
正
信
偈
講
座
⑬
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赤
い
経
本
七
㌻
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普
放
無
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無
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光

無
礙
無
対
光
炎
王

ふ-

ほ
う

む-
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よ
う

む-

へ
ん

こ
ー
う

む-

げ-

む-

た
い

こ
う

え
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う

清

浄
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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
六

数
回
前
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
⑪
無
称

こ
う
し
よ
う

こ
う
む

光
と
⑫
超
日
月
光
と
い
う
光
の
意
味
を
味
わ
い
ま
し
ょ
う
。

⑪
「
無
称
」
の
称
と
は
称
讃
の
意
味
で
す
。つ
ま
り
無
称
と
は

「
ど
の
よ
う
な
言
葉
を
も
っ
て
し
て
も
、
た
た
え
る
こ
と
が
で
き
な

い
ほ
ど
素
晴
ら
し
い
」
と
い
う
表
現
で
す
。

私
は
先
日
、
長
野
県
の
上
高
地
か
ら
涸
沢
と
い
う
所
ま
で
登

か
ら
さ
わ

山
に
行
っ
て
き
ま
し
た
。
上
高
地
か
ら
涸
沢
ま
で
は
片
道
７
時

間
を
超
え
る
道
の
り
で
す
。
初
め
は
な
だ
ら
か
な
道
で
す
が
、
中

盤
か
ら
穂
高
連
峰
の
急
峻
な
山
肌
が
我
々
を
苦
し
め
ま
す
。
涸

沢
の
山
小

屋
に
着
く

頃
に
は
足

が
と
ん
で

も
な
く
重

た
く
感
じ

る
の
で
す
。

そ
の
山
道

が

開

け
、

目
の
前
に

涸
沢
の
風

景
が
広
が

っ
た
と
き
、

息
を
呑
む
絶
景
が
目
に
飛
び
込
み
ま
し
た
。
文
字
通
り
、
ま
さ
に

息
を
呑
み
、
し
ば
ら
く
の
沈
黙
の
後
に
、
よ
う
や
く
「
う
わ
ー
」

「
す
ご
い
」
そ
の
よ
う
な
感
嘆
詞
を
何
度
も
何
度
も
口
に
し
ま
し

た
。
抜
け
る
よ
う
な
空
の
青
、
岩
肌
に
根
づ
く
緑
、
万
年
雪
の
白
、

様
々
な
表
現
は
あ
る
け
れ
ど
、こ
の
景
色
は
苦
し
い
思
い
を
し
て

登
っ
た
者
そ
れ
ぞ
れ
が
各
々
で
し
か
味
わ
う
こ
と
の
で
き
な
い
も

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
言
葉
で
様
々
に
表
せ
て
も
、
言
葉
の
持

つ
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
各
々
伝
わ
り
づ
ら
く
、
そ
も
そ
も
言
葉
以
上
に
雄
大
な

自
然
の
様
子
は
言
葉
で
は
伝
え
に
く
い
の
で
す
。

仏
さ
ま
や
仏
さ
ま
の
世
界
で
あ
る
浄
土
の
様
子
も
同
じ
よ
う
に
、
言

葉
で
は
伝
え
に
く
い
の
で
す
。
素
晴
ら
し
い
仏
さ
ま
の
様
子
を
様
々
な

形
容
詞
で
伝
え
よ
う
と
も
、
表
現
し
き
る
こ
と
は
難
し
く
、
ま
た
、
言
葉

に
し
て
し
ま
う
と
そ
の
言
葉
の
意
味
に
縛
ら
れ
て
し
ま
う
。そ
の
よ
う
な

ジ
レ
ン
マ
を
抱
え
た
も
の
が
言
葉
で
あ
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
ま
す
。こ

の
「
無
称
」
は
、
言
葉
で
は
称
讃
し
き
れ
な
い
仏
さ
ま
の
素
晴
ら
し
さ
と
、

我
々
の
言
語
表
現
の
限
界
を
示
し
て
く
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

⑫
「
超
日
月
光
」
と
は
、「
太
陽
や
月
に
超
え
す
ぐ
れ
た
光
」
と
い
う

意
味
で
す
。
昼
夜
絶
え
間
な
く
寄
り
添
っ
て
く
だ
さ
る
光
と
味
わ
う
こ

と
も
で
き
ま
し
ょ
う
。
地
球
上
で
も
っ
と
も
明
る
く
感
じ
る
も
の
は
太
陽

で
す
。
ま
た
電
気
の
な
い
夜
な
ら
ば
満
月
で
し
ょ
う
。
夜
空
に
多
く
の
星

々
が
様
々
な
明
る
さ
で
輝
い
て
い
て
も
、
満
月
が
出
て
い
る
と
そ
の
輝
き

は
見
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
日
の
出
と
と
も
に
、そ
の
星
々
も
、
満
月
さ

え
も
、
輝
き
は
感
じ
ら
れ
な
く
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
ほ
ど
月
や
太
陽
の

輝
き
は
偉
大
で
あ
り
、
周
り
の
も
の
を
平
等
に
包
み
照
ら
し
て
く
れ
ま

す
。
そ
の
月
や
太
陽
に
例
え
な
が
ら
も
、
仏
さ
ま
の
光
の
は
た
ら
き
は
、

そ
れ
を
超
え
す
ぐ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。

仏
教
で
は
、
私
た
ち
が
煩
悩
に
眼
を
遮
ら
れ
て
、
迷
っ
て
い
る
姿
を
無

明
（
む
み
ょ
う
）と
言
い
ま
す
。
ま
さ
に
暗
闇
の
中
で
ど
こ
が
ど
こ
だ
か
分

か
ら
ず
右
往
左
往
し
て
い
る
状
態
で
す
。
仏
さ
ま
は
、
暗
闇
の
中
に
い
る

こ
と
さ
え
も
気
づ
い
て
い
な
い
我
々
を
照
ら
し
、
迷
っ
て
い
る
私
た
ち
の
姿

に
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
の
で
す
。
迷
っ
て
い
る
こ
の
姿
は
、
そ
の
ま
ま
仏
さ

ま
に
救
わ
れ
て
い
く
姿
で
も
あ
り
ま
す
。
仏
の
光
に
照
ら
さ
れ
安
心
し
て

人
生
を
歩
み
、
私
の
元
へ
お
い
で
と
、は
た
ら
い
て
く
だ
さ
る
の
で
す
。

「
塵
刹
」の
塵
と
は
チ
リ
の
よ
う
に
細
か
く
数
が
多
い
と
い
う
意
味
で
、

刹
と
は
ク
シ
ェ
ー
ト
ラ
と
い
う
イ
ン
ド
の
言
葉
を
音
写
し
た
も
の
で
国
土

や
世
界
と
い
う
意
味
で
す
。「
群
生
」
と
は
、
多
く
の
生
き
と
し
生
け
る
も

の
と
い
う
意
味
で
す
。つ
ま
り
「
照
塵
刹

一
切
群
生
蒙
光
照
」
と
は
、
阿

弥
陀
さ
ま
の
十
二
の
光
に
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
世
界
の
生
き
と
し
生
け
る

も
の
が
照
ら
さ
れ
包
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

仏
さ
ま
の
光
は
こ
の
目
で
物
理
的
に
見
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
仏
さ

ま
の
光
と
は
そ
の
智
慧
を
表
し
て
い
る
の
で
す
。
夕
日
に
我
が
身
が
染
ま

る
と
き
、
私
も
草
木
も
太
陽
と
同
じ
赤
一
色
に
染
ま
り
ま
す
。
南
無
阿

弥
陀
仏
に
出
会
い
、い
つ
し
か
手
を
合
わ
せ
る
よ
う
に
仕
上
が
っ
て
い
る

私
た
ち
は
、
ま
さ
に
仏
の
光
に
育
ま
れ
、そ
し
て
仏
と
等
し
い
色
味
に
染

め
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
仏
さ
ま
に
出
会
え
た
慶
び

を
、そ
の
お
光
り
を
讃
え
る
こ
と
で
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

現
代
は
、
夜
で
も
光
に
満
ち
あ
ふ
れ
た
世
界
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
布

団
に
潜
っ
て
か
ら
も
ス
マ
ー
ト
ホ
ン
の
光
を
浴
び
て
い
る
ほ
ど
で
す
。
し
か

し
、
お
釈
迦
様
が
お
ら
れ
た
頃
や
親
鸞
聖
人
の
頃
、
ま
た
我
々
の
曾
祖

父
の
こ
ろ
は
ど
う
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
街
灯
も
家
庭
の
電
灯
も
あ
り
ま

せ
ん
。
行
灯
の
よ
う
な
照
明
器
具
が
あ
っ
た
だ
け
で
、
夜
に
な
れ
ば
真
っ

暗
に
、
闇
は
身
近
に
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。そ
れ
だ
け
、
光
の
存
在
は
た
の
も

■
五
ヶ
寺
連
研
を
の
ぞ
い
て
み
ま
せ
ん
か
。

鴨
島
町
・
石
井
町
の
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
寺
院
五
ヶ
寺
が
連
続
し

て
講
座
を
開
い
て
い
ま
す
。仏
事
作
法
や
仏
教
の
話
を
気
軽
に
聞
い
て
み
ま

せ
ん
か
。副
住
職
も
講
師
の
一
人
と
し
て
共
に
学
ん
で
い
ま
す
。

興
味
あ
る
方
は
ど
う
ぞ
気
軽
に
副
住
職
へ
連
絡
下
さ
い
。

７
月
６
日
、

時
～

法
座
お
説
教

(

鴨
島

徳
住
寺)

19

９
月

日
、

時
半
～
親
鸞
聖
人
の
生
涯

(

石
井

西
方
寺)

16

19

月

日
、

時
半
～
お
釈
迦
様
に
つ
い
て

(

石
井

光
明
寺)

11

11

19

１
月

日
、

時
半
～
仏
教
讃
歌

(

鴨
島

西
円
寺)

20

18

３
月

日
、

時
半
～
正
信
偈
の
解
説

(

鴨
島

徳
住
寺)

10

18
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神
41

尊

光

寺

第118号

法
要
・行
事
の
ご
案
内

◎

秋
の
彼
岸
会
法
要

【
９
月

日
・

日
】両
日
と
も
に
午
後
１
時
よ
り
法
要
・
法
話

23

24
※

日
は
仏
教
婦
人
会
に
よ
る
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
お

24
接
待
日
で
す
。
朝
９
時
頃
よ
り
お
手
伝
い
お
願
い
致
し
ま
す
。

〈
法
話

本
願
寺
派
布
教
使

高
尾
隆
徳

師
〉

◎

ア
キ
ヤ
マ
セ
イ
コ
先
生
の
藍
染
め
体
験
教
室

【

月

日
】
午
前
９
時
頃
～
午
後

11

12

書
院
の
襖
を
染
め
て
い
た
だ
い
た
秋
山
先
生
か
ら
藍
染
め
を
教
わ
り
ま

す
。幼
い
子
供
さ
ん
か
ら
大
人
の
方
ま
で
、気
楽
に
参
加
で
き
ま
す
。

※
材
料
費
千
円
程
度

※
申
込
み
は
お
寺
ま
で

◎

御
正
忌
報
恩
講
法
要

【

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

落
語

桂
優
々
さ
ん

〈
法
話

本
願
寺
派
布
教
使

藤
井
義
英

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
す
。

お
と
き

23
※
本
年
度
の
執
行
当
番
は
土
成
西
組(

郡
・
出
口
・
秋
月
・
水
田
・
成
当
・

翫
城
地)

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
。

涸沢ヒュッテから穂高連峰を望む



し
く
有
り
難
く
感
じ
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
現
代
人
の
私
た
ち
に
は
い
ま

い
ち
ピ
ン
と
こ
な
い
光
の
様
々
な
表
現
で
す
が
、
真
っ
暗
な
室
内
や
野
外

キ
ャ
ン
プ
な
ど
、
光
の
な
い
生
活
を
経
験
す
る
と
き
、
ふ
と
仏
さ
ま
の
は

た
ら
き
に
思
い
を
寄
せ
た
い
も
の
で
す
。

尊
光
寺
集
合
納
骨
墓
に
つ
い
て

現
在
、
建
設
中
の
集
合
納

骨
墓
は
尊
光
寺
に
有
縁
の

方
で
あ
れ
ば
、
ど
な
た
で
も

納
骨
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

お
骨
一
体
で
も
一
部
分
の

分
骨
で
も
可
能
で
す
。
お
墓

を
新
し
く
作
る
必
要
の
な
い

方
や
、
友
人
知
人
と
同
じ
お

墓
に
入
り
た
い
方
、
今
後
お

墓
の
供
養
を
す
る
親
族
の
い

な
い
方
な
ど
、
様
々
な
事
情

と
相
談
の
上
、
納
骨
致
し
ま

す
。
な
お
、
集
合
墓
の
構
造

上
、
一
度
納
骨
し
た
お
骨
は

返
却
で
き
ま
せ
ん
。
集
合
墓
の
完
成
と
納
骨
受
け
入
れ
は
こ
の
冬
か
ら

予
定
し
て
い
ま
す
。

徳
島
仏
教
婦
人
会
連
盟
研
修
会

「
医
療
現
場
に
お
け
る
僧
侶
の
関
わ
り
」

６
月

日
、
徳
島
あ
わ
ぎ
ん
ホ
ー
ル
に
お
い
て
、
徳
島
仏
教
婦
人
会

27

連
盟
総
会
な
ら
び
に
研
修
会
が
開
催
さ
れ
、
尊
光
寺
か
ら
も
仏
教
婦

人
会
会
員
二
十
数
名
、
県
全
体
で

は
五
百
五
十
名
を
超
え
る
方
々
が

参
加
し
た
。
午
後
か
ら
の
研
修
会

で
は
、
京
都
府
に
あ
る
本
願
寺
系

列
の
終
末
期
医
療
法
人
で
あ
る
本

願
寺
あ
そ
か
ビ
ハ
ー
ラ
病
院
で
常

駐
僧
侶
と
し
て
携
わ
っ
て
い
る
山
本

成
樹
師
を
講
師
に
迎
え
、
医
療
現

場
、
特
に
終
末
期
を
迎
え
つ
つ
あ
る

患
者
さ
ん
に
と
っ
て
宗
教
が
い
か
な

る
支
え
と
な
っ
て
い
る
の
か
を
中
心

に
講
演
い
た
だ
い
た
。
体
力
的
、
精

神
的
な
支
え
が
無
く
な
っ
て
ゆ
く

中
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
手
を
合
わ

せ
つ
つ
、
最
後
ま
で
精
一
杯
に
命
輝

か
せ
な
が
ら
生
き
抜
く
方
々
の
事

例
紹
介
と
と
も
に
、
阿
弥
陀
さ
ま
の

お
慈
悲
の
尊
さ
を
伝
え
て
い
た
だ
い
た
。

午
後
か
ら
の
講
演
は
、
新
聞
等
で
告
知
さ
れ
、
医
療
に
携
わ
る
方
な

ど
仏
教
婦
人
会
会
員
外
の
姿
も
多
く
見
ら
れ
、
注
目
さ
れ
た
研
修
会

と
な
っ
た
。

キ
ッ
ズ
サ
ン
ガ
「
京
都
本
願
寺
へ
お
参
り
し
よ
う
」

８
月

日
、
子
ど
も
達
を
中

23

心
に
二
十
名
で
京
都
本
願
寺

な
ら
び
に
鉄
道
博
物
館
へ
日
帰

り
遠
足
を
実
施
し
た
。
キ
ッ
ズ

サ
ン
ガ
は
子
供
達
を
中
心
に
、

手
を
合
わ
せ
る
機
会
を
持
っ
て

ほ
し
い
と
の
願
い
の
も
と
実
施

さ
れ
て
い
る
。

子
供
達
に
と
っ
て
夏
休
み
最
後

の
思
い
出
に
な
っ
た
だ
ろ
う
か
。
初

め
て
見
る
本
山
の
大
き
な
お
堂
と

き
ら
び
や
か
な
堂
内
に
目
を
輝
か

せ
な
が
ら
、
阿
弥
陀
さ
ま
、
親
鸞
さ

ま
に
手
を
合
わ
せ
、
お
つ
と
め
な
ど

を
経
験
し
た
。

ア
キ
ヤ
マ
セ
イ
コ
先
生
の
藍
染
め
体
験
教
室
（
募
集
）

書
院
の
藍
染
め
襖
を
手
掛
け
て
く
だ
さ
っ
た
秋
山
精
子
さ
ん
に
よ
る

藍
染
め
体
験
教
室
が
、【

月

日
、
午
前
九
時
頃
～
午
後
】
尊
光
寺

11

12

で
催
さ
れ
る
。
秋
山
さ
ん
は
草
木
に
よ
る
染
色
研
究
に
長
く
携
わ
ら

れ
、
お
弟
子
さ
ん
も
県
内
外
に
多
数
。
阿
波
藍
に
多
く
の
方
が
触
れ
て

ほ
し
い
と
、
秋
山
さ
ん
か
ら
体
験
会
開
催
の
提
案
が
あ
っ
た
。
●
幼
い
子

供
さ
ん
か
ら
大
人
ま
で
、
ど
な
た

で
も
参
加
可
。
●
準
備
の
為
、
お

寺
ま
で
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
●

材
料
費
と
し
て
千
円
程
度
ご
準

備
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
秋
山
さ
ん
か
ら
は
麻
生

地
を
藍
で
染
め
上
げ
た
法
衣
を

御
寄
進
い
た
だ
い
た
。

➚

副
住
職
が
着
用

お
寺
で
落
語

本
年
の
報
恩
講
法
要
の
余
興
（

月

日
）は
、
落
語
家
、
桂
優
々
さ

12

23

ん
。
優
々
さ
ん
は
、
滋
賀
県
出
身
、
米
朝
事
務
所
所
属
の
若
手
落
語

家
、
師
匠
は
桂
雀
々
師
。
尊
光
寺
で
は2

0
1
4

年
に
落
語
講
演
を
行
っ
て

お
り
、
二
回
目
。
報
恩
講
の
余
興
と
し
て
ど
う
ぞ
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

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
11
-6
8
81
)

●
仏
教
講
座
「
歎
異
抄
」
を
読
む

月
１
回
月
曜
午
後
１
時
半
～

た
ん
に
し
よ
う

月

日
、

月

日
、

月

日
、

月

日
、

月

日
～
…

10

16

11

13

12

4

1

8

2

12

「
善
人
な
を
も
て
往
生
を
と
ぐ
、い
は
ん
や
悪
人
を
や
」で
知
ら
れ
る

『
歎
異
抄
』を
読
み
な
が
ら
親
鸞
聖
人
の
教
え
を
味
わ
い
ま
す
。

●
仏
教
講
座
「
御
文
章
」
を
読
む

月
１
回
金
曜
午
前

時
～

ご
ぶ
ん
し
よ
う

10

月

日
、

月

日
、

月

日
、

月

日
、

月

日
～
…

10

13

11

10

11

24

1

12

2

9

「
朝
に
は
紅
顔
あ
り
て
夕
に
は
白
骨
と
な
れ
る
…
」
本
願
寺
八
代
蓮

如
上
人
が
残
し
た『
御
文
章
』を
読
み
な
が
ら
、仏
教
に
触
れ
て
み
ま

せ
ん
か
。

●
仏
教
講
座
「
伝
絵
で
学
ぶ
親
鸞
聖
人
」
月
１
回
金
曜
午
後
１
時
半
～

で
ん
ね

月

日
、

月

日
、

月

日（
３
回
で
完
結

短
期
講
座
）

10

6

11

3

11

24

親
鸞
聖
人
の
一
生
が
画
か
れ
た『
伝
絵
』を
見
な
が
ら
、
親
鸞
聖
人

の
生
涯
と
そ
の
教
え
に
せ
ま
り
ま
す
。

平成30年 年忌表

1周忌 平成29年

3回忌 平成28年

7回忌 平成24年

13回忌 平成18年

17回忌 平成14年

25回忌 平成 6年

33回忌 昭和61年

50回忌 昭和44年

61回忌 昭和33年

100回忌 大正 8年

150回忌 明治 2年

200回忌 文政 2年

250回忌 明和 6年

300回忌 享保 4年

建設中の集合墓と屋根修復の終わった納骨堂


