
前
坊
守

赤
松
幸
代

葬
儀
御
礼

前
坊
守
（
前
住
職
の
妻
）
赤
松
幸
代
は
二
月
二
十
八
日
、
数
え
九

十
三
歳
を
一
期
と
し
て
息
を
引
き
取
り
、
往
生
の
素
懐
を
遂
げ
ま
し

た
。総

代
の
皆
さ
ま
と
の
協

議
に
よ
り
尊
光
寺
門
徒
葬

と
し
て
執
行
し
、
通
夜
は
三

月
二
日
午
後
六
時
よ
り
、

葬
儀
式
は
三
月
三
日
午
後

一
時
よ
り
、
と
も
に
尊
光
寺

に
て
営
み
、
多
く
の
方
々
に

ご
会
葬
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ご
門
徒
の
皆
さ
ま
、
ご
近
所

の
皆
さ
ま
に
は
、
交
通
整
理

や
受
付
を
、
仏
教
婦
人
会
の

皆
さ
ま
に
は
お
斎
の
支
度

な
ど
を
し
て
い
た
だ
き
、
無

事
に
厳
か
に
葬
儀
式
を
執

行
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

一
方
な
ら
な
い
お
世
話
に

な
り
ま
し
た
こ
と
、こ
こ
に
深

く
深
く
感
謝
し
御
礼
を
申

し
上
げ
ま
す
。
ま
こ
と
に
有

り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

前
坊
守
幸
代
は
、
昭
和
六
年
、
阿
佐
幸
代
と
し
て
こ
の
世
に
生
を
受

け
ま
し
た
。
徳
島
高
等
女
学
校
に
進
む
も
、
太
平
洋
戦
争
の
戦
禍
に
あ

っ
て
勉
学
ど
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
よ
く
申
し
て
お
り
ま
し
た
。そ
の

後
、
若
く
し
て
結
核
を
患
い
徳
島
療
養
所
に
て
療
養
中
に
、
戦
地
か
ら

引
き
揚
げ
て
き
た
も
の
の
結
核
で
療
養
し
て
い
た
前
住
職
の
信
乗
と
出

会
い
、
結
婚
に
至
り
ま
す
。
信
乗
か
ら
手
紙
で
結
婚
の
申
込
が
あ
っ
た
よ

う
で
す
が
、
そ
の
手
紙
が
ド
イ
ツ
語
で
書
か
れ
て
い
た
よ
う
で
、「
読
め
な

い
」
と
一
度
突
き
返
し
た
と
、
何
度
も
思
い
出
深
か
そ
う
に
語
っ
て
く
れ

ま
し
た
。
結
核
の
療
養
を
終
え
、
尊
光
寺
に
嫁
い
で
後
は
、
住
職
信
乗
と

手
を
携
え
、
ま
た
、
信
乗
弟
の
乗
次
・
香
夫
妻
と
上
手
く
役
割
を
分
担

し
、
お
寺
の
復
興
に
尽
力
し
て
く
れ
ま
し
た
。
住
職
信
乗
を
支
え
、
温
和

な
性
格
で
、
時
に
は
住
職
と
ご
門
徒
の
掛
け
橋
と
な
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

顧
み
れ
ば
、
幸
代
前
坊
守
の
お
陰
を
も
っ
て
、
本
堂
の
平
成
大
修
復
、
書

院
の
修
復
、
庫
裏
の
改
築
工
事
と
、
伽
藍
境
内
地
の
整
備
を
す
る
こ
と

が
で
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

ま
た
、
信
乗
と
と
も
に
、
戦
地
で
あ
っ
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
を
度
々
訪
れ
、
戦

没
者
の
遺
骨
収
集
を
行
い
、
身
元
不
明
の
遺
骨
や
遺
品
を
本
堂
裏
の

納
骨
堂
に
安
置
し
供
養
す
る
な
ど
、
戦
争
経
験
者
の
生
き
残
り
と
し
て

の
思
い
を
生
涯
強
く
持
ち
続
け
て
お
り
ま
し
た
。

信
乗
と
は
た
い
そ
う
仲
が
良
く
、
平
成
二
十
三
年
に
信
乗
が
往
生
し

て
後
は
、
さ
み
し
さ
も
あ
っ
た
の
か
、「
院
主
さ
ん
（
信
乗
）
、
は
や
く
迎
え

に
来
ん
と
何
し
よ
ん
」
と
呟
く
こ
と
も
し
ば
し
ば
。
本
年
は
信
乗
の
十
三

回
忌
を
迎
え
る
年
で
あ
り
ま
し
た
。
カ
レ
ン
ダ
ー
を
繰
っ
て
み
れ
ば
、
信

乗
の
命
日
四
月
十
六
日
は
幸
代
の
満
中
陰
前
日
に
当
た
り
ま
す
。

阿
弥
陀
如
来
は
、「
必
ず
救
う
我
に
ま
か
せ
よ
」
と
「
南
無
阿
弥
陀

仏
」の
み
名
と
な
っ
て
、
た
え
ず
私
に
呼
び
か
け
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。こ

の
よ
び
声
を
聞
き
、
阿
弥
陀
如
来
に
お
ま
か
せ
し
て
、
念
仏
を
申
し
、
娑し
や

婆
の
い
の
ち
尽
き
る
と
き
、
浄
土
に
生
ま
れ
て
仏
と
な
り
、
あ
ら
ゆ
る
い
の

ば

・

・

ち
を
救
お
う
と
は
た
ら
き
に
出
ま
す
。

・

幸
代
は
、
信
乗
に
導
か
れ
て
お
念
仏
を
申
す
身
と
な
り
、
浄
土
往
生

い
た
し
ま
し
た
。こ
の
度
の
幸
代
の
往
生
を
縁
と
し
て
、
私
た
ち
残
さ
れ

た
者
が
導
か
れ
、
ま
す
ま
す
お
聴
聞
す
る
と
と
も
に
お
念
仏
を
申
し
、

浄
土
へ
の
人
生
を
歩
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

必
ず
必
ず
、
浄
土
で
会
え
る
確
か
さ
を
味
わ
い
な
が
ら
念
仏
と
と
も

に
過
ご
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。

正
信
偈
講
座
㉝

（
赤
い
経
本
一
六
㌻
）

釈
迦
如
来
楞
伽
山

為
衆
告
命
南
天
竺

し
や

か

に
よ

ら
い

り
よ
う

が

せ
ん

い

し
ゆ

ご
う

み
よ
う

な
ん

て
ん

じ
く

龍
樹
大
士
出
於
世

悉
能
摧
破
有
無
見

り
ゆ
う
じ
ゆ

だ
い

じ

し
ゆ
つ

と

せ

し
つ

の
う

ざ
い

は

う

む

け
ん

宣
説
大
乗
無
上
法

証
歓
喜
地
生
安
楽

せ
ん

ぜ
つ

だ
い

じ
よ
う

む

じ
よ
う

ほ
う

し
よ
う

か
ん

ぎ

ぢ

し
よ
う

あ
ん

ら
く

【
訓
読
】
釈
迦
如
来
、
楞
伽
山
に
し
て
、
衆
の
た
め
に
告
命
し
た
ま
は

し
や

か

に
よ

ら
い

り
よ
う
が
せ
ん

し
ゆ
う

ご
う
み
よ
う

く
、
南
天
竺
に
龍
樹
大
士
世
に
出
で
て
、こ
と
ご
と
く
よ
く
有

な
ん

て
ん

じ
く

り
ゆ
う
じ
ゆ

だ
い

じ

よ

い

う

無
の
見
を
摧
破
せ
ん
。
大
乗
無
上
の
法
を
宣
説
し
、
歓
喜
地

む

け
ん

さ
い

は

だ
い
じ
よ
う

む
じ
よ
う

ほ
う

せ
ん

ぜ
つ

か
ん

ぎ

じ

を
証
し
て
安
楽
に
生
ぜ
ん
と
。

し
よ
う

あ
ん

ら
く

し
よ
う

【
現
代
語
訳
】
お
釈
迦
さ
ま
は
『
楞
伽
経
（
り
ょ
う
が
き
ょ
う
）
』と
い
う

お
経
を
説
か
れ
る
中
で
、「
将
来
、
南
イ
ン
ド
に
龍
樹
（
り
ゅ
う

じ
ゅ
）と
い
う
者
が
現
れ
、
物
事
を
有
や
無
と
こ
だ
わ
っ
て
見
る

う

む

誤
っ
た
見
解
を
打
ち
破
り
、こ
の
上
な
く
尊
い
大
乗
（
だ
い
じ
ょ

う
）の
教
え
を
説
き
、
歓
喜
地
（
か
ん
ぎ
じ
）と
い
う
菩
薩
の
位

に
い
た
り
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
へ
往
生
す
る
だ
ろ
う
」
と
仰
せ

に
な
っ
た
。

前
回
に
づ
つ
き
今
回
も
、
龍
樹

菩
薩
に
つ
い
て
の
お
話
で
す
。

り
ゆ
う
じ
ゆ

ぼ

さ
つ

今
回
は
「
宣
説
大
乗
無
上
法
」
か
ら
味
わ
っ
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。

せ
ん

ぜ
つ
だ
い
じ
よ
う
む
じ
よ
う
ほ
う

「
大
乗
」
と
は
、
以
前
に
も
申
し
ま
し
た
が
、
教
え
を
乗
物
に
た
と
え
た

だ
い
じ
よ
う

言
葉
で
、
大
き
な
乗
物
、つ
ま
り
は
多
く
の
人
々
が
救
わ
れ
る
教
え
を

意
味
し
ま
す
。
ど
の
よ
う
な
人
で
あ
っ
て
も
仏
に
成
れ
る
可
能
性
が
あ
る

と
説
く
教
え
の
こ
と
で
、
華
厳
宗
や
天
台
宗
を
は
じ
め
日
本
に
伝
わ
っ
て

現
在
行
わ
れ
て
い
る
仏
教
の
ほ
と
ん
ど
が
こ
の
大
乗
仏
教
に
分
類
さ
れ

て
い
ま
す
。

大
乗
仏
教
は
、
理
論
的
に
は
全
て
の
人
に
仏
に
成
る
可
能
性
が
あ
る

と
説
き
ま
す
が
、
実
践
面
で
は
仏
に
成
る
こ
と
は
甚
だ
難
し
く
、
出
家
修

行
の
道
が
整
わ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
じ
つ
に
、
理
屈
で
は
仏
に
成
れ

る
と
言
わ
れ
て
も
、
実
際
に
は
極
限
ら
れ
た
一
部
の
人
し
か
叶
わ
な
い

の
で
す
。

こ
こ
で
は
「
無
上
法
」
と
付
い
て
い
る
こ
と
が
大
事
な
ポ
イ
ン
ト
だ
と
思

む
じ
よ
う
ほ
う

い
ま
す
。
無
上
と
は
「
こ
の
上
な
い
」
と
い
う
意
味
で
す
。
大
乗
仏
教
の
中

で
も
こ
の
上
な
く
勝
れ
た
教
え
を
説
い
た
と
い
う
の
で
す
。つ
づ
ま
る
と
こ

す
ぐ

ろ
そ
れ
は
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」の
教
え
で
あ
り
ま
す
。

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
は
、
阿
弥
陀
如
来
が
、
煩
悩
に
振
り
回
さ
れ
て

仏
の
さ
と
り
に
向
か
っ
て
歩
む
こ
と
の
で
き
な
い
私
た
ち
の
姿
を
御
覧
に

な
っ
て
、「
必
ず
救
う
、
我
に
ま
か
せ
よ
、
我
が
名
を
称
え
よ
」
と
、
私
た
ち

を
よ
ん
で
い
る
姿
で
あ
り
ま
す
。「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
中
に
私
た
ち
が

仏
に
な
る
功
徳
を
す
べ
て
込
め
て
よ
ん
で
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
私
た
ち

か
ら
仏
の
方
へ
歩
む
の
で
は
な
く
、
仏
さ
ま
が
私
た
ち
の
所
に
来
て
下
さ

っ
て
い
る
姿
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
修
行
の
で
き
る
、で
き
な
い
、の

区
別
無
く
、
ど
の
よ
う
な
者
で
も
浄
土
に
参
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

そ
れ
ゆ
え
、
お
念
仏
の
教
え
を
「
大
乗
無
上
法
」
と
お
っ
し
ゃ
る
の
で
す
。

ど
れ
ほ
ど
素
晴
ら
し
い
発
見
や
発
明
を
し
て
も
、
そ
れ
が
多
く
の
人

に
と
っ
て
使
い
や
す
い
も
の
で
な
け
れ
ば
真
価
を
発
揮
し
ま
せ
ん
。
例
え

ば
、
携
帯
電
話
は
か
な
り
昔
に
そ
の
理
論
は
で
き
て
い
ま
し
た
が
、
小
型

の
携
帯
電
話
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
簡
単
に
電
話
が
か
け
ら
れ
る
仕
組
み
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に
な
ら
な
け
れ
ば
、こ
れ
ほ
ど
普
及
し
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
お
念
仏
の

教
え
は
ど
の
よ
う
な
者
で
も
称
え
や
す
く
浄
土
に
生
ま
れ
や
す
い
、
も
っ

と
も
勝
れ
た
教
え
で
あ
る
の
で
す
。

つ
づ
い
て
「
歓
喜
地
」
と
は
、
菩
薩
の
修
行
の
階
段
で
言
え
ば
、
も
う
階

か
ん

ぎ

じ

段
か
ら
転
げ
落
ち
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
位
の
こ
と
で
、
修
行
が
後
戻
り

す
る
こ
と
の
な
い
喜
び
の
境
地
と
言
わ
れ
ま
す
。「
不
退
」の
位
と
も
呼
び

ふ
た
い

ま
す
。
大
乗
仏
教
を
大
成
さ
れ
た
龍
樹
菩
薩
は
「
歓
喜
地
」
の
境
地
に

進
ま
れ
た
菩
薩
さ
ま
で
す
が
、そ
れ
で
も
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」の
お
念
仏

の
道
を
勧
め
て
下
さ
り
、み
ず
か
ら
も
「
安
楽
」
な
る
阿
弥
陀
仏
の
極
楽

あ
ん
ら
く

浄
土
へ
と
生
ま
れ
て
い
か
れ
た
の
で
す
。

庫
裏
改
築
・
本
堂
北
側
縁
工
事
の
報
告

庫
裏
の
改
築
工
事
は
、
全
工
事
が

く

り

終
わ
り
、
昨
年
の
報
恩
講
準
備
で
は
、

お
餅
つ
き
な
ど
、
さ
っ
そ
く
厨
房
を
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

ま
た
本
堂
北
側
の
外
縁
を
本
堂

そ
と

え
ん

内
部
に
取
り
込
む
た
め
の
工
事
を
行

い
ま
し
た
。
本
堂
か
ら
渡
り
廊
下
へ

出
や
す
く
な
り
、
ま
た
収
納
場
所
と

し
て
も
使
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。法

要
・
行
事
の
ご
案
内

感
染
症
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
ほ
う

よ
う

【
３
月

日
（
火
・
祝
）
】

21

午
後
１
時
よ
り
法
要
・
法
話

【
３
月

日
（
水
）
】

22

午
後
１
時
よ
り
法
要
・
法
話

※

日
は
仏
教
婦
人
会
総
会
を
兼
ね
ま
す
。
会
食
は

時
半
よ

22

11

り
、
準
備
お
手
伝
い
は
９
時
頃
よ
り
お
願
い
致
し
ま
す
。

【
法
話
講
師
】

本
願
寺
派
布
教
使

岡
部
正
顕

師
（
広
島
県

南
泉
坊
）

夕
陽
の
沈
む
西
方
に
浄
土
を
思
い
、と
も
に
お
念
仏
申
し
ま
し
ょ
う
。

◎

宗
祖
降
誕
会
法
要
な
ら
び
に
門
信
徒
総
会

し
ゆ
う

そ

ご
う

た
ん

え

ほ
う

よ
う

も
ん

し
ん

と

そ
う

か
い

【
５
月
１
日
（
月
）
】

午
前

時
よ
り
法
要
・
法
話
、
引
き
続
き
門
信
徒
総
会
、
会
食

10

※
食
事
準
備
お
手
伝
い
下
さ
る
方
は
、
午
前
９
時
頃
よ
り
お
願
い

致
し
ま
す
。

宗
祖
親
鸞
聖
人
の
お
誕
生
を
お
祝
い
し
、
私
た
ち
が
南
無
阿
弥
陀

仏
の
お
念
仏
に
出
会
え
た
こ
と
を
喜
ば
せ
て
い
た
だ
く
法
要
で
す
。
ど
な

た
さ
ま
で
も
お
参
り
下
さ
い
。

【
法
話
】
副
住
職

◎

京
都
本
山
参
拝
旅
行

ご
本
山
の
「
親
鸞
聖
人
御
誕
生8

5
0

年
立
教
開
宗8

0
0

年
慶
讃
法

要
」
に
お
参
り
い
た
し
ま
す
。
五
十
年
に
一
度
の
お
慶
び
法
要
で
す
の

で
、
お
誘
い
合
わ
せ
の
上
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

【
日
帰
り
日
程
】
経
費
１
万
５
千
円

【
５
月

日
】
朝
６
時
半
、
阿
波
市
大
俣
出
発
→
各
地
集
合
→
京
都

17

高
台
寺
（
観
光
参
拝
）
→
大
谷
本
廟
（
昼
食
・
納
骨
）
→
西
本
願
寺
（
法

要
参
拝
）
→
淡
路
島
（
夕
食
）
→
帰
路
。

【
１
泊
日
程
】
経
費
８
万
円

【
５
月

日
】
朝
６
時

分
、
阿
波
市
大
俣
出
発
→
各
地
集
合
→
徳

16

45

島
空
港
よ
り
飛
行
機
→
羽
田
空
港
→
東
京
築
地
本
願
寺
（
参
拝
・
昼

食
）
→
浅
草
観
光
→
ホ
テ
ル（
品
川
プ
リ
ン
ス
）
→
屋
形
船
（
夕
食
）

【
５
月

日
】ホ
テ
ル
出
発
→
品
川
駅
よ
り
新
幹
線
乗
車
→
京
都
駅

17

→
大
谷
本
廟
（
昼
食
・
納
骨
）
→
西
本
願
寺
（
法
要
参
拝
）
→
淡
路
島

（
夕
食
）
→
帰
路
。

※
大
谷
本
廟
に
納
骨
・
分
骨
希
望
の
方
は
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

※
帰
敬
式
（
お
か
み
そ
り
）
を
受
け
、
法
名
を
希
望
の
方
は
申
し
出

下
さ
い
。

※
一
泊
の
申
込
は
４
月
８
日
ま
で
に
願
い
し
ま
す
。

◎

盂
蘭
盆
会
の
お
勤
め

う

ら

ぼ
ん

え

【
８
月

日
（
火
）
】

午
後
６
時
よ
り

15

お
盆
を
ご
縁
に
、
地
獄
に
落
ち
る
よ
う
な
身
の
上
が
お
浄
土
に
参
る

身
の
上
で
あ
っ
た
こ
と
を
聞
く
喜
び
の
お
勤
め
で
す
。

な
お
、
初
盆
法
要
を
な
さ
る
方
は
お
勤
め
し
ま
す
の
で
、
ご
希
望
の

日
を
相
談
く
だ
さ
い
。

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『
正
信
偈(

し
ょ
う
し
ん
げ)

』
■

「
き
み
ょ
う
む
り
ょ
う
じ
ゅ
に
ょ
ら
い
」
。
浄
土
真
宗
で
一
番
よ
く
親
し
ま

れ
て
き
た「
正
信
念
仏
偈
」
を
テ
キ
ス
ト
に
、イ
ン
ド
か
ら
中
国
、
日
本
へ
と

伝
わ
っ
た
仏
教
の
教
え
、
念
仏
と
は
何
か
を
一
緒
に
学
ん
で
ま
い
り
ま
し
ょ

う
。●

毎
月
第
３
金
曜
日

時
半
～

時

月
額

3
3
0
0

円

10

12

■

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

3
3
0
0

円

13

15

【
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
寺
島
本
町
西

-

ア
ミ
コ
東
館

階

1

5

7

T
E
L
0
8
8
-6
1
1
-3
3
5
5

徳
島
新
聞
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
は
、
徳
島
本

校
（
川
内
）と
徳
島
駅
前
校
（
ア
ミ
コ
九
階
）が
ひ
と

つ
に
な
り
、
徳
島
駅
前
ア
ミ
コ
ビ
ル
七
階
に
移
動
し
、

新
し
く
徳
島
本
校
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
て
い
ま
す
。

令和５年 年忌表
令和５年の法事と亡くなった年

1周忌 令和 ４（２０２２）年

3回忌 令和 ３（２０２１）年

7回忌 平成２９（２０１７）年

13回忌 平成２３（２０１１）年

17回忌 平成１９（２００７）年

25回忌 平成１１（１９９９）年

33回忌 平成 ３（１９９１）年

50回忌 昭和４９（１９７４）年

61回忌 昭和３８（１９６３）年

100回忌 大正１３（１９２４）年

150回忌 明治 ７（１８７４）年

200回忌 文政 ７（１８２４）年

250回忌 安永 ３（１７７４）年

300回忌 享保 ９（１７２４）年

過去帳やお位牌をご覧ください。



五
月
一
日
（
月
）
午
前
十
時
よ
り

お
勤
め
と
法
話

続
い
て

門
信
徒
総
会
、会
食

※
会
食
の
準
備
お
手
伝
い
で
き
ま
す
方
は
九
時
頃
よ
り
お
願
い
致
し
ま
す
。

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

ほ

う

よ

う

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
。ど
な
た
さ
ま
も
お
参
り
く
だ
さ
い
。

法
話

副
住
職

浄
土
真
宗
本
願
寺
派

尊
光
寺

三
月
二
十
一
日（
火
・
祝
）

両
日
と
も
午
後
一
時
よ
り

二
十
二
日（
水
）

お
勤
め
と
法
話

※
二
十
二
日
は
仏
教
婦
人
会
総
会
を
兼
ね
て
お
勤
め
し
ま
す
。
会
食
は
十
一
時
半
よ

り
、
食
事
準
備
お
手
伝
い
で
き
ま
す
方
は
九
時
頃
よ
り
お
願
い
致
し
ま
す
。

春
の
彼
岸
会
永
代
経
法
要

は

る

ひ

が

ん

え

え

い

た

い

き
よ
う

ほ

う

よ

う

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
。

法
話

岡
部
正
顕

師
（
広
島
県

南
泉
坊
住
職
）

浄
土
真
宗
本
願
寺
派

尊
光
寺



－2023(令和5)年ご本山参拝旅行のご案内－

今回はご本山の法要「親鸞聖人御誕生850年立教開宗800年慶讃法要」に参拝し
ます。50年に一度のお慶び法要ですので、どうぞお誘い合わせてご参加下さい。

【日帰り】と【１泊】の行程がありますので、どちらかお申し込み下さい。京都西本願

寺の法要参拝・大谷本廟参拝に加えて、【日帰り】は京都高台寺の観光を、【1泊】は東京

築地本願寺の参拝と東京観光を予定しております。

大谷本廟に納骨・分骨を希望の方はお申し出下さい。

本願寺にて法名を頂く帰敬式(おかみそり)を希望の方はお申し出下さい。

■日程・費用■

【日帰り】15000円（バス・昼食・夕食）

2023年5月17日 6:30阿波市大俣出発――土成・板野・鳴門、各地集合――京都――
高台寺(観光参拝)――11:30大谷本廟(昼食・納骨)――13:30西本願寺(法要参拝)16:00――
淡路ﾊｲｳｪｲｵｱｼｽ(夕食)――鳴門・板野・土成・大俣20:20

【1泊】80000円（バス・飛行機・新幹線・宿泊・食事）

2023年5月16日 6:45阿波市大俣出発――土成など各地集合――8:00徳島阿波おどり空
港9: ✈15― 飛行機 JAL ✈―10:25羽田空港――11:30築地場外市場(昼食)・築地本願寺(参
拝)――浅草観光――ホテル(品川プリンス)――屋形船(夕食)――ホテル

2023年5月17日 8:15ホテル出発――品川駅8:59― 新幹線のぞみ ―11:06京都駅―
―11:30大谷本廟(昼食・納骨)――13:30西本願寺(法要参拝)16:00――淡路ﾊｲｳｪｲｵｱｼｽ(夕
食)――鳴門・板野・土成・大俣20:20

1泊の申し込みは4月8日までにお願いします。

尊光寺 0883-36-3026

東京築地本願寺京都西本願寺



２０２３（令和５）年

尊光寺 行事案内

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

３月２２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。会食準備9時～、会食11時半～、法要1時～）

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、会食
もんしん と そうかい

（会食準備お手伝い下さる方は９時頃よりお願いします。）

５月１７日 （日帰り５/１７） ご本山法要参拝（申し込みください）

（１泊 ５/１６～１７（東京築地本願寺と京都西本願寺））

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１６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１７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。

（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～

【申し込み先/教室】
徳島新聞カルチャーセンター徳島本校

〒770-0831 徳島市寺島本町西1-5 アミコ東館7F

TEL：088-611-3355

どなたでも、途中からでも、何度でも、お申し込み頂けます。

徳島新聞カルチャーセンター（徳島駅前アミコビル7階）

■ 仏教講座『正信偈』 ■ （2023年4月より）
し よ う し んげ

「きみょうむりょうじゅにょらい」。浄土真宗で一番よく親しまれてきたお勤め「正信念仏偈」
しようしんねんぶつげ

をテキストに、インドから中国、日本へと伝わった仏教の教え、念仏の教えを一緒に学んで参り

ましょう。

毎月 第３金曜日 １０：3０～１2：0０ 月額 3，3００円

徳島新聞カルチャーセンター（徳島駅前アミコビル7階）

■ 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 3，3００円


