
正
信
偈
講
座
⑯

（
赤
い
経
本
七
㌻
）

本
願
名
号
正
定
業

至
心
信

楽

願
為
因

ほ
ん
が
ん
み
よ
う
ご
う
し
よ
う
じ
よ
う
ご
う

し-

し
ん
し
ん
ぎ
よ
う
が
ん

に-

い
ん

-
信
心
が
往
生
の
因
と
な
る-

ま
ず
は
前
回
の
お
さ
ら
い
で
す
。
阿
弥
陀
さ
ま
の
根
本
の
願
い

（
本
願
）に
誓
わ
れ
た
、
ナ
モ
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
の
名
号
は
、
私
た
ち
を

必
ず
浄
土
へ
連
れ
て
行
く
は
た
ら
き
（
業
）で
あ
る
、
と
前
回
お

話
を
し
ま
し
た
。

今
回
は
、つ
づ
く
「
至
心

信
楽

願
為
因
」の
部
分
で
す
。

し
し
ん

し
ん
ぎ
よ
う
が
ん
に
ー
い
ん

阿
弥
陀
さ
ま
の
第
十
八
願
（
本
願
）に
は
、「
た
と
え
わ
れ
仏

を
得
た
ら
ん
に
、
十
方
の
衆
生
、
至
心
信
楽
し
て
、
わ
が
国
に
生

ぜ
ん
と
欲
ひ
て
、
乃
至
十
念
せ
ん
。
も
し
生
ぜ
ず
は
、
正
覚
を
取

お
も

ら
じ
。
た
だ
五
逆
と
誹
謗
正
法
と
を
ば
除
く
」
と
誓
わ
れ
て
い
ま

す
の
で
、「
至
心
信
楽
の
願
」
と
は
、こ
の
第
十
八
願
（
本
願
）の
こ

と
を
指
し
ま
す
。
阿
弥
陀
さ
ま
の
本
願
が
因
で
あ
る
と
は
、
ど
の

よ
う
な
意
味
で
し
ょ
う
か
。

第
十
八
願
の
文
面
で
は
、
私
た
ち
が
「
至
心
」
と
「
信
楽
」
と

し
し
ん

し
ん
ぎ
よ
う

「
欲
生
（
生
ぜ
ん
と
欲
ひ
て
）
」
と
い
う
三
つ
の
心
を
お
こ
し
な
さ

よ
く
し
よ
う

お
も

い
、
と
あ
り
ま
す
。「
至
心
」
と
は
、
誠
実
な
心
、
真
実
の
心
。「
信

楽
」
と
は
、
信
じ
よ
ろ
こ
ぶ
心
。「
欲
生
」
と
は
、
浄
土
に
生
ま
れ
た

い
と
思
う
心
で
す
。

親
鸞
聖
人
は
、
私
た
ち
の
心
の
ど
こ
を
探
し
て
も
こ
の
よ
う
な

三
つ
の
心
は
見
当
た
ら
な
い
と
嘆
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
ば
か

り
か
、
私
は
遙
か
彼
方
の
昔
か
ら
嘘
や
偽
り
を
好
み
、
心
と
体
を

悩
ま
せ
苦
し
み
続
け
、こ
の
四
苦
八
苦
の
世
界
を
生
ま
れ
変
わ

り
死
に
変
わ
り
、
輪
廻
し
続
け
て
き
た
で
は
な
い
か
と
指
摘
さ
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
私
た
ち
が
、こ
れ
ま
で
も
、こ
れ
か
ら
も

自
ら
真
実
の
心
を
起
こ
す
こ
と
は
な
い
の
だ
と
言
い
切
っ
て
お
ら

れ
る
の
で
す
。
そ
れ
で
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
誓
わ
れ
た
第
十
八
願

で
は
私
た
ち
が
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。

親
鸞
聖
人
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
よ
く
よ
く
考
え
る
と
阿
弥

陀
さ
ま
の
ご
本
願
は
、
ど
の
よ
う
な
行
も
修
め
る
こ
と
の
出
来
な

い
、
煩
悩
ま
み
れ
の
こ
の
私
を
救
う
た
め
に
お
こ
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
阿
弥
陀
仏
の
名
号
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
は
、「
必
ず
救
う
、
わ

れ
に
ま
か
せ
よ
」
と
の
阿
弥
陀
さ
ま
か
ら
の
喚
び
声
で
あ
っ
た
。
私

よ

た
ち
は
そ
の
「
わ
れ
に
ま
か
せ
よ
」の
喚
び
声
に
お
ま
か
せ
を
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
浄
土
へ
間
違
い
な
く
参
ら
せ
て
い
た
だ
く
の
だ
、と

示
し
て
い
ま
す
。こ
の
喚
び
声
に
お
ま
か
せ
を
す
る
心
こ
そ
、「
信

心
」
な
の
で
す
。
親
鸞
聖
人
は
信
心
を
、「
疑
い
の
ま
じ
ら
な
い
心
」「
は
か

ら
い
の
ま
じ
ら
な
い
心
」
な
ど
と
も
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
至
心
・
信
楽
・
欲
生
」
と
三
つ
の
心
が
本
願
に
あ
る
よ
う
で
す
が
、
そ

れ
ら
は
私
た
ち
が
頑
張
っ
て
お
こ
す
心
で
は
な
く
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
「
ま

か
せ
な
さ
い
」
と
い
う
喚
び
声
を
疑
い
な
く
聞
か
せ
て
い
た
だ
く
そ
の
心

（
信
心
）に
具
わ
っ
て
い
る
お
徳
を
表
し
て
く
れ
た
も
の
な
の
で
す
。

先
人
は
よ
く
阿
弥
陀
さ
ま
を
親
に
譬

え
て
き
ま
し
た
。
自
分
の
力
で
大
人
の
ご

飯
を
食
べ
る
こ
と
が
出
来
な
い
幼
子
に
、

母
が
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
と
幼
児
食
を

作
り
口
に
運
ば
せ
る
。
幼
児
が
口
に
し
た

そ
の
食
べ
物
に
は
、
す
く
す
く
と
成
長
す

る
栄
養
が
全
て
詰
ま
っ
て
い
ま
す
。こ
の
譬

え
は
、
自
分
で
は
大
人
の
食
べ
物
を
食
べ

ら
れ
な
い
の
が
私
た
ち
、
何
と
か
栄
養
の

あ
る
も
の
を
食
べ
さ
せ
よ
う
と
す
る
親
が

阿
弥
陀
仏
。
口
に
運
ば
れ
た
幼
児
食
が

ナ
モ
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
の
念
仏
で
あ
り
信
心
で
す
。
そ
の
信
心
一
つ
、
念
仏
一

つ
の
中
に
は
私
た
ち
が
浄
土
へ
参
る
栄
養
が
完
全
に
詰
ま
っ
て
い
る
と
譬

え
る
の
で
す
。は
か
り
し
れ
な
い
親
の
苦
労
の
中
に
私
た
ち
の
成
長
が
あ

る
よ
う
に
、
は
か
り
し
れ
な
い
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
育
て
の
中
に
私
た
ち
は

念
仏
申
し
つ
つ
浄
土
へ
の
人
生
を
歩
ん
で
い
る
の
で
す
。

ま
と
め
ま
す
と
、
本
願
に
誓
わ
れ
た
名
号
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
は
、
私

た
ち
の
口
元
で
は
ナ
モ
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
の
念
仏
と
な
っ
て
は
た
ら
き
、
心
で
は

信
心
と
な
っ
て
は
た
ら
い
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
。
私
た
ち
に
は
真
実
の
心
は

な
い
け
れ
ど
、
阿
弥
陀
さ
ま
か
ら
恵
ま
れ
た
こ
の
信
心
が
因
と
な
り
浄

土
に
参
ら
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
間
違
い
な
い
の
だ
と
言
い
切
っ
て
お
ら

れ
る
の
で
す
。

イ
ン
ド

仏
教
美
術
の
至
宝
を
訪
ね
る
旅
②

イ
ン
ド
内
陸
の
田
舎
町
、
サ
ー
ン

チ
ー
。そ
の
町
を
見
下
ろ
す
丘
に
第

一
の
目
的
地
で
あ
る
ス
ト
ゥ
ー
パ

（
仏
塔
）
が
鎮
座
す
る
。
紀
元
前
３

世
紀
、
イ
ン
ド
を
初
め
て
統
一
し
た

ア
シ
ョ
ー
カ
王
は
そ
の
領
内
で
仏
教

を
保
護
し
、
各
地
に
ス
ト
ゥ
ー
パ
を

建
立
し
た
。ス
ト
ゥ
ー
パ
は
お
釈
迦

さ
ま
の
遺
骨
を
納
め
る
お
墓
所
で

あ
る
が
、
中
に
は
お
釈
迦
さ
ま
の
骨

の
無
い
も
の
も
多
い
。こ
の
サ
ー
ン
チ

ー
の
ス
ト
ゥ
ー
パ
も
同
様
で
あ
り
、

お
墓
所
と
い
う
よ
り
は
お
釈
迦
さ

ま
を
慕
う
思
い
を
形
に
表
し
た
も
の

法
要
・
行
事
の
ご
案
内

◎

盂
蘭
盆
会
法
要

【
８
月

日
】午
後
６
時
よ
り

15

※
各
家
庭
で
の
初
盆
法
要
は
事
前
に
お
寺
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◎

中
四
国
地
区
仏
教
婦
人
会
大
会

【
８
月

日
】午
前
９
時
受
付

ア
ス
テ
ィ
徳
島

30

参
加
費
用

３
千
円（
昼
食
代
・
お
寺
か
ら
ア
ス
テ
ィ
ま
で
の
バ
ス
代
）

○
本
願
寺
よ
り
、
ご
門
主
さ
ま
を
迎
え
、
中
国
・
四
国
地
方
の
仏
教
婦
人

会
大
会
が
徳
島
で
開
催
さ
れ
ま
す
。
婦
人
会
会
員
は
も
と
よ
り
、
多
く
の

方
が
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

※
申
し
込
み
は
尊
光
寺
ま
で
。７
月
９
日
〆
切

講
演

気
仙
沼
す
が
と
よ
酒
店

菅
原
文
子
さ
ん

講
演

法
話
楽
団
「
迦
陵
頻
伽（
か
り
ょ
う
び
ん
が
）」

そ
の
ほ
か
、
阿
波
踊
り
な
ど

◎

秋
の
彼
岸
会
永
代
経
法
要

【
９
月

・

日
】
両
日
と
も
午
後
１
時
か
ら

23

24

※

日
は
仏
教
婦
人
会
に
よ
る
阿
北
老
人
ホ
ー
ム
お
接
待
日
で
す
。

24会
員
の
皆
さ
ま
は
９
時
頃
よ
り
準
備
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

〈
法
話

本
願
寺
派
布
教
使

藤
井
真
隆

師
〉

○
太
陽
の
沈
む
西
方
に
懐
か
し
い
方
の
往
か
れ
た
浄
土
を
思
わ
せ
て
い
た

だ
き
、と
も
に
念
仏
に
抱
か
れ
て
い
る
喜
び
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ

う
。ど
う
ぞ
お
一
人
で
も
多
く
の
方
の
お
参
り
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

浄土真宗本願寺派 四州教区徳島中組 金輪山 無量壽院 尊光寺 電話0883-36-3026 メールsnkoji2@yahoo.co.jp Instagram@sonkoji_temple
尊光寺ホームページ www.sonkoji.jp/ (寺報やブログを掲載中) 平成30年7月

徳
島
県
阿
波
市
市
場

町
大
野
島
字
天
神
41

尊

光

寺

第121号

■
五
ヶ
寺
連
研
を
の
ぞ
い
て
み
ま
せ
ん
か
。

鴨
島
町
・
石
井
町
の
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
寺
院
五
ヶ
寺
が
連
続
し

て
講
座
を
開
い
て
い
ま
す
。仏
事
作
法
や
仏
教
の
話
を
気
軽
に
聞
い
て
み
ま

せ
ん
か
。副
住
職
も
講
師
の
一
人
と
し
て
共
に
学
ん
で
い
ま
す
。

興
味
あ
る
方
は
ど
う
ぞ
気
軽
に
副
住
職
ま
で
連
絡
下
さ
い
。

３
月

日
、

時
半
～
正
信
偈
の
解
説

(

鴨
島

徳
住
寺)

10

18

５
月

日
、

時
半
～
正
信
偈
と
作
法
（
石
井

西
方
寺
）

12

19

６
月
７
日
、

時
半
～
法
話
（
石
井

光
明
寺
）

18

９
月
８
日
、

時
半
～
和
讃
に
つ
い
て
（
鴨
島

西
円
寺
）

19

１
月

日
、

時
半
～
仏
教
讃
歌
（
鴨
島

徳
住
寺
）

12

18

３
月
９
日
、

時
半
～
ま
と
め
（
石
井

西
方
寺
）

18
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と
言
っ
た
方
が
よ
い
だ
ろ
う
。ア
シ
ョ
ー
カ
王
が
基
壇
を
整
え
た
後
、
紀

元
後
１
世
紀
頃
ま
で
に
こ
の
ス
ト
ゥ
ー
パ
は
完
成
し
た
と
さ
れ
、
大
き
さ

は
直
径

ｍ
、
高
さ

ｍ
の
土
ま
ん
じ
ゅ
う
型
。
何
と
言
っ
て
も
、
塔
を
囲

37

16

む
門
や
欄
楯
（
玉
垣
の
よ
う
な
も
の
）の
随
所
に
ほ
ど
こ
さ
れ
た
彫
刻
の

素
晴
ら
し
さ
に
目
を
奪
わ
れ
る
。
サ
ー
ン
チ
ー
に
は
写
真
の
第
一
塔
の

他
に
も
、
大
小
様
々
な
ス
ト
ゥ
ー
パ
や
、
僧
侶
が
生
活
し
た
僧
院
の
跡

が
残
る
。こ
の
仏
教
遺
跡
群
は1

9
8
9

年
に
世
界
遺
産
に
登
録
。
現
在
は

公
園
と
し
て
辺
り
は
整
備
さ
れ
、
国
内
外
か
ら
の
観
光
客
を
集
め
る
と

と
も
に
、
近
所
の
人
の
の
ど
か
な
憩
い
の
場
と
な
っ
て
い
る
。

ま
ず
、
そ
の
門
柱
を
見

て
み
よ
う
。こ
の
門
柱
は
ト

ー
ラ
ナ
と
呼
ば
れ
、
日
本

の
神
社
の
鳥
居
の
原
型
で

あ
る
と
い
う
学
説
も
あ
る
。

東
西
南
北
そ
れ
ぞ
れ
の
門

柱
に
は
、
お
釈
迦
さ
ま
の

一
生
涯
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
や

イ
ン
ド
の
神
々
が
彫
刻
さ

れ
て
い
る
。
特
徴
は
肉
感

的
で
あ
り
、
男
性
・
女
性
・

動
物
な
ど
そ
の
彫
り
感
は

プ
リ
プ
リ
ム
チ
ム
チ
で
あ

る
。
お
釈
迦
さ
ま
の
姿
は

人
間
の
姿
で
直
接
表
現
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
菩
提
樹
な
ど
が
彫
ら

れ
、そ
こ
に
お
釈
迦
さ
ま
が
い
る
よ
う
に
間
接
的
に
表
現
さ
れ
る
の
も
特

徴
で
あ
る
。

ス
ト
ゥ
ー
パ
の
回
廊
は
二
層
に
な
っ
て
お
り
、
上
階
か
ら
は
サ
ー
ン
チ

ー
の
町
が
一
望
で
き
、
近
く
に

大
規
模
な
僧
院
の
跡
が
残
っ
て

い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
ど
の
よ
う

な
言
語
で
お
経
を
読
み
、
ど
の

よ
う
に
町
へ
托
鉢
に
行
き
、
ど
の

よ
う
な
修
行
を
な
し
た
の
だ
ろ

う
か
。
具
体
的
な
内
容
を
現

代
に
伝
え
る
も
の
は
残
っ
て
い

な
い
が
、こ
の
大
塔
を
中
心
に
、

多
く
の
僧
侶
が
生
活
を
し
、
修

行
に
励
ん
だ
事
実
は
は
っ
き
り

と
伝
わ
っ
て
く
る
。

ま
た
、
お
釈
迦
さ
ま
の
高
弟

で
あ
る
舎
利
弗
と
目
連
の
骨

を
納
め
た
ス
ト
ゥ
ー
パ
が
大
塔

に
寄
り
添
い
お
釈
迦
さ
ま
を
慕

う
か
の
よ
う
に
建
っ
て
い
る
の
も
感
慨
深
い
。

こ
の
サ
ー
ン
チ
ー
仏
塔
で
ど
れ
ほ
ど
の
時
間
を
過
ご
し
た
だ
ろ
う
か
。

彫
刻
一
つ
一
つ
を

ゆ
っ
く
り
見
て
回

り
、
点
在
す
る
僧

院
や
小
さ
な
ス
ト

ゥ
ー
パ
を
追
い
か

け
て
い
る
う
ち
に

数

時

間
が
経

過

し
た
よ
う
だ
。
イ
ン

ド
人
ガ
イ
ド
の
ジ

ャ
イ
さ
ん
は
そ
ん

な
僕
ら
に
飽
き
た

よ
う
で
、
そ
ろ
そ
ろ

チ
ャ
イ
に
し
ま
し

ょ
う
と
声
を
か
け

て
き
た
。
チ
ャ
イ
を
飲
み
な
が
ら
の
、
現
地
の
方
と
の
交
流
も
面
白
い
。
家

族
連
れ
だ
ろ
う
、
僕
た
ち
が
東
洋
の
端
か
ら
来
た
人
間
だ
と
分
か
る
と
、

珍
し
い
の
だ
ろ
う
か
一
緒
に
写

真
を
撮
ろ
う
と
誘
っ
て
く
る
。
さ

ら
に
は
息
子
の
自
慢
が
始
ま
り
、

よ
か
っ
た
ら
息
子
と
一
緒
に
写

真
を
撮
っ
て
く
れ
と
な
る
。こ
ん

な
日
本
人
と
の
写
真
に
ど
れ
ほ

ど
の
意
味
が
あ
る
の
か
不
明
で

あ
る
が
、
東
西
を
問
わ
ず
の
親
バ

カ
ぶ
り
に
親
近
感
を
抱
き
ホ
ッ

と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

ス
ト
ゥ
ー
パ
を
後
に
し
て
、
そ

の
日
は
サ
ー
ン
チ
ー
の
ホ
テ
ル
で

宿
を
取
っ
た
。
夕
方
に
町
の
市
場

を
ウ
ロ
ウ
ロ
し
て
み
た
が
、
事
前

に
聞
い
て
い
た
物
乞
い
に
は
遭
遇

し
な
か
っ
た
。
平
た
い
顔
を
初
め
は
珍
し
そ
う
に
眺
め
て
く
る
が
、
す
ぐ
に

ジ
ャ
パ
ン
！
と
友
好
的
な
笑
顔
を
見
せ
て
く
れ
る
。ス
ト
ゥ
ー
パ
の
丘
の

麓
、
サ
ー
ン
チ
ー
は
穏
や
か
な
空
気
の
流
れ
る
よ
き
田
舎
町
で
あ
っ
た
。

翌
朝
は
近
く
に
あ
る
別
の
ス
ト
ゥ
ー
パ
群
を
見
る
た
め
に
車
を
走
ら

せ
た
。
サ
ー
ン
チ
ー
か
ら
さ
ら
に
田
舎
。
農
道
の
よ
う
な
細
い
で
こ
ぼ
こ

路
の
先
に
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
の
ス
ト
ゥ
ー
パ
が
あ
っ
た
。
形
は
サ
ー
ン

チ
ー
の
土
ま
ん
じ
ゅ
う
型
と
異
な
り
、UF

O

の
よ
う
な
形
や
、
土
ま
ん
じ

ゅ
う
の
上
部
を
削
っ
た
よ
う
な
形
で
あ
る
。
作
り
か
け
で
放
置
さ
れ
た
も

の
も
あ
る
。
一
体
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
ま
で
の
ス
ト
ゥ
ー
パ
が
作
ら
れ
た
の
だ

ろ
う
か
。
間
違
い
な
く
ス
ト
ゥ
ー
パ
を
作
る
ブ
ー
ム
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。そ

こ
に
は
人
々
の
、
ブ
ッ
ダ
に
会
い
た
い
、
心
の
平
安
を
願
う
想
い
が
大
き
く

な
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
、ス
ト
ゥ
ー
パ
に
興
味
は
尽
き
な
い
が
、
そ
れ
ば
か
り
も
見
て
い

ら
れ
な
い
の
で
、
次
の
目
的
で
あ
る
石
窟
寺
院
へ
と
向
か
う
。（
つ
づ
く
）

行
事
ス
ナ
ッ
プ

■
副
住
職
担
当
、

N
H
K

文
化
セ
ン
タ
ー

徳
島
教
室
の
ご
案
内

各
講
座
、受
講
生
募
集
中

６
回
６
ヶ
月
で13

,4
7
8

円

問
い
合
わ
せ
は
、

徳
島
駅
前
のN

H
K

文
化
セ
ン
タ
ー

(

電
話

0
8
8
-6
1
1
-6
8
8
1
)

●
親
鸞
聖
人
と「
歎
異
抄
」

月
１
回

月
曜

午
後
１
時
半
～

た
ん
に
し
よ
う

７
月
９
日
、８
月

、９
月

日
、

月

日
…

20

10

10

8

「
善
人
な
を
も
て
往
生
を
と
ぐ
、い
は
ん
や
悪
人
を
や
」で
知
ら
れ
る

『
歎
異
抄
』を
読
み
な
が
ら
、
親
鸞
聖
人
の
生
涯
と
そ
の
教
え
を
味

わ
い
ま
す
。

●
仏
教
講
座
「
御
文
章
」
を
読
む

月
１
回

金
曜

午
前

時
～

ご
ぶ
ん
し
よ
う

10

７
月

日
、８
月
３
日
、９
月

日
、

月

日
…

13

14

10

12

「
朝
に
は
紅
顔
あ
り
て
夕
に
は
白
骨
と
な
れ
る
…
」
本
願
寺
八
代
蓮

如
上
人
が
残
し
た『
御
文
章
』を
読
み
な
が
ら
、
仏
教
の
基
礎
知
識

と
そ
こ
に
書
か
れ
た
仏
さ
ま
の
心
に
触
れ
て
み
ま
せ
ん
か
。

平成30年 年忌表

1周忌 平成29年

3回忌 平成28年

7回忌 平成24年

13回忌 平成18年

17回忌 平成14年

25回忌 平成 6年

33回忌 昭和61年

50回忌 昭和44年

61回忌 昭和33年

100回忌 大正 8年

150回忌 明治 2年

200回忌 文政 2年

250回忌 明和 6年

300回忌 享保 4年

過去帳・お位牌

をお調べください

イ ンド の女神ヤクシーとゾウ

菩提樹で表されるお釈迦さまに対して

周りの人々や神々が手を合わせる

僧院跡 1つ1つのく ぼみが部屋である

■春の彼岸法要 佐竹先生は、スクリ ーンを

使いながら 分かり やすく お話し く ださ いま し

■本願寺・大谷本廟参拝 90名近く で参拝でき ま し た。



中・四国地区仏教婦人会大会 ご案内

このたび、本願寺よりご門主さまをお迎えし、仏教婦人会大会が開催されます。

徳島開催の機会ですので、仏教婦人会会員の皆さまはもとより、多くの方々にご参加ください

ますよう、ご案内申し上げます。

■日 時： 2018(平成30)年8月30日、9:00～受付、15:30解散

（尊光寺よりバス8:00出発予定、現地集合現地解散も可）

■会 場： アスティ徳島

■会 費： ３０００円（バス代、昼食代、記念品代を含む）

■テーマ： 「いのち・つながり・ご縁」

■大会内容

おつとめ

講演① 気仙沼すがとよ酒店店主 菅原文子さん「悲しみの中から生き抜く力を」

講演② 法話楽団 迦陵頻伽(かりょうびんが)「悲しみの向こうで あなたにあえる」

阿波踊り

■申込は尊光寺(0883-36-3026)まで7月9日まで■

菅原文子さん

1949年気仙沼市生まれ。1973年すがとよ酒店菅原豊和と結婚。2011年3

月の東日本大震災によって、店舗は破壊され、義父母を亡くし夫は行方

不明となる。被災から一ヶ月半で別地にプレハブを建て息子たちと営業

を再開。菅原さんが書いた『負げねぇぞ気仙沼』のラベルのお酒が話題

となり、復興のシンボルに。行方不明の夫への想いを綴った『あなたへ』

が「KYOTO KAKIMOTO恋文大賞」を受賞。2012年自宅跡近くから夫の遺体

が発見される。2016年12月地元に本店舗をオープン。著書に『あなたへの恋文』他。

迦陵頻伽(かりょうびんが)

法話楽団 迦陵頻伽は、本願寺派普元寺 西脇顕真住職が2

001年に結成した音楽法話のグループ。童謡などのなじみ深

い歌を皆さんと歌いながら、浄土真宗のみ教えをやさしく

語る。随所に音楽を取り入れた法話は全国各地で好評。

2007年にライブCD『法話楽団・迦陵頻伽』をリリース。


