
正
信
偈
講
座
⑩

（
赤
い
経
本
六
～
七
㌻
）

普
放
無

量

無
辺

光

無
礙
無
対
光
炎
王

ふ-

ほ
う

む-
り
よ
う

む-

へ
ん

こ
ー
う

む-

げ-

む-

た
い

こ
う

え
ん
の-

う

清

浄
歓
喜
智
慧
光

不
断
難
思
無
称

光

し
よ
う
じ
よ
う
か
ん

ぎ-
ち-

え-

こ-

う

ふ-

だ
ん

な
ん

じ-

む-

し
よ
う
こ-

う

超
日
月
光
照
塵
刹

一
切
群
生
蒙
光

照

ち
よ
う
に
ち

が
つ

こ
う
し
よ
う
じ
ん
せ
ー
つ

い
つ

さ
い

ぐ
ん
じ
よ
う

む-

こ
う
し
よ-

う

-

阿
弥
陀
さ
ま
の
十
二
の
光-

そ
の
三

前
々
回
か
ら
阿
弥
陀
さ
ま
の
十
二
の
光
に
つ
い
て
話
を
し
て

い
ま
す
。「
あ
ま
ね
く
、
①
無
量
②
無
辺
光
③
無
礙
④
無
対
⑤

光
炎
王
⑥
清
浄
⑦
歓
喜
⑧
智
慧
光
⑨
不
断
⑩
難
思
⑪
無
称

光
⑫
超
日
月
光
を
放
ち
て
塵
刹
を
照
ら
す
。
一
切
の
群
生
、

じ

ん

せ
つ

ぐ
ん
じ
よ
う

光
照
を
蒙
る
」
と
あ
る
部
分
で
す
。
今
回
は
そ
の
う
ち
の
⑤
光
炎

こ
う
し
よ
う

こ
う
む

王
と
⑥
清
浄
と
い
う
光
の
意
味
を
味
わ
い
ま
し
ょ
う
。

⑤
「
光
炎
王
」
と
は
、「
最
も
輝
く
光
の
王
様
の
よ
う
で
あ
る
」

こ
う
え
ん
の
う

と
い
う
意
味
で
す
。
王
様
で
す
か
ら
、
他
の
仏
さ
ま
の
光
よ
り
も

優
れ
て
お
り
、
何
者
に
も
束
縛
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
自
由
自
在

に
振
る
舞
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
、「
炎
」
は
あ

ら
ゆ
る
も
の
を
焼
き
尽
く
す
は
た
ら
き
が
あ
り
ま
す
。
ど
の
よ
う

な
汚
れ
た
も
の
で
も
炎
に
焼
き
尽
く
さ
れ
、
清
ら
か
な
灰
に
変

え
る
は
た
ら
き
が
あ
る
の
で
す
。
親
鸞
聖
人
は
「
和
讃
」（
赤
い
経

本
四
三
㌻
）に
、

仏
光
照
曜
最
第
一

光
炎
王
仏
と
な
づ
け
た
り

ぶ
つ
こ
う
せ
う
え
う
さ
い
だ
い
い
ち

こ
う
え
ん
の
う
ぶ
つ

三
塗
の
黒
闇
ひ
ら
く
な
り

大
應
供
を
歸
命
せ
よ

さ
ん
ず

こ
く
あ
ん

だ
い
お
う
ぐ

き
み
よ
う

【
阿
弥
陀
仏
の
光
の
輝
き
は
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
て
い
る
か
ら
、
光

炎
王
仏
と
申
し
上
げ
る
。
そ
の
光
は
、
三
塗
（
地
獄
や
餓
鬼
や

畜
生
）と
い
う
迷
い
の
闇
の
世
界
を
打
ち
破
る
。あ
ら
ゆ
る
供
養

を
受
け
る
に
ふ
さ
わ
し
い
大
応
供
（
阿
弥
陀
仏
）に
帰
命
（
お
ま

か
せ
）
す
る
の
が
よ
い
。
】

と
讃
え
て
い
ま
す
。
阿
弥
陀
と
い
う
仏
さ
ま
は
、
欲
に
ま
み
れ
迷
い

の
世
界
に
落
ち
て
い
る
私
た
ち
に
、
二
度
と
そ
の
よ
う
な
苦
し
み

に
は
遭
わ
せ
ぬ
ぞ
と
、
自
在
の
光
で
私
た
ち
に
は
た
ら
き
か
け
、

苦
し
み
の
原
因
で
あ
る
煩
悩
を
炎
で
焼
き
尽
く
そ
う
、
任
せ
て
く

れ
よ
と
働
か
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
仏
の
頼
も
し
さ
を
表
し
た

の
が
「
光
炎
王
」
と
い
う
力
強
い
光
な
の
で
し
ょ
う
。

次
の
⑥
「
清
浄
」
と
は
、「
清
ら
か
な
光
」
と
い
う
意
味
で
す
。

し
よ
う
じ
よ
う

「
和
讃
」（
赤
い
経
本
四
二
㌻
）に
は
、

清
浄
光
明
な
ら
び
な
し

遇
斯
光
の
ゆ
へ
な
れ
ば

し
よ
う
じ
よ
う
こ
う
み
よ
う

ぐ
ー
し
ー
こ
う

一
切
の
業
繋
も
の
ぞ
こ
り
ぬ

畢
竟
依
を
歸
命
せ
よ

い
つ
さ
い

ご
つ
け

ひ
つ
き
よ
う
え

き
み
よ
う

【
阿
弥
陀
仏
の
清
ら
か
な
光
に
並
ぶ
も
の
は
な
い
。こ
の
光
に
出

会
う
こ
と
に
よ
り
、
迷
い
の
世
界
に
つ
な
ぎ
と
め
る
悪
い
行
い
も
、

そ
の
力
が
す
べ
て
失
わ
れ
る
。
究
極
の
よ
り
ど
こ
ろ
で
あ
る
畢
竟
依
（
阿

阿
弥
陀
仏
）に
帰
命
（
お
ま
か
せ
）す
る
が
よ
い
。
】

と
讃
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
清
浄
と
は
、
た
だ
清
ら
か
な
と
い
う
意
味
だ
け

で
は
な
く
、
出
会
っ
た
も
の
を
清
ら
か
な
も
の
に
変
え
て
い
く
と
い
う
意

味
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
放
っ
て
お
け
ば
欲
に
ま
み
れ
、
迷
い
を
繰

り
返
す
で
あ
ろ
う
私
た
ち
を
、
清
ら
か
な
浄
土
へ
迎
え
よ
う
、
煩
悩
の
病

を
さ
と
り
の
功
徳
へ
変
え
よ
う
と
い
う
や
さ
し
い
は
た
ら
き
を
「
清
浄
」の

光
で
表
し
た
の
で
し
ょ
う
。

今
回
あ
じ
わ
っ
た
「
光
炎
王
」
と
「
清
浄
」
と
い
う
二
つ
の
光
に
は
、
煩

悩
の
病
に
さ
い
な
ま
れ
悩
み
苦
し
ん
で
い
る
私
た
ち
を
「
南
無
阿
弥
陀

仏
」
で
包
み
込
み
、
浄
土
に
生
ま
れ
る
時
に
は
、
そ
の
煩
悩
を
さ
と
り
の

功
徳
へ
と
変
え
て
い
く
は
た
ら
き
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
け
ん
か

を
し
た
時
で
あ
ろ
う
と
も
、
仏
さ
ま
の
前
に
座
っ
て
手
を
合
わ
す
時
に

は
、
罵
り
あ
っ
た
そ
の
口
か
ら
「
な
ん
ま
ん
だ
ぶ
つ
」
と
念
仏
が
で
る
で
は

あ
り
ま
せ
ん
か
。そ
の
時
だ
け
で
も
罵
り
合
っ
て
い
た
心
は
静
ま
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

書
院
修
復
工
事
報
告

書
院
修
復
工
事
は
本
工
事
を
終
え
、
本
堂
や
庫
裏
と
の
仮
設
廊
下

を
設
置
す
る
付
帯
工
事
に
移
っ
た
。
先
日
に
は
新
調
さ
れ
た
襖
や
障

子
、
照
明
、
畳
が
入
り
、い
よ
い
よ
そ
の
時
を
待
つ
ば
か
り
で
あ
る
。
奥
の

二
間
に
は
、
尊
光
寺
門
徒
で
染
織
家
の
秋
山
精
子
先
生
（
市
場
町
）の

藍
染
め
と
柿
渋
染
め
の
作
品
を
張
り
込
ん
だ
襖
を
入
れ
た
。
藍
染
め
の

間
は
落
ち
着
い
た
雰
囲
気
に
、
柿
渋
染
め
の
間
は
斬
新
な
デ
ザ
イ
ン
で

来
訪
者
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
広
間
は
襖
を
外
せ
ば
四
十
八

畳
と
な
り
、
大
勢
が
会
す
る
場
と
し
て
使
用
で
き
る
。

十
二
月
の
報
恩
講
【
二
十
三
日
の
御
斎
（
昼
の
食
事
）
】は
こ
の
新
し

お
と
き

い
書
院
で
参
拝
者
の
皆
様
に
精
進
料
理
の
お
膳
が
振
る
舞
わ
れ
る
。
ど

う
ぞ
ご
門
徒
一
同
は
皆
様
お
そ
ろ
い
で
報
恩
講
に
参
拝
く
だ
さ
い
。

法
要
・
行
事
の
ご
案
内

尊
光
寺

報
恩
講

-

余
興
は
阿
波
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ-

【

月

日
】
午
後
１
時

日
中
法
要

12

22

午
後
６
時

大
逮
夜
法
要
・
御
伝
鈔
拝
読

【

月

日
】
午
前

時

総
永
代
経
法
要

お
昼
御
斎(

食
事)

お
と
き

12

23

10

昼

時
半

報
恩
講
御
満
座
・
御
伝
鈔
拝
読

12
午
後
３
時

コ
ン
サ
ー
ト
阿
波
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ

～
弦
楽
四
重
奏
～

〈
法
話

本
願
寺
派
布
教
使

季
平
博
昭

師
〉

宗
祖
親
鸞
聖
人
の
遺
徳
を
偲
び
、
念
仏
に
出
逢
え
た
こ
と
を
悦
ば
せ
て

頂
く
、
一
年
で
一
番
大
切
な
法
要
で
す
。
お
誘
い
合
わ
せ
の
上
、
参
拝
下

さ
い
。
な
お

日
は
参
拝
の
皆
様
に
御
斎
（
昼
食
）
を
準
備
し
て
お
り
ま

お
と
き

23

す
。

※
本
年
度
の
執
行
当
番
は
土
成
東
組(

藤
原
・
吉
田
・
宮
川
内
・

平
間
・
法
林
地
・
浦
ノ
池)

で
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

◎

除
夜
の
鐘

【

月

日
】
午
後

時

分
頃
よ
り

12

31

11

40

鐘
の
音
と
お
念
仏
で
来
る
年
を
迎
え
ま
し
ょ
う
。

ど
な
た
様
も
鐘
を
つ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◎

ご
本
山
・
大
谷
本
廟
参
拝
団
の
募
集

今
回
は
ご
本
山
「
伝
灯
奉
告
法
要
」
に
参
拝
し
ま
す
。

約
四
十
年
ぶ
り
の
ご
本
山
の
代
替
わ
り
法
要
で
す
。

【
４
月

日
～

日

一
泊
二
日
】

費
用
３
万
５
千
円
。

14

15

大
谷
本
廟
、
本
山
法
要
参
拝
後
、
奈
良
宿
泊
、
吉
野
観
光
予
定
。

【
４
月

日

日
帰
り
】

費
用
１
万
５
千
円
。

14
大
谷
本
廟
、
本
山
法
要
参
拝
の
後
、
鉄
道
博
物
館
観
光
予
定
。

※
申
し
込
み
は
お
早
め
に
尊
光
寺
ま
で
。
詳
し
く
は
別
紙
ご
案
内
。

《
裏
面
へ
つ
づ
く
》
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-

報
恩
講
に
お
参
り
し
ま
し
ょ
う-

報
恩
講
（
ほ
う
お
ん
こ
う
）と
は
、
宗
祖

親
鸞
聖
人

の
ご
遺
徳
を
偲

し
ん
ら
ん
し
よ
う
に
ん

び
、そ
の
ご
苦
労
を
通
じ
て
、
阿
弥
陀
如
来
に
よ
る
お
救
い
を
あ
ら
た
め

て
心
に
深
く
味
わ
わ
せ
て
い
た
だ
く
法
要
で
す
。

報
恩
講
と
い
う
名
前
は
、
親
鸞
聖
人
の
三
十
三
回
忌
の
法
要
に
あ
た

っ
て
、
親
鸞
聖
人
の
曽
孫
で
本
願
寺
第
三
代
の
覚
如
上
人
が
、
曽
祖
父

の
親
鸞
聖
人
の
遺
徳
を
仰
ぐ
た
め
に『
報
恩
講
私
記
』
を
作
り
報
恩
講

を
勤
め
た
こ
と
に
始
ま
り
ま
す
。

と
く
に
、
宗
祖
の
命
日
で
あ
る
一
月
十
六
日
（
旧
暦
で
は
十
一
月
二

十
八
日
）
を
御
正
忌
（
ご
し
ょ
う
き
）と
よ
び
、
本
山
本
願
寺
で
は
一
月

九
日
か
ら
十
六
日
ま
で
御
正
忌
報
恩
講
が
勤
ま
り
ま
す
。

ま
た
浄
土
真
宗
の
家
庭
で
は
、
本
山
や
各
お
寺
の
報
恩
講
に
先
ん
じ

て
、「
御
正
忌
参
り
」「
報
恩
講
参
り
」「
お
と
り
こ
し
」
と
お
寺
に
よ
っ
て

ご
し
よ
う
き

ほ
う
お
ん
こ
う

呼
び
名
は
違
え
ど
も
、そ
の
親
鸞
聖
人
の
遺
徳
を
偲
ぶ
お
勤
め
を
各
家

庭
の
お
仏
壇
で
行
い
ま
す
。

報
恩
講
の
お
供
え

報
恩
講
は
浄
土
真
宗
門
徒
に
と
っ
て
一
番
大
切
な
お
勤
め
で
す
。そ

の
た
め
に
、
お
供
え
物
も
普
段
よ
り
も
随
分
と
立
派
な
も
の
に
な
り
ま

す
。
尊
光
寺
で
は
、ロ
ウ
ソ
ク
は
朱
色
の

大
き
な
和
蝋
燭
、
花
瓶
も
普
段
よ
り

大
き
な
も
の
に
な
り
ま
す
。
お
供
え
物

は
、
串
盛
り
の
餅
、
乾
菓
子
、み
か
ん
が

恒
例
で
す
。
ど
れ
も
有
志
の
ご
門
徒
に

よ
っ
て
準
備
さ
れ
ま
す
。

報
恩
講
の
御
斎
（

食
事
）

報
恩
講
の
楽
し
み
の
一
つ
と
し
て
御
斎
（
食
事
）
が
あ
り
ま
す
。

お
と
き

尊
光
寺
【
十
二
月
二
十
三
日
の
昼
】で
は
、
報
恩
講
参
拝
の
皆
様
に
、

精
進
料
理
の
お
膳
が
準
備
さ
れ
ま
す
。
献
立
は
一
汁
三
菜
（
白
米
・
味

噌
汁
・
白
和
え
・
な
ら
え
・
油
揚
げ
）
が
定
番
と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
報

恩
講
お
当
番
の
方
々
に
よ
っ
て
、
味
付
け
や
具
材
は
毎
年

変
化
し
ま
す
。
今
年
は
新
し
い
書
院
で
お
膳
が
振
る
舞
わ

れ
ま
す
。
事
前
申
し
込
み
不
要
で
す
の
で
、
ど
う
ぞ
気
楽
に

お
参
り
し
、
伝
統
の
お
膳
を
楽
し
み
下
さ
い
。

本
山
本
願
寺
で
も
御
正
忌
報
恩
講
期
間
の
う
ち
一
月

十
日
～
十
五
日
に
は
御
斎
が
振
る
舞
わ
れ
ま
す
。
本
山
で

は
国
宝
の
書
院
「
鴻
の
間
」
で
の
接
待
と
な
り
ま
す
。こ
ち

ら
は
前
日
ま
で
の
申
し
込
み
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

通
夜
布
教

本
山
本
願
寺
の
御
正
忌
報
恩
講
で
は
、
北
境
内
地
の

聞
法
会
館
に
お
い
て
、
一
月
十
五
日
の
夜
七
時
よ
り
翌
朝

五
時
四
十
分
ま
で
、
夜
を
通
し
て
布
教
が
行
わ
れ
ま
す
。

毎
年
十
三
人
の
布
教
使
が
リ
レ
ー
形
式
で
一
人
四
十
分

づ
つ
仏
さ
ま
の
話
を
し
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
宗
祖
が
往
生
さ

れ
た
日
に
思
い
を
は
せ
な
が
ら
、
う
つ
ら
う
つ
ら
聴
聞
す
る

の
も
報
恩
講
の
風
物
詩
で
し
ょ
う
。

今
年
は
尊
光
寺
住
職
の
娘
の
嫁
ぎ
先
の
若
院
、
加
来

諭
さ
ん
（
福
岡
県
専
広
寺
）
が
通
夜
布
教
の
ト
リ
を
勤
め

ま
す
。
加
来
諭
さ
ん
の
登
場
は
朝
の
四
時
五
十
分
か
ら
五

時
半
。
通
夜
布
教
の
様
子
は
本
願
寺
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
生
中
継
さ
れ
ま
す
。
ど
う
ぞ
お
聴
聞
く

だ
さ
い
。

御
絵
伝
と
御
伝
鈔

親
鸞
聖
人
の
御
一
生
を
絵
巻
物
に
し
た
も
の
が

『
親
鸞
伝
絵
』で
、そ
の
絵
の
部
分
を
四
幅
の
掛
け
軸

し
ん
ら
ん
で
ん
ね

に
し
た
も
の
を
「
御
絵
伝
」
、
詞
書
き
の
部
分
を

ご
え
で
ん

『
御
伝
鈔
』
と
言
い
、
浄
土
真
宗
の
寺
院
で
は
報
恩

ご
で
ん
し
よ
う

講
の
際
に
御
絵
伝
を
本
堂
に
か
け
、
御
伝
鈔
を
拝

読
し
て
宗
祖
の
遺
徳
を
偲
び
ま
す
。『

伝
絵
』の
制
作

者
は
宗
祖
の
曽
孫

の
覚
如
上
人
。
三

十

三

回

忌
の
翌

年
で
あ
っ
た
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。

昨
年
よ
り
、
尊

光
寺
で
は
ス
ク
リ

ー
ン
に
御
絵
伝
を

大
映
し
に
し
て
解

説
を
行
っ
て
お
り

ま
す
。
本
年
は
第

二

幅

目
と
第

四

幅

目

を

拝

読
し

解
説
し
ま
す
。

平成29年 年忌表

1周忌 平成28年

3回忌 平成27年

7回忌 平成23年

13回忌 平成17年

17回忌 平成13年

25回忌 平成 5年

33回忌 昭和60年

50回忌 昭和43年

61回忌 昭和32年

100回忌 大正 7年

150回忌 慶応 4年

明治元年

200回忌 文化15年

文政元年

250回忌 明和 5年

300回忌 享保 3年

■
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
半
年
で1

3
,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
88
1
)

仏
教
講
座
「
歎
異
抄
」
を
読
む

毎
月
第
２
月
曜
午
後
１
時
半
～

た
ん
に
し
よ
う

仏
教
講
座
「
御
文
章
」
を
読
む

毎
月
第
２
金
曜
午
前

時
～

ご
ぶ
ん
し
よ
う

10

仏
教
講
座
「
伝
絵
で
学
ぶ
親
鸞
聖
人
」

４
月

日
よ
り
開
講
予
定

で
ん
ね

22

尊光寺の串盛りの餅を中心としたお供え物

本願寺のお供え物 餅や昆布,饅頭,銀杏,みかんなど、色つけには金箔も

尊光寺の新しい書院広間

本願寺の御斎（七品）

「御絵伝」 親鸞聖人が山伏に命を狙われる場面

「御絵伝」 親鸞聖人ご往生の場面



平成29(2017)年

ご本山＆大谷本廟参拝団 募集

ご門徒の皆様におかれましては尊光寺の護寺にご協力頂きお礼申し上げます。さて、ご本山（西本願寺）・

大谷本廟（納骨所）参拝団は下記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。本年は本願寺の伝灯奉告法要（ご門主の代替わり法要）に参拝します。

記

■ 一泊二日 （ ４月１４日（金）～４月１５日（土）費用３万５千円/30名まで ）

大俣スカイトラベル6:00出発⇒市場⇒八幡⇒土成⇒鴨島⇒石井⇒徳島⇒淡路⇒大谷本廟10:00着

（納骨）⇒（時間によって青蓮院拝観）⇒京都東急ホテル（昼食：日本料理たん熊）⇒西本願

寺（法要参拝、書院拝観）16:00出発⇒奈良ロイヤルホテル（宿泊）⇒吉野山千本桜⇒粉

河寺⇒淡路（夕食）⇒帰路⇒大俣20:30

※前回の案内では、白浜宿泊予定でしたが、時間の都合により不可能となりました。

■ 日帰り （ ４月１４日（金）費用１万５千円/６0名まで ）

大俣スカイトラベル6:00出発⇒（1泊と同じく各地）⇒大谷本廟10:00着（納骨）⇒（時間によって青蓮院

拝観）⇒京都東急ホテル（昼食：日本料理たん熊）⇒西本願寺（法要参拝、書院拝観）16:00

出発⇒鉄道博物館17:30出発⇒淡路（夕食）⇒帰路⇒大俣21:30

※ 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。

申込先：尊光寺（０８８３－３６－３０２６）

本願寺飛雲閣 吉野千本桜（イメージ）



尊光寺 宗祖親鸞聖人

御正忌報恩講法要
ご し よ う き ほ う お ん こ う

－報恩講とは－
ほ う お ん こ う

報恩講は宗祖親鸞聖人のご命日（ご正忌）をご縁として、宗祖のご
しんらん

恩をしのび、そのご苦労を通じて、阿弥陀如来のお救いを心に深く味

わわせていただく法要です。正しくお念仏のいわれを聞かせていただき、

身にいただいて、真実信心の行者になることが聖人のご恩に報いる道

であり、この法要は浄土真宗門徒にとって最も大切なお勤めです。

親鸞聖人のご命日は弘長２年１１月２８日（西暦１２６３年１月１６

日）であり、尊光寺では１２月２２日・２３日にお勤めいたします。

御正忌報恩講法要 日程

◆１２月２２日（木）◆

昼 １時 報恩講法要 法話

夜 ６時 大逮夜法要 御伝鈔拝読 法話
ご でんしよう

◆１２月２３日（金･祝）◆

朝１０時 門徒総永代経ならびに戦没者追悼法要 法話

随時 お斎（食事）
と き

昼１２時半 報恩講ご満座法要

御伝鈔拝読 法話

（本年の法話講師 本願寺派布教使 季平博昭師）

昼 ３時 コンサート阿波オーケストラ

－御伝鈔拝読－
ご で ん しよう

本願寺第３代覚如上人は、親鸞聖人のご遺徳を讃仰するために、

その生涯の業績を文章と絵で交互に描いた絵巻物をつくられました。

後に多くの方々にご覧いただけるようにと、文章と絵が分けられ、それ

ぞれ『御伝鈔』「御絵伝」と呼ばれるようになります。
ご え でん

報恩講の折に、この「御絵伝」（四幅）を南余間にお掛けし、『御伝

鈔』を拝読して宗祖のご生涯をしのばせていただきます。

－お斎－（２３日お昼の食事）
と き

尊光寺では報恩講参拝のお接待として、皆様に精進料理が当番よ

り支度されます。どうぞ伝統のお膳にお着きください。

仏教では「食事」と呼ばれる午前１０時から正午までの間に食事を
じ き じ

する習わしがあり、このときに出る精進料理を「斎」といいます。
と き

－執行当番－

本年（２８年）は【土成東組(藤原・吉田・宮川内・平間・法林地・

浦ノ池）】です。よろしくお願いいたします。



2016尊光寺報恩講法要記念

♪尊光寺音御堂♪
そん こう じ おと み どう

阿波オーケストラ
あ わ

～弦楽四重奏～

１２月２３日（金・祝）
１５：００演奏スタート 入場無料

（１２：３０からの法要＆法話に引き続き コンサート
どなたさまもご自由にお参りください）

会場 尊光寺 阿波市市場町大野島字天神41

そ ん こ う じ

本堂 TEL 0883-36-3026

阿波オーケストラは、10～20代の若い世代を中心に

結成されたアマチュアオーケストラです。2014年に

徳島大学交響楽団第51期生を中心に結成され、演

奏会のたびに団員を再募集していくスタイルで運営

されてきました。約30名で始まったオーケストラも現

在では倍の約60名まで増えました。

今回は少人数での演奏ですが、若い世代のオーケ

ストラという特徴を生かして、元気で、小さなお子様

からお年寄りまで、幅広い年齢層の方々に楽しんで

いただけるような演奏を心がけます。


