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⑲
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お
釈
迦
さ
ま
は
阿
弥
陀
さ
ま
の
救
い
を
伝
え
る
た
め
に-

前
回
は
、
お
釈
迦
さ
ま
が
こ
の
世
に
出
ら
れ
た
の
は
、
阿
弥
陀

さ
ま
の
本
願
を
説
く
た
め
で
あ
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
を
お
話
し
し

ま
し
た
。
本
願
と
は
：
南
無
阿
弥
陀
仏
一
つ
で
必
ず
あ
な
た
を

救
う
、
ど
う
か
私
の
名
前
（
南
無
阿
弥
陀
仏
）
を
聞
い
て
く
れ
よ
、

称
え
て
く
れ
よ
、と
い
う
阿
弥
陀
さ
ま
の
根
本
の
願
い
で
す
。

今
回
は
、
お
釈
迦
さ
ま
の
生
涯
に
触
れ
な
が
ら
、「
五
濁
悪

時
」
に
つ
い
て
お
話
し
致
し
ま
し
ょ
う
。

お
釈
迦
さ
ま
は
今
か
ら
二
千
五
百
年
ほ
ど
前
の
イ
ン
ド
北

部
に
誕
生
に
な
り
ま
す
。
当
時
の
イ
ン
ド
は
大
小
様
々
な
国
が

並
び
立
つ
乱
世
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
お
釈
迦
さ
ま
は
そ
の
イ
ン

ド
の
中
の
小
国
で
あ
る
釈
迦
国
の
王
子
と
し
て
生
ま
れ
ま
す
。

生
ま
れ
る
前
に
母
で
あ
る
マ
ー
ヤ
（
摩
耶
夫
人
）は
、
大
き
く
白
い

六
本
の
牙
を
持
つ
ゾ
ウ
が
胎
内
に
入
る
夢
を
見
ま
す
。い
か
な
る

こ
と
で
あ
ろ
う
か
と
、
占
い
師
に
見
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、「
こ
れ
か

ら
生
ま
れ
て
く
る
子
は
、
王
と
し
て
育
っ
た
な
ら
ば
偉
大
な
王
と

な
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
出
家
し
て
修
行
者
に
な
る
こ
と
が
あ
っ

た
な
ら
ば
、こ
れ
ま
た
偉
大
な
宗
教
家
と
な
っ
て
人
々
を
安
ら

ぎ
に
導
く
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
い
ず
れ
に
し
ろ
私
は
年
老
い
そ
の

姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
残
念
で
な
ら
な
い
」
と
言
葉

を
か
け
た
と
あ
り
ま
す
。こ
れ

を
聞
い
た
父
王
で
あ
る
シ
ュ
ッ

ド
ー
ダ
ナ
（
浄
飯
王
）は
、
生
ま

れ
て
く
る
子
が
王
位
を
継
い
で

く
れ
る
で
あ
ろ
う
か
、
出
家
し

て
し
ま
っ
て
は
王
位
を
継
ぐ
者

が
お
ら
ず
国
は
滅
亡
し
て
し

ま
う
の
で
は
な
い
か
と
、
大
き
な

不
安
を
抱
き
ま
す
。
そ
こ
で
父

王
は
、
子
が
生
ま
れ
る
と
、
贅

沢
で
不
自
由
無
く
、こ
の
世
の

汚
れ
た
部
分
を
一
切
見
せ
な

い
生
活
を
王
子
に
送
ら
せ
る
こ

と
に
し
ま
す
。
悩
み
煩
う
こ
と

が
無
か
っ
た
な
ら
ば
出
家
な

ど
し
な
い
で
あ
ろ
う
と
考
え

た
の
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
転
機
は
突
如
や

っ
て
き
ま
す
。
あ
る
日
、
青
年

と
な
っ
た
王
子
は
住
ま
い
の

城
か
ら
外
へ
お
出
か
け
に
な

り
ま
す
。
城
の
東
門
か
ら
出

た
と
き
、
そ
こ
に
は
今
ま
で

見
た
こ
と
の
な
い
も
の
が
い

た
の
で
す
。
腰
を
曲
げ
て
杖

を
つ
い
た
人
の
よ
う
に
見
え

る
が
自
身
の
知
っ
て
い
る
よ

う
な
人
で
は
な
い
人
。
老
人
で
あ
り
ま
す
。
思
わ
ず
王
子
は
お
付
き
の
者

に
尋
ね
ま
す
。ア
レ
は
何
で
あ
ろ
う
か
と
。
今
ま
で
年
老
い
た
者
の
姿
を

見
た
こ
と
が
無
か
っ
た
王
子
は
大
変
な
驚
き
を
受
け
ま
す
。「
何
故
あ
の

者
は
腰
が
曲
が
っ
て
い
る
の
か
。
何
か
悪
い
こ
と
を
し
、そ
の
罰
を
受
け
て

あ
の
よ
う
な
姿
に
な
っ
た
の
か
」
と
問
い
ま
す
。
お
付
き
の
者
は
、「
ど
の
よ

う
な
者
も
歳
を
重
ね
る
と
あ
の
よ
う
な
姿
に
な
り
ま
す
。
今
は
若
き
王

子
も
い
ず
れ
は
あ
の
よ
う
に
…
」
と
答
え
ま
す
。
王
子
は
大
き
な
シ
ョ
ッ

ク
を
受
け
そ
の
日
は
お
出
か
け
を
取
り
止
め
ま
す
。
東
と
い
う
方
角
が

悪
か
っ
た
の
か
、
次
は
南
門
か
ら
外
へ
出
ま
す
。
す
る
と
今
度
は
病
人
に

出
会
い
ま
す
。
さ
ら
に
西
門
か
ら
出
た
と
き
は
葬
儀
の
列
に
出
会
い
ま

す
。
今
ま
で
老
・
病
・
死
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
王
子
は
、
初
め
て

老
・
病
・
死
が
あ
る
こ
と
を
知
り
、
な
に
よ
り
も
そ
れ
ら
の
現
実
は
こ
の
自

分
の
身
に
も
迫
っ
て
い
る
現
実
で
あ
る
と
知
る
の
で
す
。こ
の
出
来
事
以

来
、
王
子
は
悩
む
の
で
す
が
、
ま
だ
出
家
に
は
至
り
ま
せ
ん
。
北
門
か
ら

出
か
け
た
と
き
、
そ
こ
に
は
俗
世
の
生
活
を
捨
て
、
苦
し
み
の
無
い
境
地

を
求
め
て
修
行
し
て
い
る
出
家
修
行
者
に
出
会
う
の
で
す
。
さ
と
り
は

開
い
て
い
な
い
も
の
の
、
真
実
を
求
め
る
そ
の
清
々
し
い
姿
に
心
を
打
た

れ
、
王
子
は
出
家
を
選
ぶ
の
で
す
。
そ
こ
か
ら
修
行
を
重
ね
ら
れ
た
お

釈
迦
さ
ま
は
、つ
い
に
、こ
の
世
の
苦
し
み
の
原
因
は
煩
悩
で
あ
り
、
そ
の

苦
し
み
の
無
い
境
地
が
あ
る
こ
と
、
そ
こ
へ
向
か
う
方
法
が
あ
る
こ
と
を

悟
ら
れ
る
の
で
す
。
八
十
歳
で
そ
の
生
涯
を
閉
じ
ら
れ
る
ま
で
、
多
く
の

人
々
に
そ
の
教
え
を
伝
え
ら
れ
た
の
で
す
。そ
の
教
え
が
お
釈
迦
さ
ま
の

教
え
、
仏
教
な
の
で
す
。

お
釈
迦
さ
ま
の
出
家
の
契
機
と
な
っ
た
こ
の
話
は
、「
四
門
出
遊
」
と

呼
ば
れ
る
有
名
な
話
で
す
が
、
仏
教
の
原
点
を
見
事
に
表
現
し
て
い
ま

す
。そ
れ
は
、こ
の
私
が
老
・
病
・
死
の
現
実
か
ら
逃
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い

存
在
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
か
ら
目
を
そ
ら
し
、
ご
ま
か
し
な

が
ら
生
き
て
い
る
と
言
う
こ
と
で
す
。
私
た
ち
は
こ
の
世
が
何
か
素
晴
ら

し
い
世
界
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
い
、
人
生
を
豊
か
に
し
よ
う
と
日
暮
を

送
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
地
位
や
名
声
、
お
金
、
健
康
、
家
族
が
い
か
に
あ

ろ
う
と
も
、
す
べ
て
こ
の
世
に
置
い
て
我
々
は
死
を
迎
え
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
一
日
長
生
き
を
す
る
と
言
う
こ
と
は
一
日
自
ら
の
死
に
近
づ

法
要
・
行
事
の
ご
案
内

◎

春
の
彼
岸
会
永
代
経
法
要

【
３
月

・

日
】
両
日
と
も
午
後
１
時
か
ら
法
要

21

22

※
３
月

日
は
仏
教
婦
人
会
総
会
を
兼
ね
ま
す
。婦
人
会
会
食
は

22

午
前

時
半
か
ら
。
食
事
準
備
お
手
伝
い
可
能
な
方
は
９
時
頃
よ

11

り
お
願
い
致
し
ま
す
。

○
太
陽
が
真
西
に
沈
む
お
彼
岸
の
期
間
。
西
方
に
懐
か
し
い
人
の
往
か
れ

た
お
浄
土
を
思
い
、私
も
同
じ
お
浄
土
へ
必
ず
参
る
ぞ
と
、
仏
法
に
会
わ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。

〈
法
話
講
師

本
願
寺
派
布
教
使
、副
住
職
友
人

四
夷
法
顕

師
〉

◎

宗
祖
親
鸞
聖
人
降
誕
会
法
要

な
ら
び
に

午
後

門
信
徒
総
会

【
５
月
１
日
】
午
前

時
よ
り
法
要
つ
づ
い
て
午
後
総
会

10

食
事
準
備
お
手
伝
い
い
た
だ
け
る
方
は
９
時
頃
よ
り
。

○
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
お
誕
生
を
お
祝
い
す
る
法
要
で
す
。
念
仏
に
出
会

え
た
こ
と
を
感
謝
し
慶
び
ま
し
ょ
う
。

〈
法
話

副
住
職
〉

◎

徳
島
仏
教
婦
人
会
連
盟
総
会
・
門
信
徒
研
修
会

【
６
月

日
】
午
前

時
半
よ
り
、
あ
わ
ぎ
ん
ホ
ー
ル

18

10

○
費
用
二
千
円
（
昼
食
弁
当
・
尊
光
寺
か
ら
会
場
ま
で
の
バ
ス
代
込
み
）
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■

本
願
寺
・
大
谷
本
廟

参
拝
旅
行(

団
参)

募
集

本
年
（2

0
1
9

）の
日
程
は
、

【
一
泊
二
日
】

６
月

日
（
月
）～

日
（
火
）
費
用
３
万
５
千
円

24

25

大
谷
本
廟
法
要
・
納
骨
、
本
願
寺
参
拝
の
後
、

福
井
県
あ
わ
ら
温
泉
・
永
平
寺
・
吉
崎
を
予
定

【
日

帰

り
】

６
月

日
（
月
）

費
用
１
万
５
千
円

24
大
谷
本
廟
法
要
・
納
骨
、
本
願
寺
参
拝
の
後
、

妙
心
寺
塔
頭
退
蔵
院
を
参
拝
予
定

○
年
に
一
度
の
団
体
参
拝
で
す
。ど
う
ぞ
お
仲
間
お
誘
い
合
わ
せ
の
上
、

ふ
る
っ
て
ご
参
加
く
だ
さ
い
。ど
な
た
で
も
ご
参
加
い
た
だ
け
ま
す
。

○
本
山
へ
の
分
骨
納
骨
、お
か
み
そ
り（
法
名
を
い
た
だ
く
式
）の
申
し
込

み
、お
仏
壇
の
ご
本
尊
の
新
調
な
ど
も
で
き
ま
す
。

○
申
し
込
み
は
尊
光
寺
ま
で
。

若い女性ばかりに囲まれ暮らす若きお釈迦さま

手相を見せる父王とマーヤ夫人/インド彫刻



い
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
す
。こ
の
現
実
を
知
っ
た
と
き
、
我
が
い

わ

の
ち
は
一
体
ど
こ
へ
向
か
っ
て
い
く
の
か
、
私
の
人
生
に
は
何
の
意
味
が
あ

る
の
か
、そ
の
よ
う
な
不
安
に
た
じ
ろ
が
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。こ
の
世
の
こ

と
を
シ
ャ
バ
と
言
い
ま
す
が
、シ
ャ
バ
と
は
、
も
と
も
と
イ
ン
ド
の
言
葉
で
、

思
い
通
り
に
は
な
ら
ず
堪
え
忍
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
世
界
と
い
う
意

味
の
言
葉
で
す
。
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
こ
の
世
の
あ
り
様
を
『
正
信
偈
』

の
こ
の
部
分
で
は
、「
五
濁
悪
時
（
ご
じ
ょ
く
あ
く
じ
）
」
と
も
表
現
し
て
い

ま
す
。
五
濁
と
は
五
つ
の
濁
り
の
こ
と
で
、
①
劫
濁
。
飢
饉
や
疫
病
、
戦
争

こ
う
じ
よ
く

な
ど
の
社
会
悪
、
②
見
濁
。
思
想
が
乱
れ
、
邪
悪
な
思
想
、
自
分
勝
手

け
ん
じ
よ
く

な
見
解
が
は
び
こ
る
こ
と
、
③
煩
悩
濁
。
煩
悩
が
盛
ん
に
な
る
こ
と
、
④

ぼ
ん
の
う
じ
よ
く

衆
生
濁
。
生
き
物
の
質
が
低
く
悪
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
こ
と
、
⑤
命

し
ゆ
じ
よ
う
じ
よ
く

み
よ
う

濁
。
寿
命
が
あ
り
短
い
こ
と
、の
五
つ
を
言
い
ま
す
。
お
釈
迦
さ
ま
の
昔

じ
よ
く

も
、
我
々
が
生
き
て
い
る
今
も
、
何
一
つ
人
間
の
あ
り
様
は
変
わ
っ
て
い

な
い
の
で
す
。
思
い
通
り
に
な
ら
ず
、
自
己
中
心
な
考
え
の
中
で
苦
し
み

も
が
き
な
が
ら
生
き
て
い
る
我
々
の
姿
が
、
ご
ま
か
し
よ
う
の
な
い
本
当

の
姿
な
の
で
す
。こ
の
よ
う
な
、
苦
悩
し
て
い
る
我
々
に
、
阿
弥
陀
如
来
と

い
う
仏
さ
ま
が
い
る
よ
、
あ
な
た
の
傍
に
寄
り
添
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
よ

と
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
の
が
、
お
釈
迦
さ
ま
な
の
で
す
。

つ
づ
く

イ
ン
ド

仏
教
美
術
の
至
宝
を
訪
ね
る
旅
⑤

エ
ロ
ー
ラ
と
ア
ジ
ャ
ン
タ
ー
の
石
窟
寺
院
へ

の
観
光
基
地
と
な
る
町
が
ア
ウ
ラ
ン
ガ
ー
バ

ー
ド
で
あ
る
。
人
口
が
百
万
を
超
え
る
都
市

で
あ
る
が
、
車
で
十
分
も
走
る
と
そ
こ
に
は

高
原
地
帯
が
広
が
る
落
ち
着
い
た
町
で
あ

る
。
町
外
れ
の
辻
に
は
マ
ー
ケ
ッ
ト
が
形
成

さ
れ
、
リ
ン
ゴ
や
ニ
ワ
ト
リ
、
香
辛
料
、ア
ク
セ

サ
リ
ー
、
衣
類
な
ど
様
々
な
も
の
が
カ
ラ
フ

ル
に
売
ら
れ
て
い
る
。ふ
と
目
を
マ
ー
ケ
ッ
ト

か
ら
反
ら
し
た
と
こ
ろ
に
、
見
慣
れ
な
い
光

景
が
あ
っ
た
。
そ

こ
に
は
、ス
ト
ゥ
ー
パ
型
の
仏
教
寺
院
、
黄

色
く
カ
ラ
フ
ル
な
装
飾
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教

寺
院
、
ミ
ナ
レ
ッ
ト
の
そ
び
え
る
イ
ス
ラ
ム

寺
院
が
寄
り
添
う
よ
う
に
建
っ
て
い
る
の
で

あ
っ
た
。こ
こ
は
決
し
て
観
光
地
で
は
な
い
。

こ
こ
に
建
つ
寺
院
は
ど
れ
も
地
元
の
人
々

の
信
仰
が
息
づ
く
生
き
た
寺
院
で
あ
る
。こ

れ
ほ
ど
近
く
で
異
な
る
宗
教
が
そ
れ
ぞ
れ

に
尊
重
さ
れ
共
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

早
速
、
地
元
の
人
に
寺
院
の
中
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
か
と
尋
ね
た
。
ま
ず
は
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
寺
院
を
訪
ね
る
の
が
良
い
と
返

事
が
来
た
。ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
は
イ
ン
ド
で
は

大
多
数
の
人
が
信
仰
す
る
宗
教
で
あ
る
。
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
派
や
シ
ヴ
ァ
派
な

ど
、
信
仰
す
る
神
に
よ
っ
て
様
々
な
宗
派
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、こ
こ

が
一
体
何
派
な
の
か
、
ど
の
神
を
祭
っ
て
い
る
の
か
、
あ
ま
り
は
っ
き
り
と

し
な
い
。
お
参
り
に
来
て
い
る
人
も
様
々
な
神
を
信
仰
し
て
い
る
よ
う

で
、
祭
壇
に
も
多
く
の
神
が
並
ん
で
い
る
。こ
れ
が
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
寛

容
さ
の
現
れ
で
あ
ろ
う
。い
く
つ
か
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
寺
院
を
訪
ね
た
結
果
、

人
気
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
の
神
は
ど
う
や
ら
ガ
ネ
ー
シ
ャ
で
あ
っ
た
。
寺
院
に

限
ら
ず
車
中
の
ダ
ッ
シ
ュ
ボ
ー
ド
の
上
な
ど
、
至
る
所
に
ガ
ネ
ー
シ
ャ
が

い
る
。ガ
ネ
ー
シ
ャ
は
象
の
鼻
を
持
つ
ふ
く
よ
か
な
神
。
富
の
象
徴
と
し
て

人
気
な
の
だ
そ
う
だ
。

つ
づ
い
て
、
隣
の
仏
教
寺
院
を
訪
ね
た
。
常
に
開
い
て
い
る
寺
院
で
は

な
い
よ
う
で
、
鍵
は
隣
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
人
が
開
け
て
く
れ
た
。
ど
の
よ

う
な
仏
さ
ま
が
安
置
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
内
装
は
ど
の
よ
う
に
な

っ
て
い
る
の
か
、ワ
ク
ワ
ク
し
な
が
ら
内
部
を
の
ぞ
い
た
が
、と
て
も
シ
ン
プ

ル
な
作
り
で
あ
っ
た
。
中
央
奥
の
段
に
は
、
お
釈
迦
さ
ま
が
座
し
て
お
ら

れ
た
が
、そ
の
雰
囲
気
は
頭
の

と
が
っ
た
タ
イ
や
ミ
ャ
ン
マ
ー

風
の
仏
像
で
あ
る
。
お
釈
迦

さ
ま
の
像
の
隣
に
は
大
き
な

オ
ジ
サ
ン
の
肖
像
画
が
あ
る
。

ス
ー
ツ
に
メ
ガ
ネ
姿
。
一
瞬

日
本
人
か
と
思
う
よ
う
な
出

で
立
ち
で
あ
る
が
、こ
の
人
こ

そ
、
滅
ん
で
い
た
イ
ン
ド
仏
教

を
再
興
し
た
ア
ン
ベ
ー
ド
カ

ル
師
で
あ
る
。

ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
は1

8
9
1

年
に
カ
ー
ス
ト
の
最
下
層
の

身
分
と
し
て
生
ま
れ
た
が
、

秀
で
た
才
能
に
よ
り
大
学
入

学
を
は
た
し
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
に
留
学
。19

4
7

年
の
イ
ン
ド
独
立
に

際
し
て
は
憲
法
草
案
者
の
一
人
と
し
て
関
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
カ
ー
ス

ト
制
に
強
く
反
対
し
、
カ
ー
ス
ト
制
を
容
認
す
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
か
ら

仏
教
へ
の
改
宗
を
志
し
、
現
在
の
ス
リ
ラ
ン
カ
や
ミ
ャ
ン
マ
ー
を
訪
問
し

て
仏
教
を
学
び
、19

5
6

年
に
は
戒
律
を
授
か
り
正
式
に
仏
教
徒
と
な
っ

て
い
る
。こ
の
行
動
に
続
い
て
約

万
も
の
人
々
が
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
か
ら

50

仏
教
へ
改
宗
し
た
の
で
あ
る
。ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
は
仏
教
徒
に
改
宗
を
果

た
し
た
そ
の
二
ヶ
月
後
に
糖
尿
病
の
悪
化
に
よ
り
こ
の
世
を
去
る
が
、こ

の
志
は
後
に
引
き
継
が
れ
、
現
在
で
は8

4
0

万
を
超
え
る
イ
ン
ド
の
人
々

が
仏
教
徒
に
な
っ
て
い
る
。

隣
の
イ
ス
ラ
ム
寺
院
は
諸
事
情
に
よ
り
外
か
ら
眺
め
る
だ
け
と
な
っ

て
し
ま
っ
た
。
た
だ
、こ
の
三
宗
教
が
並
び
立
つ
姿
は
、
仏
教
を
ヒ
ン
ド
ゥ

ー
教
が
飲
み
込
み
、
イ
ス
ラ
ム
教
帝
国
の
侵
攻
な
ど
、
複
雑
な
イ
ン
ド
の

宗
教
事
情
の
中
に
あ
っ
て
希
有
な
存
在
で
あ
り
、
互
い
に
認
め
合
う
共

存
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
た
。

つ
づ
く

副
住
職
担
当
、徳
島
新
聞
カ
ル
チ
ャ
ー
教
室
の
ご
案
内

各
講
座
、受
講
生
募
集
中（
４
月
よ
り
）

■

仏
教
講
座『
御
文
章(

ご
ぶ
ん
し
よ
う)

』
■

「
聖
人
一
流
の
～
」
。
浄
土
真
宗
中
興
の
祖
、
蓮
如
上
人
が
門
信
徒
へ

宛
て
た
手
紙
が『
御
文
章
』で
す
。宗
祖
、親
鸞
聖
人
の
念
仏
の
教
え
を
や

さ
し
く
説
か
れ
た『
御
文
章
』を
、
原
文
に
沿
っ
て
読
み
解
き
、
仏
教
と
は

何
か
、念
仏
と
は
何
か
、一
緒
に
学
ん
で
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。

●
毎
月
第
３
金
曜
日

時
～

時
半

月
額

2
5
0
0

円（
税
別
）

10

11

【
教
室
・
申
込
先
】
徳
島
新
聞
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
徳
島
本
校

徳
島
市
川
内
町
平
石
若
宮

-

４

92

T
E
L
0
8
8
-6
6
5
-8
5
0
0

■

親
鸞
聖
人
と『
歎
異
抄(

た
ん
に
し
よ
う)

』
■

「
悪
人
こ
そ
が
救
わ
れ
る

」『
歎
異
抄
』に
は
昔
か
ら
多
く
の
人
々
の

!?

心
を
ひ
き
つ
け
て
や
ま
な
い
言
葉
が
つ
ま
っ
て
い
ま
す
。
人
間
ら
し
い
矛
盾

を
抱
え
な
が
ら
生
き
抜
か
れ
た
親
鸞
聖
人
の
言
葉
を
丁
寧
に
読
み
解
き

あ
じ
わ
っ
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。

●
毎
月
第
２
月
曜
日

時
半
～

時

月
額

25
0
0

円（
税
別
）

13

15

【
教
室
・
申
込
先
】
教
室
は
、阿
波
お
ど
り
会
館
内

申
込
は
、
徳
島
新
聞
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
そ
ご
う
校

徳
島
市
寺
島
本
町
西
１-

５
そ
ご
う
徳
島
店
９
階

T
E
L
0
88
-6
1
1-3
3
55

※
両
講
座
は
こ
れ
ま
で
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
カ
ル
チ
ャ
ー
教
室
か
ら
徳
島
新
聞
カ
ル
チ
ャ
ー
教
室
へ
移
り
ま
す
。

平成３１年 年忌表

1周忌 平成３０年

3回忌 平成2９年

7回忌 平成2５年

13回忌 平成1９年

17回忌 平成1５年

25回忌 平成 ７年

33回忌 昭和6２年

50回忌 昭和4５年

61回忌 昭和3４年

100回忌 大正 ９年

150回忌 明治 ３年

200回忌 文政 ３年

250回忌 明和 ７年

300回忌 享保 ５年

過去帳・お位牌

をお調べください

寄り 添う 三宗教の寺院

仏教寺院にはお釈迦さ まとアンベード カル師

▲12/23尊光寺報恩講法要

最後に「和三梵」による和楽器コンサート。

尺八・和太鼓・津軽三味線の調が響く。

▲2/10市場文化会館まつり

副住職が「死んだらこうなる」と題して

講演を行いました。



三
月
二
十
一
日
（
木
）
両
日
と
も
午
後
一
時
よ
り

お
勤
め

二
十
二
日
（
金
）

春
の
彼
岸
会
永
代
経
法
要

ひ

が

ん

え

え

い

た

い

き

よ

う

二
十
二
日
は
仏
教
婦
人
会
総
会
を
兼
ね
ま
す
。

※
婦
人
会
会
食
は
十
一
時
半
よ
り
、
お
手
伝
い
で
き
ま
す
方
は
九
時
頃
よ
り
。

法
話
講
師

本
願
寺
派
布
教
使

龍
谷
大
学
講
師

本
願
寺
派
宗
学
院
研
究
員

神
戸
市

信
行
寺
住
職

四
夷
法
顕

師

太
陽
の
沈
み
ゆ
く
西
方
に
、
懐
か
し
い
方
の
往
か
れ
た
浄
土
を
思
い
、

先
立
っ
た
方
も
、
後
を
ゆ
く
私
も
、
と
も
に
南
無
阿
弥
陀
仏
に
抱
か

れ
て
い
る
こ
と
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。



2019年

ご本山＆大谷本廟参拝団 募集
今年の ご本山（西本願寺）・大谷本廟（納骨所、親鸞聖人のお墓）参拝団は下の通り実施いたします。

年に一度の団体参拝ですので、このご縁に参拝なされますようご案内申し上げます。

■ 一泊二日 （ 6月24日（月）～6月25日（火） 費用３万５千円 ）

大俣スカイトラベル5:30⇒市場⇒八幡⇒土成⇒各地⇒徳島⇒淡路⇒大谷本廟10:00（納骨、法要）⇒

西本願寺（昼食、参拝、おかみそり、書院拝観）⇒あわら温泉（観光・宿泊）⇒吉崎御坊（西

別院）蓮如上人ゆかりの地⇒曹洞宗大本山 永平寺⇒帰路（夕食）⇒大俣20:０0

■ 日帰り （ ６月24日（月） 費用１万５千円 ）

大俣スカイトラベル5:30⇒（1泊と同じく各地）⇒大谷本廟10:00（納骨、法要）⇒西本願寺（昼食、参

拝、おかみそり、書院拝観）⇒妙心寺塔頭退蔵院（書院庭園拝観）⇒淡路（夕食）⇒帰路⇒大俣21:00

※ 本山で帰敬式（ききょうしき）を受式希望の方は申し出下さい。（冥加金１万円）。

帰敬式とは、おかみそりを頂き、浄土真宗門徒として自覚をあらたにし、法名を拝受する儀式です。

※ 大谷本廟に納骨（分骨）を希望の方は申し出下さい。

※ 行程は天候や時間等により変更になることもあります。また観光等の希望があれば申し出下さい。

※ お部屋などの希望がある場合は申し出下さい。

申込：尊光寺まで（０８８３－３６－３０２６）

▲退蔵院庭園
▲永平寺唐門

▼大谷本廟参拝・法要▼本願寺の親鸞さま



副住職
尊光寺 赤松信映

担当

徳島新聞

カルチャーセンターカルチャーセンター
～講座案内～

これまでの NHKカルチャーセンター徳島教室 から 徳島新聞カルチャーセンター に移ります。

徳島新聞カルチャーセンター（徳島川内本校）

■ 仏教講座『御文章』 ■
ごぶんしよ う

「聖人一流の～」。浄土真宗中興の祖、蓮如上人が門信徒へ宛てた手紙が『御文章』です。

宗祖、親鸞聖人の念仏の教えをやさしく説かれた『御文章』を、原文に沿って読み解き、仏教と

は何か、念仏とは何か、一緒に学んでまいりましょう。

毎月 第３金曜日 １０：００～１１：３０

月額 ２，５００円（税別）

〈申し込み先〉

徳島新聞カルチャーセンター徳島本校

徳島市川内町平石若宮92-4

TEL ０８８－６６５－８５００

徳島新聞カルチャーセンター（阿波おどり会館教室/徳島そごう校）

■ 親鸞聖人と『歎異抄』 ■
しんらんしようにん たんに し よ う

「悪人こそが救われる！？」『歎異抄』には昔から多くの人々の心をひきつけてやまない言葉

がつまっています。人間らしい矛盾を抱えながら生き抜かれた

親鸞聖人の言葉を丁寧に読み解きあじわってまいりましょう。

毎月 第２月曜日 １３：３０～１５：００

月額 ２，５００円（税別）

〈申し込み先〉

徳島新聞カルチャーセンターそごう校

徳島市寺島本町西1-5そごう徳島店9F

TEL ０８８－６１１－３３５５

※ 教室は阿波おどり会館内

4/19から

4/8から


