。

そ
れ
で
こ
こ
で
も
そ
の
儀
式
を
行
い
ま
す
か
ら
皆
様
正
座
合

掌
さ
れ
て
、
私
が
誓
わ
れ
よ
と
申
し
ま
し
た
ら
ハ
イ
ハ
イ
と
仏

様
に
お
誓
い
下
さ
い｡  

聖
穂
太
子
十
七
条
の
憲
法
に
日
く
、｢

篤
く
三
宝
を
敬
え｡

三
宝
と
は
仏
と
法
と
僧
と
是
な
り｡

即
ち
生
き
と
し
生
け
る

者
の
遂
の
依
所
、
万
の
国
の
尊
ぶ
べ
き
極
み
な
り｡

何
れ
の

人
か
こ
の
法
を
敬
ば
ざ
る
、
大
衆
諸
共
に
三
宝
に
帰
依
し
奉
る

べ
し｡

イ
エ
ス
が
誕
生
し
た
時
、
東
方
の
博
士
か
ら
神
の
子
の
誕
生

と
祝
福
さ
れ
た
の
も
こ
の
菩
薩
地
の
潅
頂
酒
水
だ
っ
た
の
で
す

｡

皆
様
も
ど
う
ぞ
お
受
け
下
さ
い｡                       

合　
　

掌

成
人
祝
賀
式

平
成
十
九
年
一
月
十
四
日

京
都
知
恩
院
で
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。

死
ん
で
も
無
く
な
ら
な
い

チ
ベ
ッ
ト
死
者
の
書
を
か
い
つ
ま
ん
で

見
て
き
ま
し
た
。
こ
の
経
典
は
二
千
五
百

年
ほ
ど
前
に
書
か
れ
た
も
の
で
す
。
死
の

直
前
か
ら
四
十
九
日
に
わ
た
り
読
ま
れ
続

け
ま
す
が
、
絶
対
者
に
よ
る
救
済
の
書
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
死
者
の
意
識
に
向
か
っ

て
、
何
度
も
く
り
か
え
し
て
丁
寧
に
授
け

ら
れ
ま
す
が
、
最
後
に
覚
る
の
は
死
者
本

人
の
力
な
の
で
す
。
長
い
経
典
の
最
後
は

死
者
へ
の
励
ま
し
の
こ
と
ば
で
終
わ
っ
て

い
ま
す
。

現
代
社
会
は
死
を
忘
れ
た
社
会
、
封
印

し
た
世
界
だ
と
前
に
書
き
ま
し
た
。
そ
れ

ゆ
え
に
迷
い
、
苦
し
み
、
本
当
の
幸
せ
と

は
な
に
か
を
求
め
て
ゆ
く
と
き
に
、
佛
教

の
叡
智
「
心
の
連
続
性
を
、生
の
連
続
性
」

が
今
こ
そ
必
要
で
す
。

今
日
、
多
く
の
日
本
人
が
病
院
で
、
亡

く
な
っ
て
行
き
ま
す
。
と
て
も
希
望
の
な

い
惨
め
な
状
態
で
す
。
佛
教
に
は
死
を
平

和
に
受
け
入
れ
る
思
想
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

「
根
本
的
に
い
か
な
る
問
題
が
あ
っ
て
も

大
切
な
の
は
、
問
題
に
対
す
る
あ
な
た
の
心

構
え
で
す
。
た
と
え
ば
あ
な
た
が
大
き
な
問

題
に
直
面
し
て
い
る
と
し
ま
し
ょ
う
。
あ
な

た
が
正
し
い
心
構
え
を
も
っ
て
問
題
に
向
か

え
ば
、
問
題
そ
の
も
の
は
変
わ
ら
な
く
て
も
、

心
構
え
ゆ
え
に
問
題
の
大
き
さ
が
減
じ
て
見

え
る
の
で
す
。

悲
劇
的
な
出
来
事
が
起
き
た
と
し
ま
し
ょ

う
」。
そ
の
際
、
た
だ
一
つ
の
角
度
か
ら
し

か
見
な
か
っ
た
り
、
そ
の
問
題
に
し
か
目
が

ゆ
か
な
く
な
る
と
、
か
え
っ
て
自
分
の
手
に

負
え
な
い
問
題
の
よ
う
に
思
え
出
し
、
堪

え
難
い
苦
し
み
を
味
わ
う
は
め
に
な
り
ま

す
。
逆
に
同
じ
問
題
を
別
の
角
度
か
ら
眺
め
、

も
っ
と
大
き
な
問
題
と
比
べ
て
み
れ
ば
、
問

題
の
大
き
さ
が
大
幅
に
減
じ
た
よ
う
に
思
え

て
く
る
も
の
で
す
。
同
じ
悲
劇
に
直
面
し
て

い
て
も
、
あ
な
た
の
心
構
え
が
広
く
な
っ
た

の
で
す
。

死
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
ま
す
。

死
へ
の
心
構
え
を
人
生
の
一
部
に
組
み
込
ま

な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
生
老
病
死
す
べ
て

が
、
私
た
ち
の
人
生
の
一
部
な
の
で
す
。
ま
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　　　　　　　　　　　　作り方 

1　　　鍋に半量の味噌汁を入れ、沸き立ったらごはんを

　　　　入れて炊き、ざるにとって汁切りする。

2  豆腐は小さくサイの目に切って水にはなし、その

　　　　後ざるにあげて水を切る。

3  (1) を残り半量の味噌汁でもう一度強火で炊く。

4  煮えばなに豆腐をのせ、薬味をちらす。

材料（4 人分）

豆　腐、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、1丁

ごはん、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、2膳分

味噌汁、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 400cc

薬　味 ( 小ねぎ、おろししょうが )　適量

｛浄土宗かるな｝より

【豆腐味噌粥】

 作ってみよう！

精 進 料 理

た
来
世
を
ど
う
考
え
る
か
に
も
多
く
よ
っ
て

い
ま
す
。
も
し
生
の
連
続
性
を
受
け
入
れ
た

な
ら
ば
、
死
は
一
つ
の
出
来
事
に
す
ぎ
ず
、

服
を
着
替
え
る
の
と
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。

あ
な
た
は
着
て
い
た
服
が
古
び
、
す
り
き
れ

る
と
、
そ
れ
を
捨
て
て
新
た
な
服
を
ま
と
う

で
し
ょ
う
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
こ
の
古
い

肉
体
が
も
は
や
正
し
く
機
能
し
な
く
な
っ
た

ら
、
新
た
な
肉
体
に
着
替
え
る
の
で
す
。

　
　

　
　

参
考
文
献　

チ
ベ
ッ
ト
死
者
の
書　

　
　
　
　

著
者　

河
邑　

厚
徳　

林　

由
香

　
　
　
　
　
　
　
　

日
本
放
送
出
版
協
会
刊

宗
教
と
は

「
い
の
ち
の
根
源
」
に
立
ち
帰
り
、
法
則
に
準
ず
る
を
旨
と
す
べ

き
も
の
で
あ
る
。

目
に
見
え
ず
、
か
た
ち
（
象
）
の
な
い
こ
と
を
旨
と
す
べ
き
も

の
で
あ
る
。

　

自
ら
の
道
を
踏
み
外
す
心
が
不
運
、
不
幸
の
始
ま
り
と
な
る
。

私
た
ち
は
、
死
ん
で
も
無
く
な
ら
な
い
、　

死
に
き
れ
な
い
何
か
が

　

続
い
て
行
く

こ
の
世
で
大
切
な
こ
と　

い
の
ち
、
思
い
や
り
、
信
仰
、
安
ら
ぎ

の
ち
の
世
も　

こ
の
世
も
と
も
に　

な
む
あ
み
だ　

ほ
と
け
ま
か
せ
の　

み
こ
そ
や
す
け
れ

虚空蔵菩薩

虚空蔵菩薩 ( こくうぞうぼさつ）　Akasagarbha　

大集経（だいじつきょう）虚空蔵品や虚空蔵菩薩

経などに説かれる”虚空のごとく無量の智慧や功

徳を蔵する菩薩。　虚空は何ものにも打ち破られ

ないから無能勝であり、蔵はすべての人々に利益

（りやく）安楽を与える宝を収めているという意

味である。　　　　　　　岩波仏教辞典より
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だるまさん
年間 ５回の法要（御忌、彼岸、施餓鬼、十夜）の法話、
念佛講、１４日会等に参加された方に渡しています。
１００だるま以上集められた方には無条件で、お戒名
に院号をお贈りします。お札に名前を書いて保管して
おいて下さい。

使用済みのカードはありませんか？

使用済みのプリペイドカード ( テレ

フォンカード、ハイウエイカードなど )

がありましたら、お寺へ御持参下さい。

独立行政法人国際協力機構（JICA) を通

じて、世界中の子供達の医薬品や医療

器具などを購入するための資金を得る

活動に役立てていただきます。

世界中のカード収集家に販売してその

収益が当てられます。写真や絵など図

柄が美しいものが、喜ばれます。

法を聴く（精進）

喜捨をする（布施）


