
正
信
偈
講
座
⑭

（
赤
い
経
本
七
㌻
）

本
願
名
号
正
定
業

至
心
信

楽

願
為
因

ほ
ん
が
ん
み
よ
う
ご
う
し
よ
う
じ
よ
う
ご
う

し-

し
ん
し
ん
ぎ
よ
う
が
ん

に-

い
ん

-

阿
弥
陀
さ
ま
の
願
い
（
本
願
）-

前
回
ま
で
に
阿
弥
陀
さ
ま
の
十
二
の
光
の
お
話
が
終
わ
り
ま

し
た
。
今
回
は
、
そ
の
阿
弥
陀
さ
ま
が
名
号
（
み
ょ
う
ご
う
・
お
名

前
）と
し
て
働
い
て
い
る
と
い
う
部
分
で
す
。

ま
ず
「
本
願
」
と
は
、「
も
と
も
と
の
願
い
」
と
い
う
意
味
と
「
根

本
の
願
い
」
と
い
う
二
つ
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。そ
の
説
明
か
ら
始

め
ま
し
ょ
う
。「
も
と
も
と
の
願
い
」
と
は
、
仏
さ
ま
が
も
と
も
と
菩

薩
と
し
て
修
行
さ
れ
る
時
に
立
て
た
願
い
で
す
。
菩
薩
さ
ま
が
、

私
は
こ
の
よ
う
な
仏
に
な
り
ま
す
と
、
誓
い
を
立
て
て
修
行
さ
れ
、

そ
れ
が
成
就
し
な
け
れ
ば
仏
に
な
り
ま
せ
ん
と
い
う
も
の
で
、
誓

願
と
も
言
い
ま
す
。

こ
の
誓
願
に
は
、
す
べ
て
の
菩
薩
さ
ま
が
共
通
し
て
願
わ
れ
る

総
願
と
、そ
れ
ぞ
れ
の
菩
薩
さ
ま
独
自
の
別
願
と
い
う
も
の
が
あ

り
ま
す
。
総
願
は
四
弘
誓
願
（
し
ぐ
ぜ
い
が
ん
）と
い
い
、
①
衆
生

無
辺
誓
願
度
（
生
き
と
し
生
け
る
も
の
は
数
限
り
が
な
い
け
れ

ど
、
一
切
を
さ
と
り
の
岸
に
わ
た
し
ま
し
ょ
う
）
②
煩
悩
無
数
誓

願
断
（
煩
悩
は
数
え
切
れ
な
い
け
れ
ど
、
一
切
を
断
ち
ま
し
ょ

う
）
③
法
門
無
尽
誓
願
学
（
仏
の
教
え
は
尽
き
る
こ
と
が
な
い
け

れ
ど
、
一
切
を
学
び
ま
し
ょ
う
）
④
仏
道
無
上
誓
願
成
（
求
め
る

べ
き
仏
の
境
地
は
は
る
か
に
遠
い
が
、
か
な
ら
ず
成
し
遂
げ
よ
う
）

の
四
つ
で
す
。そ
も
そ
も
菩
薩
と
は
、
仏
に
な
り
た
い
と
願
う
者
の

こ
と
で
す
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
念
仏
者
も
こ
の
よ
う
な
願
い
を
持
っ

て
仏
道
修
行
に
励
む
べ
き
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
注
目
す
べ
き
は
四

弘
誓
願
の
最
初
に
「
衆
生
無
辺
誓
願
度
」
と
利
他
の
精
神
が
誓

わ
れ
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、「
自
分
だ
け
の
幸
せ
を
願

う
の
で
は
な
い
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
と
と
も
に
幸
せ
で
あ
る
べ
き
で
あ

る
。
悩
み
苦
し
む
方
が
い
る
か
ぎ
り
私
は
仏
に
は
な
ら
な
い
」
と
い

う
仏
教
の
慈
悲
の
心
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
例
え

ば
、
な
じ
み
深
い
観
音
菩
薩
と
い
う
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
観

音
さ
ま
は
な
ぜ
菩
薩
の
位
に
と
ど
ま
っ
た
ま
ま
な
の
で
し
ょ
う
か
。

修
行
が
ま
だ
足
ら
な
い
か
ら
仏
に
成
れ
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
ど

う
や
ら
、
そ
う
で
は
な
い
よ
う
で
す
。こ
の
「
衆
生
無
辺
誓
願
度
」

と
い
う
誓
い
を
大
切
に
な
さ
る
あ
ま
り
、
我
々
の
よ
う
な
煩
悩
に

苦
悩
し
て
い
る
者
が
次
か
ら
次
か
ら
現
れ
、そ
の
よ
う
な
者
が
い

る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
先
に
仏
に
は
と
て
も
成
れ
な
い
と
、
菩
薩

の
位
に
と
ど
ま
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
で
す
。

で
は
、
仏
さ
ま
方
は
我
々
苦
悩
の
衆
生
を
見
捨
て
て
先
に
仏

に
成
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
穿
っ
た
見
方
で

す
。
仏
に
成
る
と
言
う
こ
と
は
、
自
覚
覚
他
（
自
ら
さ
と
り
、
他
を
さ
と
ら

せ
る
）の
は
た
ら
き
の
窮
ま
っ
た
方
を
指
し
て
言
い
ま
す
。つ
ま
り
、
菩
薩

の
時
に
は
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
よ
り
完
璧
に
成
し
遂
げ
ら
れ
る
存
在

が
仏
と
い
う
境
地
な
の
で
す
。
菩
薩
の
段
階
で
は
救
い
き
れ
な
か
っ
た
凡

夫
を
完
全
に
漏
ら
す
こ
と
な
く
救
う
こ
と
の
で
き
る
存
在
が
仏
な
の
で

す
。
仏
教
は
仏
に
成
っ
て
そ
れ
で
終
わ
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
迷
い
苦
し

む
者
（
こ
の
世
に
残
さ
れ
た
私
た
ち
）
を
救
い
続
け
る
存
在
に
な
ら
れ
る

と
い
う
こ
と
が
、
仏
に
成
る
と
言
う
こ
と
な
の
で
す
。

俗
な
譬
え
を
す
れ
ば
、
温

泉
に
入
っ
て
、
極
楽
ゴ
ク
ラ
ク

と
思
わ
ず
口
か
ら
ホ
ッ
と
し

た
喜
び
の
声
が
出
る
方
は
多

い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
ひ
と

り
温
泉
を
楽
し
む
だ
け
で
は

真
の
極
楽
と
は
言
え
な
い
の

で
す
。
自
ら
温
泉
の
喜
び
を

知
っ
た
な
ら
ば
、
他
の
方
に

温
泉
へ
の
行
き
方
を
、
入
り

方
を
伝
え
る
、
そ
れ
が
真
の

極
楽
温
泉
の
楽
し
み
方
と
い

え
ま
し
ょ
う
。
仏
の
境
地
と

は
独
り
楽
し
む
も
の
で
は
な

い
の
で
す
。

続
い
て
、
別
願
の
説
明
で

す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
菩
薩
さ
ま

が
、
こ
の
よ
う
な
仏
に
成
り

た
い
と
起
こ
さ
れ
る
願
い
で
す
か
ら
、
仏
さ
ま
の
個
性
と
言
っ
て
も
い
い
で

し
ょ
う
。
阿
弥
陀
如
来
の
四
十
八
願
、
薬
師
如
来
の
十
二
願
、
釈
迦
如

来
の
五
百
願
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
願
い
と
は
、
ど
の
よ
う
な
仏
に
成

る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
浄
土
を
建
立
す
る
の
か
、
ど
の
よ
う
に
人
々
を
救

う
の
か
、そ
れ
ぞ
れ
の
仏
さ
ま
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
親
鸞
聖
人
は
、
様

々
な
仏
さ
ま
が
願
い
を
起
し
我
々
を
救
お
う
と
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、そ
れ
ら
の
仏
さ
ま
の
願
い
は
自
分
に
は
難
し
く
か
な
う

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
、
懺
悔
を
も
っ
て
我
が
身
を
振
り
返
ら
れ
、「
如

来
の
願
船
い
ま
さ
ず
は
、
苦
海
を
い
か
で
か
わ
た
る
べ
き
」
と
、
阿
弥
陀
如

来
の
願
い
こ
そ
私
が
さ
と
り
に
渡
る
こ
と
の
で
き
る
唯
一
の
道
で
あ
る
と

喜
び
を
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

さ
て
、そ
の
親
鸞
聖
人
の
喜
ば
れ
た
阿
弥
陀
如
来
の
願
い
が
、
根
本
の

願
い
と
い
う
意
味
で
の
本
願
で
す
。
阿
弥
陀
如
来
の
四
十
八
願
の
中
で

も
第
十
八
番
目
の
願
を
根
本
の
願
と
し
て
見
て
い
か
れ
た
の
で
す
。そ
の

第
十
八
願
と
は
、
現
代
語
訳
を
示
し
ま
す
と
、

わ
た
し
が
仏
に
な
る
と
き
、
す
べ
て
の
人
々
が
心
か
ら
信
じ
て
、
私

の
国
に
生
ま
れ
た
い
と
願
い
、
わ
ず
か
十
回
で
も
念
仏
し
て
、
も
し

生
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
ら
、
わ
た
し
は
決
し
て
さ
と
り
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徳
島
県
阿
波
市
市
場

町
大
野
島
字
天
神
41

尊

光

寺

第119号

法
要
・行
事
の
ご
案
内

◎

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
。

◎

本
山
・
大
谷
本
廟
参
拝
団
（
団
参
）
の
募
集

□
日
帰
り

【
６
月

日(

日)

】

経
費
１
万
５
千
円

17

□
一
泊
二
日
【
６
月

日(

日)

～

日(

月)

】
３
万
５
千
円

17

18

大
谷
本
廟
納
骨
・
本
山
西
本
願
寺
参
拝
の
後
、京
都
観
光
予
定
、

一
泊
は
有
馬
温
泉
宿
泊
～
天
橋
立
観
光
予
定

※
詳
細
は
３
月
の
寺
報
に
て
。ど
う
ぞ
ふ
る
っ
て
ご
参
加
く
だ
さ
い
。



を
開
き
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
五
逆
の
罪
を
犯
し
た
り
、
仏
の
教
え
を

謗
る
も
の
だ
け
は
除
か
れ
ま
す
。

と
い
う
も
の
で
す
。こ
こ
に
は
修
行
し
な
さ
い
と
は
説
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。

私
た
ち
が
信
心
と
念
仏
に
よ
っ
て
浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す

よ
と
誓
わ
れ
て
い
ま
す
。
ど
の
よ
う
な
修
行
も
満
足
に
で
き
ず
、
一
向
に

仏
道
が
進
ま
な
い
、そ
の
よ
う
な
私
た
ち
を
信
心
一
つ
、
念
仏
一
つ
で
救

お
う
と
さ
れ
た
こ
の
願
い
こ
そ
、
阿
弥
陀
如
来
の
根
本
の
願
い
で
あ
る
と

喜
ん
で
い
か
れ
た
の
で
す
。

ア
キ
ヤ
マ
セ
イ
コ
先
生
の
藍
染
め
体
験
教
室

月

日
、

11

12

尊
光
寺
に
お
い

て
、
書
院
の
藍
染

襖
を
手
掛
け
た

秋
山
精
子
さ
ん

ら
に
よ
っ
て
、
藍

染
体
験
教
室
が

開
か
れ
た
。
藍

染
教
室
に
は
尊

光
寺
門
徒
ら
、

１
歳
か
ら

歳

80

を
超
え
る
方
ま

で
幅
広
い
皆
様

に
参
加
い
た
だ
い

た
。
初
め
に
秋
山

先
生
か
ら
藍
染
の
簡
単
な
説
明
が
あ
り
、
大
人
は
絞
り
染
め
に
、
小
さ

な
子
ど
も
達
は
手
形
の
染
め
抜
き
や
染
料
ク
レ
ヨ
ン
で
お
絵
か
き
を
し

た
り
、
個
性
豊
か
な
作
品
を
各
々
が
仕
上
げ
、
持
ち
帰
っ
た
。
昼
食
を

取
り
な
が
ら
の
秋
山
先
生
と
の
懇
談
で
は
参
加
者
の
方
々
か
ら
、
素
人

個
人
で
も
藍
染
の
も
と
を
作
る
こ
と
は
可
能
で
し
ょ
う
か
等
と
、
藍
染

に
関
す
る
質
問
が
多
く
寄
せ
ら
れ
、
先
生
に
は
丁
寧
に
お
答
え
を
い
た

だ
い
た
。報

恩
講
に
お
参
り
く
だ
さ
い

お
寺
で
落
語

尊
光
寺
の
一
年
で
一
番
大
切
な
法
要
が
報
恩
講
法
要
（

月

日

12

22

～

日
）で
す
。
ど
な
た
さ
ま
も
、
念
仏
に
出
会
え
た
そ
の
ご
縁
を
聞
か

23
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。
参
拝
の
皆
様
に
は
新
し
い
書
院
で
お
斎
（
精

進
料
理
）
を
お
接
待
い
た
し

ま
す
。

本
年
の
報
恩
講
法
要
の

余
興
（

月

日
）
は
、
落

12

23

語
家
、
桂
優
々
さ
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
。尊

光
寺
納
骨
堂
と
集
合
納
骨
墓

前
号
よ
り
お
知
ら
せ
を
し
て
お
り
ま
し
た
尊
光
寺
の
集
合
納
骨
墓

で
す
が
、
現
在
、
庭
の
工
事
を
継
続
中
の
た
め
、
納
骨
が
可
能
に
な
る
の

は
春
頃
の
予
定
で
す
。
今
し
ば
ら
く
お
待
ち
く
だ
さ
い
。
集
合
納
骨
墓

は
、
遺
骨
一
体
の
全
納
、
一
部
分
の
分
骨
、
ご
先
祖
の
遺
骨
の
納
骨
な

ど
が
可
能
で
す
。

ま
た
、
本
堂
裏
に
は
ロ
ッ
カ
ー
式
の
納
骨
堂
も
あ
り
ま
す
。ロ
ッ
カ
ー

が
ほ
ぼ
満
室
に
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
年
末
に
増
設
予
定
で
す
。

■
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

３
回
３
ヶ
月
で6

,7
3
9

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
8
8
1
)

●
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

1

8

2

12

3

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
…

1

12

2

9

3

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
。

■
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

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


