
正
信
偈
講
座
㉑

（
赤
い
経
本
一
〇
㌻
）

能
発
一
念
喜
愛
心

不
断
煩
悩
得
涅
槃

の
う

ほ
つ

い
ち

ね
ん

き
ー

あ
い

し
ー
ん

ふ
ー

だ
ん

ぼ
ん

の
う

と
く

ね
ー

は
ー
ん

【
訓
読
】
よ
く
一
念
喜
愛
の
心
を
発
す
れ
ば
、
煩
悩
を
断
ぜ
ず

ほ
つ

し
て
涅
槃
を
得
る
な
り
。

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

だ
ち
に
阿
弥
陀
仏
の
願
い
の
力
に
よ
っ
て
迷
い
の
世
界
の
き

ず
な
が
断
ち
切
ら
れ
る
。

前
回
は
「
一
念
喜
愛
心
」
に
つ
い
て
、
幼
子
が
親
に
身
を
ゆ
だ

い
ち

ね
ん

き

あ
い

し
ん

ね
て
い
る
よ
う
な
二
心
の
な
い
心
の
様
子
で
あ
る
と
説
明
し
ま
し

ふ
た
ご
こ
ろ

た
。
今
回
は
そ
の
続
き
に
あ
る
「
不
断
煩
悩
得
涅
槃
」
に
つ
い
て

ふ

だ
ん

ぼ
ん

の
う

と
く

ね

は
ん

味
わ
っ
て
参
り
ま
す
。

ま
ず
「
煩
悩
」
と
は
、
一
体
何
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
お
お
ま
か

に
説
明
を
す
る
と
、「
私
た
ち
の
心
と
身
体
を
悩
ま
せ
乱
れ
さ
せ
、

仏
教
の
理
解
を
さ
ま
た
げ
る
も
の
」
で
あ
り
ま
す
。こ
の
煩
悩
に

よ
っ
て
私
た
ち
は
様
々
な
悪
い
行
い（
悪
業
と
も
言
い
ま
す
）
を
な

あ
く

ご
う

し
、
迷
い
の
世
界
に
繋
ぎ
止
め
ら
れ
、
苦
し
み
と
い
う
結
果
を
引

き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
仏
教
で
は
考
え
ま
す
。

煩
悩
は
、
仏
典
の
中
で
は
様
々
に
言
い
換
え
ら
れ
て
表
現
さ

れ
ま
す
。
我
々
を
迷
い
の
世
界
に
漂
わ
せ
る
か
ら
「
惑
」
と
言
い
、

わ
く

善
を
損
な
う
か
ら
「
毒
」
、
迷
い
の
世
界
に
縛
り
付
け
る
も
の
で
あ

ど
く

る
か
ら
「
縛
」
、
心
身
に
ま
と
わ
り
つ
き
自
由
を
奪
う
の
で
「
纏
」
、

ば
く

て
ん

人
を
追
い
立
て
使
役
す
る
か
ら
「
使
」
、
激
流
の
よ
う
に
我
々
を

し

押
し
流
す
の
で
「
暴
流
」
な
ど
、
ど
れ
も
良
い
意
味
で
は
あ
り
ま
せ

ぼ

る

ん
が
、
煩
悩
の
こ
と
を
う
ま
く
表
現
し
た
言
葉
で
す
。

ま
た
、「
百
八
煩
悩
」
と
い
う
言
葉
も
あ
り
ま
す
。こ
れ
は
煩
悩

を
百
八
に
分
類
し
て
数
え
る
も
の
で
す
が
、
私
た
ち
の
心
の
悪
は

限
り
が
無
く
、
と
て
も
百
八
に
お
さ
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ

と
は
皆
さ
ん
も
自
覚
が
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
か
ら
、
そ
の
数
に
こ

だ
わ
る
の
は
無
意
味
で
し
ょ
う
。
ま
し
て
や
除
夜
の
鐘
を
百
八
つ

突
け
ば
煩
悩
が
消
え
去
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
な
く
、こ
の
一
年

も
百
八
と
言
わ
れ
る
煩
悩
に
振
り
回
さ
れ
て
生
き
て
き
た
と
反

省
す
べ
き
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

い
く
つ
か
代
表
的
な
煩
悩
を
こ
こ
で
は
紹
介
を
し
て
お
き
ま

す
。
ま
ず
は
「
三
毒
」
と
呼
ば
れ
る
根
本
煩
悩
で
す
。

さ
ん

ど
く

三
毒
の
一
つ
は
「
貪
欲
」
で
す
、
一
般
的
に
は
「
ど
ん
よ
く
」
と

と
ん

よ
く

読
み
ま
す
が
、
仏
教
用
語
と
し
て
は
「
と
ん
よ
く
」
と
読
み
ま
す
。

む
さ
ぼ
り
の
心
、
足
を
知
ら
ず
、と
表
現
さ
れ
ま
す
。
ど
こ
ま
で
も

た
る

ど
こ
ま
で
も
満
足
を
知
ら
ず
求
め
る
心
で
す
。
我
々
に
一
番
身

近
な
煩
悩
と
言
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
も
っ
と
お
金
が
あ
れ
ば

…
、
あ
の
人
の
持
っ
て
い
る
ア
レ
が
欲
し
い
…
、
今
自
分
の
持
っ
て
い
る
も

の
が
惜
し
く
て
…
、
そ
ん
な
心
は
誰
の
心
に
も
潜
ん
で
い
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

つ
づ
い
て
の
三
毒
は
「
瞋
恚
」
、
怒
り
憎
む
心
で
す
。
他
人
に
何
か
を
言

し
ん

に

わ
れ
た
り
さ
れ
た
り
し
て
腹
を
立
て
る
と
い
う
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
ま
す

が
、
仏
教
で
は
さ
ら
に
掘
り
下
げ
て
、「
自
分
の
心
に
か
な
わ
な
い
も
の
に

対
す
る
嫌
悪
」
と
い
う
説
明
が
あ
り
ま
す
。
他
人
に
対
し
て
怒
っ
て
い
る

と
思
っ
て
も
、そ
の
原
因
は
自
分
の
心
に
潜
ん
で
い
る
の
で
す
。
相
手
の
立

場
を
思
え
ば
そ
の
怒
り
は
治
ま
る
時
も
あ
る
。
深
い
思
し
召
し
だ
と
思

い
ま
す
。

最
後
の
三
毒
は
「
愚
痴
」
で
す
。
一
般
用
語
で
は
愚
か
で
知
恵
の
無
い

ぐ

ち

こ
と
を
言
っ
た
り
、「
愚
痴
を
言
う
」
言
っ
て
も
仕
方
の
無
い
こ
と
を
あ
あ

だ
こ
う
だ
と
言
う
と
い
っ
た
使
わ
れ
方
が
あ
り
ま
す
が
、
仏
教
用
語
の
愚

痴
と
は
、「
仏
教
の
教
え
を
知
ら
ず
、
ま
た
道
理
や
も
の
ご
と
を
あ
り
の

ま
ま
に
知
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
」
と
あ
り
ま
す
。つ
ま
り
、
も
の
ご

と
の
本
当
の
道
理
を
知
ら
な
い
か
ら
こ
そ
口
か
ら
愚
痴
が
こ
ぼ
れ
る
の

で
し
ょ
う
。

こ
の
三
毒
の
他
に
、「
慢
」
う
ぬ
ぼ
れ
、「
疑
」
う
た
が
い
、「
悪
見
」
自
分

ま
ん

ぎ

あ
つ

け
ん

勝
手
な
見
解
、
を
加
え
た
六
つ
を
根
本
煩
悩
と
呼
び
、こ
の
根
本
煩
悩

に
従
属
的
な
煩
悩
を
様
々
に
数
え
て
全
体
を
百
八
煩
悩
な
ど
と
分
類

し
ま
す
。ひ
と
つ
ひ
と
つ
、
経
典
の
中
で
は
解
説
が
あ
る
の
で
す
が
、
特
に

「
慢
」
に
は
、
自
分
を
他
人
と
比
べ
て
誇
る
心
、
他
人
と
比
べ
て
実
際
以

ま
ん

上
に
へ
り
く
だ
る
心
な
ど
が
分
類
さ
れ
、
隣
の
芝
は
青
い
だ
と
か
、
人
と

比
べ
な
が
ら
生
き
て
い
る
我
々
の
心
の
な
ん
と
も
浅
ま
し
い
様
子
が
解

説
さ
れ
て
い
ま
す
。

以
上
の
よ
う
に
煩
悩
を
見
て
き
ま
し
た
。
普
段
私
た
ち
は
、
自
分
の

外
に
何
か
原
因
が
あ
っ
て
、
私
の
心
を
乱
し
、
貪
欲
・
瞋
恚
・
愚
痴
な
ど
の

心
が
起
こ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、
ど
う
や
ら
そ
う
で
は
な
い
こ
と
が
理
解

で
き
る
と
思
い
ま
す
。
仏
教
は
根
本
的
に
私
た
ち
の
心
を
問
題
と
し
て
い

る
の
で
す
。
心
が
変
わ
れ
ば
世
界
は
穏
や
か
に
見
え
る
と
、そ
う
お
釈
迦

さ
ま
は
教
え
て
く
れ
て
い
る
の
で
す
。

仏
道
修
行
と
は
、こ
の
煩
悩
を
一
つ
一
つ
退
治
し
、
さ
と
り
へ
と
向
か
っ

て
歩
み
を
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
そ
し
て
こ
の
煩
悩
の
無
く

な
っ
た
穏
や
か
な
境
地
を
涅
槃
と
い
い
、
そ
こ
に
至
っ
た
人
を
仏
（
ブ
ッ

ね

は
ん

ダ
）と
呼
ぶ
の
で
す
。こ
の
煩
悩
の
退
治
の
た
め
に
、
生
ま
れ
変
わ
り
死
に

変
わ
り
を
繰
り
返
し
な
が
ら
仏
道
修
行
を
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
煩

悩
を
断
た
ず
に
仏
に
成
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
で
す
。

し
か
し
「
正
信
偈
」
に
は
「
不
断
煩
悩
得
涅
槃
」（
煩
悩
を
断
ぜ
ず
し

て
涅
槃
を
得
る
）と
あ
り
ま
す
。
一
体
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

親
鸞
聖
人
の
お
示
し
に
よ
る
と
、
自
分
で
煩
悩
を
断
ず
る
必
要
は
無

く
、
煩
悩
は
阿
弥
陀
如
来
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
断
じ
ら
れ
る
の
だ
、と

い
う
意
味
な
の
で
す
。
自
ら
の
力
で
は
煩
悩
を
断
つ
こ
と
が
で
き
ず
、
煩

悩
に
沈
み
苦
し
み
も
が
い
て
い
る
我
々
を
救
い
の
目
当
て
と
し
て
、
阿
弥

陀
如
来
は
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
ひ
と
つ
を
選
ば
れ
、「
ま
か
せ
よ
、
称
え

よ
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
で
す
。そ
の
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
に
は
自
分
で

断
じ
る
こ
と
の
で
き
な
い
煩
悩
を
問
題
と
せ
ず
、
ど
の
よ
う
な
人
生
を
歩

も
う
と
も
、
さ
と
り
の
世
界
で
あ
る
浄
土
へ
生
ま
れ
さ
せ
る
功
徳
に
満
ち

あ
ふ
れ
て
い
る
と
、
親
鸞
聖
人
は
念
仏
を
喜
ば
れ
て
い
る
の
で
す
。つ

づ
く

法
要
・
行
事
の
ご
案
内

◎

秋
の
彼
岸
会
永
代
経
法
要

【
９
月

・

日
】
両
日
と
も
午
後
一
時
よ
り
お
勤
め

23

24

※

日
は
仏
教
婦
人
会
に
よ
る
阿
北
老
人
ホ
ー
ム
お
接
待
日
で
す
。

24

準
備
ご
協
力
く
だ
さ
る
方
は
９
時
頃
よ
り
お
願
い
致
し
ま
す
。

○
お
念
仏
に
出
会
い
西
方
の
極
楽
浄
土
へ
と
往
か
れ
た
方
を
偲
び
、
遺
さ

れ
た
私
も
、
阿
弥
陀
如
来
の
お
慈
悲
に
包
ま
れ
て
、
同
じ
浄
土
へ
の
道
を

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

〈
法
話

本
願
寺
派
布
教
使

末
澤
真
吾
師

〉

◎

宗
祖
親
鸞
聖
人

報
恩
講
法
要

【

月

日

土
曜
日
】

12

14

午
後
１
時

日
中
法
要
・
法
話

午
後
５
時

お
斎（
食
事
）

と
き

午
後
６
時

大
逮
夜
法
要
・
御
伝
鈔
拝
読
・
法
話

【

月

日

日
曜
日
】

12

15

午
前

時

総
永
代
経
法
要
・
法
話

10
お
昼

お
斎(

食
事)

と
き

午
後
１
時

報
恩
講
御
満
座
・
稚
児
参
詣
・
御
伝
鈔
拝
読
・
法
話

午
後
３
時

奉
賛
コ
ン
サ
ー
ト
［J

im
i's
G
u
itars

］

〈
法
話

本
願
寺
派
布
教
使

龍
田
智

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
お
斎
（
昼
食
）を
準
備
し
て
お
り
ま
す
。

と
き

15

※
本
年
度
の
執
行
当
番
は
知
恵
島
組(

知
恵
島
・
三
軒
屋)

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
、心
新
た
に
年
を
迎
え
ま
し
ょ
う
。

ど
な
た
様
も
鐘
を
つ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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副
住
職
、阿
波
市
の
教
育
講
座
に
出
講

こ
の
た
び
阿
波
市
の
人
権
教
育
講
座
「
心
の
リ
フ
ォ
ー
ム
学
級
」
の

講
師
を
副
住
職
が
引
き
受
け
ま
し
た
。
日
程
は
左
の
通
り
で
す
。

講
題
「
ブ
ッ
ダ
に
学
ぶ
心
豊
か
に
生
き
る
ヒ
ン
ト
」

９
月
３
日
（
火
）
阿
波
久
勝
公
民
館

９
月

日
（
水
）
市
場
公
民
館

11

９
月

日
（
水
）
土
成
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
一
階
会
議
室

18

９
月

日
（
水
）
吉
野
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

25

時
間
は
い
ず
れ
も
午
後
２
時
か
ら
３
時
半
頃
ま
で

問
い
合
せ
先
：
阿
波
市
教
育
委
員
会
社
会
教
育
課

（0
8
8
3

・36

・87
4
2

）

ど
な
た
で
も
聴
講
で
き
る
よ
う
で
す
。

本
願
寺
安
居
に
本
年
も
参
加

本
年
も
本
願
寺
の
安
居
（
あ
ん
ご
）

が
７
月

日
か
ら
７
月

日
ま
で
開

18

31

催
さ
れ
、
副
住
職
が
安
居
専
修
科
仏

せ
ん

し
ゆ
う

か

教
学
概
論
講
師
、
安
居
事
務
所
主
事

と
し
て
参
加
い
た
し
ま
し
た
。

安
居
と
は
、
お
釈
迦
さ
ま
の
時
代
、

雨
期
に
は
外
を
出
歩
く
こ
と
が
難
し

く
、
ま
た
土
か
ら
湧
き
出
る
い
の
ち
の

殺
生
を
避
け
る
た
め
、
修
行
者
が
雨

を
し
の
げ
る
一
所
に
集
ま
り
修
行
に

集
中
し
た
こ
と
に
由
来
し
ま
す
。
本
願

寺
で
は
寛
永
十
六
（1

6
3
9

）
年
に
学
寮

（
現
在
の
龍
谷
大
学
）
が
創
立
さ
れ
た

翌
年
よ
り
現
在
に
続
く
安
居
が
行
わ

れ
て
お
り
、
仏
教
・
浄
土
真
宗
の
学
問

研
鑽
の
成
果
を
結
集
す
る
も
の
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

本
願
寺
安
居
は
龍
谷
大
学
大

宮
学
舎
本
館
講
堂
（N

H
K

大
河

ド
ラ
マ「
い
だ
て
ん
」
で
東
京
高
等

師
範
学
校
と
し
て
映
っ
て
い
る
建

物
）
を
会
場
と
し
て
、
毎
朝
七
時

過
ぎ
よ
り
勤
行
が
あ
り
、そ
の
後
、

学
徳
兼
備
の
講
師
和
上
よ
り
三

コ
マ
の
講
義
、
そ
の
後
、
問
者
と
答

者
に
分
か
れ
議
論
を
し
な
が
ら

理
解
を
深
め
る
会
読
（
か
い
ど
く
）

が
行
わ
れ
ま
す
。
若
い
者
は
二
十

歳
代
か
ら
高
齢
の
方
は
八
十
歳
代
ま
で
、
全
国
各
地
か
ら
百
名
を
超

え
る
僧
侶
方
が
集
ま
り
二
週
間
に
わ
た
っ
て
開
催
さ
れ
ま
す
。

副
住
職
は
安
居
専
修
科
講
師

と
し
て
、
安
居
に
出
席
す
る
資
格

を
ま
だ
得
て
い
な
い
僧
侶
に
対
し
、

仏
教
学
概
論
の
講
義
を
行
い
ま

し
た
。

ど
の
参
加
者
も
、
う
だ
る
暑
さ

の
京
都
に
来
ら
れ
学
問
を
さ
れ
る

そ
の
姿
は
尊
い
姿
で
あ
り
ま
す
。
特

に
今
年
は
会
場
の
ク
ー
ラ
ー
故
障

と
い
う
ア
ク
シ
デ
ン
ト
に
見
舞
わ

れ
ま
し
た
。
汗
を
か
き
な
が
ら
昔

の
先
輩
僧
侶
の
姿
を
思
い
、
時
に

は
睡
魔
で
遠
の
く
意
識
の
な
か
、

阿
弥
陀
さ
ま
の
「
南
無
阿
弥
陀

仏
」
の
お
救
い
が
間
違
い
な
く
こ
の

私
に
届
い
て
い
る
こ
と
を
、
と
も
に

確
認
し
喜
ば
せ
て
い
た
だ
く
有
り

難
い
安
居
で
あ
り
ま
し
た
。

仏
教
遺
跡
の
旅

［
イ
ン
ド
ネ
シ
ア/

ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
を
訪
ね
て
］

前
回
ま
で
連
載
し
た
イ
ン
ド/

サ
ー
ン
チ
ー
仏
塔
、ア
ジ
ャ
ン
タ
ー
と

エ
ロ
ー
ラ
の
石
窟
寺
院
を
訪
ね
る

旅
か
ら
二
年
が
経
っ
た
。
ど
こ
か

に
行
き
た
く
ウ
ズ
ウ
ズ
し
て
い
た

副
住
職
は
、
八
月
の
お
盆
明
け
に

法
事
の
隙
間
を
見
つ
け
て
、
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
を
訪
ね
た
。
目
指
す
は

ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
遺
跡
。
世
界
最

大
級
の
仏
教
遺
跡
で
あ
る
。

関
西
空
港
か
ら
ガ
ル
ー
ダ
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
航
空
を
利
用
し
、
バ

リ
島
で
乗
継
ぎ
、
ジ
ョ
グ
ジ
ャ
カ
ル

タ
の
空
港
ま
で
行
か
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
夏
休
み
後
半
と
言
う
こ

と
も
あ
り
、
バ
リ
島
ま
で
の
機
内

は
若
い
日
本
人
が
多
い
の
で
あ
る

が
、
そ
こ
か
ら
の
乗
継
ぎ
と
な
る

と
日
本
人
の
姿
は
ほ
ぼ
見
な
く

な
る
。
国
際
線
タ
ー
ミ
ナ
ル
を
出

て
国
内
線
乗
継
ぎ
の
手
続
き
を

済
ま
せ
飛
行
機
を
待
つ
が
一
向

に
搭
乗
便
の
知
ら
せ
が
な
い
。
搭
乗
ゲ
ー
ト
す
ら
ま
だ
何
番
ゲ
ー
ト
か

不
明
で
あ
る
。
飛
行
機
が
二
時
間
以
上
遅
れ
て
い
る
の
だ
が
、
焦
る
様

子
は
な
い
。
日
本
の
定
時
運
行
と
違
い
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
時
間
の
流
れ

な
の
で
あ
ろ
う
。
一
人
旅
を
し
て
い
る
私
と
し
て
は
、い
つ
案
内
が
始
る
の

だ
ろ
う
か
と
不
安
で
仕
方
が
無
い
が
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
の
で
空
港
で

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
料
理
を
食
す
。ス
パ
イ
ス
の
効
い
た
鶏
肉
の
照
り
焼
き
の

よ
う
な
料
理
が
出
て
き
た
。と
て
も
食
べ
や
す
い
。
お
会
計
は
十
万
ル
ピ

ア
。
ゼ
ロ
が
多
す
ぎ
る
。と
て
も
高
い
食
事
を
し
た
よ
う
に
感
じ
る
が
、
日

本
円
だ
と
七
百
五
十
円
少
々
で
あ
ろ
う
。
空
港
内
を
何
周
も
ウ
ロ
ウ
ロ

す
る
内
に
や
っ
と
搭
乗
が
始
っ
た
。
朝
に
関
空
を
出
発
し
て
も
う
夜
の
十

時
を
回
っ
て
い
た
。
ジ
ョ
グ
ジ
ャ
カ
ル
タ
に
着
い
た
の
は
日
付
が
変
わ
る

頃
。
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
遺
跡
ま
で
あ
と
少
し
で
あ
る
。

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

■

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
し
た
。

令和元年 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

会場の龍谷大学大宮学舎（重要文化財）

安居最終日、講義前の講堂内

講堂にはご本尊と講義台


