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信
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赤
い
経
本
一
三
㌻
）

一
切
善
悪
凡
夫
人

聞
信
如
来
弘
誓
願

い
つ

さ
い

ぜ
ん

ま
く

ぼ
ん

ぶ

に
ん

も
ん

し
ん

に
よ

ら
い

ぐ

ぜ
い

が
ん

仏
言
広
大
勝
解
者

是
人
名
分
陀
利
華

ぶ
つ

ご
ん

こ
う

だ
い

し
よ
う

げ

し
や

ぜ

に
ん

み
よ
う

ふ
ん

だ

り

け

【
訓
読
】
一
切
善
悪
の
凡
夫
人
、
如
来
の
弘
誓
願
を
聞
信
す
れ
ば
、

い
つ

さ
い
ぜ
ん
あ
く

ぼ
ん

ぶ

に
ん

に
よ

ら
い

ぐ

ぜ
い

が
ん

も
ん
し
ん

仏
、
広
大
勝
解
の
ひ
と
と
の
た
ま
へ
り
。こ
の
人
を
分
陀
利
華

ぶ
つ

こ
う

だ
い

し
よ
う
げ

ふ
ん

だ

り

け

と
名
づ
く
。

【
現
代
語
訳
】
善
人
も
悪
人
も
、
ど
の
よ
う
な
凡
夫
で
あ
っ
て
も
、
阿

ぜ
ん
に
ん

あ
く
に
ん

ぼ
ん

ぶ

あ

弥
陀
仏
の
「

必

ず
救
う
我
に
ま
か
せ
よ
、
我
が
名
を
称
え

み

だ

ぶ
つ

か
な
ら

す
く

わ
れ

わ

な

と
な

よ
」
と
い
う
本
願
を
信
じ
れ
ば
、

ほ
ん
が
ん

し
ん

仏
は
こ
の
人
を
す
ぐ
れ
た
智
慧
を
得
た
も
の
で
あ
る
と
た
た

ち

え

え

え
、
汚
れ
の
な
い
白
い
蓮
の
花
の
よ
う
な
人
で
あ
る
と
お
ほ
め

け
が

は
す

に
な
る
。

前
回
は
、「
即
横

超

截
五
悪
趣
」
を
読
み
、
五
悪
趣
と
呼
ば
れ
る

そ
く

お
う
ち
よ
う

ぜ
つ

ご

あ
く
し
ゆ

ご

あ
く
し
ゆ

生
死
輪
廻
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
世
界
に
あ
っ
て
も
、「
南
無
阿
弥
陀

仏
」
の
念
仏
に
出
会
っ
た
な
ら
ば
、
輪
廻
を
断
ち
切
り
仏
の
さ
と
り
の

世
界
へ
と
必
ず
生
ま
れ
往
く
と
い
う
お
話
で
し
た
。

今
回
の
、「
一
切
善
悪
凡
夫
人
」
と
は
、
善
人
で
あ
れ
、
悪
人
で
あ

い
つ

さ
い

ぜ
ん
ま
く

ぼ
ん

ぶ

に
ん

れ
、
迷
い
の
世
に
い
る
全
て
の
者
を
指
し
ま
す
。こ
こ
で
言
う
「
善
人
」

「
悪
人
」
と
は
、
世
俗
的
な
善
悪
で
は
な
く
、
仏
教
的
な
善
悪
を
意
味

し
ま
す
。
そ
れ
は
、
自
分
の
修
行
の
力
で
仏
の
さ
と
り
へ
と
近
づ
け
る
人

の
こ
と
を
善
人
と
い
い
、
自
分
の
力
で
は
仏
の
さ
と
り
へ
と
近
づ
く
こ
と

が
で
き
な
い
者
を
悪
人
と
呼
び
ま
す
。こ
こ
に
さ
ら
に
「
凡
夫
人
」
と
あ

る
の
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
救
い
は
、
善
人
悪
人
と
選
ぶ
こ
と
は
な
い
け

れ
ど
も
、
そ
の
目
当
て
、
正
客
と
は
、
自
ら
の
力
で
は
さ
と
り
へ
と
近
づ

く
こ
と
の
で
き
な
い
悪
人
・
凡
夫
で
あ
る
と
示
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

さ
て
、
善
と
か
悪
と
申
し
ま
す
が
、こ
の
判
断
は
難
し
い
も
の
で
す
。

世
俗
的
に
考
え
ま
す
と
、
世
の
中
で
尊
敬
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
を
善
、

警
察
に
お
世
話
に
な
る
よ
う
な
こ
と
を
悪
、と
す
る
で
し
ょ
う
か
。
し
か

し
、
良
か
れ
と
思
っ
て
し
た
こ
と
が
悪
い
結
果
を
引
き
起
こ
す
と
い
う
事

も
多
い
で
し
ょ
う
。
良
か
れ
と
思
っ
て
炊
事
に
手
を
出
し
た
が
、や
り
方

が
雑
だ
っ
た
の
か
妻
の
手
を
余
計
に
煩
わ
せ
て
し

ま
う
結
果
に
な
る
こ
と
も
。
仏
道
に
お
い
て
も
同

じ
よ
う
な
こ
と
が
言
え
ま
す
し
、
善
だ
と
思
っ
て

い
る
心
そ
の
も
の
が
慢
心
で
あ
っ
た
り
と
、
善
悪

と
い
う
の
は
判
断
し
に
く
い
の
で
す
。

親
鸞
聖
人
は
、
善
・
悪
に
こ
だ
わ
る
私
た
ち
の

心
を
「
は
か
ら
う
心
」
と
し
て
注
意
さ
れ
、「
阿

弥
陀
さ
ま
の
お
救
い
に
勝
る
よ
う
な
善
は
な
く
、

ま
た
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
救
い
に
漏
れ
る
よ
う
な

悪
も
な
い
」「
た
だ
浄
土
往
生
に
つ
い
て
は
阿
弥

陀
さ
ま
の
お
救
い
に
お
ま
か
せ
す
る
の
で
あ
る
」

と
示
さ
れ
ま
す
。

良
い
こ
と
を
す
れ
ば
誉
め
ら
れ
、
悪
い
こ
と
を

す
れ
ば
叱
ら
れ
る
の
が
世
の
な
ら
い
で
は
あ
り
ま

す
が
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
救
い
は
、
善
悪
を
選
ぶ
こ
と
な
く
、
た
だ
あ
な

た
を
救
い
た
い
と
、
私
た
ち
を
仏
の
一
人
子
の
よ
う
に
願
っ
て
く
だ
さ
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
願
い
の
前
で
は
、
善
人
で
あ
ろ
う
が
悪
人
で
あ
ろ
う
が

関
係
は
な
い
は
ず
で
す
。

『
歎
異
抄
』の
「
善
人
な
ほ
も
つ
て
往
生
を
と
ぐ
。い
は
ん
や
悪
人
を

や
」
と
い
う
有
名
な
言
葉
は
、
自
ら
の
力
で
さ
と
り
へ
と
向
か
っ
て
い
け

る
善
人
は
阿
弥
陀
さ
ま
の
願
い
に
た
よ
る
必
要
が
な
く
、
自
ら
の
力
で

は
さ
と
り
へ
と
向
か
う
こ
と
の
で
き
な
い
悪
人
こ
そ
が
阿
弥
陀
さ
ま
の

救
い
の
目
当
て
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
で
す
が
、
私
た
ち
は
「
悪
人
で
す

ら
浄
土
往
生
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
善
人
は
な
お
さ
ら
浄
土
往
生
し

や
す
い
の
だ
」
と
の
思
い
が
あ
り
ま
す
。
阿
弥
陀
さ
ま
は
善
悪
を
選
ば

ず
そ
の
ま
ま
あ
な
た
を
救
い
取
る
と
願
っ
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

他
人
と
比
べ
善
悪
を
は
か
ろ
う
と
す
る
私
た
ち
の
心
を
も
問
題
に
し

て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。こ
の
私
が
、
阿
弥
陀
さ
ま
か
ら
願
わ

れ
て
い
る
か
け
が
え
の
な
い
存
在
で
あ
っ
た
と
気
づ
か
せ
て
頂
け
る
の
が

念
仏
の
教
え
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

つ
づ
い
て
は
、「
聞
信
如
来
弘
誓
願
」の
部
分
で
す
。

も
ん
し
ん
に
よ

ら
い

ぐ

ぜ
い
が
ん

「
我
に
ま
か
せ
よ
、
我
が
名
を
称
え
よ
、
浄
土
に
生
ま
れ
さ
せ
て
必

ず
仏
に
な
ら
せ
よ
う
」
と
い
う
阿
弥
陀
さ
ま
の
願
い
を
、
本
願
と
言
っ
た

り
弘
誓
願
と
言
い
ま
す
。
そ
の
願
い
を
「
聞
信
す
る
」
と
は
ど
う
い
っ
た

意
味
で
し
ょ
う
か
。

親
鸞
聖
人
は
「
聞
く
と
い
う
こ
と
は
、
何
故
、
仏
が
南
無
阿
弥
陀
仏

一
つ
で
私
た
ち
を
救
お
う
と
願
い
を
起
こ
さ
れ
た
の
か
、そ
し
て
そ
の
願

い
を
成
就
さ
れ
、
現
に
今
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
よ
び
声
と
な
り
は
た
ら

い
て
い
る
こ
と
を
疑
い
な
く
聞
く
」
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
阿
弥
陀
さ
ま
の
願
い
を
聞
く
と
は
、
あ
な
た
が
願
う
な
ら
私
は

救
い
ま
す
と
い
う
の
で
は
な
く
、
あ
な
た
に
信
じ
さ
せ
、
念
仏
さ
せ
て
浄

土
に
生
ま
れ
さ
せ
よ
う
、
ど
う
か
私
を
た
よ
り
と
し
て
お
く
れ
と
い
う

阿
弥
陀
さ
ま
の
願
い
で
あ
り
ま
す
。
ど
こ
ま
で
も
阿
弥
陀
さ
ま
の
側
か

ら
の
は
た
ら
き
で
あ
り
ま
す
。

阿
弥
陀
さ
ま
が
願
い
を
起
こ
さ
れ
た
そ
こ
に
は
、
始
ま
り
も
分
か
ら

ぬ
は
る
か
過
去
世
か
ら
煩
悩
に
振
り
回
さ
れ
生
老
病
死
の
輪
廻
を

繰
り
返
し
て
き
た
私
た
ち
凡
夫
の
姿
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
凡

夫
を
目
が
け
て
は
た
ら
い
て
く
だ
さ
る
仏
の
お
慈
悲
が
あ
る
こ
と
を
聞

か
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
「
聞
く
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
親
鸞
聖
人
は
、「
聞
く
と
い
う
こ
と
は
疑
う
心
の
な
い
こ
と
で
あ

り
、
聞
く
そ
の
ま
ま
が
信
心
で
あ
る
」
と
も
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

「
遊
ん
で
ば
っ
か
り
い
な
い
で
勉
強
し
な
さ

い
」
と
言
わ
れ
、「
は
ー
い
」
と
返
事
を
し
つ
つ
も

勉
強
を
始
め
な
い
の
は
聞
い
て
い
な
い
の
と
同
じ

で
す
。
ま
た
、「
手
ぶ
ら
で
ど
う
ぞ
」
と
誘
わ
れ
て

も
手
土
産
を
準
備
し
て
し
ま
う
の
も
ま
た
そ
の

ま
ま
に
聞
い
て
い
る
事
に
は
な
ら
な
い
で
し
ょ

う
。
自
分
勝
手
な
思
い
を
差
し
挟
ん
で
聞
く
の
で
は
な
く
、
あ
ち
ら
か

ら
の
呼
び
声
を
そ
の
ま
ま
聞
く
こ
と
を
「
聞
」
と
言
わ
れ
る
の
で
す
。

母
に
抱
か
れ
て
笑
う
幼
子
が
、
母
の
呼
び
声
に
慈
し
み
を
感
じ
信

じ
て
疑
わ
ず
大
い
な
る
安
心
の
中
に
い
る
よ
う
に
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
「
必

ず
救
う
」
と
い
う
慈
愛
の
呼
び
声
を
疑
い
な
く
そ
の
ま
ま
聞
く
こ
と
が
、

信
心
と
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。

庫
裏
の
改
築
工
事
が
始
り
ま
す

四
月
頃
よ
り
庫
裏
（
く
り
）の
全
面
改
築
工
事
が
始
り
ま
す
。
庫
裏

と
は
、
寺
院
の
台
所
や
住
職
な
ど
の
住
居
部
分
を
指
し
ま
す
。
現
在
の

庫
裏
は
築
百
十
数
年
、
修
理
を
繰
り
返
し
な
が
ら
使
用
し
て
ま
い
り

ま
し
た
。
住
職
家
族
の
生
活
だ
け
で
は
な
く
、
寺
務
所
と
し
て
、
お
餅
つ

き
や
お
膳
を
作
っ
て
報
恩
講
の
準
備
を
す
る
場
所
と
し
て
、
ま
た
お
寺

で
法
事
を
な
さ
る
方
の
座
敷
と
し
て
、
多
く

の
ご
門
徒
の
皆
様
方
に
も
ご
使
用
頂
き
ま

し
た
。
多
く
の
方
に
大
事
に
さ
れ
て
き
た
庫

裏
は
、
幾
た
び
の
修
理
を
繰
り
返
し
て
参
り

ま
し
た
が
、
も
は
や
こ
れ
以
上
の
応
急
措
置

で
は
風
雪
に
耐
え
が
た
く
、こ
こ
に
全
面
的

な
改
築
を
行
う
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

工
期
は
一
年
半
程
度
。
そ
の
間
は
、
書
院

を
寺
務
所
と
し
て
使
用
い
た
し
ま
す
。
ご
参

拝
の
折
に
は
ご
迷
惑
と
な
り
ま
す
が
、
足
元

ご
注
意
く
だ
さ
い
。
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本
堂
で
の
仏
前
結
婚
式

コ
ロ
ナ
の
影
響
を
受
け
延
期
と
な
っ
て
い
た
副
住
職
信
映
と
妻
麻
莉

奈
の
結
婚
式
は
３
月

日
に
挙
行
し
ま
す
。コ
ロ
ナ
に
注
意
を
払
い
な

14

が
ら
、
尊
光
寺
本
堂
に
て
午
前
９
時
よ
り

分
ほ
ど
の
時
間
で
行
い

15

ま
す
が
、
ど
な
た
様
で
も
よ
ろ
し
け
れ
ば
お
見
守
り
く
だ
さ
い
。

仏
前
結
婚
式
の
次
第
は
、
読
経
ま
た
は
仏
教
讃
歌
、
念
珠
授
与
ま

た
は
交
換
、
焼
香
、
新
郎
新
婦
誓
い
の
言
葉
、
導
師
法
話
が
基
本
的
な

流
れ
。こ
れ
に
指
輪
の
交
換
や
三
三
九
度
な
ど
を
組
み
入
れ
て
も
よ

く
、
服
装
も
和
装
に
限
ら
ず
洋
装
な
ど
様
々
な
式
が
あ
り
ま
す
。

気
に
な
る
お
方
は
ご
一
見
く
だ
さ
い
。

法
要
・
行
事
の
ご
案
内

コ
ロ
ナ
対
策
の
た
め
、
法
要
・
行
事
の
際
は
マ
ス
ク
す
る
な
ど
咳
エ
チ

ケ
ッ
ト
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。
ま
た
消
毒
液
を
置
い
て
あ
り
ま
す
の
で
ご

利
用
い
た
だ
き
、
手
洗
い
を
こ
ま
め
に
行
い
ま
し
ょ
う
。

◎

春
の
彼
岸
会
永
代

経

法
要

ひ

が
ん

え

え
い

た
い
き
よ
う

真
西
に
沈
む
夕
陽
の
先
に
懐
か
し
い
方
々
が
往
か
れ
た
西
方
極
楽

浄
土
を
思
い
、
遺
さ
れ
た
私
た
ち
も
同
じ
お
念
仏
に
抱
か
れ
て
い
る
こ

と
を
味
わ
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。

【
３
月

日
（
土
）
】
午
後
１
時

法
要
・
法
話

20

【
３
月

日
（
日
）
】
午
後
１
時

法
要
・
法
話

21

※

日
は
仏
教
婦
人
会
総
会
を

21
兼
ね
ま
す
。
恒
例
の
会
食
は
行
わ

ず
、
法
要
後
の
お
茶
と
議
事
と
致

し
ま
す
。
ど
な
た
さ
ま
も
お
気
軽

に
お
参
り
く
だ
さ
い
。

【
法
話
講
師
】

田
村
正
教

師
（
香
川
県
）

◎

宗
祖
親
鸞
聖
人
降
誕
会
法
要
な
ら
び
に
門
信
徒
総
会

し
ゆ
う
そ

し
ん

ら
ん
し
よ
う
に
ん

ご
う

た
ん

え

も
ん

し
ん

と

そ
う

か
い

浄
土
真
宗
の
宗
祖
で
あ
る
親
鸞
聖
人
の
誕
生
を
祝
う
お
勤
め
で

す
。
私
た
ち
ま
で
お
念
仏
が
届
い
て
い
る
こ
と
を
共
に
慶
ば
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
ょ
う
。

【
５
月
１
日
（
土
）
】午
前

時

法
要
・
法
話

10

つ
づ
い
て
午
前
中
に
門
徒
総
会

※
本
年
は
慶
讃
の
会
食
を
行
わ
ず
午
前
中
に
て
日
程
を
終
え

ま
す
。
ど
な
た
さ
ま
も
お
気
軽
に
お
参
り
く
だ
さ
い
。

【
法
話
】

副
住
職

赤
松
信
映

◎

徳
島
仏

教

婦
人
会
連
盟
総
会
並
び
に
門
信
徒
研

修

会

ぶ
つ
き
よ
う

ふ

じ
ん

か
い

れ
ん

め
い

そ
う

か
い

も
ん

し
ん

と

け
ん
し
ゆ
う

か
い

【
６
月

日
（
金
）
】
あ
わ
ぎ
ん
ホ
ー
ル
に
て

25

尊
光
寺
を
朝
８
時
半
出
発
、
午
前

時
総
会
、
午
前

時
よ
り

10

11

音
楽
法
話
、
午
後
１
時
頃
終
了
（
お
弁
当
配
付
）
。
あ
わ
ぎ
ん
ホ
ー

ル
集
合
も
可
で
す
。

【
法
話
講
師
】

三
浦
あ
か
り

師

僧
侶
で
シ
ン
ガ
ー
ソ
ン
グ
ラ

イ
タ
ー
の
三
浦
明
利
（
あ
か
り
）

さ
ん
の
音
楽
法
話
を
聴
聞
し

ま
す
。
ど
な
た
様
で
も
ご
参
加

頂
け
ま
す
。

【
費
用
】

2
0
0
0

円

【
申
込
】

尊
光
寺
ま
で

〆
切
５
月
末

◎

ご
本
山
・
大
谷
本
廟
参
拝
の
募
集

ほ
ん

ざ
ん

お
お

た
に

ほ
ん

び
よ
う

さ
ん

ぱ
い

【
７
月
７
日
（
水
）
】日
帰
り
の
み

早
朝
出
発
、
京
都
大
谷
本
廟
に
て
法
要
・

納
骨
、
昼
食
後
、
本
山
西
本
願
寺
に
参
拝
、

二
条
城
見
学
の
後
に
帰
路
へ
、
淡
路
島
に
て

夕
食
予
定
。

※
納
骨
や
分
骨
、
お
か
み
そ
り
（
法
名
拝
受
）

を
希
望
の
方
は
申
し
出
下
さ
い
。

【
費
用
】

1
5
0
0
0

円

【
申
込
】

尊
光
寺
ま
で

〆
切
６
月
末

◎

盂
蘭
盆
会
法
要

う

ら

ぼ
ん

え

【
８
月

日
（
日
）
】
夕
方
６
時

15

お
盆
の
お
勤
め
で
す
。
お
気
軽
に
お
参
り
く
だ
さ
い
。

※
ご
家
庭
の
お
盆
の
お
勤
め
（
初
盆
）
を
希
望
の
方
は
事
前
に
お
寺

ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

二条城

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
で
す
。

■

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

2
5
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
8
8
-6
1
1
-3
3
5
5

令和３年 年忌表
令和３年の法事と亡くなった年

1周忌 令和 ２（２０２０）年

3回忌 平成３１・令和元（２０１９）年

7回忌 平成２７（２０１５）年

13回忌 平成２１（２００９）年

17回忌 平成１７（２００５）年

25回忌 平成 ９（１９９７）年

33回忌 平成元・昭和６４（１９８９）年

50回忌 昭和４７（１９７２）年

61回忌 昭和３６（１９６１）年

100回忌 大正１１（１９２２）年

150回忌 明治 ５（１８７２）年

200回忌 文政 ５（１８２２）年

250回忌 明和 ９・安永元（１７７２）年

300回忌 享保 ７（１７２２）年

過去帳やお位牌をご覧ください。

徳
島
新
聞
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
初
夏
の
特
別
講
座

※
特
別
講
座
は
一
回
の
み
の
講
座
で
入
会
金
不
要
で
す
。

「
若
手
僧
侶
か
ら
見
た
終
活
」

終
活
は
最
後
を
ど
の
よ
う
に
迎
え
た
い
か
を
考
え
る
と
同
時
に
自

身
を
見
つ
め
る
機
会
と
な
り
ま
す
。や
っ
て
っ
て
よ
か
っ
た
事
、や
ら
な
き

ゃ
よ
か
っ
た
事
を
参
考
に
、や
る
べ
き
終
活
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

●
講
師

尊
光
寺
副
住
職
赤
松
信
映

●
講
座
日

月

日
（
土
）

時
～

時
半

5

22

10

11

●
受
講
料

2
0
0
0

円（
税
別
）

●
持
参
品

筆
記
用
具

●
会
場
と
申
込
先

徳
島
新
聞
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
徳
島
本
校

0
8
8
-6
6
5
-8
5
0
0

徳
島
市
川
内
町
平
石
若
宮9

2
-4

お
電
話
で
お
申
し
込
み
下
さ
い
。



春
の
彼
岸
会
永
代
経
法
要

ひ

が
ん

え

え
い

た
い

き
よ
う

ほ
う

よ
う

三
月
二
十
日
（
土
曜
・
秋
分
の
日
）

二
十
一
日
（
日
曜
）

両
日
と
も
午
後
一
時
よ
り

お
勤
め
と
法
話

※

二
十
一
日
は
、仏
教
婦
人
会
総
会
を
兼
ね
て
お
勤
め
し
ま
す
。新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
に
よ
り
恒
例
の
会
食
を
行

わ
ず
、法
話
後
の
お
茶
と
総
会
議
事
と
い
た
し
ま
す
。ど
な
た
さ
ま
も
お
気
軽
に
お
参
り
く
だ
さ
い
。

法
話
講
師
：
本
願
寺
派
布
教
使
・
教
誨
師
・
高
松
市
教
円
寺
ご
住
職

田
村

正
教

師

田
村
先
生
は2

01
7

年
春
以
来
の
お
越
し
で
す
。真
面
目
な
お
顔
立
ち
で
す
が
、

お
だ
や
か
に
優
し
く
お
話
し
し
て
く
だ
さ
い
ま
す
。ご
一
緒
に
仏
さ
ま
の
お
慈
悲
に

耳
を
傾
け
ま
し
ょ
う
。

コ
ロ
ナ
対
策
の
た
め
に
マ
ス
ク
を
し
て
お
参
り
く
だ
さ
い
。
本
堂
に
は
消
毒
液
を

置
い
て
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。本
堂
は
ほ
ど
よ
く
換
気
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

尊
光
寺

阿
波
市
市
場
町
大
野
島
字
天
神
四
一



五
月
一
日
（
土
）

宗
祖

親
鸞
聖
人
降
誕
会
法
要

し
ゆ
う

そ

し

ん

ら

ん

し

よ

う

に

ん

ご

う

た

ん

え

法
話

副
住
職

赤
松
信
映

ど
う
ぞ

ど
な
た
さ
ま
も

お
参
り
く
だ
さ
い
。

浄
土
真
宗
の
宗
祖
、
親
鸞
聖
人
の
お
誕
生
を
お
祝
い
し
、
こ
の
私
に
南
無
阿
弥
陀
仏
の
念
仏
が
届
い
て

い
る
こ
と
を
喜
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。

午
前
十
時
よ
り

お
勤
め
と
法
話

続
い
て
午
前
中
に
門
信
徒
総
会

※
本
年
は
会
食
を
行
い
ま
せ
ん
。
ど
な
た
さ
ま
も
お
気
軽
に
お
参
り
く
だ
さ
い

浄
土
真
宗
本
願
寺
派

尊
光
寺



徳島仏教婦人会連盟大会 ご案内

このたび、徳島仏教婦人会連盟大会が開催されます。

今回は、僧侶でシンガーソングライターの三浦明利さんによる音楽と法話です。

仏教婦人会会員の皆さまはもとより、多くの方々のご参加をお願い申し上げます。

■日 時： 2021(令和3)年６月25日(金曜日）
10:00～～総会・式典、

11：00～音楽法話コンサート、13：００終了予定（お弁当配付）

尊光寺よりバス8:30出発予定、現地集合現地解散もOKです。

■会 場： あわぎんホール（郷土文化会館）

■会 費： ２０００円（バス代、おべんとう代、参加費を含む）

■テーマ： 「一期一会の慶び」

■申 込： 尊光寺(0883-36-3026)まで 〆切 ５月３０日

三浦明利（みうらあかり）プロフィール

龍王山 光明寺住職 / シンガーソングライター

お寺を守る傍ら、ギターによる弾き語りで、全国各

地で演奏活動を行う。仏教の心を盛り込んだメッセ

ージ性の強い歌詞と耳に残るメロディーで作詞作曲

する。

法話と演奏をミックスさせたスタイルが特徴。

バンド時代には数々のコンテストでグランプリを受

賞。本願寺仏教音楽・儀礼研究所研究生を経て、ポ

ピュラリティーを追求した仏教音楽の研究を行う。2

008年、25歳で住職となり、2011年龍谷大学大学

院修了。同年、シンガーソングライターとしてCD「あ

りがとう」でメジャーデビュー。また、初の著書『わた

し、住職になりました』（アスペクト刊）全国発売。住

職、シンガーソングライター、二児の母としての生きざまが、新しい女性の生き方として注目さ

れ、新聞やテレビ、ドキュメンタリー映画でも取り上げられている。



2021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。本年は新型コロナ感染症の影響を考慮して日帰りのみの案内となりました。

■ 日帰り （ 7月7日（水） 費用１万５千円 ）

大俣スカイトラベル5:30⇒（市場・八幡・土成・鴨島・徳島・板野・鳴門の各地経由）⇒京都

大谷本廟10:00（納骨、法要、昼食）⇒西本願寺（参拝、おかみそり、書院拝観）⇒

⇒二条城⇒淡路（夕食）⇒帰路⇒大俣21:00頃

※ 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。

申込：尊光寺まで（０８８３－３６－３０２６） 〆切６月末

▼本願寺の親鸞さま

▲二条城

▼大谷本廟参拝・法要



２０２１（令和３）年

尊光寺 行事案内

３月２０日 午後 １時 春の彼岸会永代 経 法要
ひ がん え えいたいきよう

３月２１日 午後 １時 春の彼岸会永代 経 法要
ひ がん え えいたいきよう

（仏教婦人会総会を兼ねます）

５月 １日 午前１０時 宗 祖親鸞 聖 人降誕会法要
しゆう そ しんらんしようにんごうたん え

続いて午前中 門信徒総会
もんしん と そうかい

６月２５日 午前１０時 仏教婦人会連盟大会
（あわぎんホール）

７月 ７日 ご本山参拝旅行（申し込みください）

８月１５日 午後６時頃 盂蘭盆会法要
う ら ぼん え

９月２３日 午後 １時 秋の彼岸会永代 経 法要
ひ がん え えいたいきよう

９月２４日 午後 １時 秋の彼岸会永代 経 法要
ひ がん え えいたいきよう

（仏教婦人会老人ホームお接待 準備9時）

１２月１８日 午後 １時 報恩講法要
ほうおんこう

午後 ６時 報恩講大逮夜・御伝 鈔 拝読
ほうおんこうおおたい や ご でんしよう

１２月１９日 午前１０時 総永代 経 法要
そうえいたいきよう

午後 １時 報恩講御満座・御伝 鈔 拝読
ほうおんこう ご まん ざ ご でんしよう

１２月３１日 午後１１時４０分 除夜会（除夜の鐘）
じよ や え

１月 １日 午前 ０時 修 正 会
しゆしよう え

毎月１５日 午後 夕刻 宗祖月忌逮夜法要
しゆうそがつきたいや

１月 ９日～１６日 ご本山御正忌報恩講法要

※ その他の行事は随時お知らせ致します。

皆様のご参拝をお待ちしております。

どなた様もご自由にお参りください。

（土）

（日）



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～

どなたさまでもお申し込み頂けます。

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/徳島駅前校）

■ 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徳島駅前校

徳島市寺島本町西1-5（旧そごう徳島店9F）

TEL ０８８－６１１－３３５５

※ 教室は阿波おどり会館内です。



徳島新聞カルチャーセンター

初夏の特別講義

若手僧侶から見た終活
－死にゆく覚悟できますか－

浄土真宗本願寺派尊光寺副住職 赤松信映

５月２２日（土曜日）１０:００～１１:３０

徳島新聞カルチャーセンター川内本校

終活
身辺整理、葬儀、墓、財産、医療、介護。終活は最後をどのように迎えたいかを考えると同時に自

身を見つめる機会となります。やってってよかった事、やらなきゃよかった事を参考に、やるべき終活を考

えてみましょう。

■日時■ ５月２２日（土曜日）１０:００～１１:３０

■場所■ 徳島新聞カルチャーセンター川内本校

徳島市川内町平石若宮92-4

■費用■ ２０００円

■申込■ 徳島新聞カルチャーセンター川内本校

電話：０８８－６６５－８５００


