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前
号
で
は
、
親
鸞
の

高
弟
の
う
ち
「
二
十
四

輩
」
と
し
て
知
ら
れ
る

初
期
の
門
弟
に
つ
い
て

ご
紹
介
し
ま
し
た
。
選

定
さ
れ
た
門
弟
は
二
十

四
人
で
す
が
、
一
人
の

開
基
が
複
数
の
寺
を
開

い
た
と
さ
れ
る
こ
と
が

少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
の

で
、
現
在
で
は
、
東
国

を
中
心
と
し
た
二
十
四

輩
ゆ
か
り
の
寺
は
四
十

か
ら
五
十
ほ
ど
に
数
え

ら
れ
ま
す
（
寺
格
や
移

動
に
よ
り
最
大
で
百
八
十
ほ
ど
に
数
え
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
）。
こ
の
二
十
四
人
の

う
ち
六
人
の
弟
子
の
開
い
た
寺
が
現
在
は

常
陸
大
宮
市
に
存
在
し
て
い
ま
す
。
真
宗

寺
院
は
頻
繁
に
移
動
し
て
い
ま
す
の
で
、

当
初
は
現
市
域
に
あ
っ
た
も
の
の
、
の
ち

に
移
動
し
て
い
っ
た
寺
院
も
あ
り
ま
す
。

市
内
の 
八  
田 
地
区
に
草
庵
を
開
い
た
と
さ

は
っ 
た

れ
る
「
八
田
の
入
信
」（
寿
命
寺
開
基
の

「
穴
沢
の
入
信
」
と
は
別
人
）
ゆ
か
り
の

寺
は
、
現
在
は
常
福
寺
と
し
て
つ
く
ば
市

大
曽
根
に
存
在
し
て
い
ま
す
。

　

市
内
の
六
カ
寺
に
つ
い
て
の
概
略
を
ま

と
め
た
の
が
下
表
で
す
。
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六
カ
寺
で
は
、
本
尊
で
あ
る
阿
弥
陀
如

来
の
ほ
か
、
い
ず
れ
の
寺
で
も
聖
徳
太
子

立
像
と
開
基
上
人
の
像
を
宝
物
と
し
て
所

蔵
し
て
い
ま
す
。 
善  
徳  
寺 
、

ぜ
ん 
と
く 
じ

 
照 
し
ょ
う 
願  
寺 
、 
寿 

が
ん 
じ 

じ
ゅ

ま
た
、照
願
寺
の
聖
徳
太
子
像
も
各
地
で 
出 で

 
開 がい 
帳 
を
行
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
大

ち
ょ
う

坂
や
江
戸
と
い
っ
た
遠
方
の
門
徒
に
よ
っ

て
厨
子（
仏
像
や
経
を
安
置
す
る
扉
つ
き
の

箱
）が
寄
進
さ
れ
て
い
る
例
も
あ
り
ま
す
。

※
資
料
館
で
は
三
月
十
一
日
ま
で
企
画
展

「
親
鸞
の
高
弟
た
ち－

常
陸
大
宮
の
二

十
四
輩－

」
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

歴
史
民
俗
資
料
館
大
宮
館　
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よ 
は
い

 
命 
み
ょ
う 
寺 
に
は
現
在
も
本
堂
と
は
別
に
太
子

じ

堂
が
あ
り
ま
す
が
、
他
の
寺
で
も
江
戸
時

代
の 
刷 
り 
物 
な
ど
を
見
る
と
太
子
堂
が

す 

も
の

あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
そ
れ
ほ

ど
、
浄
土
真
宗
寺
院
と
聖
徳
太
子
は
密
接

な
つ
な
が
り
が
あ
る
の
で
す
。

　

真
宗
寺
院
に
聖
徳
太
子
像
が
祀
ら
れ
る

訳
は
、
日
本
に
仏
教
を
広
め
た
と
さ
れ
る

聖
徳
太
子
を
、
親
鸞
が
深
く
信
仰
し
て
い

た
た
め
で
す
。
親
鸞
は
、
生
涯
で
二
度
に

わ
た
り
、
修
行
中
に
聖
徳
太
子
の 
夢  
告 
を

む 
こ
く

得
た
と
さ
れ
ま
す
（
一
度
は
聖
徳
太
子
が

 
救  
世  
観  
音 
に 
化  
身 
し
た
姿
を
見
た
と
も
い

ぐ 

ぜ 
か
ん 
の
ん 

け 
し
ん

わ
れ
ま
す
）。
自
ら
が
信
仰
す
る
だ
け
で

な
く
、
庶
民
に
も
分
か
る
平
易
な
言
葉
に

 
節 
を
つ
け
た
「 
和  
讃 
」
を
作
り
、
真
宗
の

ふ
し 

わ 
さ
ん

教
義
と
合
わ
せ
て
聖
徳
太
子
の
偉
業
や
教

え
を
広
め
る
こ
と
に
努
め
ま
し
た
。

　

開
基
上
人
の
像
は
戦
国
期
か
ら
江
戸
時

代
初
め
に
か
け
て
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
は
江
戸
初
期
以
降
に
二
十
四
輩
寺
院
を

巡
拝
す
る
こ
と
が
、
真
宗
門
徒
は
も
ち
ろ

ん
、
一
般
庶
民
に
ま
で
娯
楽
の
一
種
と
し

て
流
行
す
る
た
め
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

法
専
寺
の
開
基
、
明
法
の
像
は 
笈 
（
仏

お
い

具
や
衣
服
な
ど
を
入
れ
て
背
に
負
う
た
め

の
扉
つ
き
の
箱
）の
中
に
安
置
さ
れ
て
い
ま

す
。
先
々
代
の
住
職
ま
で
は
、こ
の
笈
を
担

い
で
遠
方
へ
布
教
に
行
っ
た
そ
う
で
す
。

寺の移動現在地開基年代開基の俗名開　基真宗内の宗派二十四輩番付

南酒出（那珂市）→
現在地

鷲子額月
建保元年
（１２１３）

佐竹昌義の曾孫　南酒出六郎義茂 善  念 
ぜん ねん

本願寺派第１２番善徳寺

穴沢（城里町上阿野沢）→
現在地

野口大畠
建保５年
（１２１７）

佐竹３代秀義の子　義繁穴沢の 入 
にゅう

 信 
しん

本願寺派第１６番寿命寺

毘沙幢（市内小舟）→
春丸（市内鷲子）→現在地

鷲子城崎
貞応元年
（１２２２）

高沢城主高沢伊賀守氏信 念  信  房 
ねん しん ぼう

 勝 
しょう

 渓 
けい

真宗大谷派第１７番照願寺

楢原法徳院（市内東野）→
現在地

東野　里
嘉禄２年
（１２２６）

平清盛の孫　平能宗、
修験播磨公弁円

 明 
みょう

 法 
ほう

真宗大谷派第１９番法専寺

なし石沢　椿下
嘉禄元年
（１２２５）

後鳥羽上皇院臣
壷井大学頭橘重義

 慈  善 
じ ぜん

本願寺派第２０番常弘寺

鳥喰（那珂市）→古河→
鳥喰→古河→現在地

野上
宝治２年
（１２４８）

鳥喰六郎兵衛尉朝業 唯  円 
ゆい えん

本願寺派第２４番本泉寺

▲入信坐像（寿命寺）▲唯円坐像（本泉寺）
▲聖徳太子立像（常弘寺）


