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家
系
図
は
『
❶
古
い
戸
籍
を
取
る
』『
❷

戸
籍
を
し
っ
か
り
読
む
』『
❸
家
系
図
の
書

き
方
の
基
本
ル
ー
ル
に
沿
っ
て
書
く
』。
３

つ
の
作
業
の
繰
り
返
し
で
作
っ
て
い
き
ま

す
。
な
ぜ
繰
り
返
し
作
業
に
な
る
か
と
い
う

と
一
般
的
に
先
祖
の
戸
籍
は
一
か
所
の
役
所

で
す
べ
て
集
ま
る
こ
と
は
稀
で
、
全
国
の
各

地
の
役
場
に
保
管
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

ま
ず
初
め
に
、
自
分
の
戸
籍
勝
本
を
取
得

し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
自
分
の
戸
籍
は
参
考

資
料
と
し
て
必
ず
必
要
に
な
り
ま
す
。次
に
、

自
分
の
父
母
、
祖
父
母
な
ど
辿
っ
て
ご
先

祖
様
の
戸
籍
を
可
能
な
限
り
取
得
し
ま
し
ょ

う
。先

祖
代
々
ず
っ
と
古
く
か
ら
同
じ
地
に
住

ん
で
い
れ
ば
、
本
籍
地
で
あ
る
役
所
一
ヶ
所

へ
の
請
求
で
す
べ
て
の
戸
籍
が
取
得
出
来
ま

す
。
本
籍
地
を
転
々
と
移
っ
て
い
る
場
合
は

手
間
が
か
か
り
ま
す
。
逆
に
先
祖
が
各
地
を

転
々
と
し
て
い
て
足
取
り
を
追
う
場
合
は
、

戸
籍
か
ら
請
求
先
を
読
み
取
る
回
数
も
増
え

る
た
め
、
更
に
手
間
が
増
え
ま
す
。

私
の
場
合
、
父
方
家
系
は
横
須
資
市
役
所

西
来
寺

行
事
の
ご
案
内

西
来
寺
梵
鐘
は
横
須
賀
市
内
に
残
る
最
古

の
梵
鐘
で
、
横
須
賀
市
の
指
定
重
要
文
化
財

で
す
。
み
な
さ
ん
で
つ
い
て
、
新
し
い
年
を

迎
え
ま
し
ょ
う
。

ご
注
意
・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
予
防
と

拡
大
防
止
に
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

お
餅
を
た
べ
す
ぎ
た
!?

腸
を
圧
迫
し
な
が
ら
刺
激
を

す
る
こ
と
で
、
内
臓
か
ら
身

体
が
温
ま
り
や
す
く
な
り
ま

す
。
便
秘
に
よ
る
冷
え
や
む

く
み
が
気
に
な
っ
て
い
る
か

た
も
、
ぜ
ひ
試
し
て
み
て
く

だ
さ
い
ね
。
身
体
を
軽
く
し

て
、
明
る
く
冬
を
乗
り
越
え

て
い
き
ま
し
ょ
う
！
（
ま
い
）

健康コラム

ゆ
っ
た
り

ゆ
っ
た
り

コ
ツ
コ
ツ

コ
ツ
コ
ツ

お
家
ヨ
ガ
❾

年
末
年
始
の
冷
え
・
む
く
み 

解
消
!!

だ
ん
だ
ん
と
寒
さ
が
深
ま
り

冬
の
訪
れ
を
感
じ
る
季
節
と
な

り
ま
し
た
。
冬
は
他
の
季
節
に

比
べ
食
欲
が
増
し
、
消
化
の

力
も
強
く
な
る
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
逆
に
夏
は
食
欲
が
減
退

し
た
り
、
消
化
不
良
を
起
こ
し

や
す
か
っ
た
り
し
ま
す
。
そ
ん

な
冬
で
も
年
末
年
始
は
ご
馳
走

を
食
べ
る
機
会
が
増
え
る
こ
と

や
、
お
休
み
の
間
は
の
ん
び
り

と
お
家
で
過
ご
す
こ
と
が
増

え
、
消
化
の
力
が
弱
ま
っ
て
し

ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

た
め
便
秘
を
引
き
起
こ
し
た

り
、
お
腹
が
張
っ
て
苦
し
さ
を

感
じ
る
こ
と
も
。
そ
ん
な
時
は

寝
転
が
っ
た
ま
ま
行
う
ポ
ー
ズ

を
行
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
の

ポ
ー
ズ「
ガ
ス
抜
き
の
ポ
ー
ズ
」

と
言
わ
れ
、
お
腹
を
圧
迫
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
腸
を
活
発
化

さ
せ
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
苦

し
く
な
け
れ
ば
食
べ
す
ぎ
て
し

ま
っ
た
日
の
就
寝
前
や
翌
朝
起

床
後
に
、
お
布
団
の
上
で
行
う

の
が
お
す
す
め
で
す
。

　

大
塚
山　

西
來
寺　

令
和
四
年　

報
恩
講

　
　
　
　

表
白

敬
っ
て
、
大
慈
大
悲
の
阿
弥
陀
如
来
の
御

尊
前
、
な
ら
び
に
、
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
御

影
前
に
て
、
申
し
上
げ
ま
す
。

本
日
こ
こ
に
、
有
縁
参
集
の
人
び
と
と
と

も
に
、
御
尊
前
を
荘
厳
し
、
御
聖
教
を
読

誦
し
て
、
宗
祖
親
鸞
聖
人
が
還
浄
さ
れ
て

か
ら
満
七
六
〇
年
、
七
六
一
回
忌
の
報
恩

講
を
厳
修
い
た
し
ま
す
。

思
え
ば
、
一
昨
年
初
頭
か
ら
の
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
感
染
症
の
流
行
は
、

長
く
私
た
ち
の
生
活
を
脅
か
し
、
と
り
わ

け
、
今
を
生
き
る
子
ど
も
た
ち
の
遊
び
や

学
業
に
、
大
き
な
制
限
を
加
え
、
悲
し
ま

せ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
流
行
病
と
は
言
え
、

人
間
の
浅
は
か
さ
、
勝
手
さ
、
自
己
中
心

的
な
姿
が
、
自
他
と
も
に
あ
ぶ
り
出
さ
れ

た
、
人
知
の
闇
を
見
る
人
災
で
も
あ
り
ま

し
た
。
そ
し
て
、
当
山
に
お
い
て
は
、
本

年
は
、
第
二
十
二
世
住
職
大
洋
院
釋
充
賢
、

大
塚
充
師
の
三
回
忌
、
第
二
十
一
世
住
職

❶
お
布
団
の
上

に
仰
向
け
に

な
り
ま
す
。

❷
両
膝
を
両
手

で
抱
え
て
胸

に
引
き
寄
せ

ま
す
。

❸
息
を
吐
き
な
が
ら
お
で
こ
と
膝

を
近
づ
け
る
よ
う
に
し
て
、
身

体
を
小
さ
く
丸
め
ま
す
。

❹
お
腹
に
意
識
を
向
け
た
ま
ま

ゆ
っ
く
り
と
深
呼
吸
を
３
回
程

行
い
、
息
を
吐
き
な
が
ら
頭
と

足
を
床
へ
下
ろ
し
ま
す
。

自
燈
院
釋
甫
圓
、
大
塚
甫
師
の
七
回
忌
を

迎
え
て
い
ま
す
。
五
年
の
間
に
二
人
を
失

い
、
現
在
は
、
愚
僧
が
中
を
継
ぐ
住
職
代

務
者
と
し
て
、
及
ば
ず
な
が
ら
辛
う
じ
て

法
灯
を
お
あ
ず
か
り
し
て
い
ま
す
。
世
は

常
に
動
き
移
ろ
い
で
い
ま
す
。
当
山
有
縁

の
そ
れ
ぞ
れ
も
、
住
職
と
の
死
別
か
ら
少

し
ず
つ
立
ち
上
が
り
、
お
の
お
の
に
歩
み

始
め
て
お
り
ま
す
。
現
今
は
情
勢
不
安
の

時
代
で
す
が
、
先
人
の
時
代
も
要
因
こ
そ

異
な
れ
ど
同
じ
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
念
仏

弾
圧
の
時
代
も
、
戦
国
乱
世
の
時
代
も
、

や
り
き
れ
な
い
思
い
と
と
も
に
、
そ
れ
で

も　

<

た
だ
念
仏>　

の
教
え
に
生
き
ら
れ

た
宗
祖
親
鸞
聖
人
や
無
数
の
念
仏
者
た
ち

が
お
ら
れ
る
の
で
す
。
そ
れ
ら
の
方
々
を

憶
念
し
つ
つ
、
と
も
ど
も
に
手
を
相
携
え

て
、
報
恩
講
を
一
同
で
謹
ん
で
厳
修
す
る

こ
と
を
も
っ
て
、
連
続
無
窮
の
法
灯
を
み

ず
か
ら
が
い
た
だ
き
、
そ
し
て
次
代
に
手

渡
し
し
て
い
く
こ
と
の
決
意
と
い
た
し
ま

す
。

合
掌

　　

令
和
四
年
十
月
二
十
九
日

　
　

横
浜
久
保
山　

真
宗
大
谷
派

　
　
　

法
皇
山　

西
敎
寺　

副
住
職

　

横
須
賀
不
入
斗　

真
宗
大
谷
派

　
　
　

大
塚
山　

西
來
寺　

住
職
代
務
者

法
名　

釋
大
信

十
二
月
三
十
一
日
（
土
）

午
後 
十
一
時　
　

歳
末
昏
時

午
後 

十
一
時
四
十
五
分

　
　
　

  

除
夜
の
鐘
の
打
鐘

午
前 

十
一
時　
　

修
正
会

一
月
一
日
（
日
）

修
正
会
は
元
日
に
行
わ
れ
る
法
会

で
、
そ
の
年
の
生
活
の
目
標
を
立
て
、

心
を
新
た
に
求
道
の
道
を
進
む
決
意
を

し
ま
す
。
是
非
、
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

だ
れ
で
も
で
き
る

や
さ
し
い

「
寺
ヨ
ガ
」

　
　

開
催 

毎
月
第
一
金
曜
日

　
　

時
間 

午
後
２
時
〜
３
時

　
　

参
加
費 

一
〇
〇
〇
円

　
　

会
場 

西
来
寺　

本
堂

　
　

飲
み
物

・
タ
オ
ル
持
参

月イチ
開催中

申込み
不要！

お
で
こ
を
膝
に
近
づ
け

る
の
が
苦
し
い
か
た
は
、

腰
や
背
中
が
浮
か
な
い

よ
う
に
頭
は
床
に
下
ろ

し
た
ま
ま
行
い
ま
す
。

両
膝
を
抱
え
る
と
背

中
や
首
が
辛
い
か
た

は
、
ま
ず
は
片
足
ず

つ
胸
に
引
き
込
ん
で

み
ま
し
ょ
う
。

家
系
図
を
作
っ
た
門
徒
さ
ん

江
戸
時
代
ま
で
辿た

ど

れ
ま
し
た

だ
け
で
全
部
取
得
で
き
ま
し
た
が
、
母
方
家

系
は
、
祖
父
は
長
野
、
祖
母
は
群
馬
の
出
身
、

ま
た
祖
父
は
群
馬
、
横
須
賀
、
横
浜
、
東
京

な
ど
各
地
を
転
々
と
し
て
い
た
た
め
請
求
先

を
み
つ
け
る
手
間
暇
が
増
え
、
時
間
が
か
か

り
ま
し
た
。

さ
て
、
実
際
に
取
得
す
る
と
な
る
と
問
題

と
な
る
の
は
本
籍
地
が
遠
方
の
場
合
で
す
。

戸
籍
は
本
籍
地
の
あ
る
役
所
に
保
管
さ
れ
て

い
ま
す
の
で
、
そ
の
場
合
は
、
郵
送
で
請
求

を
し
ま
し
ょ
う
。
郵
送
請
求
の
方
法
は
、
役

所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
詳
し
く
載
っ
て
い

ま
す
の
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
「
○
○
市　

戸
籍　

郵
送
」
と
検
索
す
れ
ば
、
す
ぐ
見
つ

か
る
は
ず
で
す
。

同
封
す
る
も
の
は
、「（
１
）
戸
籍
謄
本
等

請
求
書
」「（
２
）
定
額
小
為
替
」「（
３
）
身

分
証
の
コ
ピ
ー
」「（
４
）返
信
用
封
筒
」「（
５
）

返
信
用
切
手
」「（
６
）
請
求
対
象
の
ご
先
祖

と
の
続
柄
が
確
認
で
き
る
資
料
」（
つ
づ
く
）

古
い
戸
籍
を

取
っ
て
み
よ
う

そ
の
２

石井さんが取り寄せた
謄本の数々

石井充さん

家
系
図
作
り
ま
せ
ん
か
？

石
井
さ
ん
が
お
手
伝
い
を
し
て
く
だ
さ
い
ま
す
。

★ 

西
来
寺
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

今
号
の
巻
頭
言
は
、
過
日
の
西
来
寺
報
恩

講
に
お
い
て
読
み
上
げ
た
「
表
白
（
ひ
ょ

う
び
ゃ
く
）」
を
載
せ
た
い
。
表
白
と
は
、

そ
の
法
要
の
位
置
と
、
そ
の
法
要
を
執
行

す
る
意
味
が
語
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

さ
て
「
報
恩
講
」
と
は
、
一
般
的
に
「
恩

に
報
（
む
く
）
い
る
集
い
」
と
了
解
さ
れ

て
い
る
。
私
を
も
救
っ
て
く
だ
さ
る
阿
弥

陀
如
来
の
御
本
願
に
対
し
て
の
御
恩
報
謝

の
仏
事
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
た
ち
は
「
報

い
る
」
と
言
え
る
ほ
ど
、
そ
も
そ
も
如
来

の
御
心
を
知
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
一

切
の
賜
り
が
如
来
の
お
与
え
・
お
恵
み
で

あ
る
こ
と
を
、
や
っ
と
「
報
（
し
ら
）
さ

れ
た
」
ば
か
り
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
報

恩
講
は
「
恩
を
報
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
集
い
」

で
あ
り
、
さ
ら
に
厳
し
く
言
え
ば
「
報
い

る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
と
い
う
懺
悔
（
さ

ん
げ
）
の
一
点
」
に
立
つ
仏
事
な
の
だ
と

思
う
。



そ
の
道
を
西
に
向
か
っ
て
い
き
な
さ
い
。

行
け
ー
ー
!!

水
の
河
と
火
の
河
に
落
ち
て
死
ぬ
こ
と

は
な
い
か
ら
、
行
け
ー
ー
!!

心
を
定
め
て
西
に
来
い
!!

私
が
必
ず
お
ま
え
を
守
る
。

だ
か
ら
火
の
河
、
水
の
河
に
落
ち
る

こ
と
を
恐
れ
な
く
て
い
い
!!

す
で
に
こ
の
道
あ
り
。

必
ず
度
す
べ
し
!!

お釈迦様

群賊悪獣

旅人（私）

（あみださま）

（おしゃかさま）

（ぐんぞくあくじゅう）

阿弥陀様
水の河

火の河

愛欲

怒りの心

い
い
「
自
分
の
迷
い

の
心
の
世
界
」
を

ぎ
ゅ
ー
っ
と
抱
き
し

め
て
ね
、
こ
れ
を
失

う
の
が
怖
く
て
怖
く

て
し
か
た
が
な
く

て
、
ほ
ん
と
の
世
界
が
見
ら
れ
な
い
ん
で
す
。

「
本
当
の
世
界
よ
り
怖
い
も
の
は
な
い
ん
だ
。」

と
、
真
っ
暗
な
と
こ
ろ
で
真
っ
暗
な
私
を
抱
き

し
め
て
震
え
て
い
る
の
が
「
私
」
な
ん
で
す
。

だ
か
ら
こ
の
世
界
に
目
覚
め
ら
れ
な
い
と
。

旅
人
で
あ
る
「
私
」
は
、
西
に
向
か
っ
て
歩

い
て
来
た
。
真
実
の
世
界
は
ど
こ
か
に
な
い
だ

ろ
う
か
と
、
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
で
ず
ー
っ
と
荒
野

を
歩
き
続
け
て
来
ま
し
た
。

や
が
て
行
き
場
が
な
く
な
り
、
ど
う
に
も
な

ら
な
く
な
っ
ち
ゃ
う
。
目
の
前
に
あ
る
の
は
、

水
に
よ
っ
て
濡
ら
さ
れ
、火
に
よ
っ
て
焼
か
れ
、

今
に
も
消
え
去
り
そ
う
な
白
い
道
が
あ
る
だ

け
。そ

こ
で
旅
人
は
あ
る
決
意
を
す
る
ん
で
す
。

そ
の
決
意
と
い
う
の
は
、「
ど
う
せ
死
ぬ
ん
や
」

と
思
う
ん
で
す
。
ど
う
せ
死
ぬ
ん
や
っ
た
ら
、

一
歩
西
に
踏
み
出
そ
う
と
思
う
ん
で
す
。

『
す
で
に
こ
の
道
あ
り
。
必
ず
度
す
べ
し
』

こ
れ
、
す
ご
く
大
事
な
セ
リ
フ
な
ん
で
す
。
阿

弥
陀
様
も
言
い
ま
す
。「
私
が
必
ず
お
前
を
守

る
。
心
配
す
る
な
。」「
私
を
動
か
し
て
る
大
き

な
願
い
が
あ
る
。
私
を
西
に
向
か
わ
し
て
い
る

大
き
な
願
い
が
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
必
ず
向

こ
う
の
岸
に
渡
し
て
く
れ
る
は
ず
」
と
、
こ
う

思
っ
て
、
旅
人
は
一
歩
足
を
進
め
ま
す
。

「
こ
ん
な
の
は
本
当
の
世
界
じ
ゃ
な
い
。
本
当
は

こ
ん
な
ふ
う
に
終
わ
っ
て
い
い
は
ず
が
な
い
。」

幸
せ
に
な
れ
れ
ば
、
私
が
救
わ
れ
る

自
分
の
心
が
満
た
さ
れ
れ
ば
、
私
が
救
わ
れ
る

私
の
思
い
が
満
た
さ
れ
れ
ば
、
私
は
救
わ
れ
る

結
局
、
小
さ
な
自
分
や
こ
の
世
界
を
、
な
ん
と

か
し
よ
う
と
思
っ
て
い
る
だ
け
で
し
ょ
？

楽
ち
ん
が
で
き
て
幸
せ
な
世
界
に
行
か
れ
な
い

か
ら
苦
し
い
の
で
は
な
く
、
楽
ち
ん
が
で
き
て
幸

せ
に
な
り
た
い
っ
て
い
う
心
が
あ
る
か
ら
苦
し
い

ん
だ
。

「
こ
ん
な
小
さ
な
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
の
こ
の
世
界
を

ど
ん
な
ふ
う
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
あ
ん
た
の
夢
の

中
で
こ
ろ
が
っ
て
る
だ
け
だ
ろ
う
。」
と
、
お
釈

迦
様
は
言
っ
た
の
で
す
。
そ
の
夢
が
や
ぶ
れ
た
本

当
の
世
界
を
あ
り
の
ま
ま
に
見
な
さ
い
と
。

ほ
ん
と
の
浄
土
と
は
、
夢
や
ぶ
れ
た
世
界
。
あ

り
の
ま
ま
の
世
界
。
あ
り
の
ま
ま
に
見
て
い
く
世

界
。
こ
れ
が
浄
土
と
い
う
世
界
な
ん
で
す
。

ほ
ん
と
の
浄
土
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
夢
や
ぶ
れ
た
世
界

二
河
白
道
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と

お
ま
え
騙
さ
れ
て
る
ぞ
や
め
と
け
ー

あ
ん
な
と
こ
ろ
行
っ
た
ら

死
ん
じ
ま
う
ぞ
ー

親
鸞
聖
人
は

　
　
　
　
こ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
ま
す

報告

真
宗
大
谷
派

大
塚
山  

西
来
寺

報
恩
講

令
和
四
年

令
和
四
年
十
月
二
十
九
日
土
曜
日
、
暖
か
な
日
差
し
と
爽
や
か
な

風
が
吹
く
秋
の
晴
天
。
報
恩
講
の
開
催
を
知
ら
せ
る
30
分
前
の
鐘
の

音
が
鳴
り
響
き
ま
し
た
。
行
事
の
多
い
土
曜
日
の
開
催
と
あ
っ
て
、

参
拝
の
方
が
少
な
い
の
で
は
な
い
か
と
皆
心
配
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

勤
行
が
始
ま
る
頃
に
は
満
堂
と
な
り
、
追
加
に
椅
子
を
出
す
こ
と
に

も
な
り
ま
し
た
。

今
年
の
講
演
は
、
滋
賀
県
の
玄
照
寺
の
住
職
、
瓜
生
崇
師
を
お
招

き
し
西
来
寺
に
伝
わ
る
「
二
河
白
道
」
の
絵
を
題
材
に
お
話
し
い
た

だ
き
ま
し
た
。

勤行、ヨガ、講演の
全部をノーカット版
でご覧いただけます。

報恩講、当日のもようは

西来寺チャンネルで

チェック !!

西来寺蔵「二河白道図」絹本著色　縦 72.2cm 横 78.3cm　現代作

勤行が始まる頃には、本堂は満堂になりました

瓜生崇師講演 90 分間熱心に聞き入る聴講の方々

ど

瓜生崇師 講演 （抜粋）

う りゅう たかし

『
浄
土
に
行
き
た
い
と
思
う
の
に
、
僕
ら
は
浄
土

か
ら
逃
げ
て
い
る
ん
だ
』
と
。

な
ぜ
か
と
い
っ
た
ら
、
僕
ら
は
こ
の
居
心
地
の

に
が
び
ゃ
く
ど
う

ど

に
が
び
ゃ
く
ど
う

西来寺のホームページで
は、準備から当日に撮影
した 100 枚以上の写真が
ご覧いただけます。

境内の柏の葉 休憩後のヨガ

準備のときの写真や当日の記念撮影など・・・


