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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

不

完

全

住

職

蒲

原

霊

英

一
月
二
十
一
日
、
イ
チ
ロ
ー
氏
が
米
野
球
殿
堂
入
り
を
果
た
し
ま
し
た
。
彼
は
ス
ピ

で
ん
ど
う

ー
チ
で
、
一
票
足
り
な
か
っ
た
こ
と
に｢

す
ご
く
良
か
っ
た｣

と
述
べ
た
の
で
す
が
、｢

不

の

完
全
だ
か
ら
進
も
う
と
で
き
る｣

の
で｢

不
完
全
で
あ
る
と
い
う
の
は
い
い｣

と
い
う
理
由

で
す
。
実
に
、
野
球
の
求
道
者
と
言
わ
れ
る
彼
ら
し
い
言
葉
で
す
。

ぐ

ど

う

し

や

で
は
、｢

完
全｣

と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
仏
教
で
は｢

完
全｣

と
は｢

悟
り｣

さ
と

で
あ
り
、
欠
け
る
所
の
無
い
円
で
表
さ
れ
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
「
悟
り｣

と
は
、

あ
ら
わ

さ
と

迷
い
の
世
界
か
ら
脱
却
し
て
真
実
に
目
覚
め
る
こ
と
で
あ
り
、
仏
教
で
は｢

悟
り｣

を
得

だ
つ
き
や
く

め

ざ

さ
と

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
、
ま
ず
は
迷
い
の
世
界
か
ら
の
脱
却
を
目
指
し
ま
す
。

だ
つ
き
や
く

め

ざ

そ
の
た
め
に
ま
ず
、
例
え
ば
座
禅
を
組
ん
だ
り
、
滝
に
打
た
れ
た
り
、
荒
行
を
行
っ

ざ

ぜ

ん

あ
ら
ぎ
よ
う

た
り
し
て
、
自
力
で
迷
い
を
無
く
そ
う
と
す
る
方
法
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
日

常
生
活
を
送
り
な
が
ら
毎
日
こ
の
よ
う
な
行
を
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
で
す
。
そ

ぎ
よ
う

れ
に
、
確
か
に
こ
の
よ
う
な
行
を
し
て
い
る
最
中
は
心
が
無
に
な
っ
て
迷
い
が
消
し
去

ぎ
よ
う

さ
い
ち
ゆ
う

ら
れ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
終
わ
っ
て
し
ま
え
ば
ま
た
元
通
り
に
な
る
の
が
普

も
と
ど
お

通
の
人
間
で
し
ょ
う
。
で
は
、
自
力
で
迷
い
を
無
く
せ
な
い
人
は
、
唯
々
闇
雲
に
一
生

た
だ
た
だ

や
み
く
も

あ
あ
で
も
な
い
こ
う
で
も
な
い
と
迷
い
、
苦
し
み
続
け
る
だ
け
で
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

親
鸞
聖
人
も
、
二
十
年
も
比
叡
山
で
修
行
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
迷
い
を
無
く
す

し
ん
ら
ん
し
よ
う
に
ん

ひ

え

い

ざ

ん

し
ゆ
ぎ
よ
う

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
山
を
下
り
法
然
上
人
の
下
に
行
か
れ
て
、

お

も
と

迷
っ
た
ま
ま
の
私
を
そ
の
ま
ま
悟
り
の
世
界
へ
渡
し
て
く
だ
さ
る
阿
弥
陀
如
来
に
す
べ

さ
と

わ
た

て
お
任
せ
す
る
こ
と
を
選
ば
れ
た
の
で
す
。
色
々
な
こ
と
が
次
々
と
起
こ
り
、
そ
れ
で

ま
か

も
頑
張
っ
て
善
人
ぶ
っ
て
み
て
も
、
心
の
奥
底
に
は
絶
え
ず
見
栄
や
嫉
妬
や
不
平
不
満

が

ん

ば

お
く
そ
こ

た

み

え

し

つ

と

愚
痴
等
々
が
次
か
ら
次
へ
と
沸
き
上
が
っ
て
来
る
、
そ
ん
な
愚
か
で
駄
目
な
私
の
姿
は
、

ぐ

ち

わ

お
ろ

だ

め

他
の
誰
の
目
か
ら
も
見
え
な
く
て
も
阿
弥
陀
様
だ
け
は
お
見
通
し
。
そ
の
智
慧
の
光
で

ち

え

私
を
照
ら
し
、｢

し
っ
か
り
と
自
分
自
身
と
向
き
合
っ
て
み
な
さ
い｣

と
、
私
自
身
も
見

た
く
な
い
私
の
真
実
の
姿
を
映
し
出
し
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
そ
れ
な
の
に
、
見
よ
う
と

う
つ

も
せ
ず
そ
の
ま
ま
自
堕
落
に
過
ご
す
私
に
は
、
気
付
く
ま
で
声
を
掛
け
続
け
て
く
だ
さ

じ

だ

ら

く

か

る
。
向
き
合
っ
て
脱
却
し
よ
う
と
頑
張
っ
て
み
て
も
や
は
り
駄
目
な
私
に
は
、
「
そ
う
か

だ
つ
き
や
く

が

ん

ば

だ

め

そ
う
か
。
大
丈
夫
大
丈
夫｣

と
寄
り
添
い
励
ま
し
て
く
だ
さ
る
。｢

南
無
阿
弥
陀
仏｣

と
阿

そ

は
げ

弥
陀
様
の
お
名
前
を
喚
ば
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
は
、
自
分
自
身
と
向
き
合
う
こ
と
で
も

よ

あ
り
、
そ
ん
な
私
を
見
捨
て
ず
に
、
此
岸(

娑
婆)

か
ら
彼
岸(

悟
り
の
世
界)

へ
そ
の
ま

す

し

が

ん

し

や

ば

ひ

が

ん

さ
と

ま
渡
し
て
く
だ
さ
る
阿
弥
陀
様
に
御
礼
申
し
上
げ
る
こ
と
で
も
あ
る
の
で
す
。

わ
た彼

岸
に
あ
た
り
、
改
め
て
不
完
全
な
私
と
向
き
合
い
お
念
仏
申
し
ま
し
ょ
う
。
合

掌

ひ

が

ん

三
月
二
十
日(
木
・

祝)

午
前
十
一

時
よ
り

彼
岸
中
日

法
要

護

持

会

総

会
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国宝・鴻の間（黒書院）でのお斎
こう とき

宗
祖
親
鸞
聖
人
の
ご
遺
徳
や
ご
苦
労
を
偲
び
、
阿
弥
陀
如
来
の
お
救
い

し
ゆ
う
そ
し
ん
ら
ん
し
よ
う
に
ん

い

と

く

し
の

を
い
た
だ
く
こ
と
を
改
め
て
心
に
深
く
味
わ
わ
せ
て
い
た
だ
く
御
正
忌
報

ご

し

よ

う

き

ほ

う

恩
講
法
要
が
、
本
山
・
御
影
堂
で
一
月
九
日
か
ら
聖
人
の
御
祥
月
御
命
日

お
ん

こ

う

ご

え

い

ど

う

ご

し

よ

う

つ

き

ご

め

い

に

ち

で
あ
る
十
六
日
ま
で
計
十
四
座
営
ま
れ
ま
し
た
。

い
と
な

十
五
日
午
後
の
逮
夜
法
要
後
に
は
、
大
谷
光
淳
門
主
が
、
阿
弥
陀
仏
の

た

い

や

こ
う
じ
ゆ
ん

も

ん

し
ゆ

本
願
の
は
た
ら
き
で｢

煩
悩
を
な
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
自
己
中
心
的
な

ぼ

ん

の

う

私
で
あ
る｣

こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
か
ら
こ
そ
、
「
社
会
に
迎
合
し
、
戦
争
や

げ
い

ご

う

差
別
的
政
策
に
協
力
す
る
愚
か
さ
を
知
り
、
時
代
に
よ
っ
て
変
わ
る
こ
と

お
ろ

親
鸞
聖
人
の
出
自
に
つ
い
て
は
、
聖
人
の
曾
孫
で
本
願
寺
第
三
代
で
も

し
ん
ら
ん
し
よ
う
に
ん

し

ゆ

つ

じ

し
よ
う
に
ん

ひ

あ
る
覚
如
上
人
に
よ
っ
て
聖
人
の
ご
生
涯
を
図
絵
と
詞
書
で
ま
と
め
ら
れ

か
く
に
よ
し
よ
う
に
ん

し
よ
う
に
ん

し
よ
う
が
い

こ
と
ば
が
き

た
、『
御
伝
抄
』
の
最
初
の
と
こ
ろ
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
る
と
、

ご

で

ん

し

よ

う

し
る

聖
人
は｢

皇
太
后
宮
大
進
有
範
の
子
な
り｣

と
さ
れ
て
お
り
、
日
野
有
範
の

し
よ
う
に
ん

こ
う

た

い
ご

う

ぐ
う

の

だ
い

し
ん
あ

り
の

り

ひ

の

あ

り

の

り

子
と
し
て
誕
生
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

聖
人
の
出
自
で
あ
る
日
野
家
と
は
、
藤
原
氏
の
流
れ
を
汲
む
家
で
す
。

し
よ
う
に
ん

し

ゆ

つ

じ

く

藤
原
氏
と
は
天
児
屋
根
尊
か
ら
出
た
氏
族
と
さ
れ
、
こ
こ
か
ら
数
え
て
十

あ

ま

つ

こ

や

ね

の

み

こ

と

一
世
の
子
孫
に
鎌
足
が
い
ま
す
。
鎌
足
は
、
も
と
は
中
臣
氏
と
称
し
て
お

か

ま

た

り

か

ま

た

り

な

か

と

み

り
、
大
化
元
年(

六
四
五)

に
中
大
兄
皇
子
を
助
け
た
乙
巳
の
変
に
よ
っ
て

た

い

か

な

か

の

お

お

え

の

お

う

じ

い

つ

し

蘇
我
氏
を
倒
し
、｢

大
化
の
改
新｣

と
呼
ば
れ
る
政
治
改
革
を
進
め
て
い
っ

そ

が

た

い

か

か

い

し

ん

た
重
要
な
人
物
で
す
。
鎌
足
は
、
そ
の
後｢

藤
原｣

と
氏
名
を
改
め
て
、
政

か

ま

た

り

治
の
中
心
に
躍
り
出
ま
し
た
。
鎌
足
の
子
が
不
比
等
で
、
そ
の
子
の
房
前

お
ど

か

ま

た

り

ふ

ひ

と

ふ

さ

ざ

き

は
藤
原
家
北
家
を
立
て
、
そ
の
後
は
真
盾
、
内
麿
と
受
け
継
が
れ
ま
し
た
。

ほ

つ

け

ま

だ

て

う
ち

ま
ろ

内
麿
の
長
男
が
真
夏
で
、
日
野
家
の
祖
と
さ
れ
ま
す
。
た
だ
、
実
際
に
は
、

う

ち
ま

ろ

ま

な

つ

そ

真
夏
か
ら
後
の
平
安
時
代
中
期
に
、
資
業
が
日
野(

京
都
市
伏
見
区)

の
山

ま

な

つ

す

け

な

り

荘
に
法
界
寺
を
建
立
し
た
こ
と
か
ら
日
野
と
名
乗
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

ほ

う

か

い

じ

な
お
、
真
夏
の
弟
で
内
麿
の
三
男
に
あ
た
る
の
が
冬
嗣
で
、
冬
嗣
の
子

ま

な

つ

う

ち

ま

ろ

ふ

ゆ

つ

ぐ

ふ

ゆ

つ

ぐ

孫
は
天
皇
家
と
姻
戚
関
係
を
結
ぶ
な
ど
し
て
、
摂
政
と
関
白
に
次
々
と
就

い

ん

せ

き

せ
つ
し
よ
う

か

ん

ぱ

く

つ

い
て
政
治
的
実
権
を
握
り
、
平
安
時
代
中
期
に
は
、
道
長
・
頼
道
父
子
で

に
ぎ

み

ち

な

が

よ

り

み

ち

代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
摂
関
政
治
の
中
心
的
立
場
を
着
実
に
築
き
上
げ
て

せ

つ

か

ん

き
ず

い
き
、
栄
耀
栄
華
を
誇
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
長
男
の
真
夏
は
、

え

い

よ

う

え

い

が

ほ
こ

ま

な

つ

従
三
位
参
議
と
い
う
官
位
を
受
け
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
朝
廷
に
仕
え
る

じ

ゆ

う

さ

ん

み

さ

ん

ぎ

つ
か

公
家
と
し
て
は
中
級
ク
ラ
ス
で
、
政
治
の
世
界
で
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
名
前

く

げ

を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
そ
の
子
孫
に
つ
い
て
も
、
政
治
面

で
は
平
安
時
代
に
表
舞
台
に
そ
の
名
が
登
場
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

日
野
家
と
し
て
は
、
実
光
の
時
に
権
中
納
言
に
進
ん
だ
の
が
最
高
位
で
す
。

さ

ね
み
つ

ご

ん

ち

ゆ

う

な

ご

ん

聖
人
の
父
で
あ
る
有
範
は
実
光
の
弟
の
宗
光
の
孫
で
、
そ
の
兄
弟
の
中

し
よ
う
に
ん

あ

り

の

り

さ

ね

み

つ

む

ね

み

つ

の
三
男
で
す
。
つ
ま
り
、
有
範
は
日
野
の
本
流
で
は
な
く
傍
流
に
あ
た
り
、
更

あ

り
の

り

ぼ
う
り
ゆ
う

さ
ら

に
そ
の
長
男
で
は
な
い
傍
系
に
あ
た
る
の
で
す
。（
本
願
寺
新
報
よ
り
一
部
修
正
転
載
）

ぼ
う
け

い

『
教
行
信
証
』
が
生
ま
れ
る
ま
で

３

の
な
い
阿
弥
陀
様
の
本
願
に

よ
る
念
仏
者
の
生
き
方
を
志

す
こ
と
が
で
き
る
。
終
戦
八

十
年
の
年
の
御
正
忌
報
恩
講

ご

し

よ

う

き

ほ

う

お

ん

こ

う

に
当
た
り
、
改
め
て
私
の
生

き
方
を
問
い
直
し
、
念
仏
者

と
し
て
の
歩
み
を
進
め
て
参

り
ま
し
ょ
う
」
と
ご
親
教(

法

し
ん
き
よ
う

話)

を
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

期
間
中
は
各
種
特
別
講
演
、

や
公
開
講
座
、
被
災
地
支
援

物
産
展
な
ど
様
々
な

催

し
が

も
よ
お

行
わ
れ
ま
し
た
。

｢御親開扉（ごしんかいひ）｣

９日午後２時前、両余間に
よ ま

宗 祖90年のご生涯を描いた
しゆう そ しようがい

８幅のご絵伝が掛けられた御
ご

影堂で、ご門主が御真影をご
えいどう ご し ん ね い

安置する内陣中央の厨子の扉
ないじん ず し

を開かれることから、御正忌
ご し よ う き

報恩講法要が始まります。
ほうおんこう


