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こうりん 平成 27年 7月 1日第 87号　

　檀信徒各位
大施

せ が き

餓鬼法要のご案内
　
　聖　名　酷暑三伏の候と相成りました。
　皆々様にはご健勝の事とお慶び申し上げます。
　お盆の季節を迎えるに当たり、勤められてまいりました大施
餓鬼法要を、今年も浄土宗久留米門中寺院ご出仕のもとに、下
記のとおりつとめます。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 27年 7月上浣

　　　　　　　　　　　　　　　無量寺　住職　堤　俊翁　拝

※期　日　　7月 15日（水曜日）午後 1時よりご回
えこう

向
　　　　　　　　　　　　  　　　午後 2時より法　話　

　  ※布教師　　藤野　良海　師　（神崎市　浄圓寺御住職）

※ご回向料　
　　　　特別塔

とうば え こ う

婆回向　1霊　10,000 円　以上
　　　　　　今年初盆を迎えられるご先祖様
　　　　　　　特に志される霊位
　　　　　　（塔婆を持ち帰ってお盆までお祀り下さい）
　　　　普通回向　　　1霊　1,000 円　以上　ご志納下さい。

※お供え料　随意ご志納下さい。
　　　法要および日々のご本尊様のお供え、お花代等にさせていただきます。

特別塔婆回向を申し込まれる方は、準備の都合がありますので、事前にお申し
込みいただきますようお願いいたします。　
お申し込みは郵送、ファックスでも結構です。FAX番号　0942-32-2701　　
同封の申込用紙に記入のうえ、7 月 10日までにお願いします。　  
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こうりん 平成 27年 7月 1日第 87号　

古
代
イ
ン
ド
で
は
礼
拝
の
た
め
に
仏
ま
た

は
塔
の
周
囲
を
右
回
り
す
る
作
法
が
行
わ
れ

て
い
た
。
日
本
の
各
宗
で
も
、
重
要
な
法
会

の
時
に
は
、
経
文
や
梵
唄
を
唱
え
、
散
華
し

な
が
ら
堂
内
を
練
り
歩
く
儀
式
が
行
わ
れ
て

い
る
。

建
久
九
（
一
一
九
八
）
年
正
月
、
念
仏
に

邁
進
し
て
ひ
と
つ
の
境
地
に
達
さ
れ
た
法
然

上
人
に
、
勢
至
菩
薩
や
阿
弥
陀
三
尊
仏
の
来

迎
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
あ

る
と
き
上
人
が
草
庵
に
帰
る
と
阿
弥
陀
三
尊

が
浮
遊
し
て
い
た
。
不
可
思
議
な
こ
と
に
絵

像
で
も
な
く
、
木
彫
仏
で
も
な
い
。
垣
を
離

れ
、
板
敷
き
に
も
天
井
に
も
つ
か
ず
に
ぽ
っ

か
り
と
浮
い
て
い
る
。こ
れ
を
見
た
上
人
は
、

う
れ
し
さ
の
あ
ま
り
合
掌
し
て
ひ
ざ
ま
ず

き
、
念
仏
を
続
け
て
供
養
さ
れ
た
。
そ
の
後

は
こ
う
し
た
こ
と
が
度
々
あ
っ
た
と
い
う
。

『
選
択
集
』
を
撰
述
し
た
法
然
上
人
は
、

所
々
で
別
時
の
念
仏
を
行
う
よ
う
に
な
っ

た
。元

久
二
（
一
二
〇
五
）
年
正
月
一
日
よ
り

霊
山
寺
で
三
七
日
の
別
時
念
仏
を
行
っ
た
。

と
こ
ろ
が
灯
り
を
つ
け
な
い
の
に
光
明
が

あ
っ
た
。
第
五
日
の
夜
、
念
仏
行
道
し
て
い

た
信
空
上
人
は
、
勢
至
菩
薩
が
そ
の
列
に
加

わ
っ
て
行
道
し
て
い
る
姿
を
見
た
。
そ
こ
で

信
空
上
人
は
法
然
上
人
に
そ
の
こ
と
を
申
し

上
げ
る
と
、
法
然
上
人
は
「
そ
う
い
う
こ
と

も
あ
る
だ
ろ
う
」
と
答
え
ら
れ
た
。

し
か
し
一
緒
に
行
道
し
て
い
た
他
の
人
々

に
は
、
勢
至
菩
薩
の
姿
は
見
ら
れ
な
か
っ
た

と
い
う
。

法
然
上
人
絵
伝　
第
八
巻
第
四
段

                                　
　
　

勢
至
菩
薩
、
法
然
上
人
の
念
仏
行
道
に
加
わ
る　

佛
教
の
教
え

                  

人
生
の
不
安
と
苦

釈
尊
は
人
々
と
の
触
れ
合
い
の
中
で
、
高

邁
な
仏
道
の
理
念
か
ら
、
日
常
生
活
に
な
じ

み
や
す
い
具
体
的
な
問
題
ま
で
提
示
し
て
き

た
。
と
く
に
、
人
間
の
も
つ
悩
み
、
迷
い
、

欲
望
の
あ
り
方
を
い
か
に
克
服
す
る
か
が
最

大
の
懸
案
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
身
を
以

て
教
え
示
し
て
く
れ
た
。
所
詮
、
人
間
と
し

て
の
存
在
そ
の
も
の
が
、
不
安
を
こ
そ
、
本

来
の
在
り
方
と
し
て
有
し
て
い
る
も
の
で
あ

る
。
人
生
と
は
、
不
幸
や
恐
怖
や
不
安
の
か

た
ち
で
語
ら
れ
る
。
こ
の
人
生
が
不
幸
に
満

ち
て
い
れ
ば
、
生
き
て
い
る
こ
と
が
苦
し
い

こ
と
で
あ
る
。
逆
に
、
こ
の
人
生
が
楽
し
け

れ
ば
、
死
ぬ
と
い
う
こ
と
は
恐
ろ
し
い
こ
と

と
な
る
。
生
を
苦
し
い
と
思
う
こ
と
も
、
死

を
恐
ろ
し
い
と
思
う
こ
と
も
、
不
安
を
本
来

の
在
り
方
と
す
る
人
間
そ
の
も
の
の
姿
で
あ

る
。
釈
尊
は
こ
の
不
安
を
苦
と
と
ら
え
た
。

こ
の
苦
に
は
、
い
わ
ゆ
る
肉
体
的
苦
痛
と
精

神
的
苦
悩
の
両
面
を
含
ん
で
い
る
。

と
り
わ
け
、
佛
教
で
解
脱
を
得
る
た
め
に

乗
り
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
は
、
人

間
共
通
の
命
題
で
あ
る
「
四
苦
」
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
生
・
老
・
病
・
死
の
苦
し
み
は
、

人
生
に
お
い
て
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
悩

み
で
あ
る
。

生
ま
れ
る
こ
と
、
老
い
る
こ
と
、
病
む

こ
と
、
死
ぬ
こ
と
と
い
う
四
つ
の
苦
悩
は
、

ど
う
に
も
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
結
局
、

こ
の
「
苦
」
と
は
「
ど
う
に
も
な
ら
な
い

も
の
」
を
意
味
し
て
い
た
。
こ
の
四
苦
の

解
決
こ
そ
、
人
生
最
大
の
課
題
で
あ
る
が
、

釈
尊
は
二
千
数
百
年
前
に
、
こ
の
課
題
に

取
り
組
み
、
解
決
の
道
を
示
し
て
い
た
の

で
あ
る
。

四
苦
八
苦
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
が
、
八

苦
と
は
四
苦
に
さ
ら
に
次
の
四
苦
を
加
え

た
も
の
で
あ
る
。
愛
別
離
苦
（
愛
す
る
者

と
別
れ
る
苦
し
み
）、
怨
憎
会
苦
（
怨
み

憎
ん
で
い
る
者
と
会
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
苦
し
み
）、求
不
得
苦
（
求
め
る
も
の
が
、

ど
う
し
て
も
得
ら
れ
な
い
苦
し
み
）、
そ

し
て
五
陰
盛
苦
（
人
間
を
形
成
す
る
五
つ

の
要
素
か
ら
生
ず
る
心
身
の
苦
し
み
）
を

い
う
。

こ
の
よ
う
な
分
類
か
ら
、
釈
尊
は
「
人
間

の
在
り
方
を
追
求
し
て
い
っ
た
。
心
身
を

わ
ず
ら
わ
せ
、
悩
ま
す
精
神
的
は
た
ら
き

を
煩
悩
と
呼
び
、
そ
の
中
で
も
根
元
的
な

煩
脳
と
し
て
、
む
さ
ぼ
り
（
貪
欲
）、
い

か
り
（
瞋
恚
）、
お
ろ
か
さ
（
愚
痴
）
を

と
く
に
三
毒
と
呼
ん
で
、
こ
れ
ら
の
煩
悩

の
超
克
こ
そ
、
ほ
ん
と
う
の
安
ら
か
さ
を

得
る
こ
と
に
な
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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シ
リ
ー
ズ
お
葬
式　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

葬
儀
と
は
？ 

告
別
式
と
は
？

葬
儀
と
は
一
般
に
葬
式
と
も
言
い
ま
す
が
、
正
確
に
は

葬
儀
式
と
言
い
、
亡
く
な
ら
れ
た
方
の
冥
福
を
祈
り
、

別
れ
を
告
げ
る
儀
式
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。

古
代
イ
ン
ド
の
理
想
的
な
王
で
あ
っ
た
転
輪
王
の
葬
儀

が
そ
の
原
型
と
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
遺
体
を
布
や
綿

で
巻
き
棺
に
入
れ
、
香
木
の
上
に
載
せ
火
葬
に
し
、
そ

の
後
塔
を
立
て
供
養
す
る
も
の
で
す
。

こ
う
し
た
由
来
に
基
づ
き
仏
教
各
宗
が
そ
れ
ぞ
れ
の
宗

義
に
あ
わ
せ
て
葬
儀
を
行
っ
て
き
て
い
ま
す
。

人
の
弔
い
方
に
は
、
土
葬
、
水
葬
、
鳥
葬
、
火
葬
な
ど

が
あ
り
ま
す
が
、
仏
教
で
は
火
葬
を
本
義
と
し
ま
す
。

葬
儀
式
に
は
、
寺
の
堂
内
や
葬
儀
場
で
行
う
堂
内
式
、

外
で
行
う
露
地
式
、
火
葬
・
土
葬
の
現
場
で
行
う
三
昧
式
、

自
宅
で
行
う
自
宅
式
な
ど
が
あ
り
ま
す
が
、
今
日
で
は

ほ
と
ん
ど
が
堂
内
式
、
あ
る
い
は
自
宅
式
で
す
。

そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
密
葬
と
本
葬
が
あ
り
、
後
日
に
本

葬
が
あ
る
場
合
は
密
葬
は
ご
く
近
親
者
で
す
ま
せ
、
一

般
に
は
案
内
を
し
ま
せ
ん
。

浄
土
宗
で
は
葬
儀
の
法
要
は
新し
ん
も
う亡(

新
た
に

亡
な
ら
れ
た
人)

を
極
楽
浄
土
に
導
く
た
め

の
下あ
こ
い
ん
ど
う

炬
引
導
が
中
心
に
な
っ
て
い
ま
す
。

下
炬
と
は
松た
い
ま
つ明
で
火
を
つ
け
る
火
葬
の
事
で
、
引
導
と

は
新
亡
を
浄
土
に
導
く
た
め
の
も
の
で
す
。
で
す
か
ら

こ
の
引
導
を
渡
す
瞬
間
が
葬
儀
式
で
の
最
も
大
切
な
時

と
な
り
ま
す
。
私
た
ち
は
浄
土
宗
の
檀
信
徒
で
す
か
ら
、

僧
侶
が
引
導
を
渡
す
瞬
間
ま
で
は
す
く
な
く
と
も
会
葬

者
で
は
な
く
、
法
要
に
、
す
な
わ
ち
祭
壇
の
方
に
集
中

す
る
よ
う
こ
こ
ろ
が
け
ま
し
ょ
う
。

こ
の
引
導
を
渡
し
た
あ
と
焼
香
に
な
り
ま
す
。
区
別
す

る
と
し
た
ら
こ
こ
か
ら
が
告
別
式
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

葬
儀
と
告
別
式
は
別
の
も
の

親
族
の
焼
香
、
つ
い
で
一
般
会
葬
者
の
焼
香
に
な
り
ま

す
。
会
葬
者
が
多
数
予
想
さ
れ
る
場
合
に
は
、
葬
儀
に

引
き
続
き
告
別
式
を
す
る
場
合
が
あ
り
、
そ
の
場
合
に

は
葬
儀
は
近
親
者
で
す
ま
せ
、
席
を
改
め
近
親
者
は
会

葬
者
近
く
に
並
び
感
謝
の
気
持
ち
を
あ
ら
わ
し
ま
す
。

葬
儀
は
あ
く
ま
で
故
人
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
遺
族

や
親
族
が
故
人
の
冥
福
を
祈
り
、
別
れ
を
告
げ
る
た
め

の
も
の
で
、
告
別
式
と
は
、
故
人
の
友
人
、
知
人
が
最

後
の
別
れ
を
す
る
儀
式
で
、
本
来
葬
儀
に
引
き
続
き
会

葬
者
全
員
で
遺
骨
を
墓
地
に
埋
葬
す
る
前
に
行
な
う
儀

式
で
し
た
。

最
近
で
は
、
一
般
の
会
葬
者
が
火
葬
場
ま
で
行
く
こ
と

が
な
い
た
め
、
告
別
式
は
焼
香
を
中
心
に
行
な
わ
れ
る

よ
う
に
な
り
、
葬
儀
と
告
別
式
を
同
時
に
行
な
う
こ
と

が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

布
施
に
つ
い
て

　

全
日
本
仏
教
会
で
は
本
来
布
施
と

は
、
慈
し
み
の
心
に
も
と
づ
い
て
行

わ
れ
る
極
め
て
宗
教
的
な
行
為
で
、

人
々
の
苦
し
み
や
悲
し
み
に
寄
り
添

い(

無
畏
施)

、
人
々
と
共
に
考
え

法
を
説
く(

法
施)

と
位
置
づ
け
、

布
施
の
額
に
関
し
て
は
、
布
施
を
す

る
人
が
決
め
る
べ
き
も
の
と
い
う
立

場
を
示
し
て
い
ま
す
。

布
施
の
種
類

財　
施:

金
銭
や
衣
服
食
料
な
ど
の

　
　
　
　

財
を
施
す
事
。

法　
施:

仏
の
教
え
を
説
く
事
。

無
畏
施:

災
難
な
ど
に
遭
っ
て
い
る

　
　
　
　

者
を
慰
め
て
そ
の
恐
怖
心

　
　
　
　

を
除
く
事
。

　

そ
の
他
に
、
雑
宝
蔵
経
に
説
か
れ

る
財
物
を
損
な
わ
な
い
七
つ
の
布
施

と
し
て
、
次
の
行
い
が
説
か
れ
て
い

ま
す
。

眼　
施:

好
ま
し
い
眼
差
し
で
見
る

　
　
　
　

事
。

和
顔
施(

和
顏
悦
色
施):

笑
顔
を
見

　
　
　
　

せ
る
事
。

言
辞
施:

粗
暴
で
な
い
、
柔
ら
か
い

　
　
　
　

言
葉
遣
い
を
す
る
事
。

身　
施:

立
っ
て
迎
え
て
礼
拝
す
る

　
　
　
　

事
。

心　
施:

和
と
善
の
心
で
、
深
い
供

　
　
　
　

養
を
行
う
事
。

床
座
施:

座
る
場
所
を
譲
る
事
。

房
舎
施:

家
屋
の
中
で
自
由
に
、
行

　
　
　
　

・
来
・
座
・
臥
を
得
さ
せ

　
　
　
　

る
事
。

　　

お
布
施
と
い
う
と
、
法
事
や
葬
儀

の
際
の
僧
侶
へ
の
お
礼
で
あ
る
と

誤
解
さ
れ
て
お
ら
れ
る
方
も
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
が
、
上
記
の
よ
う
に
宗

教
的
な
行
為
な
の
で
す
。

　

無
量
寺
で
も
全
日
本
仏
教
会
の
こ

の
見
解
に
賛
同
し
て
お
り
ま
す
。

葬
儀
の
際
、
お
布
施
の
額
に
つ
い
て

お
尋
ね
を
受
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

が
、
お
寺
か
ら
ど
れ
だ
け
し
て
下
さ

い
と
は
申
し
て
お
り
ま
せ
ん
。

　

お
寺
で
は
、
お
檀
家
の
方
が
亡
く

な
ら
れ
た
場
合
、ご
臨
終
の
時
よ
り
、

枕
経
、
通
夜
、
葬
儀
を
経
て
四
十
九

日
ま
で
、
毎
日
、
そ
の
方
の
ご
回
向

を
い
た
し
ま
す
。　

　

そ
の
こ
と
を
ご
理
解
の
上
、
喪
家

に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
お
布
施
を
し

て
い
た
だ
け
ま
す
な
ら
、
幸
い
に
存

じ
ま
す
。


