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こうりん

新
年
あ
け
ま
し
て

　

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

本
年
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く

　
　

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

旧
年
中
は
火
山
の
爆
発
、
大
雨
、
巨
大
台
風
、
大
雪
等
々
天
候
不
順
な

一
年
で
し
た
。

世
界
情
勢
も
伝
染
病
や
テ
ロ
リ
ズ
ム
、
虐
殺
な
ど
暗
い
ニ
ュ
ー
ス
も
数

多
く
報
じ
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

争
い
の
な
い
世
界
は
つ
く
れ
な
い
の
か
？
殺
し
合
い
や
憎
し
み
合
う
こ

と
の
な
い
世
の
中
は
な
い
の
か
？

宗
祖
法
然
上
人
が
お
ら
れ
た
こ
ろ
も
、
不
安
や
恐
怖
の
う
ず
ま
く
時
代

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
救
い
の
糧
を
お
釈
迦
様
の
み
教
え
に
見

出
さ
れ
た
の
は
専
修
念
仏
で
あ
っ
た
の
で
す
。
時
は
流
れ
て
も
普
遍
的
に

存
在
す
る
救
い
の
道
を
我
々
も
歩
ん
で
い
こ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

新
年
の
門
出
に
あ
た
っ
て
法
然
上
人
の
御
詠
を
み
な
さ
ん
に
送
り
ま

す
。雪

の
う
ち
に　

仏
の
御
名
を

　
　
　
　

称
ふ
れ
ば

つ
も
れ
る
つ
み
ぞ

　
　
　
　

や
が
て
き
え
ぬ
る
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　檀信徒各位
御
ぎ ょ き ほ う よ う

忌法要のご案内
　
　聖　名　新年明けましておめでとうございます。
  今年もよろしくお願い申し上げます。　　
さて、例年 1 月の「御

ぎょきほうよう

忌法要」を迎えることになりました。
　日本のお念仏の元祖、浄土宗開祖（法

ほうねんしょうにん

然上人）の祥
しょうつきめいにち

月命日に
 あたる 1 月 25 日の法要です。
　浄土宗久留米門中寺院ご出仕のもとに、下記の通り勤めます。
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 27 年 1 月上浣
　　　　　　　　　

　　　　　　無量寺　住職　堤　俊翁　拝

記

※期　日　　平成 27 年 1 月 25 日（日曜日）

※時　間   　午後 1 時より　法　要 、御　回　向
　　　  　午後 2 時より　法　話　
　　　　　　　　　　 
※布教師　　全照寺　黒瀬　寛雄　上人　　　  

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

　　　　　  毎日の本尊様のお供え、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。 
　　※銀行振込は　ゆうちょ銀行一七九店　
　　　　　　　　　当座預金　0016114　　ムリョウジ
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施せ
し
ゅ主

名　

回え
こ
う向

を
申
し
込
む
方

戒か
い
み
ょ
う名

等　

五
十
回
忌
を
過
ぎ
た
霊
位
は
先
祖
累
代
と
し
て
記
入
す
る

　
　
　
　

 

五
十
回
忌
を
迎
え
て
い
な
い
霊
位
は
個
別
に
戒
名
等
を
記
入
す
る

位
いはいがた

牌型の書き方
　
　
　

∧
位
牌
型
の
書
き
方
に
つ
い
て
∨

　

年
間
の
法
要
で
は
位
牌
型
に
お
戒
名
等
を
書
い
て
読
み
上
げ
、
ご
回

向
を
し
て
お
り
ま
す
が
、
書
き
方
が
良
く
分
か
ら
な
い
方
も
お
ら
れ
る

よ
う
な
の
で
、
説
明
致
し
ま
す
。

　

ご
記
入
方
法
は
右
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
お
願
い
し
ま
す
。

　

お
家
の
仏
壇
か
ら
そ
の
法
要
で
回
向
し
た
い
霊
位
の
お
戒
名
を
書
き

写
し
て
下
さ
い
。

　

お
戒
名
を
覚
え
る
た
め
に
も
、
是
非
ご
自
身
で
書
い
て
下
さ
い
。

　

上
手
に
書
く
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
わ
か
り
や
す
く
丁
寧
に
心
を

込
め
て
写
し
と
っ
て
下
さ
い
。

通
夜
と
は
?

通
夜
の
起
源
は
お
釈
迦
さ

ま
が
入
滅
さ
れ
た
時
、
そ
の

死
を
悲
し
む
弟
子
た
ち
が
、

お
釈
迦
さ
ま
を 

偲
ん
で
そ

の
教
え
を
夜
を
通
し
て
語
り

合
っ
た
こ
と
に
由
来
し
て
い

ま
す
。
ま
さ
に
夜
を
通
し
て
、

た 

だ
た
だ
悲
し
む
だ
け
で

な
く
、
亡
く
な
っ
た
人
の
思

い
出
や
そ
の
人
に
対
す
る
思

い
、
そ
の
人
か
ら
教 

わ
っ
た

こ
と
、
影
響
を
受
け
た
こ
と

な
ど
、
自
分
の
人
生
の
中
で

の
い
ろ
い
ろ
な
関
わ
り
を
整

理
し
、
自
分
の
こ
こ
ろ
の
中

に
き
ざ
む
た
め
の
、
大
切
な

時
間
な
の
で
す
。
で
き
れ
ば

灯
明
を
絶
や
す
事
な
く
、
朝

ま
で
家
族
、
親
族
が
亡
骸
の

そ
ば
で
見
守
っ
て
あ
げ
た
い

も
の
で
す
。

斎
場
な
ど
で
は
宿
泊
の
で

き 
な
い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま

す
。
で
す
が
可
能
な
か
ぎ
り
、
夜

通
し
そ
ば
に
い
て
あ
げ
ま
し
ょ

う
。
ま
た
、 

会
葬
に
来
て
い
た
だ

い
た
方
と
の
時
間
も
で
き
る
だ
け

優
先
し
、
た
と
え
一
言
で
も
よ
い

で
す
か
ら
、 

お
礼
を
言
え
る
の
が

理
想
的
な
お
通
夜
と
い
え
る
で

し
ょ
う
。

さ
て
、
通
夜
で
の
法
要
で
す
が
、

本
来
は
故
人
の
た
め
に
家
族
、
親

族
な
ど
、
身
近
な
人
た
ち
の
前 

で
僧
侶
が
お
経
を
あ
げ
、
冥
福
を

祈
る
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
家

族
、
親
族
も
僧
侶
と
一
緒
に
な
っ 

て
お
経
を
あ
げ
た
り
、
故
人
の
冥

福
を
と
も
に
願
う
の
が
自
然
の
姿

な
の
で
す
。

そ
し
て
、
故
人
を
想
う
人
が
夜

通
し
棺
の
そ
ば
に
い
て
、
思
い
出

を
静
か
に
思
い
起
こ
す
た
め
の
夜

な
の
で
す
。

シ
リ
ー
ズ　

お
葬
式　
そ
の
五
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法
然
上
人
絵
伝　
　

第
七
巻　

第
五
段

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

法
然
上
人
、
夢
の
中
で
善
導
大
師
に
会
う　

　

法
然
上
人
は
あ
る
夜
、
夢
を
み
た
。
南
か

ら
北
に
長
く
の
び
た
大
き
な
山
が
西
に
向

か
っ
て
そ
び
え
て
い
る
。
山
の
麓
に
は
大
河

が
あ
り
、
青
い
水
が
北
か
ら
南
に
流
れ
て
い

る
。
広
々
と
し
た
河
原
の
奥
に
は
緑
の
濃
い

樹
木
が
繁
っ
て
い
る
。

山
に
登
っ
て
西
方
を
見
る
と
、
地
上
よ
り

十
五
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
上
が
っ
た
と
こ
ろ
に
一

群
の
紫
雲
が
あ
り
、
あ
っ
と
い
う
間
に
上
人

の
と
こ
ろ
に
飛
ん
で
き
た
。
不
思
議
な
雲
だ

な
と
思
っ
て
い
る
と
、
こ
の
中
か
ら
数
多
く

の
光
が
出
て
き
た
。
さ
ら
に
そ
の
光
の
中

か
ら
孔
雀
や
鸚
鵡
な
ど
、
色
あ
ざ
や
か
な
鳥

が
四
方
に
飛
び
出
し
、
キ
ラ
キ
ラ
輝
き
な
が

ら
川
岸
で
遊
ん
で
い
た
が
し
ば
ら
く
す
る
と

元
の
紫
雲
の
中
に
入
っ
て
い
っ
た
。
雲
は
北

に
向
っ
て
移
動
し
山
や
河
を
隠
し
て
し
ま
っ

た
。
す
ぐ
に
も
ど
っ
て
き
て
上
人
の
と
こ
ろ

に
近
づ
く
と
、
雲
の
中
か
ら
一
人
の
僧
侶
が

出
て
き
た
。
見
る
と
腰
か
ら
下
は
金
色
で
あ

り
、腰
か
ら
上
は
墨
染
め
の
衣
を
着
て
い
る
。

法
然
上
人
は
合
掌
し
て
臥
し
拝
み
な
が

ら
、「
あ
な
た
は
ど
な
た
で
す
か
」と
尋
ね
た
。

す
る
と
僧
侶
は
「
自
分
は
善
導
で
あ
る
」
と

答
え
た
。
驚
い
た
法
然
上
人
は
、
何
の
為
に

来
た
の
か
を
訪
ね
る
と
、「
貴
方
が
念
佛
を

広
め
る
こ
と
は
貴
い
こ
と
だ
。
だ
か
ら
自
分

は
や
っ
て
来
た
の
だ
」
と
答
え
た
と
こ
ろ
で

夢
か
ら
覚
め
た
。
そ
こ
で
法
然
上
人
は
さ
っ

そ
く
絵
師
の
乗
台
に
命
じ
て
そ
の
画
像
を
描

か
せ
た
。

「
夢
の
善
導
」
と
い
わ
れ
る
の
が
こ
の
画

像
で
、
後
に
中
国
か
ら
伝
え
ら
れ
た
善
導
大

師
の
画
像
と
そ
っ
く
り
で
あ
っ
た
、と
い
う
。

ま
こ
と
に
不
思
議
な
実
夢
と
い
う
ほ
か
は
な

い
。現

代
人
は
鎌
倉
時
代
の
夢
が
貴
重
で
あ
っ

た
話
を
し
て
も
ピ
ン
と
こ
な
い
の
は
無
理
も

な
い
。
し
か
し
、
鎌
倉
時
代
の
夢
は
、
真
実

を
証
明
す
る
有
力
な
証
拠
に
な
っ
た
。
と
く

に
僧
侶
が
修
行
す
る
時
の
夢
の
価
値
は
、
ど

の
く
ら
い
大
き
か
っ
た
か
は
想
像
を
絶
す
る

も
の
で
あ
る
。

玉田行俊と玉田清月（旧姓　堤）

得度式を受けました。
平成 26 年 12 月 5 日　無量寺本堂　本尊前にて

新発意　玉田　行俊氏と玉田（旧姓　堤）清月氏は得度式を受け僧侶

としての道を歩み始めました。住職となるべく修行を積み、研鑽して

まいります。僧籍登録も済ませました。


