
念
仏
は
、
阿
弥
陀
仏
の
行

日
中
法
要
で
お
勤
め
す
る
六
首
和

讃
の
最
初
が
、
題
字
下
の
和
讃
で
す
。

衆
生
を
漏
れ
な
く
摂
取
す
る
阿
弥

陀
仏
の
大
悲
を
い
た
だ
い
て
い
る
人

は
皆
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
南
無
阿

弥
陀
仏
を
称
え
よ
と
。

「
寝
る
時
と
目
が
覚
め
た
時
に
、

私
は
念
仏
を
称
え
て
い
ま
す
。
そ
れ

で
、
一
日
中
が
南
無
阿
弥
陀
仏
に
な

り
ま
す
」。

そ
ん
な
こ
と
を
近
田
昭
夫
先
生
が
、

お
話
し
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た

な
と
、
フ
ッ
と
思
い
出
さ
れ
ま
し
た
。

蓮
如
上
人
も
「
か
く
の
ご
と
く
決

定
し
て
の
う
え
に
は
、
ね
て
も
さ
め

て
も
い
の
ち
の
あ
ら
ん
か
ぎ
り
は
、

称
名
念
仏
す
べ
き
も
の
な
り
」
と
『
御

文
』
で
仰
せ
で
す
。

こ
れ
は
ず
い
ぶ
ん
前
の
こ
と
で
す

が
、
和
田
稠
（
し
げ
し
）
先
生
が
、「
『
ね

て
も
さ
め
て
も
い
の
ち
の
あ
ら
ん
か

ぎ
り
は
』
と
蓮
如
上
人
が
仰
せ
だ
が
、

あ
ん
た
方
、
ち
っ
と
も
念
仏
し
て
な

い
じ
ゃ
な
い
か
」
と
お
話
さ
れ
た
こ

と
が
あ
り
ま
し
た
。
「
な
る
ほ
ど
、
そ

う
だ
！
」
と
膝
を
う
っ
た
こ
と
が
あ

り
ま
し
た
。

「
念
仏
を
、
ど
の
よ
う
な
心
持
ち

で
申
せ
ば
よ
ろ
し
い
の
か
」
と
座
談

会
な
ど
で
時
々
話
題
に
な
り
ま
す
。

「
感
謝
の
念
仏
を
し
て
い
ま
す
」

と
か
、「
無
心
で
念
仏
し
て
い
ま
す
」

と
か
、「
心
を
こ
め
て
」
と
か
色
々
あ

り
ま
す
。

み
な
さ
ん
は
、
ど
う
で
す
か
？

本
堂
の
後
ろ
で
仕
事
を
し
て
い
る

と
、
お
参
り
し
て
い
る
方
の
声
が
聞

こ
え
て
く
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

お
孫
さ
ん
に
お
賽
銭
を
渡
し
て
「
ち

ゃ
ん
と
南
無
阿
弥
陀
仏
と
お
願
い
す

る
ん
で
す
よ
」
と
。

こ
れ
ら
は
こ
れ
ら
で
、
み
な
大
切

な
こ
と
で
す
。

だ
い
ぶ
前
に
池
田
勇
諦
先
生
が
さ

れ
た
話
し
が
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
、
愛
知
県
常
滑
市
の
山
下

成
一
と
い
う
熱
心
な
聞
法
者
の
話
し

で
す
。
何
人
か
の
人
が
輪
を
作
っ
て

語
り
合
っ
て
い
る
時
に
、
あ
る
人
が

山
下
さ
ん
に
「
あ
な
た
は
仏
法
を
聞

い
て
お
ら
れ
る
方
だ
け
れ
ど
、
お
念

仏
を
申
さ
れ
ま
せ
ん
ね
。
あ
な
た
の

お
念
仏
の
声
を
聞
い
た
こ
と
が
な
い

で
す
ね
」
と
遠
慮
会
釈
な
く
訊
ね
た

そ
う
で
す
。
す
る
と
山
下
さ
ん
は
即

座
に
「
身
体
が
念
仏
し
と
る
」
と
返

さ
れ
た
そ
う
で
す
。

『
安
心
決
定
鈔
』
に
「
念
仏
と
い

う
は
、（
略
）
わ
れ
ら
が
称
礼
念
す
れ

ど
も
、
自
の
行
に
あ
ら
ず
。
た
だ
こ

れ
阿
弥
陀
仏
の
行
を
行
ず
る
な
り
」

と
あ
り
ま
す
。

こ
う
感
覚
さ
れ
て
い
た
方
だ
っ
た

か
ら
、「
身
体
が
念
仏
し
と
る
」
と
口

に
つ
い
て
出
た
の
で
し
ょ
う
。

同
書
に
は
「
わ
が
い
の
ち
す
な
わ

ち
無
量
寿
（
阿
弥
陀
）
な
り
」
と
あ

り
ま
す
。
東
京
教
区
の
教
化
テ
ー
マ

「
今
、
い
の
ち
が
あ
な
た
を
生
き
て

い
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

南
無
阿
弥
陀
仏
と
口
に
し
よ
う
が

し
ま
い
が
、
も
と
も
と
阿
弥
陀
と
私

は
一
体
で
す
。

だ
か
ら
親
鸞
聖
人
は
、「
ね
て
も
さ

め
て
も
へ
だ
て
な
く

南
無
阿
弥
陀

仏
を
と
な
う
べ
し
」
と
。

光といのち
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親
鸞
聖
人
御
作

弥
陀
大
悲
の
誓
願
を

深
く
信
ぜ
ん
ひ
と
は
み
な

ね
て
も
さ
め
て
も
へだ
て
な
く

南
無
阿
弥
陀
仏
を
と
な
う
べし

10月20日（日）世話人総会

報
恩
講

逮
夜
法
要

た
い

や十
一
月
十
六
日
（
金
）

十
五
時
～
十
六
時

晨

朝
法
要

じ
ん
ぢ
よ
う

十
一
月
十
七
日
（
土
）

六
時
半
～
七
時

日
中
法
要

に
つ
ち
ゆ
う

十
一
月
十
七
日
（
土
）

受
付

九
時
三
十
分
～

十
時
二
十
分
～
十
二
時
三
十
分

感
話

鈴
木
正
一
郎

氏

法
要

正
信
偈
念
仏
和
讃

法
話

了
善
寺
住
職
百
々
海
真
師

ど

ど

み

し
ん

講
題

「
外
俗
内
僧
―
聖
徳
太
子
―
」

※
法
要
法
話
後
に
お
斎
（
食
事
）



『
御
伝
鈔
』
は
、
親
鸞
聖
人
の
生
涯
を
讃
え

ご
で
ん
し
ょ
う

る
絵

詞
『
親

鸞
伝
絵
』
の
詞

書
の
部
分
を

え
こ
と
ば

し
ん
ら
ん
で
ん
ね

こ
と
ば
が
き

巻
物
に
し
た
上
巻
八
段
下
巻
七
段
か
ら
な
る

物
語
で
す
。
作
者
は
聖
人
の
曾
孫
、
覚
如
上

ひ
ま
ご

人
で
す
。

こ
の
段
は
、
承
元
の
法
難
と
い
う
事
件
が

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
承
元
元

年
（
一
二
〇
七
）
二
月
、
親
鸞
聖
人
三
十
五
歳
の

時
の
こ
と
で
す
。

法
然
上
人
が
弘
め
た
浄
土
宗
は
、
比
叡
山
や

興
福
寺
な
ど
伝
統
的
な
仏
教
か
ら
は
受
け
入
れ

が
た
い
教
え
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
見
過
ご
せ

ば
自
分
た
ち
の
立
場
が
危
う
く
な
り
ま
す
。
そ

こ
で
法
然
上
人
の
弟
子
が
事
件
を
起
こ
し
た
こ
と

を
き
っ
か
け
に
し
て
、
朝
廷
に
働
き
か
け
法
然
上

人
の
吉
水
教
団
を
弾
圧
し
た
の
で
し
た
。
こ
れ
に

よ
り
法
然
上
人
と
弟
子
八
人
が
流
罪
、
四
人
が

死
罪
に
決
ま
り
ま
し
た
。

聖
人
は
、
僧
籍
を
剥
奪
さ
れ
越
後
へ
流
罪
と

な
り
ま
し
た
が
、
以
後
「
愚
禿
釈
親
鸞
」
と
名
告

ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
段
に
対
応
す
る
『
御
絵
伝
』
第
十
か
ら
第

十
三
図
は
、
寺
報
四
頁
に
掲
載
し
ま
し
た
。

『
御
伝
鈔
』
下
巻
第
一
段
意
訳

法
然
さ
ま
が
、
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
だ
れ

で
も
歩
め
る
、
浄
土
の
門
を
開
か
れ
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
聖
者
の
た
め
の
難
し
い
、
狭
き
門
と
な
っ

て
し
ま
っ
た
聖
道
の
仏
教
は
、
根
本
か
ら
反
省
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
点
に
立
た
さ
れ
て
い
た
の

で
す
。

と
こ
ろ
が
、
奈
良
や
比
叡
山
の
聖
道
仏
教
の
学

者
た
ち
は
、
「
浄
土
の
教
え
な
ど
正
統
の
仏
教
で
は

な
い
。
そ
ん
な
教
え
を
説
い
て
人
心
を
惑
わ
す
法

然
を
、
た
だ
ち
に
処
罰
す
べ
き
で
あ
る
」
と
、
怒

り
狂
う
の
で
し
た
。

親
鸞
さ
ま
の
『
教
行
信
証
』
化
身
土
巻
に
は
、

次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
静
か
に
考
え
て

み
る
と
、
伝
統
的
な
仏
教
で
あ
る
聖
道
の
諸
教
は
、

い
つ
の
ま
に
か
、
そ
の
生
き
生
き
と
し
た
生
命
を

見
失
い
、
難
し
い
理
屈
の
学
問
に
変
身
し
、
も
は

や
、
苦
し
み
悩
む
人
々
を
救
う
よ
う
な
は
た
ら
き

は
な
く
な
り
ま
し
た
。
だ
れ
が
考
え
て
も
、
今
で

は
浄
土
の
真
宗
こ
そ
、
一
般
大
衆
が
よ
み
が
え
っ

て
い
く
唯
一
の
道
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
が
、
諸
寺
の
学
僧
た
ち
は
、
も
は
や
形

式
だ
け
残
っ
て
い
る
伝
統
の
仏
教
に
し
が
み
つ
い

て
、
ほ
ん
と
う
に
こ
の
世
を
救
う
教
え
に
背
を
向

け
て
、
真
実
の
自
己
を
見
る
眼
を
持
た
ず
、
狭
い

時
代
遅
れ
の
考
え
に
い
つ
ま
で
も
閉
じ
こ
も
っ
て

い
る
の
で
す
。
都
の
儒
学
者
た
ち
も
、
人
々
に
道

徳
を
教
え
る
立
場
に
あ
り
な
が
ら
、
何
か
正
し
い

こ
と
で
、
何
か
ま
ち
か
っ
て
い
る
の
か
を
明
確
に

せ
ず
、
時
の
権
力
者
に
こ
び
へ
つ
ら
う
だ
け
に
な

っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

そ
の
た
め
に
、
興
福
寺
の
学
僧
た
ち
は
、
土
御

門
天
皇
の
承
元
元
年
（
一
一
〇
七
）
二
月
の
こ
ろ
、

朝
廷
に
浄
土
教
徒
を
弾
圧
す
る
よ
う
申
し
入
れ
た

の
で
す
。

上
は
天
皇
か
ら
、
下
は
家
臣
に
い
た
る
ま
で
、

真
実
の
法
を
聞
く
耳
を
失
い
、
正
し
い
道
を
見
分

け
る
眼
を
閉
ざ
し
て
、
怒
り
、
ね
た
む
の
で
し
た
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
の
時
す
で
に
形
骸
化
し
て
い

た
仏
教
を
批
判
し
、
真
実
を
訴
え
て
い
た
法
然
さ

ま
、
な
ら
び
に
そ
の
門
弟
た
ち
数
名
は
、
無
法
に

も
死
罪
に
な
っ
た
り
、
あ
る
い
は
僧
の
身
分
を
奪

わ
れ
て
、
遠
方
へ
追
放
さ
れ
た
の
で
す
。
私
、
親

鸞
も
そ
の
一
人
だ
っ
た
の
で
す
。

だ
か
ら
も
う
私
は
、
僧
と
い
う
肩
書
や
権
威
な

ど
何
も
な
い
し
、
そ
う
か
と
い
っ
て
、
目
さ
き
の

楽
し
み
を
追
う
生
活
に
満
足
し
て
い
る
俗
人
で
あ

る
と
も
い
え
な
い
の
で
、
頭
だ
け
そ
っ
た
変
な
俗

人
だ
と
い
う
意
味
の
、
禿
の
字
を
私
の
名
に
し
た

の
で
す
。
法
然
さ
ま
と
、
そ
の
弟
子
た
ち
は
、
あ

ち
ら
こ
ち
ら
に
追
放
さ
れ
て
、
五
年
の
月
日
が
流

れ
ま
し
た
」
。
法
然
さ
ま
、
罪
人
と
し
て
の
名
、
藤

井
元
彦
、
配
所
は
土
佐
国
。
親
鸞
さ
ま
、
罪
人
と

し
て
の
名
、
藤
井
善
信
、
配
所
は
越
後
国
。
こ
の

ほ
か
お
弟
子
で
死
罪
、
流
罪
に
な
っ
た
者
は
多
い

け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
は
略
し
ま
す
。

さ
て
、
順
徳
天
皇
の
建
暦
元
年
（
一
二
一
一
）

十
一
月
十
七
日
、
岡
崎
中
納
言
範
光
卿
を
通
じ
て
、

罪
が
許
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
と
き
親
鸞
さ
ま
は
、

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
禿
の
字
で
署
名
し
た
報
告

書
を
出
さ
れ
た
の
で
、
天
皇
も
深
い
感
銘
を
受
け

ら
れ
、
侍
臣
た
ち
も
心
か
ら
ほ
め
た
た
え
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。

罪
は
許
さ
れ
た
の
で
す
が
、
親
鸞
さ
ま
は
、
各

地
に
仏
の
教
え
を
伝
え
よ
う
と
、
し
ば
ら
く
越
後

国
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

（（『
親
鸞
聖
人
伝
絵

―
御
伝
鈔
―
』
東
本
願
寺
出
版
よ
り
）



真宗大谷派 勝 善 寺

住 職 井上 孝昌
副 住 職 井上 泰之 候補衆徒（次ぎに住職になる僧侶）
坊 守 井上 悦子
衆 徒 鈴木正一郎 ※ 衆 徒は、住職以外の僧侶のこと

しゆ と

責任役員 井上 孝昌 井上 泰之 川名 喜昭
総 代 田村 晋一 田中 昭一 足達 崇
門徒会員 田村 晋一 足達 崇 大胡 登美子
推 進 員 鈴木正一郎 関口 昌司 田村 晋一

川名 喜昭 田中昭一 足達 崇
同朋の会 同朋の会・月曜朝のお勤めなどに集う方々約20名の方々

門徒（檀家） 323戸（世話人所属 228 個別 95戸）
世 話 人 ※太字は新世話人 ※数は、所属門徒数

№ 地 区 氏 名 数 № 地 区 氏 名 数

1 久枝 足達 崇 10 21 保田① 川名 登支江 4

2 市部① 廣嶋 敏雄 7 22 保田② 長谷川 吉枝 7

3 市部② 田中 誠 11 23 大帷子 醍醐 祐子 5

4 竹内 堀海 栄子 4 24 ※ ２名ずつ 醍醐 敏明

5 高崎① 前田 正悟 5 25 交替で 大胡 実

6 高崎② 青木 敏夫 5 26 大胡 英一

7 小浦① 明石 圭司 7 27 市井原 川名 一夫 5

8 小浦② 明石 義久 6 28 江月 吉本 行男 9

9 宮谷合戸 川名 信之 4 29 川名 利幸

10 平群① 高梨 真一 5 30 大崩 高梨 教夫 6

11 平群② 池田 千代枝 6 31 奥山上佐久間 高梨 維夫 4

12 二部① 朝倉 和利 9 32 中佐久間① 鈴木 渉 3

13 二部② 三堀 清 11 33 中佐久間② 重田 和夫 5

14 二部③ 朝倉 智 7 34 田村 本

15 二部④ 能重 隆 4 35 中佐久間③ 田村 徹夫 5

16 二部⑤ 田中 昭一 10 36 中佐久間④ 田村 晋一 6

17 二部⑥ 狩野 昌也 8 37 下佐久間① 富永 昇一 4

18 二部⑦ 能重 薫 9 38 下佐久間② 金木 美江 2

19 二部⑧ 能重 初雄 7 39 下佐久間③ 金木 庸一 7

20 検儀谷 川名 喜昭 12 40 吉田 誠

41 下佐久間④ 中山 郁夫 5

世話人所属門徒合計 236戸 42 下佐久間竜島 正木 道雄 7

※当寺所属のご門徒以外の方も含む。 43 勝山竜島 艫居 政男 5

お願い

八日講十日講（二部中・下の23戸）と中佐久間講は聞法会を開いています。

今後、各地区に聞法会が開かれるよう働きかけます。世話人の方々、どうぞ

ご理解とご協力をお願いします。「聞 法」という言葉になじみが無い方もお
もんぽう

られましょうが、実は、葬式・法事も昔から聞法の場でありました。



『
御
絵
伝
』
は
、
下
か
ら
上
へ
と
順

に
観
て
い
き
ま
す
。

第
十
図

法
然
上
人
の
弟
子
住
蓮
房
と
安
楽

房
が
、
後
鳥
羽
上
皇
の
寵
愛
す
る
女

性
を
出
家
さ
せ
た
こ
と
が
原
因
で
念

仏
停
止
の
命
令
が
出
さ
れ
、
住
蓮
房

ら
が
捕
ら
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
。

第
十
一
図

公
卿
ら
の
会
議
に
よ
り
、
法
然
上

人
ら
八
人
が
流
罪
に
四
人
が
死
罪
と

決
ま
る
。

第
十
二
図

法
然
上
人
は
、
藤
井
元
彦
と
い
う

俗
名
で
配
所
土
佐
へ
向
か
い
ま
す
。

第
十
三
図

親
鸞
聖
人
の
罪
名
は
、
藤
井
善
信
。

よ
し
ざ
ね

公
然
と
妻
帯
し
た
こ
と
が
流
罪
の
原

因
と
も
言
わ
れ
る
。
以
後
、
愚
禿
釈

親
鸞
と
名
告
り
「
非
僧
非
俗
」
の
立

場
で
生
涯
を
過
ご
し
ま
す
。

こ
の
こ
と
を
百
々
海
先
生
が
、
ご

法
話
で
「
外
俗
内
僧
」
と
お
話
し
さ

れ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

ご
門
徒
の
研
修

十
月
三
十
一
日
（
水
）
か
ら
十
一

月
一
日
（
木
）
に
か
け
て
、
木
更
津

ス
パ
ホ
テ
ル
三
日
月
で
、
東
京
教
区

主
催
の
「
真
宗
門
徒
秋
の
つ
ど
い
」

が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
聞
法
道

場
た
る
寺
を
推
進
し
て
い
く
、
各
寺

の
核
と
な
る
ご
門
徒
ら
五
十
人
の
研

修
会
で
す
。
先
生
の
法
話
を
聴
聞
し
、

他
寺
院
ご
門
徒
と
語
り
合
い
寝
食
を

共
に
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

こ
の
研
修
で
各
自
が
受
け
た
刺
激

や
聞
法
の
喜
び
が
、
皆
さ
ん
に
伝
染

し
て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。

仏
教
は
、
知
識
教
養
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
人
か
ら
人
に
伝
え
ら
れ
て
き

た
喜
び
で
す
。

写
真
は
、
前
列
右
か
ら
川
名
喜
昭

大
胡
登
美
子

渡
邊
秀
子

関
口
昌
司

の
皆
さ
ん
。
後
列
に
鈴
木
正
一
郎
さ

ん
と
住
職
で
す
。

報
恩
講
参
詣

十
一
月
八
日
（
木
）
昨
年
に
続
い

て
、
栃
木
県
那
須
烏
山
市
慈
願
寺
の

報
恩
講
に
参
詣
し
ま
し
た
。

写
真
は
、
前
列
右
側
か
ら
田
村
喜

代
子

黒
川
敦
子

大
胡
登
美
子

住
職

田
村
晋
一

川
名
ふ
じ
子

後
列
、

蓮
沼
典
子

富
澤
眞
知
子

渡
邉
秀
子

坊
守
の
皆
さ
ん
で
す
。

写
真
右
上
は
、
当
番
講
の
方
々
が

調
理
し
た
お
斎
（
食
事
）
の
お
膳
で

と
き

す
。
漆
器
に
も
ら
れ
た
精
進
料
理
を

美
味
し
く
い
た
だ
き
ま
し
た
。

勝善寺聞法会

講師 副住職 井上泰之

１２月１６日（日）

１４時～１６時

テキスト『歎異抄白日抄』

参加費 ５００円

親鸞聖人御絵伝 第三の巻

第
十
一
図

第
十
二
図

第
十
三
図

親鸞聖人は、越後に向かう。

公卿（政府高官）の会議

後鳥羽上皇が、念仏禁止を発令する。

住
蓮
房

法

然

上

人

住蓮房を捕縛しようとす役人

親
鸞
聖
人
は

輿
（
こ
し
）

の
中

親
鸞
聖
人
は

輿
（
こ
し
）

の
中

安楽房・住蓮房ら４人の死罪と法蓮上人・親鸞
聖人ら８人の流罪が決まる。

法然上人は、土佐に向かう。

第
十
図

←

←
←


