
報
恩
講
法
要
は
短
く
し
て
お
勤
め

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
を
受
け
、
十
二
月
十
九
日
・
二
十
日

に
予
定
し
て
お
り
ま
し
た
尊
光
寺
の
報
恩
講
は
予
定
を
変
更
し
て
お

勤
め
致
し
ま
す
。
例
年
は
、
一
日
目
は
昼
の
お
勤
め
と
夜
の
お
勤
め
、

二
日
目
は
朝
の
お
勤
め
と
午
後
の
お
勤
め
、
計
四
座
の
お
勤
め
を
い
た

し
て
お
り
ま
す
が
、
新
し
い
日
程
は
、
左
の
通
り
で
す
。

■
十
二
月
十
九
日
（
土
曜
日
）

午
後
一
時
よ
り
午
後
三
時
半
頃
ま
で
、

お
勤
め
・
御
伝
鈔
拝
読
・
法
話
。

■
十
二
月
二
十
日
（
日
曜
日
）

午
前
十
時
よ
り
午
後
一
時
前
ま
で
、

お
勤
め
・
御
伝
鈔
拝
読
・
法
話
。

門
徒
総
永
代
経
法
要
を
兼
ね
て
お
勤
め
い
た
し
ま
す
。

昨
年
末
よ
り
こ
の
一
年
で
往
生
さ
れ
た
方
の
お
名
前

を
読
み
上
げ
て
お
勤
め
い
た
し
ま
す
。
焼
香
く
だ
さ
い
。

お
斎
と
し
て
お
弁
当
を
お
渡
し
し
ま
す
。

本
堂
は
程
好
く
換
気
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
密
閉
空
間
に
な
り
に

く
い
で
す
が
、
参
拝
の
際
に
は
マ
ス
ク
を
着
用
さ
れ
る
な
ど
咳
エ
チ
ケ
ッ

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

で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
皆
さ
ま
の
お
参
り
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

ご
講
師

本
年
の
報
恩
講
法
話
の
ご
講
師

は
、
本
願
寺
派
布
教
使
の
長
谷
川

憲
章
師
（
広
島
県
三
次
市
善
徳

寺
）で
す
。
長
谷
川
先
生
は
平
成
27

年
春
以
来
、
久
々
の
ご
登
場
で
す
。

時
に
は
ギ
タ
ー
を
弾
い
て
懐
か
し

い
歌
に
の
せ
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
慈

悲
を
お
話
し
し
て
く
だ
さ
る
気
さ
く

な
先
生
で
す
。
ど
う
ぞ
心
お
楽
に
し
て
お
参
り
く
だ
さ
い
。

困
難
な
中
で
も
脈
々
と

親
鸞
聖
人
は
私
た
ち
に
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
お
救
い
を
示
さ
れ
、

弘
長
二
年
十
一
月
二
十
八
日
（
新
暦
で
は1

2
6
3
.1
.1
6

）に
九
十
歳
の

生
涯
を
閉
じ
ら
れ
、
お
浄
土
へ
と
往
生
さ
れ
ま
し
た
。
親
鸞
聖
人
の
三

十
三
回
忌
に
際
し
て
「
報
恩
講
」
と
名
付
け
ら
れ
て
以
来
、
親
鸞
聖
人

の
命
日
を
縁
と
し
て
毎
年
脈
々
と
報
恩
講
が
勤
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
長
い
歴
史
の
中
に
は
、
法
要
を
勤
め
る
の
が
困
難
な
時
期
も
あ

り
ま
し
た
。
本
願
寺
八
代
の
蓮
如
上
人
の
頃
、
本
願
寺
は
比
叡
山
の

衆
徒
に
攻
め
ら
れ
て
お
堂
が
破
却
さ
れ
る
と
い
う
出
来
事
が
あ
り
ま

し
た
。こ
の
と
き
蓮
如
上
人
は
親
鸞
聖
人
の
お
木
像
を
安
全
な
地
に

移
動
し
な
が
ら
報
恩
講
を
勤
め
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
現
在
の
大
阪
城
の
地
に
本
願
寺
が
あ
っ
た
戦
国
時
代
、
織
田

信
長
は
十
一
年
に
わ
た
っ
て
本
願
寺
を
攻
め
て
い
ま
し
た
。
そ
の
戦
禍

の
中
で
は
ゆ
っ
く
り
と
し
た
時
間
が
取
れ
ず
、
わ
ず
か
な
時
間
を
惜
し

ん
で
読
経
が
さ
れ
て
い
ま
し
た
。そ
の
わ
ず
か
な
時
間
で
の
読
経
は
、
聞

い
て
び
っ
く
り
す
る
ほ
ど
早
い
ス
ピ
ー
ド
の
正
信
偈
と
し
て
、
現
在
で
も

本
願
寺
の
夕
方
の
お
勤
め
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
困
難
な
中
に
あ
っ
て
も
脈
々
と
途
切
れ
る
こ
と
な
く
勤

め
ら
れ
て
き
た
の
が
報
恩
講
で
す
。
親
鸞
聖
人
を
偲
び
、
阿
弥
陀
如
来

の
お
慈
悲
に
出
会
い
、
先
立
っ
た
方
と
ふ
た
た
び
出
会
え
る
浄
土
に
生

ま
れ
仏
と
な
れ
る
浄
土
真
宗
の
教
え
を
大
切
に
さ
れ
て
き
た
先
人
達

と
思
い
を
同
じ
に
し
、
本
年
も
皆
さ
ま
と
と
も
に
報
恩
講
を
お
勤
め
い

た
し
ま
す
。
ど
う
ぞ
お
参
り
下
さ
い
。

前
門
徒
総
代
長
、
樫
原
哲
男
氏
ご
往
生

―
七
条
袈
裟
に
芳
名
を
記
載
―

七
月
十
九
日
、
前
門
徒
総
代
長
で
あ
っ
た
樫
原
哲
男
氏
（
市
場
町

日
開
谷
）
が
ご
往
生
さ
れ
ま
し
た
。
数
え
九
十
八
歳
。
樫
原
氏
は
昭

和
五
十
二
年
に
総
代
に
就
任
、
昭
和
六
十
年
よ
り
平
成
二
十
八
年

に
中
村
憲
明
氏
に
引
き
継
が
れ
る
ま
で
総
代
長
を
務
め
、
先
代
の
信

乗
住
職
と
手
を
取
り
合
い
尊
光

寺
を
盛
り
立
て
て
下
さ
い
ま
し

た
。
特
に
本
堂
の
大
修
復
・
書
院

の
改
築
な
ど
大
き
な
事
業
を
乗

り
越
え
ら
れ
た
の
も
、
そ
の
お
人

柄
が
あ
っ
て
こ
そ
で
あ
り
ま
し

た
。い
つ
も
ニ
コ
ニ
コ
と
お
寺
に
お

参
り
を
さ
れ
、「
あ
ん
た
も
よ
う

お
参
り
に
な
っ
た
ね
ぇ
」
と
皆
さ

ん
に
声
を
か
け
て
い
る
お
姿
が

印
象
的
で
あ
り
ま
し
た
。

樫
原
氏
の
こ
れ
ま
で
の
多
大

な
貢
献
に
対
し
、
ご
本
山
よ
り

弔
慰
状
と
院
号
「
哲
照
院
」
が

贈
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
尊
光
寺

で
は
、
新
調
さ
れ
た
七
条
袈
裟

の
裏
地
に
芳
名
を
刺
繍
記
載

し
、
そ
の
功
績
を
た
た
え
甚
深
の
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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
。

◎

御
正
忌
報
恩
講
法
要

ご

し
よ
う

き

ほ
う
お
ん
こ
う

【

月

日
】
午
後

時

法
要
・
御
伝
鈔
拝
読
・
法
話

12

19

1

【

月

日
】
午
前

時

法
要
・
御
伝
鈔
拝
読
・
法
話

12

20

10

お
昼

お
斎(

お
弁
当
を
配
付)

【
法
話
講
師
】

長
谷
川
憲
章

師
（
広
島
県
）

ギ
タ
ー
を
片
手
に
お
話
下
さ
い
ま
す
。

【
執
行
当
番
】
麻
植
組
（
牛
島
・
麻
植
塚
・
鴨
島
・
西
麻
植
・
神
後
・
山
田
・

川
島
・
桑
村
・
学
・
山
川
）で
す
。よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

◎

除
夜
の
鐘

じ
よ

や

【

月

日
】
午
後

時

分
頃
よ
り

12

31

11

40

行
く
年
来
る
年
を
お
念
仏
と
と
も
に
。

ど
な
た
も
一
緒
に
鐘
を
つ
き
ま
し
ょ
う
。

【
１
月
１
日
】
午
前

時

修
正
会

0

本
堂
で
新
年
の
お
勤
め
を
い
た
し
ま
す
。

◎

春
の
彼
岸
会
永
代
経
法
要

ひ

が
ん

え

え
い

た
い
き
よ
う

【
３
月

日
】
午
後
１
時

法
要
・
法
話

20

【
３
月

日
】
午
後
１
時

法
要
・
法
話

21

※

日
は
仏
教
婦
人
会
総
会
を
兼
ね
ま
す
。

21

【
法
話
講
師
】

田
村
正
教

師
（
香
川
県
）

徳
島
県
阿
波
市
市
場

町
大
野
島
字
天
神
41

尊

光

寺

第 1 3 1号
令和2年12月

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。

新調の七条袈裟



謝
意
を
表
し
ま
し
た
。

謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し
、
浄
土
よ
り
お
導
き
下
さ
い
ま
す
よ
う

念
じ
申
し
上
げ
ま
す
。

正
信
偈
講
座
㉖

（
赤
い
経
本
一
二
㌻
）

獲
信
見
敬
大
慶
喜

即
横
超
截
五
悪
趣

ぎ
や
く

し
ん

け
ん

き
よ
う

だ
い

き
よ
う

き

そ
く

お
う

ち
よ
う

ぜ
つ

ご

あ
く

し
ゆ

【
訓
読
】
信
を
獲
て
見
て
敬
ひ
大
き
に
慶
喜
す
れ
ば
、
す
な
は
ち
横
に

し
ん

え

み

う
や
ま

お
お

き
よ
う
き

お
う

五
悪
趣
を
超
截
す
。

ご

あ
く
し
ゆ

ち
よ
う
ぜ
つ

【
現
代
語
訳
】
信
心
を
い
た
だ
い
て
大
い
に
よ
ろ
こ
び
敬
う
人
は
、
た
だ

ち
に
、
阿
弥
陀
如
来
の
必
ず
救
う
と
誓
わ
れ
た
そ
の
願
い
の

力
に
よ
っ
て
、
六
道
輪
廻
へ
の
迷
い
の
因
が
断
ち
切
ら
れ
る
。

前
回
は
、「
獲
信
見
敬
大
慶
喜
」
を
読
み
、「
慶
喜
」
と
は
、
阿
弥
陀

さ
ま
の
必
ず
救
う
と
の
誓
い
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
い
た
安
堵
感
で
あ
る

と
あ
じ
わ
い
を
書
き
ま
し
た
。

今
回
は
、「
即
横
超
截
五
悪
趣
」
に
つ
い
て
で
す
。
訓
読
で
は
「
横
に

五
悪
趣
を
超
截
す
」
と
読
み
ま
す
。
ま
ず
そ
の
「
五
悪
趣
」
と
は
、
五
つ

ご

あ
く
し
ゆ

ち
よ
う
ぜ
つ

の
悪
い
世
界
と
い
う
意
味
で
す
。み
ず
か
ら
の
行
い（
業
）の
報
い
は
み
ず

か
ら
が
受
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。こ
れ
を
自
業
自
得
と
言

い
ま
す
が
、こ
れ
は
私
た
ち
の
一
瞬
の
行
動
と
そ
の
次
の
一
瞬
に
現
れ

る
結
果
に
も
当
て
は
ま
り
ま
す
し
、
今
の
行
為
が
ず
い
ぶ
ん
と
後
に
な

っ
て
そ
の
結
果
を
引
き
起
こ
す
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

「
な
ん
で
あ
ん
な
こ
と
を
、
あ
の
時
に
し
て
し
ま
っ
た
ん
だ
ろ
う
」
と
、

後
悔
先
に
立
た
ず
と
は
よ
く
言
う
も
の
で
す
が
、
自
分
で
ど
う
に
か
な

る
も
の
で
は
な
い
の
が
こ
の
娑
婆
世
界
の
現
実
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
自
業
自
得
の
連
鎖
は
、
命
が
終
わ
っ
て
そ
れ
で
終
わ
り
と
い
う

訳
で
は
な
く
、
命
あ
る
う
ち
に
行
っ
た
行
為
の
報
い
は
自
分
自
身
が
引

き
続
い
て
受
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま

す
。
私
た
ち
の
命
は
今
生
で
様
々
な
事
を
し
で
か
し
、
そ
の
報
い
を
来

生
の
命
と
し
て
受
け
て
い
く
。そ
の
考
え
方
が
六
道
輪
廻
で
す
。

六
道
と
は
、
地
獄
、
餓
鬼
、
畜
生
、
修
羅
、
人
、
天
の
六
つ
の
世
界
で
あ

り
、
修
羅
の
世
界
を
他
の
世
界
に
含
ん
で
数
え
る
場
合
は
五
趣
と
言

い
ま
す
。こ
れ
ら
の
世
界
を
こ
の
命
は
生
ま
れ
変
わ
り
死
に
変
わ
り
廻

っ
て
い
る
と
考
え
る
の
で
す
。こ
の
人
間
の
世
界
に
も
六
道
の
世
界
が
あ

り
ま
す
が
、
自
分
が
生
れ
変
わ
っ
て
い
く
世
界
と
し
て
も
六
道
の
世
界

が
あ
る
の
で
す
。
地
獄
は
苦
し
み
の
尽
き
な
い
世
界
と
し
て
説
か
れ
、
天

は
楽
し
み
の
尽
き
な
い
世
界
と
し
て
説
か
れ
ま
す
が
、
ど
の
世
界
で
も

こ
の
六
道
の
中
は
生
・
老
・
病
・
死
の
苦
し
み
の
あ
る
世
界
、
思
い
通
り
に

は
な
ら
な
い
世
界
で
す
。
ど
れ
ほ
ど
こ
の
人
間
の
一
生
で
素
晴
ら
し
い

経
験
を
し
た
と
し
て
も
、「
も
う
一
度
や
り
直
し
ま
す
か
？
」
と
聞
か

れ
る
と
「
も
う
結
構
で
す
」
と
言
い
た
く
な
る
の
は
、こ
の
生
・
老
・
病
・
死

の
苦
し
み
を
我
々
は
経
験
と
し
て
知
っ
て
い
る
か
ら
で
し
ょ
う
。

こ
の
輪
廻
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
世
界
を
「
五
悪
趣
」
と
表
現
し

て
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ
を
「
横
に
超
截
す
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
で
し

お
う

ち
よ
う
ぜ
つ

ょ
う
か
。「
截
」
と
は
「
ず
ば
り
と
断
ち
切
る
」
と
い
う
意
味
の
漢
字
で
す

か
ら
、
五
悪
趣
の
迷
い
を
ず
ば
り
と
断
ち
切
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。「
横
に
」
と
は
、「
竪
に
」
に
対
す
る
言
葉
で
、
通
常
の
順
序
を
経
る

た
て

こ
と
な
く
、
横
（
よ
こ
ざ
ま
）に
飛
び
越
え
て
い
く
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
自
分

の
力
で
修
行
を
重
ね
て
い
く
仏
道
を
「
竪
」
と
言
う
の
に
対
し
て
、
お
念

仏
に
出
会
い
さ
と
り
に
至
る
仏
道
を
「
横
」
と
表
現
し
て
い
る
の
で
す
。

お
念
仏
に
出
会
う
と
は
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
を
聞
か
せ
て
い
た
だ

く
と
い
う
こ
と
で
す
。「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
は
「
必
ず
救
う
、
我
に
ま
か

せ
よ
」
と
い
う
阿
弥
陀
さ
ま
の
願
い
で
あ
り
ま
す
。「
南
無
阿
弥
陀
仏
」

は
わ
ず
か
六
文
字
で
す
が
、
そ
こ
に
は
迷
い
の
世
界
で
も
が
く
我
々
を

浄
土
に
生
ま
れ
さ
せ
、
さ
と
り
を
ひ
ら
か
せ
る
功
徳
を
全
て
込
め
て
私

た
ち
に
届
け
て
下
さ
っ
た
も
の
で
す
。

小
さ
な
赤
ち
ゃ
ん
は
「
オ
ギ
ャ
ー
オ
ギ
ャ
ー
」
と
よ
く
泣
き
ま
す
。
お

し
め
が
湿
っ
た
か
ら
、
眠
い
か
ら
、
お
腹
が
空
い
た
か
ら
。
母
は
そ
の
泣

き
声
を
す
ぐ
さ
ま
判
断
し
、「
お
腹
が
空
い
た
ね
ぇ
」
と
語
り
な
が
ら
ミ

ル
ク
の
準
備
を
始
め
ま
す
。
赤
ち
ゃ
ん
の
側
か
ら
、「
今
日
は
お
肉
が
食

べ
た
い
で
す
、
お
母
様
」
と
は
申
し
ま
せ
ん
し
、
母
か
ら
も
、「
今
日
は
ス

テ
ー
キ
だ
よ
」
と
は
な
り
ま
せ
ん
。
赤
ち
ゃ
ん
も
ミ
ル
ク
が
自
分
に
と
っ

て
一
番
の
ご
ち
そ
う
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
し
、
母
も

赤
ち
ゃ
ん
に
と
っ
て
一
番
良
い
も
の
は
ミ
ル
ク
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い

ま
す
。
母
は
赤
ち
ゃ
ん
が
飲
み
や
す
い
温
度
に
仕
上
げ
、
赤
ち
ゃ
ん
が

飲
み
や
す
い
よ
う
に
哺
乳
瓶
を
口
へ
と
あ
て
が
い
ま
す
。
母
の
呼
び
か
け

に
安
心
し
赤
ち
ゃ
ん
は
ゴ
ク
ゴ
ク
と
ミ
ル
ク
を
飲
み
ま
す
。
そ
の
ミ
ル
ク

に
は
赤
ち
ゃ
ん
が
大
き
く
な
る
栄
養
・
免
疫
、
全
て
が
不
足
な
く
具
わ

っ
て
い
ま
す
。

お
念
仏
も
わ
ず
か
六
文
字
で
は
あ
り
ま
す
が
、
右
も
左
も
分
か
ら

な
い
私
た
ち
に
対
し
「
必
ず
救
う
我
に
ま
か
せ
よ
」
と
阿
弥
陀
さ
ま
が

呼
び
続
け
て
下
さ
り
、
そ
の
功
徳
を
全
て
込
め
て
私
た
ち
の
所
へ
と
届

け
て
下
さ
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
よ
こ
さ
ま
に
迷
い
の
因
が
断
ち

切
ら
れ
、こ
の
命
終
わ
る
と
き
に
は
必
ず
浄
土
に
生
ま
れ
行
く
人
生
を

た
だ
い
ま
生
か
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
の
で
す
。

結
婚
記
念
に
ミ
モ
ザ
の
苗
木

副
住
職
夫
妻
の

結
婚
記
念
に
と
、
ご

門
徒
の
長
尾
和
枝

さ
ん
よ
り
ミ
モ
ザ
の

苗
木
を
頂
き
ま
し

た
。
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。
ミ
モ
ザ

は
春
に
房
状
の
黄

色
い
花
を
咲
か
せ
る
ア
カ
シ
ア
で
、
明
る
く
可
愛
い
花
が
と
て
も
人
気

の
あ
る
に
庭
木
で
す
。
さ
っ
そ
く
二
人
で
鉢
に
植
え
付
け
ま
し
た
。ミ
モ

ザ
の
木
と
と
も
に
夫
婦
も
育
っ
て
い
き
た
い
と
願
い
を
込
め
て
。
ど
う
か

ど
う
か
枯
れ
ま
せ
ん
よ
う
に
。
大
切
に
し
て
い
き
ま
す
。

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
88
-6
1
1-3
3
55

徳
島
新
聞
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
新
春
特
別
講
座

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

「
心
豊
か
に
生
き
る
ブ
ッ
ダ
の
教
え
」

心
豊
か
に
生
き
る
ヒ
ン
ト
を
お
釈
迦
様
や
親
鸞

聖
人
な
ど
高
僧
の
言
葉
か
ら
学
ん
で
ま
い
り
ま
し
ょ

う
。日
常
の
仏
事
の
心
得
な
ど
も
お
伝
え
し
ま
す
。

●
講
師

尊
光
寺
副
住
職
赤
松
信
映

●
講
座
日

１
月

日
（
土
）

時
～

時
半

23

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
。

受
付
時
間/

時
～

時（1
2
/2
8

～1
/3

、祝
日
休
み
）

10

17


