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【
３
月
の
主
な
行
事
】

☆
報
恩
大
祈
祷
会
２
日
㈰
11
時
荒
行
僧
出
仕

11
時
　
水
行

11
時
半
北
辰
閣(

事
務
所)

２
階
に
て

    

　
報
恩
法
要
・
修
法
加
持
特
別
祈
祷

12
時
半
大
駐
車
場
特
設
会
場
に
て

車
両
交
通
安
全
特
別
祈
祷

★
写
経
会

 

９
日
㈰
11
時

★
清
掃
の
日

 

15
日
㈯
11
時

★
月
例
祈
願
法
要 

15
日
㈯
13
時

☆
春
季
彼
岸
法
要 

22
日
㈯
13
時
於
北
辰
閣
２
階

★
鴎
様
月
例
祭
　 

22
日
㈯
15
時

　
【
４
月
の
行
事
予
定
】

★
写
経
会

 

13
日
㈰
11
時

★
清
掃
の
日

 

15
日
㈫
11
時

★
月
例
祈
願
法
要 

15
日
㈫
13
時

☆
開
運
祭

 

20
日
㈰
９
時
〜
16
時

　
　
　
こ
の
日
限
定
の
「
勝
利
開
運
之
守
」
を
授
与
し
ま
す

★
鴎
様
月
例
祭

 

22
日
㈫
15
時

◎
ご
祈
祷･

御
回
向
等
の
お
申
込
は
Ｆ
Ａ
Ｘ･

メ
ー
ル
で
も

受
け
付
け
て
い
ま
す

○
諸
行
事
は
社
会
情
勢
に
よ
り
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す

◎
写
経
は
ご
自
宅
で
も
で
き
ま
す
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い

○
送
迎
バ
ス
　
奉
賛
会
会
員
ご
信
者
様
の
便
宜
を
図
り
、

能
勢
電
鉄
妙
見
口
駅
か
ら
山
上
ま
で
の
送
迎
車
を
用
意

ご
希
望
の
方
は
、
必
ず
２
日
前
ま
で
に
電
話
で
連
絡
願
い

ま
す
。
但
し
ご
希
望
に
添
え
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す

　【
３
月
の
主
な
行
事
】

☆
滝
行
会

８
日
㈯
10
時
か
ら

☆
春
季
彼
岸
会
法
要

18
日
㈫
11
時
〜

　
　
　
月
例
法
要
を
兼
ね
ま
す

塔
婆
供
養
　
五
千
円

特
別
祈
祷
　
五
千
円

　
　
　
事
前
予
約
受
付
中
で
す

　
　
　
当
日
は
受
付
が
混
み
合
い
ま
す
の
で
、

　
　
　
事
前
に
お
申
込
見
戴
け
れ
ば
幸
い
で
す

★
日
曜
講
座

23
日
㈰
13
時
〜
15
時

　
最
終
日
曜
日
で
は
あ
り
ま
せ
ん
　
ご
注
意
下
さ
い

　
　
︻
４
月
の
行
事
予
定
】

☆
釈
尊
御
降
誕
会
花
祭
り
　
８
日
㈫
10
時
半
〜

　
　
　
引
き
続
き

　
　
　
金
高
龍
王
・
鬼
子
母
神
年
大
祭

法
楽
加
持
・
特
別
祈
祷
を
修
し
ま
す

　
　
　
月
例
法
要
を
兼
ね
て
ご
回
向
も
行
い
ま
す

★
日
曜
講
座

29
日
㈷
13
時
〜
15
時

最
終
日
曜
日
で
は
あ
り
ま
せ
ん
　
ご
注
意
下
さ
い
　
　

※

予
定
は
変
更
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
ご
了
承
下
さ
い

※

滝
行
会
参
加
ご
希
望
の
方
は
、
ま
ず
電
話
に
て

　
ご
連
絡
い
た
だ
き
、
必
要
事
項
を
確
認
の
上
、

　
お
申
込
戴
き
ま
す
。

※

日
曜
講
座
・
花
祭
り
に
は
、
能
勢
電
鉄
妙
見
口
ま
で

　
送
迎
車
を
準
備
し
ま
す
。
２
日
前
ま
で
に
電
話
に
て

ご
連
絡
願
い
ま
す
　

　
た
だ
し
ご
希
望
に
添
え
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
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報 恩 大 祈 祷 会
３月２日（日）午前11時から荒行僧による水行・特別加持祈祷

春 季 彼 岸 法 要
３月22日（土）午後１時からご先祖への塔婆供養を厳修します
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《
法
華
経
に
学
ぶ
現
代
》
〜
〜
純
智
庵
〜
〜

仏教まめ知識

第741号 令和７年３月１日

彼彼
岸岸
会会
法法
要要

彼
岸
と
は
現
世
の
向
こ
う
岸
、

煩
悩
の
海
を
隔
て
た
彼
方
に
あ
る

仏
の
世
界(

悟
り
の
世
界)

を
い
い

ま
す
。
昼
夜
の
長
さ
が
同
じ
に
な

る
春
分
・
秋
分
の
前
後
三
日
ず
つ

の
七
日
間
は
、
そ
の
仏
の
世
界
が

も
っ
と
も
近
く
な
る
と
さ
れ
、
こ

の
期
間
は
日
常
生
活
を
反
省
し
仏

の
教
え
に
耳
を
傾
け
、
先
祖
に
思

い
を
馳
せ
て
追
善
の
供
養
を
捧
げ

る
好
期
と
さ
れ
ま
す
。

ウラ面一口メモ＝信友
令和7年3月号

彼彼
岸岸
会会
法法
要要

彼
岸
と
は
現
世
の
向
こ
う
岸
、

煩
悩
の
海
を
隔
て
た
彼
方
に
あ
る

仏
の
世
界(

悟
り
の
世
界)

を
い
い

ま
す
。
昼
夜
の
長
さ
が
同
じ
に
な

る
春
分
・
秋
分
の
前
後
三
日
ず
つ

の
七
日
間
は
、
そ
の
仏
の
世
界
が

も
っ
と
も
近
く
な
る
と
さ
れ
、
こ

の
期
間
は
日
常
生
活
を
反
省
し
仏

の
教
え
に
耳
を
傾
け
、
先
祖
に
思

い
を
馳
せ
て
追
善
の
供
養
を
捧
げ

る
好
期
と
さ
れ
ま
す
。

ウラ面一口メモ=妙乃見山
令和7年3月号

天
邪
鬼（
あ
ま
の
じ
ゃ
く
）

ダ
イ
バ
の
成
仏

　

釈
尊
の
時
代
の
お
話
で
す
。

釈
尊
の
出
家
前
の
お
名
前
は

シ
ッ
ダ
ル
ダ
で
し
た
。
そ
の
父

方
の
い
と
こ
に
ダ
イ
バ
と
い
う

男
が
い
ま
し
た
。
ど
ち
ら
も
一

国
の
王
子
で
あ
り
、
文
武
に
優

れ
加
え
て
共
に
イ
ケ
メ
ン
。
女

性
に
も
人
気
が
あ
り
ま
し
た
。

い
と
こ
と
い
う
近
い
関
係
も
あ

り
両
者
は
ラ
イ
バ
ル
で
し
た
。

と
い
っ
て
も
一
方
的
に
ラ
イ
バ

ル
意
識
を
も
っ
て
い
た
の
は
ダ

イ
バ
の
方
で
し
た
。
青
年
に
な

り
二
人
は
同
じ
女
性
を
好
き
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
結
果
、
彼

女
は
シ
ッ
ダ
ル
ダ
の
妻
に
、
男

児
も
授
か
り
ま
し
た
。
幸
せ
な

家
庭
で
し
た
…
…
。し
か
し
シ
ッ

ダ
ル
ダ
は
そ
ん
な
家
庭
を
捨
て

て
出
家
し
、
遂
に
悟
り
を
開
き

仏
陀
と
な
り
、
人
々
に
仰
が
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

さ
あ
、
許
せ
な
い
の
は
ダ
イ

バ
で
す
。
思
い
を
寄
せ
た
女
性

を
奪
い
、
そ
れ
を
捨
て
出
家
し

更
に
大
勢
の
弟
子
が
集
ま
っ

た
。
自
分
も
同
じ
様
な
存
在
に

な
っ
て
や
る
。
シ
ッ
ダ
ル
ダ
以

上
の
厳
し
い
修
行
を
し
不
思
議

な
力
を
得
、
教
団
を
創
り
ま
し

た
。
し
か
し
釈
尊
に
は
到
底
及

び
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

遂
に
は
釈
尊
の
弟
子
た
ち
を

迫
害
し
、
更
に
釈
尊
の
暗
殺
を

九
回
も
謀
っ
た
の
で
す
。

　

そ
の
結
果
、
大
地
が
裂
け
て

生
き
な
が
ら
に
地
獄
に
堕
ち
て

行
っ
た
の
で
し
た
。

　

総
て
の
仏
教
経
典
に
は
ダ
イ

バ
は
極
悪
人
と
し
て
、
こ
こ
で

話
が
終
わ
っ
て
い
ま
す
。
し
か

し
唯
一
、
法
華
経
に
は
こ
の
続

き
が
説
か
れ
て
い
た
の
で
す
。

　

地
獄
に
堕
ち
た
ダ
イ
バ
は
地

の
底
で
長
く
壮
絶
な
苦
し
み
を

味
わ
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
時
、

天
か
ら
「
諸
法
実
相
」
と
い
う

釈
尊
の
声
が
聞
こ
え
て
来
た
の

で
す
。
そ
の
声
に
ダ
イ
バ
は
、

は
っ
と
し
ま
し
た
。

　
「
そ
う
だ
俺
は
勝
負
す
る
相

手
を
間
違
え
て
い
た
。
人
に
勝

つ
の
で
は
な
く
、
自
分
の
弱
さ

に
克
た
な
け
れ
ば
い
け
な
か
っ

た
の
だ
！
」
す
な
わ
ち
人
と
対

比
す
る
「
ね
た
み
の
毒
」
に
心

が
犯
さ
れ
て
い
た
自
分
に
気
付

い
た
の
で
し
た
。

　

法
華
経
の
極
意
、「
諸
法
実

相
」
と
は
他
と
の
比
較
で
は
な

い
。
私
は
私
に
し
か
な
い
持
ち

味
を
活
か
す
。
す
な
わ
ち
「
ナ

ン
バ
ー
ワ
ン
か
ら
オ
ン
リ
ー
ワ

ン
へ
の
転
換｣

だ
っ
た
の
で
す
。

　

ダ
イ
バ
は
深
く
深
く
懺
悔
し

見
事
仏
界
へ
上
が
っ
て
行
き
ま

し
た
。
め
で
た
し
め
で
た
し
。

『
如
来
壽
量
品
第
十
六
』

我わ
れ

ら

　
　

 
愚ぐ

癡ち

に
し
て

誤あ
や
ま

っ
て

　
　

 

毒ど
く

薬や
く

を

　
　
　
　

 

服ふ
く

せ
り

倉
橋 

観
隆

　

人
が
右
だ
と
言
え
ば
、

い
い
や
左
だ
と
何
事
に
よ

ら
ず
、
人
の
意
見
に
逆
ら
っ

て
片
意
地
を
通
す
、
つ
む

じ
ま
が
り
の
者
を
、一般
に

は
天
邪
鬼
と
呼
ん
で
い
る
。

　

本
来
は
毘び

沙し
ゃ

門も
ん

天て
んの
鎧
よ
ろ
いの
下
部

に
あ
る
鬼
面
の
名
を
言
い
、｢

海

若｣

と
も
書
き
表
し
水
神
の
こ
と

だ
と
い
う
。
ま
た
の
ち
に
毘
沙
門

天
が
足
下
に
踏
み
つ
け
て
い
る
二
つ

の
鬼
を｢

耐
あ
ま
の
じ
ゃ
く
薫｣

と
称
す
る
よ

う
に
な
り
、
さ
ら
に
持
国
天･

広

目
天･

増
長
天
や
仁
王
（
金
剛
力

士
）
な
ど
の
足
下
の
鬼
を
も
天
邪

鬼
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
って
き
た
。

　

仏
教
の
世
界
観
で
は
、
世
界
の

中
央
に
須
弥
山
が
あ
り
、
そ
の
中

腹
で
四
方
を
守
る
四
天
王
の
内
、

北
を
守
護
す
る
の
が
毘
沙
門
天
で

あ
る
。
常
に
仏
の
道
場
を
守
り
、

近
く
に
い
て
法
を
聞
く
と
こ
ろ
か

ら｢

多
聞
天｣

と
も
呼
ば
れ
て
い

る
。
天
邪
鬼
を
踏
み
つ
け
て
い
る

の
は
仏
法
を
邪
魔
す
る
者
を
退
治

す
る
姿
を
現
し
て
い
る
。

薬く
す
りと
毒ど
く
と
は
表
お
も
て
う
ら裏

　
　
病び
ょ
う
き気
を
治な
お
す
は
ず
な
の
に

　
　
病び
ょ
う
き気
を
招ま
ね
く
こ
と
が
あ
る

気き

を
つ
け
ま
し
ょ
う
　
用も
ち
い
方か
た

そ
れ
と
同お
な
じ
で
信し
ん
じ
ん心
も

　
　
　
あ
れ
こ
れ
迷ま
よ
え
ば

　
気き

の
病
や
ま
い

　
い
よ
い
よ
重お
も
く
な
る
ば
か
り

ま
ず
は
自じ
ぶ
ん分
を

　
　
　
　
　
信し
ん
じ
ま
し
ょ
う

心こ
こ
ろも
体か
ら
だも
鍛き
た
え
ま
し
ょ
う


