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先
祖
へ
の
供
養
は

私
へ
の
供
養

常
例
十
六
日
講

毎
月
十
六
日
午
後
一
時
よ
り

お
経
練
習
・
法
話
会

写

経

会

毎
月
第
二
・
四
金
曜
日

午
後
一
時
よ
り

ご
本
尊
様
に
お
参
り
し
て
か
ら

お
墓
参
り
を
し
ま
し
ょ
う

三
月
十
七
日
～
二
十
三
日

報

恩

住

職

蒲

原

霊

英

ほ

う

お

ん

コ
ロ
ナ
禍
で
、
様
々
な
業
種
の
会
社
が
経
営
危
機
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
我
が
母
校

か

の
慶
應
義
塾
大
学
の
学
食
・
山
食
も
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
八
十
三
年
の
歴

け

い

お

う

ぎ
じ

ゆ

く

や
ま
し
よ
く

史
の
中
で
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
初
め
て
。
大
学
に
学
生
が
来
れ
な
い
の
で
す
か
ら
当
然

で
す
。
融
資
を
受
け
た
り
対
策
を
考
え
た
り
し
て
も
手
詰
ま
り
で
、
最
終
手
段
と
し
て

ゆ

う

し

ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
し
た
と
こ
ろ
、
僅
か
一
日
で
目
標
額
の
五
百
万
円
を
ク

わ
ず

リ
ア
し
、
結
局
一
ヶ
月
半
で
四
千
三
百
万
円
以
上
が
集
ま
り
ま
し
た
。
こ
れ
ぞ
三
田
会

み

た

（
同
窓
会
）
の
結
束
力
と
も
言
え
ま
す
が
、
お
金
の
無
い
学
生
時
代
に
空
腹
を
満
た
し

て
く
れ
た
こ
と
に
対
す
る
、
一
人
ひ
と
り
の
恩
返
し
の
気
持
ち
の
表
れ
で
し
ょ
う
。

あ
ら
わ

さ
て
、
恩
と
い
う
字
は｢

因｣

と｢

心｣

の
組
み
合
わ
せ
で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
因
は｢

も

と｣

と
読
み
、｢

も
と
を
思
う
心｣

が
恩
な
の
で
す
。
何
の
も
と
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
私

た
ち
の
い
の
ち
の

源

で
す
。
私
一
人
の
い
の
ち
が
こ
の
世
に
存
在
す
る
た
め
に
は
、
両

み
な
も
と

親
、
祖
父
母
、
曽
祖
父
母
と
三
代

遡

る
だ
け
で
十
四
人
の｢

親｣

と
呼
ば
れ
た
人
が
い
ま

さ
か
の
ぼ

し
た
。
十
代
で
二
千
人
以
上
、
二
十
代
で
二
百
万
人
以
上
に
な
り
ま
す
。
血
縁
だ
け
見

て
も
、
こ
れ
だ
け
多
く
の
い
の
ち
に
よ
っ
て
私
の
い
の
ち
が
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

ま
た
、
身
近
な
人
た
ち
だ
け
で
な
く
、
会
っ
た
こ
と
も
な
け
れ
ば
何
の
関
係
も
無
い
と

思
わ
れ
る
人
た
ち
に
よ
っ
て
も
支
え
ら
れ
な
が
ら
生
活
し
て
い
ま
す
。
何
よ
り
、
無
数

の
い
の
ち
を
摂
取
し
な
が
ら
、
そ
し
て
、
水
や
空
気
や
光
な
ど
の
自
然
環
境
を
含
め
た

せ
つ
し
ゆ

し

ぜ

ん

か
ん

き

よ

う

あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
お
か
げ
で
、
私
の
い
の
ち
は
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
ま
さ
に
、

様
々
な
ご
縁
と
ご
恩
に
よ
っ
て
、
今
の
私
の
い
の
ち
が
生
か
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

お
釈
迦
様
は
、｢

知
恩｣

恩
を
知
る
と
、｢

感
恩｣

感
謝
の
心
が
生
ま
れ
、｢

報
恩｣

さ
ら

し

や

か

ち

お

ん

か
ん
お
ん

ほ
う
お
ん

に
そ
の
恩
に
報
い
よ
う
と
い
う
気
持
ち
に
な
る
の
で
、
ま
ず
恩
を
知
る
こ
と
が
大
事
だ

む
く

と
説
か
れ
ま
す
。｢

報
恩｣

の
実
践
に
は
二
通
り
あ
っ
て
、
一
つ
は｢

恩
返
し｣

、
つ
ま
り

ほ
う
お
ん

じ
つ
せ
ん

親
や
祖
父
母
や
師
や
知
人
・
友
人
な
ど
直
接
恩
を
受
け
た
人
に
お
返
し
す
る
こ
と
で
す
。

も
う
一
つ
、｢

恩
送
り｣
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
受
け
た
相
手
に
限
ら
ず
、
恩
を
別

の
誰
か
に
送
り
、
そ
の
誰
か
が
ま
た
別
の
誰
か
に
恩
を
送
る
こ
と
で
す
。
ど
ち
ら
も
、

人
に
対
し
て
の
み
な
ら
ず
、
私
の
い
の
ち
を
支
え
て
く
れ
て
い
る
動
植
物
や
自
然
環
境

し

ぜ

ん

か

ん
き

よ

う

な
ど
に
対
し
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
で
し
ょ
う
。
彼
岸
に
際
し
、
改
め
て
私
の
い
の

ち
の
尊
さ
を
感
じ
、
様
々
な
ご
縁
と
ご
恩
に
感
謝
の
お
念
仏
を
申
し
ま
し
ょ
う
。
合

掌

と
う
と

三
月
二
十
日
（
土
・
祝
）

午
前
十
一
時
よ
り

彼
岸
中
日
法
要

護

持

会

総

会

お
と
き
は
中
止
致
し
ま
す
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本

願

寺

の

御

影

堂

で

一

月

九

日

ご

え

い

ど

う

か
ら
御
祥
月
御
命
日
の
十
六
日
ま

ご

し

よ

う

つ

き

ご

め

い

に

ち

で
、
浄
土
真
宗
の
み
教
え
を
伝
え

て
く
だ
さ
っ
た
宗
祖
親
鸞
聖
人
の

し
ん
ら
ん
し
よ
う
に
ん

ご
遺
徳
を
偲
び
、
お
念
仏
に
遇
わ

い

と

く

し
の

あ

せ
て
い
た
だ
い
た
ご
恩
に
報
謝
す

ほ

う

し

や

る
御
正
忌
報
恩
講
が
、
感
染
症
対

ご

し

よ

う

き

ほ

う

お

ん

こ

う

策
の
下

厳

か
に

営

ま
れ
ま
し
た
。

お
ご
そ

い
と
な

当
初
は
御
影
堂
の
席
数
を
例
年

ご

え

い

ど

う

の
四
分
の
一
程
度
の
約
三
百
席
に

絞
り
、
事
前
予
約
制
と
す
る
予
定

し
ぼで

し
た
が
、
年
末
年
始
の
感
染
者

急

増

に

伴

い

事

前

予

約

の

受

付

と
も
な

を
急
遽
中
止
。
当
日
の
自
由
参
拝

き
よ

百
席
の
み
と
し
ま
し
た
。
ま
た
、

外
部
か
ら
の
法
要
出
勤
者
の
受
け

入
れ
も
中
止
さ
れ
、
式
務
部
員
と

し

き

む

勤
式
研
究
生
の
み
が
出
勤
し
ま
し

ご

ん

し

き

た
。
期
間
中
の
各
法
要
の
様
子
は

ご門主様ご親 教（法話）
もんしゆ しんきよう

YouTube配信動画より（2021.1.15逮夜法要後）
た い や

宗
派
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
ラ
イ
ブ
配
信
さ

れ
、
参
拝
で
き
な
い
大
勢
の
僧
侶
や
門
信
徒

も

ん

し

ん

と

ら
が
画
面
を
通
し
て
お
参
り
し
ま
し
た
。
尚
、

書
院
・
鴻
の
間
で
の
お
斎
接
待
な
ど
の
関
連

こ
う

と
き

行
事
や
来
賓
参
拝
も
中
止
と
な
り
、
異
例
ず

ら

い

ひ

ん

い

れ

い

く
め
の
報
恩
講
と
な
り
ま
し
た
。

ほ

う

お

ん

こ

う

ご
門
主
は
ア
ク
リ
ル
板
越
し
で
の
ご
親

教

も

ん

し

ゆ

し
ん
き
よ
う

（
法
話
）
で
、
「
こ
の
よ
う
な
状

況
の
中
、

じ
よ
う
き
よ
う

私
た
ち
は
一
人
で
は
な
く
、
社
会
の
中
で
、

す
べ
て
の
人
々
と
手
を

携

え
て
共
に
歩
む
念

た
ず
さ

仏
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に

改

め
て
思
い
を

あ
ら
た

致
し
、
日
々
を
過
ご
し
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
」

と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

の

西
本
願
寺
の
七
不
思
議

そ

の

三

鴻
の
間
の
障
壁
画

こ

う

し

よ

う

へ

き

が

国
宝
の
書
院
に
、
ご
門
主
と
の

対
面
に
使
わ
れ
る
対
面
所
と
呼
ば

れ
る
二
〇
三

畳

も
の
大
広
間
が
あ

じ
よ
う

り
ま
す
。
上
段
正
面
の
欄
間
に
雲

ら

ん

ま

間
を
飛
ぶ

鴻

の
透
か
し
彫
り
が

こ
う
の
と
り

す

あ
る
こ
と
か
ら
、
鴻
の
間
と
も
呼

こ
う

ば
れ
ま
す
。
こ
の
書
院
は
伏
見
城

か
ら
移
築
さ
れ
た
も
の
と
も
言
わ

れ
、
上
段
の
床
に
は
、
張

良(

前
漢

と
こ

ち
よ
う
り
よ
う

ぜ
ん

か
ん

建
国
の
功
臣)

が
四
賢
人(

秦
の

こ

う

し

ん

け

ん

じ

ん

し
ん

始
皇
帝
に
よ
る
圧
政
と
国
乱
を
避

し

こ

う

て

い

あ

つ

せ

い

さ

け
る
為
に
陝
西
省
商
山
に
遁
世
し

せ

ん

せ

い

し
よ
う
ざ
ん

と

ん

せ

い

た
東
園
高
・
綺
里
季
・
夏
黄
公
・

と

う

え

ん

こ

う

き

り

き

か

こ

う

こ

う

甪

里

先

生

の

四

人)

を

率

い

て

ろ

く

り

ひ
き

恵
帝
に
謁
見
す
る
様
子
が
描
か
れ

け

い

て

い

え

つ

け

ん

え
が

た
「
張
良
引
四
皓
謁
太
子
図
」
が

ち

よ

う

り

よ

う

い

ん

し

こ

う

え

つ

た

い

し

あ
り
、
こ
の
絵
は
逆
遠
近
法
で
描

え

ん

き

ん

え
が

か
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
前
に
座
っ
た
人
物
は
離
れ

は
な

る
ほ
ど
大
き
く
見
え
る
と
い
う
効

果
が
あ
り
、
豊
臣
秀
吉
が
上
段
に

座
っ
た
時
に
、
少
し
で
も
体
を
大

き
く
見
せ
る
た
め
に
描
か
れ
た
の

え
が

だ

と
も

言
わ
れ
て

い
ま
す
。

逆

遠
近
法
を
用
い
て
ま
で
自
分
を
大

え

ん

き

ん

き
く
見
せ
よ
う
と
し
た
秀
吉
は
、

自
分
が
小
さ
い
こ
と
に
相
当
コ
ン

プ
レ
ッ
ク
ス
を
持
っ
て
い
た
よ
う

で
す
。
尚
、
南
端
に
座
っ
た
時
に

一
番
大
き
く
見
え
る
そ
う
で
す
。

コロナ禍の中

逆 遠 近法で描かれている国宝・鴻の間
ぎやくえんきん えが こう

の「張良引四皓謁太子図」
ちようりよういんしこうえつたいし




