
正
信
偈
講
座
⑱

（
赤
い
経
本
九
㌻
）

如
来
所
以
興
出
世

唯
説
弥
陀
本
願
海

に

よ

ー

ら

い

し

よ

ー

い

こ

う

し
ゆ

ー
つ
せ
ー

ゆ

い

せ

つ

み

ー

だ

ー

ほ

ん

が

ん

か

ー
い

五
濁
悪
時
群
生
海

応
信
如
来
如
実
言

ご

ー

じ

よ

く

あ

く

じ

ー

ぐ

ん

じ

よ

う

か

ー
い

お

う

し

ん

に

よ

ー

ら

い

に
よ
ー

じ

つ

ご
ー
ん

-

お
釈
迦
さ
ま
は
阿
弥
陀
さ
ま
の
救
い
を
伝
え
る
た
め
に-

こ
れ
ま
で
の
部
分
「
法
蔵
菩
薩
因
位
時
」（
四
㌻
）
～
「
必
至

滅
度
願
成
就
」（
八
㌻
）
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
救
い
が
中
心
で

し
た
。
お
さ
ら
い
し
ま
す
と
そ
れ
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
光
と
名
号

（
南
無
阿
弥
陀
仏
）に
よ
っ
て
、
私
た
ち
に
信
心
（
疑
う
心
な
く
そ

の
ま
ま
喜
ぶ
心
）
が
め
ぐ
ま
れ
、
必
ず
救
い
取
ら
れ
て
い
く
こ
と
が

語
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

今
回
の
「
如
来
所
以
興
出
世
」（
九
㌻
）
か
ら
「
難
中
之
難
無

過
斯
」（
一
四
㌻
）
ま
で
は
、
お
釈
迦
さ
ま
が
阿
弥
陀
さ
ま
の
お

救
い
を
私
た
ち
に
勧
め
て
い
る
と
い
う
部
分
で
す
。

そ
れ
で
は
「
如
来
所
以
興
出
世

唯
説
弥
陀
本
願
海
」
か
ら

読
ん
で
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。
書
き
下
し
ま
す
と
「
如
来
、
世
に
興
出

し
た
も
う
ゆ
え
は
、
た
だ
弥
陀
の
本
願
海
を
説
か
ん
と
な
り
」
と

な
り
ま
す
。
ま
ず
「
如
来
」
と
あ
り
ま
す
。
如
来
と
は
「
仏
」「
ブ
ッ

ダ
」
の
別
の
言
い
方
で
す
。
真
実
の
さ
と
り
世
界
（
如
）
か
ら
来
た

●

●

者
と
い
う
意
味
を
強
調
し
た
表
現
で
す
。で
す
か
ら
、
さ
と
り
を

開
い
た
方
を
指
す
普
通
名
詞
で
す
。
親
鸞
聖
人
は
草
稿
本
の

「
正
信
偈
」
の
こ
の
部
分
の
右
傍
ら
に
「
釈
迦
」
と
書
き
添
え
ら

れ
、
そ
れ
を
墨
で
塗
り
つ
ぶ
し
て
い
ま
す
。
ま
た
別
の
書
物
の
「
如

来
所
以
興
出
世
」
を
説
明
す
る
部
分
で
「
如
来
と
申
す
は
諸
仏

と
申
す
」
と
示
さ
れ
て
ま
す
。こ
の
よ
う
な
お
示
し
に
よ
り
ま
す

と
「
如
来
所
以
興
出
世
」
と
は
、「
さ
ま
ざ
ま
な
仏
さ
ま
が
こ
の
世

に
出
ら
れ
た
理
由
は
」
と
、「
如
来
」
を
お
釈
迦
さ
ま
お
ひ
と
り
に

か
ぎ
る
こ
と
な
く
現
代
語
訳
す
る
の
が
妥
当
で
し
ょ
う
。

た
だ
、
我
々
か
ら
し
ま
す
と
、こ
の
世
に
実
際
に
現
れ
て
く
だ

さ
っ
た
仏
さ
ま
（
如
来
さ
ま
）は
お
釈
迦
さ
ま
だ
け
で
す
し
、
私
た

ち
は
お
釈
迦
さ
ま
の
言
葉
で
あ
る
お
経
を
通
し
て
で
し
か
、
仏
教
を
知

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。で
す
か
ら
、こ
こ
の
「
如
来
」
と
は
私
た
ち
に
と
っ

て
は
「
お
釈
迦
さ
ま
」
と
受
け
取
る
の
が
良
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

さ
て
、
お
釈
迦
さ
ま
の
登
場
で
す
。
お
釈
迦
さ
ま
は
歴
史
上
の
人
物

で
、そ
の
存
在
を
誰
も
が
認
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
阿
弥
陀
さ
ま
は

歴
史
上
の
人
物
で
は
な
く
、
お
釈
迦
さ
ま
の
語
ら
れ
た
お
経
の
中
に
出

て
く
る
仏
さ
ま
で
す
。
そ
の
お
二
人
の
関
係
性
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で

し
ょ
う
か
。
時
々
受
け
る
質
問
の
中
に
、「
お
釈
迦
さ
ま
と
阿
弥
陀
さ
ま

は
ど
っ
ち
が
偉
い
？
」
と
い
っ
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。
ど
ち
ら
も
さ
と
り
を

開
か
れ
た
仏
さ
ま
で
す
し
、
お
さ
と
り
そ
の
も
の
に
優
劣
が
あ
る
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。で
す
か
ら
、
ど
ち
ら
が
偉
い
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
ど
ち

ら
も
偉
い
と
お
答
え
す
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
お
釈
迦
さ
ま
は
、
さ
と
り

の
境
地
に
入
ら
れ
、
私
た
ち
が
直
接
見
る
こ
と
の
出
来
な
い
、
知
る
こ
と

の
で
き
な
い
さ
と
り
の
世
界
を
示
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
す
。そ
れ
が
お
経

で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
お
経
は
私
た
ち
の
知
ら
な
い
世
界
を
教
え

て
く
れ
る
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
と
言
え
ま
す
ね
。
そ
の
お
経
、
特
に
『
無
量
寿

経
』と
い
う
お
経
で
我
々
に
勧
め
て
紹
介
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
が
阿
弥
陀

さ
ま
と
い
う
仏
さ
ま
で
す
。そ
れ
も
阿
弥
陀
さ
ま
の
境
地
に
な
っ
て
阿
弥

陀
さ
ま
の
お
救
い
を
そ
の
ま
ま
余
す
こ
と
な
く
私
た
ち
に
伝
え
て
く
だ

さ
っ
た
の
で
す
。
お
釈
迦
さ
ま
は
阿
弥
陀
さ
ま
と
一
体
に
な
っ
て
お
説
法

さ
れ
た
と
も
受
け
取
れ
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
お
釈
迦
さ
ま
が
、
私
た
ち
に

阿
弥
陀
さ
ま
の
世
界
へ
ゆ
け
よ
、
念
仏
の
教
え
を
歩
め
よ
勧
め
て
く
だ

さ
っ
て
い
る
。
お
二
人
の
仏
さ
ま
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
他
に
も
さ
ま
ざ
ま

な
表
現
で
説
明
が
な
さ
れ
ま
す
が
、
今
回
は
、
紹
介
者
と
し
て
の
お
釈

迦
さ
ま
と
、
紹
介
さ
れ
た
阿
弥
陀
さ
ま
、こ
の
程
度
の
説
明
に
と
ど
め
て

お
き
ま
し
ょ
う
。

つ
づ
く

イ
ン
ド

仏
教
美
術
の
至
宝
を
訪
ね
る
旅
④

エ
ロ
ー
ラ
の
石
窟
寺
院
群
を
後
に
し
て
車
に
揺
ら
れ
る
こ
と
一
時
間

ほ
ど
だ
ろ
う
か
、
本
日
か
ら
の
宿
に
到
着
し
た
。そ
こ
そ
こ
良
い
ホ
テ
ル
の

よ
う
だ
。
今
ま
で
と
は
佇
ま
い
が
明
ら
か
に

違
う
。
今
回
の
旅
で
は
ホ
テ
ル
が
徐
々
に
ラ

ン
ク
ア
ッ
プ
し
て
い
る
の
が
嬉
し
い
。
初
め
の

お
湯
も
ろ
く
に
出
な
い
ホ
テ
ル
が
今
や
懐
か

し
い
。こ
の
ホ
テ
ル
に
は
広
い
芝
生
敷
の
中

庭
が
あ
る
の
だ
が
、
何
や
ら
作
業
員
が
多
く

集
ま
っ
て
い
る
。
何
事
か
と
思
っ
て
様
子
を
う

か
が
っ
て
い
る
と
、
照
明
を
立
て
る
人
、
大
き

な
ス
ピ
ー
カ
ー
を
運
び
込
む
人
、
椅
子
や

机
を
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
す
る
人
、
様
々
な
料
理

テ
ー
ブ
ル
を
組
み
上
げ
る
人
。コ
ン
サ
ー
ト

や
デ
ィ
ナ
ー
シ
ョ
ー
が
開
催
さ
れ
そ
う
な
会

場
設
営
で
あ
る
が
、
ど
う
や
ら
結
婚
披
露

宴
の
準
備
だ
。
噂
に
は
聞
い
て
い
た
が
イ
ン

法
要
・
行
事
の
ご
案
内

◎

宗
祖
親
鸞
聖
人

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

和
楽
器
コ
ン
サ
ー
ト

〈
法
話

本
願
寺
派
布
教
使

岡
部
正
顕

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
柿
原
組(

北
二
条
・
南
二
条
・
小
笠
野
田

原)

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
。

◎

春
の
彼
岸
会
永
代
経
法
要

【
３
月

・

日
】
両
日
と
も
午
後
１
時
よ
り

21

22

※
３
月

日
は
仏
教
婦
人
会
総
会
も
兼
ね
ま
す
。

22

太
陽
が
真
西
に
沈
む
お
彼
岸
の
期
間
。
西
方
に
懐
か
し
い
人
の
往
か
れ
た

お
浄
土
を
思
い
、私
も
同
じ
お
浄
土
へ
必
ず
参
る
ぞ
と
、
仏
法
に
会
わ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。
〈
法
話

本
願
寺
派
布
教
使

四
夷
法
顕

師
〉
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41

尊

光

寺

第123号

↓
親
鸞
聖
人
自
筆
の
草
稿
本（
板
東
本
）「
正
信
偈
」の
一
部
分

↑会場準備中のホテル中庭

■

本
願
寺
・
大
谷
本
廟

参
拝
旅
行(

団
参)

募
集

来
年
（2

0
1
9

）の
日
程
は
、

【
一
泊
二
日
】

６
月

日
（
月
）
～

日
（
火
）
費
用
３
万
５
千
円

24

25

大
谷
本
廟
法
要
・
納
骨
、
本
願
寺
参
拝
の
後
、

福
井
県
あ
わ
ら
温
泉
・
永
平
寺
・
吉
崎
を
予
定

【
日

帰

り
】

６
月

日
（
月
）

費
用
１
万
５
千
円

24
大
谷
本
廟
法
要
・
納
骨
、
本
願
寺
参
拝
の
後
、

退
蔵
院

無
鄰
菴

天
授
庵
を
予
定

or

or

※
年
に
一
度
の
団
体
参
拝
で
す
。ど
う
ぞ
お
仲
間
お
誘
い
合
わ
せ
の
上
、

ご
参
加
く
だ
さ
い
。
詳
し
く
は
次
の
寺
報
３
月
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。



ド
の
披
露
宴
は
ド
派
手
な
よ
う
だ
。
日

が
暮
れ
た
頃
、
設
営
さ
れ
た
会
場
に
は

照
明
が
灯
り
、
大
音
量
の
音
楽
が
流
れ

始
め
る
。
招
待
客
が
待
っ
て
ま
し
た
と

ば
か
り
多
く
駆
け
つ
け
る
が
ま
だ
新
郎

新
婦
の
姿
は
見
え
な
い
。
主
役
の
い
な
い

カ
ラ
オ
ケ
大
会
が
始
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

一
時
間
以
上
経
っ
た
頃
、
よ
う
や
く
鼓

笛
隊
ら
し
き
も
の
に
先
導
さ
れ
新
郎

が
到
着
し
た
。
し
ば
ら
く
後
に
新
婦
も

登
場
。
ド
ン
チ
ャ
ン
騒
ぎ
は
一
気
に
最

高
潮
に
。
一
晩
中
騒
ぐ
の
が
イ
ン
ド
流

ら
し
い
。
新
郎
新
婦
に
一
切
関
係
の
な

い
我
々
は
速
や
か
に
安
ら
か
な
眠
り
に

入
り
た
い
の
だ
が
、
イ
ン
ド
流
は
そ
れ
を
許
さ
な
い
。
騒
が
し
く
う
る

さ
く
、と
て
も
寝
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
深
夜
二
時
を
過
ぎ
た

頃
だ
ろ
う
か
、
よ
う
や
く
中
庭
は
落
ち
着
き
を
取
り
戻
し
、

寝
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
。
翌
朝
、
話
を
聞
く
と
、
イ
ン
ド
の
結

婚
式
に
し
て
は
ま
だ
控
え
め
な
方
だ
よ
と
教
え
て
く
れ

た
。
さ
ら
に
結
婚
式
事
情
を
う
か
が
う
と
、
驚
く
べ
き
答

え
が
返
っ
て
き
た
。
結
婚
式
・
披
露
宴
の
費
用
は
ナ
ン
ト
、

新
婦
側
が
全
額
負
担
。そ
の
上
、
参
列
者
か
ら
の
祝
儀
は

・

期
待
で
き
な
い
の
だ
と
か
。よ
っ
て
娘
が
結
婚
す
る
と
き
、
父

親
は
破
産
を
覚
悟
で
準
備
に
入
る
の
だ
と
か
。
な
ぜ
娘
を
送

り
出
す
立
場
の
新
婦
側
が
費
用
負
担
な
の
か
…
。
日
本
で
は

考
え
ら
れ
な
い
習
慣
で
あ
る
。
裕

福
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
披
露
宴
に

か
け
る
金
額
は
大
き
く
な
る
。
大

富
豪
で
も
娘
が
何
人
も
い
れ
ば
お

金
が
な
く
な
る
ね
、と
笑
顔
で
教
え

て
く
れ
た
。
そ
の
ガ
イ
ド
さ
ん
も
数

年
前
に
娘
さ
ん
の
結
婚
式
を
無
事

に
乗
り
越
え
た
よ
う
だ
。そ
の
笑
顔

に
は
ど
の
よ
う
な
心
境
が
隠
れ
て
い

る
の
か
、
も
う
少
し
深
入
っ
て
み
た

い
も
の
で
あ
っ
た
。

寝
不
足
気
味
の
朝
を
迎
え
た
こ

の
日
、
ア
ジ
ャ
ン
タ
ー
石
窟
へ
と
向

か
っ
た
。ア
ジ
ャ
ン
タ
ー
も
エ
ロ
ー
ラ

と
同
じ
く
デ
カ
ン
高
原
北
西
部
に

築
か
れ
た
石
窟
寺
院
で
あ
る
。
先

の
エ
ロ
ー
ラ
か
ら
は
北
東
の
地
。
宿

泊
地
で
あ
る
オ
ー
ラ
ン
ガ
ー
バ
ー

ド
の
町
か
ら
も
北
東
へ1

0
0

キ
ロ
、

約
三
時
間
の
車
移
動
で
あ
っ
た
。

平
ら
な
土
地
が
川
に
削
ら
れ
台
地
に

切
れ
目
が
現
れ
る
。
そ
の
断
崖
に
刻
ま

れ
て
い
る
の
が
ア
ジ
ャ
ン
タ
ー
石
窟
群

で
あ
る
。
遙
か
昔
、
仏
教
寺
院
と
し
て

掘
ら
れ
栄
え
た
こ
こ
は
実
に
千
年
以

上
も
の
間
、
放
置
さ
れ
忘
れ
去
ら
れ
て

い
た
。18

1
9

年
、
ト
ラ
狩
り
に
訪
れ
た
イ

ギ
リ
ス
軍
人
に
よ
っ
て
偶
然
、
密
林
の

中
か
ら
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
る
。こ
の
ア

ジ
ャ
ン
タ
ー
石
窟
を
有
名
に
し
て
い
る

の
は
、
そ
の
仏
教
壁
画
で
あ
る
。
高
温

多
湿
の
イ
ン
ド
中
部
に
し
て
そ
の
保
存

状
態
は
奇
跡
と
い
え
よ
う
。
画
か
れ
て

い
る
壁
画
は
、
日
本
の
法
隆
寺
の
壁
画

に
類
似
の
も
の
が
あ
り
、シ

ル
ク
ロ
ー
ド
を
通
じ
て

広
く
中
央
ア
ジ
ア
・

中
国
・
日
本
の
仏

教
壁
画
に
、そ
の

影
響
を
与
え
た

こ
と
が
知
ら
れ

て
い
る
。

ア
ジ
ャ
ン
タ
ー

石
窟
は
観
光
地
と

し
て
駐
車
場
も
整
備

さ
れ
て
い
る
が
、
我
ら
は

あ
え
て
厳
し
い
道
を
選
ん
だ
。
対

岸
の
丘
か
ら
一
時
間
を
か
け
て

山
道
を
下
っ
て
川
を
渡
り
石
窟

寺
院
に
近
づ
く
の
だ
。
途
中
さ
す

が
に
ト
ラ
に
遭
遇
す
る
こ
と
は
な

い
だ
ろ
う
が
、ヤ
ギ
や
ら
サ
ル
が
こ

っ
ち
を
の
ぞ
き
込
む
。こ
の
ル
ー
ト

で
は
ア
ジ
ャ
ン
タ
ー
の
全
景
を
拝

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
近
づ
く
に
つ

れ
石
窟
寺
院
の
規
模
の
大
き
さ

が
顕
れ
る
。

ア
ジ
ャ
ン
タ
ー
石
窟
は
、
紀
元

前
一
世
紀
頃
の
上
座
部
仏
教

時
代
と
、
紀
元
五
世
紀
頃
の
大

乗
仏
教
時
代
の
二
つ
の
時
期
に

掘
り
進
め
ら
れ
た
。
前
期
窟
は

ま
だ
仏
像
が
彫
ら
れ
る
こ
と
が

な
く
、ス
ト
ゥ
ー
パ（
仏
塔
）
を
中

心
に
簡
素
な
作
り
に
な
っ
て
い
る

の
に
対
し
、
後
期
窟
で
は
仏
像
が
は
っ
き
り
と
現
れ
、
施
主
と
な
っ
た
王

侯
貴
族
に
よ
っ
て
内
部
は
絢
爛
豪
華
に
彫
刻
や
彩
色
が
な
さ
れ
、
様
々

な
壁
画
も
画
か
れ
る
に
至
っ
た
。
壁
画
は
、
お
釈
迦
さ
ま
の
生
涯
や
前

世
物
語
、
仏
教
を
護
る
神
々
な
ど
様
々
で
あ
り
、こ
れ
ら
は
修
行
僧
の

瞑
想
を
大
い
に
助
け
た
で
あ
ろ
う
。ア
ジ
ャ
ン
タ
ー
は
五
世
紀
の
頃
に
そ

の
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
が
、
支
え
と
な
っ
た
王
朝
が
崩
壊
す
る
と
同
時
に

急
速
に
衰
退
。
寺
院
群
は
放
棄
さ
れ
、い
つ
し
か
ジ
ャ
ン
グ
ル
に
の
み
込

ま
れ
、
発
見
さ
れ
る
の
を
待
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

つ
づ
く

ご
本
山
本
願
寺
、
阿
弥
陀
堂
ほ
か
修
復
作
業
中

本
願
寺
阿
弥
陀
堂
は

月

日
よ
り2

0
2
2

年
３
月
ま
で
、
堂
内
の

12

18

修
理
に
入
る
。こ
れ
に
と
も
な
い
、
阿
弥
陀
堂
に
ご
安
置
し
て
い
る
本
尊

阿
弥
陀
如
来
を
南
側
の
御
影
堂
に
お
移
し
す
る
法
要
が
行
わ
れ
、
御

影
堂
は
し
ば
ら
く
阿
弥
陀
如
来
中
心
の
配
置
と
な
る
。
他
に
も
、
唐
門

（2
0
2
2

年
３
月
ま
で
）
、
飛
雲
閣
（2

0
2
0

年
３
月
ま
で
）と
、
本
山
で
は
現

在
多
く
の
建
物
の
修
復
が
行
わ
れ
て
い
る
。
参
拝
の
際
は
ご
注
意
を
。

■
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

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
8
8
1
)

●
親
鸞
聖
人
と「
歎
異
抄
」

月
１
回

月
曜

午
後
１
時
半
～

た
ん
に
し
よ
う

月

日
、２
月

日
、３
月

日

1

14

11

11

「
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
生
涯
と
そ
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
、２
月
８
日
、３
月
８
日

1

11
「
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
の
基
礎
知
識

と
そ
こ
に
書
か
れ
た
仏
さ
ま
の
心
に
触
れ
て
み
ま
せ
ん
か
。

※
両
講
座
は
４
月
よ
り【
徳
島
新
聞
カ
ル
チ
ャ
ー
】へ
移
転
し
ま
す
。

徳
島
新
聞
カ
ル
チ
ャ
ー
で
の
詳
細
は
決
ま
り
次
第
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

平成３１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

↑夜更けまで続く 中庭での披露宴

↑アジャンター全景


