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こうりん 平成 26年 3月 1日第 81号　

　檀信徒各位
春季彼岸法要のご案内

　
　聖　名　長期予報では暖冬といわれながら、今年の冬は厳し
い寒さとなりました。ようやく春らしい陽気となってまいりま
した。　　
さて、例年 3月の「春季彼岸法要」を迎えることになりました。
　ご多忙の折柄、恐縮乍ら、何卒万障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 26年 3月上浣

　　　　　　　　　　　　　　　無量寺　住職　堤　俊翁　拝

記

※期　日　3月 21日（金）春分の日
※時　間　午後 1時より音楽法要、ご回向
　　　       午後 2時より法話と歌唱指導（音楽法要の曲等）　

　  
     ※布教師　住職　堤　俊翁　
　　
　　

　  ※ご回向料　
　　　　普通回向　　　1霊　1,000 円以上　
※お供え料　随意ご志納下さい。

　　　　毎日の本尊阿弥陀様のお供え、お花代等にさせていただきます。
     ※郵便振替等で申し込まれる方も位牌型をお送り下さい。 

      ※お袈裟をお持ちの方は着用の上、法要にご参加下さい。
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彼
岸
会
（
ひ
が
ん
え
）

彼(

か)
の
岸(

き
し)

へ
生
ま
れ
る
こ
と
を

願
う彼

岸
は
、
春
分
と
秋
分
を
中
日
と
し
て
そ
の

前
後
3
日
間
、 

菩
提(
ぼ
だ
い)

の
種
を 

蒔

(

ま)

く
日
と
い
わ
れ
る
計
一
週
間
に
わ
た
る

期
間
を
い
い
ま
す
。

こ
の
習
慣
は
わ
が
国
特
有
の
も
の
と
さ
れ
、

そ
の
起
源
は
古
く
、
一
説
で
は
聖
徳
太
子
の
頃

と
い
わ
れ
ま
す
。

彼
岸
の
中
日
に
は
太
陽
が
真
東
か
ら
出
て
、

真
西
に
沈
む
。
太
陽
の
真
西
に
入
る
様
子
を
見

な
が
ら
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
ま
し
ま
す
西
方
浄
土

に
想
い
を 

馳(

は)

せ
て
、
自
分
自
身
を
反
省

す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
日
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
「
彼
岸
」
と
は
、
も
と
も
と 

生
死
流
転

(

し
ょ
う
じ
る
て
ん)

す
る 

此
岸(

し
が
ん)

 

か
ら 

涅
槃(

ね
は
ん)

の
彼
岸
に
到
る
「 

到(

と
う)

彼
岸
」
の
こ
と
で
、
到
彼
岸
と
は

現
実
の
世
界(

此
の
迷
い
の
岸)

か
ら
、
理
想

の
世
界(

彼
の
さ
と
り
の
岸)

へ
渡
る
こ
と
で
、

古
代
イ
ン
ド
の
原
語
で
パ
ー
ラ
ミ
タ
ー(

波
羅

蜜
多)

と
い
い
ま
す
。

こ
の
一
週
間
は
、
中
日
の
前
後
3
日
間
に 

布
施(

ふ
せ)(

め
ぐ
み) 

持
戒(

じ
か
い)(

い
ま
し
め) 

忍
辱(

に
ん
に
く)(

し
の
び) 

精
進(

し
ょ
う
じ
ん)(

は
げ
み) 

禅
定  (

ぜ
ん
じ
ょ
う)(

し
ず
け
さ) 

智
慧(

ち
え)(

さ
と
り)

と
い
う「 

六
波
羅
蜜(

ろ
く
は
ら
み
つ)

」(

六

つ
の
正
し
い
行
い)

を
あ
て
は
め
て
実
践
し
、 

煩
悩 (

ぼ
ん
の
う) 

の
川
を
渡
り
、
極
楽
浄
土

へ
生
ま
れ
か
わ
り
た
い
と
願
う
信
仰
実
践
の
期

間
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
浄
土
宗
で 

高
祖(

こ
う
そ)

と
仰
が
れ

る
中
国
の 

善
導
大
師(

ぜ
ん
ど
う
た
い
し)

 (

七
世
紀
・
唐
の
人)

は
、
太
陽
が
真
東
か

ら
出
て
真
西
に
沈
む
春
分
・
秋
分
の
日
に
は
、

「 
日
想
観(

に
っ
そ
う
か
ん)

」
と
い
う 

行

法(
ぎ
ょ
う
ほ
う)

を
行
い
、
そ
の
日
没
の
場

所
を
極
楽
浄
土
と
思
っ
て
あ
こ
が
れ
の
心
を
起

こ
す
べ
き
で
あ
る
、
と
も
お
説
き
に
な
っ
て
い

ま
す
。

あ
ら
ゆ
る
自
然
の
生
命
が
若
々
し
く 

萌（
も)

 

え
あ
が
る
春
彼
岸
の
時
期
。自
然
を
た
た
え
、

生
命
を
い
つ
く
し
み
、
南
無
阿
弥
陀
仏
を
称
え

て
、
今
日
あ
る
自
分
を
育
ん
で
く
れ
た
数
多
く

の
祖
先
の
追
善
供
養
な
ど
仏
事
に
つ
と
め
、
心

か
ら
先
祖
の
ご
恩
に
感
謝
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

そ
し
て
、
わ
た
し
ち
た
ち
自
身
の
生
活
を
も
う

一
度
反
省
し
た
い
も
の
で
す
。

法
然
さ
ま
が
答
え
る
Q&A

 　

念
仏
と
は
な
に
か
？

Q 

常
に
悪
い
こ
と
を
せ
ず
、
善

を
行
お
う
と
心
が
け
て
念
仏

を
称
え
る
の
と
、
た
だ
阿
弥
陀
仏
の

本
願
を
信
じ
て
念
仏
す
る
の
と
、
ど

ち
ら
が
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
？

A
悪
を
止
め
て
善
を
行
う
の

は
、
全
て
の
仏
の
戒
め
で

す
。
け
れ
ど
も
、
現
実
の
私
た
ち

は
、
み
な
、
そ
れ
に
背
い
て
い
る

身
で
す
か
ら
、
た
だ
ひ
と
え
に
、

ど
ん
な
人
を
も
救
お
う
と
願
う
阿

弥
陀
仏
の
本
願
を
深
く
信
じ
て
、

南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
さ
せ
て
い

た
だ
く
の
で
す
。

智
慧
の
あ
る
者
も
、
な
い
者
も
、

戒
を
守
っ
て
い
る
者
も
戒
を

守
れ
な
い
者
も
区
別
な
く
、
阿
弥

陀
仏
は
浄
土
に
迎
え
て
く
れ
る
の

で
す
。
こ
の
こ
と
を
し
っ
か
り
と

お
心
得
下
さ
い
。

　
　
　
　

今
村　

義
臣
上
人　

西
蓮
寺
副
住
職

　
　
　
　
　
　
　

久
留
米
大
学
比
較
文
化
研
究
所

　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
大
学
医
学
部
神
経
精
神
科

絆と健康

※『思いやりと絆』

　女性のストレス反応

　他者を思いやり、一緒にいることは『子供の成長を　

　支え、ストレスを和らげる

※見えない他者でもストレスを和らげる　

　ご先祖様、千の風になって

※宗教はその一躍を担っている

　あの世に対する気持ちが強いほど、生活満足度は高い

一
月
御
忌
法
要
布
教
内
容

　
「
お
念
仏
、
浄
土
往
生
、
そ
し
て
健
康
」

阿
弥
陀
仏
と　

申
す
ば
か
り
を　

つ
と
め
に
て　

浄
土
の
荘
厳　

見
る
ぞ
う
れ
し
き　
　
（
法
然
上
人
）
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釈
尊
の
生
涯　

　　

故
郷
カ
ピ
ラ
ヴ
ァ
ス
ト
ウ
の
落
日

コ
ー
シ
ャ
ラ
国
の
プ
ラ
セ
ー
ナ
ジ
ッ

ト
王
は
釈
尊
に
帰
依
し
、
の
ち
釈
尊
の
一

族
と
親
し
い
交
わ
り
を
し
た
い
と
思
い
、

シ
ャ
カ
族
の
女
を
自
分
の
妃
と
し
て
迎
え

た
い
と
申
し
出
た
。
し
か
し
カ
ピ
ラ
バ
ス

ト
ゥ
の
人
た
ち
は
血
統
を
誇
っ
て
い
た
の

で
、、
こ
の
申
し
出
を
心
よ
し
と
で
ず
、

合
議
の
結
果
血
統
の
大
臣
マ
ハ
ー
ナ
ー
マ

の
召
使
い
の
女
を
、
王
の
一
族
で
あ
る
と

欺
い
て
申
し
出
に
応
じ
た
。
こ
の
女
性
を

母
と
し
て
生
ま
れ
た
太
子
ヴ
ィ
ド
ウ
ー
ダ

バ
は
母
の
素
性
を
知
ら
さ
れ
復
讐
の
心
を

お
こ
す
。
父
な
き
あ
と
王
位
に
つ
い
た

ヴ
ィ
ド
ウ
ー
ダ
バ
は
大
軍
を
率
い
て
カ
ピ

ラ
ヴ
ァ
ス
ト
ゥ
へ
進
撃
を
開
始
し
た
。

そ
れ
を
知
っ
た
釈
尊
は
コ
ー
シ
ャ
ラ
の

軍
隊
を
待
ち
受
け
た
。
そ
し
て
、
三
た
び

王
ヴ
ィ
ド
ウ
ー
ダ
バ
を
い
さ
め
戦
火
は
ま

ぬ
が
れ
た
。
し
か
し
、
な
お
も
軍
隊
を
率

い
て
カ
ピ
ラ
ヴ
ァ
ス
ト
ゥ
に
迫
ろ
う
と
し

た
た
め
、
釈
尊
は
王
の
恨
み
が
深
く
到
底

た
ち
得
な
い
こ
と
を
知
る
と
と
も
に
、
か

ね
が
ね
シ
ャ
カ
族
の
驕
慢
を
戒
め
て
い
た

こ
と
も
あ
っ
た
の
で
、
王
の
軍
隊
を
阻
止

法
然
上
人
絵
伝　
　

第
六
巻
第
八
段

　
　
　
　
　
　
　
　

法
然
上
人
の
命
を
受
け
、
重
源
、
宋
よ
り
五
祖
像
を
将
来
す
る

文
治
六
年
（
一
一
九0
）
二
月
、
法

然
上
人
は
、
東
大
寺
で
中
国
伝
来
の
浄

土
五
祖
像
を
か
け
、「
浄
土
三
部
経
」
の

講
説
を
行
っ
た
。
五
祖
と
い
う
の
は
中

国
浄
土
教
の
祖
師
曇
鸞
大
師
、
道
綽
禅

師
、
善
導
大
師
、
懐
感
上
人
、
少
康
上

人
の
五
人
で
あ
る
。
中
国
で
浄
土
教
を

行
っ
た
人
は
多
い
が
、
唐
や
宋
の
時
代

に
活
躍
し
た
人
々
の
中
か
ら
こ
の
五
人

を
選
び
出
し
、
浄
土
宗
の
法
流
を
位
置

づ
け
た
の
は
法
然
上
人
で
あ
る
。

『
四
十
八
巻
伝
』
に
よ
る
と
、
重
源
上

人
が
入
宋
す
る
と
き
、法
然
上
人
は
「
中

国
に
五
祖
の
影
像
が
あ
る
。
必
ず
持
ち

帰
る
よ
う
に
」
と
命
じ
た
。
重
源
上
人

は
方
々
を
探
し
た
結
果
、
法
然
上
人
が

い
わ
れ
た
、
五
祖
を
一
枚
の
紙
に
書
い

た
影
像
を
見
つ
け
て
日
本
へ
持
ち
帰
っ

た
。
重
源
上
人
は
、
法
然
上
人
の
洞
察

力
の
鋭
さ
に
び
っ
く
り
し
、
よ
り
一
層

帰
依
の
心
を
深
め
て
い
っ
た
。

学
問
的
な
面
か
ら
考
え
る
と
、
重
源

上
人
が
浄
土
五
祖
像
を
将
来
し
た
と
確

証
で
き
る
も
の
は
な
い
。
そ
れ
で
も
法

然
上
人
が
亡
く
な
ら
れ
て
百
年
後
に
は
、

二
尊
院
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
浄

土
五
祖
像
が
描
か
れ
て
い
た
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
は
敬
虔
な
念
仏

信
者
た
ち
に
信
仰
を
深
め
る
た
め
ば
か

り
で
な
く
、
浄
土
宗
の
正
統
性
を
主
張

す
る
の
に
大
い
に
役
立
っ
た
。

す
る
事
を
断
念
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

コ
ー
シ
ャ
ラ
の
軍
隊
は
怒
濤
の
よ

う
に
カ
ピ
ラ
ヴ
ァ
ス
ト
ゥ
に
な
だ
れ

こ
み
、
ひ
と
り
残
さ
ず
全
滅
さ
せ
よ

う
と
し
た
。

マ
ハ
ー
ナ
ー
マ
は
ヴ
ィ
ド
ウ
ー
ダ

バ
王
の
前
に
出
て
、「
自
分
が
池
に

沈
ん
で
そ
の
死
骸
が
浮
か
ぶ
ま
で
の

し
ば
ら
く
の
間
、
攻
撃
を
中
止
し
て

ほ
し
い
」
と
申
し
出
た
。

ヴ
ィ
ド
ウ
ー
ダ
バ
は
こ
れ
を
聞
き

入
れ
た
が
、
な
か
な
か
死
骸
が
浮
か

び
上
が
ら
な
い
の
で
し
ら
べ
さ
せ
る

と
、
マ
ハ
ー
ナ
ー
マ
は
池
の
な
か
に

張
り
出
し
て
い
る
木
の
根
に
自
分
の

頭
髪
を
縛
っ
て
死
ん
で
い
る
こ
と
が

わ
か
っ
た
。
こ
の
間
に
難
を
の
が
れ

た
シ
ャ
カ
族
は
少
な
く
な
か
っ
た
。

マ
ハ
ー
ナ
ー
マ
は
釈
尊
の
教
え
を
奉

じ
、
そ
の
教
団
に
薬
を
提
供
し
て
い

た
ほ
ど
の
人
で
あ
っ
た
か
ら
、
自
分

の
生
命
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
多
く
の

人
の
生
命
を
救
い
得
た
の
で
あ
る
。

故
郷
カ
ピ
ラ
ヴ
ァ
ス
ト
ゥ
が
燃
え
る

光
景
を
望
見
さ
れ
た
釈
尊
の
心
は
い

か
ば
か
り
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
さ
と

り
に
輝
く
釈
尊
の
瞼
に
も
聖
者
の
涙

が
宿
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
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