
先
祖
供
養
と
は
文
字
通
り
「
ご
先
祖
の
霊
を
供
養
す
る
こ
と
」
で

あ
り
、
ま
た
、
「
そ
の
た
め
に
営
ま
れ
る
仏
事
の
こ
と
」
を
指
し
ま

す
。
た
だ
、
仏
事
と
言
っ
て
も
仏
教
経
典
に
は
先
祖
供
養
に
関
す
る

記
述
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
先
祖
供
養
の
教
え
は
仏
教
で
は
な
く
、

日
本
の
古
く
か
ら
伝
わ
る
「
祖
霊
信
仰
」
・
「
祖
先
崇
拝
」
か
ら
き
て

い
る
と
さ
れ
ま
す
。
「
祖
霊
信
仰
」
・
「
祖
先
崇
拝
」
と
は
、
既
に
こ

の
世
に
い
な
い
先
祖
が
、
現
世
で
生
き
て
い
る
者
の
生
活
に
影
響
を

与
え
る
と
さ
れ
る
信
仰
で
す
。
こ
の
よ
う
な
祖
先
を
大
事
に
す
る
信

仰
、
「
祖
霊
信
仰
」
・
「
祖
先
崇
拝
」
が
、
仏
教
の
教
え
と
結
び
つ
い

て
、「
先
祖
供
養
」
の
習
慣
が
生
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
古

く
は
イ
ン
ド
で
死
者
を
慰
め
供
養
す
る
「
盂
蘭
盆
会
」
が
発
祥
と
さ

れ
る
「
お
盆
」
や
中
国
の
浄
土
思
想
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。
年
忌
法

要
や
春
・
秋
の
「
お
彼
岸
」
・
「
お
盆
」
の
他
、
お
墓
を
建
立
し
自
宅

に
仏
檀
を
設
け
る
こ
と
も
「
先
祖
供
養
」
で
す
。

近
年
、
少
子
高
齢
化
や
生
活
様
式
の
変
化
に
伴
い
、
墓
仕
舞
い
を

し
た
り
、
仏
壇
を
処
分
し
た
り
す
る
人
が
増
え
て
い
る
と
い
い
ま

す
。
こ
の
現
象
の
背
景
に
は
戦
後
の
核
家
族
化
が
あ
り
、
子
供
達
が

独
立
し
て
「
家
」
を
出
て
、
親
が
亡
く
な
れ
ば
「
家
」
は
否
応
な
し

に
途
絶
え
て
し
ま
い
ま
す
。「
家
」
の
跡
継
ぎ
が
い
な
け
れ
ば
、
代
々

の
供
養
継
承
も
難
し
く
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
供
養
と
い
う
の
は
、
た
だ
単
に
個
人
や
先
祖
の
た
め
に

行
う
儀
式
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
後
に
残
さ
れ
た
者

に
よ
る
宗
教
的
生
き
か
た
で
も
あ
る
の
で
す
。
供
養
の
営
み
を
通
し

て
、
家
族
は
故
人
や
先
祖
に
守
ら
れ
て
い
く
と
い
う
「
い
の
ち
」
の

流
れ
が
あ
る
の
で
す
。
お
墓
の
維
持
や
供
養
の
気
持
ち
は
あ
る
け
れ

ど
、
家
族
の
核
家
族
化
や
高
齢
化
・
遠
距
離
の
た
め
墓
地
の
維
持
が

困
難
に
な
っ
た
り
、
墓
参
り
が
難
し
く
な
っ
た
り
す
る
こ
と
は
や
む

を
得
な
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
供
養
を
途
絶
え
る
こ
と
な
く
続
け
る
こ
と
で
、
「
い
の

ち
」
は
過
去
か
ら
現
在
、
そ
し
て
、
未
来
へ
と
流
れ
て
い
く
こ
と
が

で
き
る
の
で
す
。
先
祖
供
養
や
年
回
忌
の
法
事
は
、
亡
く
な
っ
た
人

へ
の
悲
し
み
を
通
し
て
、
知
人
や
親
戚
を
温
か
く
繋
い
で
く
れ
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

昨
年
、
お
檀
家
の
Ｉ
様
か
ら
「
主
人
の
三
回
忌
に
当
た
り
法
事

を
し
た
い
の
で
す
が
、
自
身
も
親
族
も
高
齢
で
出
席
が
難
し
い
の

で
、
命
日
当
日
に
お
花
と
お
供
物
を
供
え
て
住
職
に
お
経
を
あ
げ
て

貰
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
相
談
を
受
け
ま
し
た
。

「
ご
供
養
の
気
持
ち
が
大
切
で
す
か
ら
」
と
お
受
け
し
て
、
ご
命
日

当
日
、
本
堂
で
三
回
忌
法
要
を
行
い
、
お
墓
に
も
お
花
を
供
え
て
ご

供
養
さ
せ
て
頂
き
、
ご
報
告
の
お
電
話
を
差
し
上
げ
た
と
こ
ろ
、

「
気
持
ち
が
す
っ
き
り
し
ま
し
た
」
と
、
大
変
喜
ん
で
下
さ
い
ま
し

た
。
以
前
に
も
「
遠
方
に
転
居
し
た
た
め
に
な
か
な
か
お
寺
に
伺
え

な
い
の
で
、
お
寺
で
ご
供
養
を
お
願
い
で
き
ま
せ
ん
か
」
と
の
相
談

が
数
件
あ
り
、
実
施
さ
せ
て
頂
き
大
変
感
謝
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま

し
た
。

日
蓮
聖
人
の
生
誕
八
〇
〇
年
記
念
勧
募
は
令
和
三
年
ま
で

実
施
し
て
お
り
ま
す
。
当
山
の
目
標
額
は
あ
と
わ
ず
か
に
な
り

ま
し
た
。
ご
協
力
頂
け
る
方
は
、
一
口
五
、
０
０
０
円
で
す
。

多
摩
信
用
金
庫
秋
川
支
店

普
通

一
五
〇
五
八
四
一

宗
教
法
人

宝
清
寺
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日
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聖
人
の
教
え

(

陰
徳
陽
報
御
書)

本
書
は
四
条
金
吾
氏
に
与
え
ら
れ
た
お
手
紙
で
す
。
四
条
氏
の
強

情
な
法
華
経
信
仰
は
主
君
や
同
僚
か
ら
何
度
も
迫
害
を
受
け
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
す
が
、
相
手
の
成
仏
を
願
う
至
誠
の
行
動
を
貫
い
た

結
果
、
つ
い
に
事
態
が
好
転
し
ま
し
た
。

そ
の
た
め
に
は
じ
っ
と
堪
え
る
忍
耐

力
が
重
要
な
の
だ
と
励
ま
し
て
い
ま
す
。
以
前
、
御
会
式
の
時
に
仏

教
経
典
に
あ
る
「
懸
情
流
水
・
受
恩
刻
石
」（
自
分
が
人
に
施
し
た
こ

と
は
忘
れ
、
人
か
ら
受
け
た
恩
は
そ
の
人
に
返
す
の
み
な
ら
ず
、
よ

り
多
く
の
人
に
施
す
こ
と
）
と
色
紙
を
か
ざ
し
て
話
し
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
。「
誰
か
が
あ
な
た
の
力
に
な
っ
て
い
る
。
あ
な
た
も
誰
か
の

力
に
な
っ
て
い
る
。
誰
か
が
誰
か
の
力
に
な
っ
て
い
る
」
世
の
中
だ

と
言
う
事
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
た
い
も
の
で
す
。
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地
な
ど
に
な
る
湿
地
が
、
近
年
、
ど
ん
ど
ん
消
失
し
て
い
る
。
こ
れ
が
、
鳥

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
影
響
し
て
い
る
。
更
に
、
世
界
各
国
で
都
市
化
に
よ
る

人
口
集
中
で
、
過
密
社
会
に
な
っ
た
こ
と
が
、
感
染
症
の
急
増
に
拍
車
を
掛

け
て
い
る
。」
と
指
摘
し
て
い
る
。

ペ
ス
ト
は
十
四
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
そ
し
て
世
界
を
恐
怖
の
ど
ん
底
に

陥
れ
、
人
口
の
三
分
の
一
が
亡
く
な
る
と
い
う
異
常
事
態
だ
っ
た
。
単
に
人

口
が
減
っ
た
だ
け
で
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
世
社
会
を
根
底
か
ら
覆
し

た
。
権
力
構
造
が
が
ら
り
と
変
わ
り
、
封
建
社
会
が
崩
れ
た
。
そ
れ
が
、
ル

ネ
ッ
サ
ン
ス
で
あ
り
、
教
会
が
支
配
し
て
い
た
「
暗
黒
の
時
代
」
と
決
別
し
、

人
間
を
解
放
す
る
運
動
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
期
に
、
科
学
者
と
し
て
も
名
を

刻
ん
だ
「
モ
ナ
リ
ザ
」
が
代
表
作
の
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
や
ニ
ュ

ー
ト
ン
な
ど
多
く
の
偉
人
が
誕
生
し
た
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
ペ
ス
ト
の
流
行
で

ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
で
研
究
生
活
を
送
る
つ
も
り
だ
っ
た
が
二
年
間
休
校

に
な
り
故
郷
に
帰
り
、
「
万
有
引
力
」
や
「
微
分
積
分
」
の
考
え
方
を
発
見

し
た
。
そ
の
期
間
を
後
に
「
創
造
的
休
暇
」
と
呼
ん
で
い
る
。

未
だ
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
終
息
の
目
処
が
た
た
な
い
。

学
生
時
代
に
小
林
秀
雄
や
亀
井
勝
一
郎
な
ど
の
著
書
を
よ
く
読
ん
だ
。

誰
の
ど
の
著
書
か
は
不
明
だ
が
「
人
間
は
天
然
資
源
を
求
め
、
森
林
を
は

じ
め
と
し
て
大
規
模
な
自
然
破
壊
を
続
け
て
い
る
。
環
境
を
軽
ん
じ
て
い

る
人
類
に
自
然
界
か
ら
逆
襲
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
」
と
い
う
内
容
の
文

が
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
た
。
エ
ボ
ラ
出
血
熱
、
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
、

サ
ー
ズ
、
マ
ー
ズ
、
そ
し
て
今
回
の
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
」。

近
年
人
類
の
天
敵
で
あ
る
ウ
イ
ル
ス
が
世
界
中
で
次
々
と
襲
い
か
か
り
、

そ
の
た
び
に
多
数
の
犠
牲
者
を
出
し
て
い
る
。『
感
染
症
の
世
界
史
』
の
著

者
石
弘
之
氏
は
「
自
然
破
壊
に
よ
り
野
生
動
物
が
す
み
か
や
餌
を
失
い
生

態
系
を
乱
さ
れ
人
の
生
活
圏
に
出
没
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
ま
で
は

明
確
だ
っ
た
人
と
野
生
動
物
と
の
境
界
が
曖
昧
に
な
り
野
生
生
物
が
人
間

の
近
く
に
い
る
動
物
（
家
畜
・
ペ
ッ
ト
）
な
ど
を
介
し
て
、
新
し
い
ウ
イ

ル
ス
を
拡
散
さ
せ
る
。
ま
た
、
世
界
で
の
肉
食
の
広
が
り
で
、
増
え
る
家

畜
も
、
感
染
症
の
拡
大
や
新
し
い
病
気
を
生
ん
で
い
る
。
渡
り
鳥
の
越
冬



お
檀
家
の
岩
佐
扇
靖
（
靖
子
）

様
は
平
成
十
七
年
四
月
に
ご
主
人

の
岩
佐
隆
夫
様
が
亡
く
な
ら
れ
て

か
ら
の
ご
縁
で
、
「
鰐
口
」
（
当
山

の
七
面
堂
正
面
軒
下
に
扁
円
・
中

空
で
下
方
に
横
に
長
い
口
の
あ

る
、
棕
櫚
で
編
ん
だ
綱
で
打
ち
鳴

ら
し
て
参
拝
す
る
青
銅
製
の
仏

具
）
を
奉
納
さ
れ
る
な
ど
、
ご
供

養
に
熱
心
な
お
檀
家
の
お
一
人
で
、
大

正
琴
扇
靖
流
家
元
と
し
て
多
摩
を
中
心

に
活
躍
さ
れ
て
い
ま
す
。

岩
佐
扇
靖
様
と
大
正
琴
と
の
出
会
い

は
昭
和
五
十
四
年
の
こ
と
で
、
昭
和
六

十
一
年
に
「
大
正
琴
扇
靖
流
」
と
し
て

流
派
を
創
立
。
現
在
、
あ
き
る
野
、
日

の
出
、
多
摩
、
福
生
、
昭
島
、
羽
村
・

瑞
穂
、
神
奈
川
、
福
島
県
会
津
の
八
支

部
を
有
し
、
一
九
九
五
年
（
平
成
七
年
）

初
め
て
中
国
天
津
で
海
外
公
演
を
実

施
、
そ
の
後
も
、
海
外
公
演
の
機
会
に

恵
ま
れ
一
九
九
七
年
（
平
成
九
年
）
日

豪
親
善
交
流
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

シ
ド

ニ
ー

オ
ペ
ラ
ハ
ウ
ス
（
参
加
者
二
九

八
名
）
、
二
〇
〇
〇
年
（
平
成
十
二
年
）

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

カ
ー
ネ
ギ
ー
・
ホ
ー

ル
（
参
加
者
二
〇
二
名
）
な
ど
、
世
界

屈
指
の
大
ホ
ー
ル
で
成
功
を
収
め
、
そ

の
後
も
、
モ
ン
ゴ
ル
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア

・
ド
イ
ツ
・
ス
イ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
・
イ

タ
リ
ア
・
カ
ナ
ダ
で
海
外
公
演
を
実
施

さ
れ
、
延
べ
一
二
三
四
名
の
会
員
が
参

加
し
て
い
ま
す
。

平
成
十
五
年
に
は
各
会
派
の
家
元
・

会
主
五
人
で
、
新
し
い
大
正
琴
の
世
界

の
発
見
と
自
己
研
鑽
の
た
め
「
五
人
楽

女
（
ご
に
ん
ら
く
じ
ょ
）
」
の
グ
ル
ー

プ
を
結
成
、
更
に
大
正
琴
扇
靖
流
演
奏

曲
集
基
本
編
・
第
一
集
～
第
八
集
・
童

謡
集
等
の
楽
譜
を
出
版
す
る
な
ど
精
力

的
に
活
動
を
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
年
は
創
立
四
〇
周
年
を
迎
え
る
に

当
た
り
、
家
元

岩
佐
扇
靖
様
か
ら
、

『
こ
の
道
四
〇
年
に
寄
せ
て
』
と
題
す

る
お
手
紙
を
お
送
り
頂
き
ま
し
た
の
で

ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

『
昭
和
五
十
三
年
秋
、
小
さ
な
お

稽
古
場
か
ら
「
弦
」
の
ひ
び
き
。
そ
の

音
色
は
静
か
で
や
さ
し
く
、
そ
し
て
ど

こ
か
懐
か
し
く
・
・
・
。
魅
か
れ
て
訪

ね
て
み
る
と
見
た
こ
と
も
な
い
小
さ
な

楽
器
か
ら
「
荒
城
の
月
」
の
メ
ロ
デ
イ

ー
が
流
れ
て
く
る
。
そ
れ
は
私
が
初
め

て
聴
く
音
。
初
め
て
見
る
楽
器
・
・
・
。

私
と
大
正
琴
の
最
初
の
出
会
い
。
大
き

な
感
動
で
し
た
。

私
が
「
縁
」
と
い
う
「
糸
」
に
引
き

寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
た
く
さ
ん
の
方
々

と
の
出
会
い
が
あ
り
、
昭
和
五
十
六
年

に
最
初
の
教
室
を
秋
川
市
（
現
在
あ
き

る
野
市
）
二
宮
神
社
会
館
に
て
開
講
し

し
四
十
年
。
こ
の
日
を
迎
え
て
記
憶
を

辿
り
な
が
ら
こ
れ
ま
で
の
道
の
り
を
振

り
返
れ
ば
、
た
だ
た
だ
感
慨
一
入
と
い

っ
た
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す

第
一
回
の
教
室
十
五
～
十
六
名
か
ら

出
発
し
、
そ
の
後
、
「
お
さ
ら
い
会
」

を
催
す
ご
と
に
会
員
が
年
々
増
加
し
、

ち
ょ
う
ど
世
の
中
は
高
齢
者
の
生
涯
学

習
ブ
ー
ム
に
入
り
、
大
正
琴
が
全
国
で

大
い
に
活
躍
す
る
時
代
に
入
り
ま
し

た
。

日
本
国
内
の
み
な
ら
ず
、
い
ち
早
く
私

は
海
外
公
演
に
目
を
向
け
、
日
本
人
が

考
案
し
た
楽
器
で
の
日
本
音
楽
文
化
を

海
外
に
発
信
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
た

矢
先
に
、
中
国
天
津
公
演
の
ご
縁
を
頂

き
、
そ
の
後
九
回
の
海
外
公
演
（
延
数

一
、
０
０
０
名
）
が
扇
靖
流
全
体
の
活

動
と
原
動
力
と
な
り
、
こ
の
経
験
を
生

か
し
て
地
域
催
事
、
施
設
慰
問
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
に
年
間
三
五
〇
名
以
上
が
活
動

力
を
発
揮
し
て
お
り
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
大
き
な
活
動

は
私
一
人
で
は
で
き
る
も
の
で
は
な

く
、
常
に
会
員
全
員
の
信
頼
と
チ
ー
ム

ワ
ー
ク
の
素
晴
ら
し
さ
が
基
本
に
な
っ

て
い
る
と
思
い
ま
す
。

私
自
身
、
四
〇
年
前
最
初
の
講
座
は

指
導
も
し
ど
ろ
も
ど
ろ
、
大
正
琴
の
未

熟
さ
、
無
能
さ
ゆ
え
に
戸
惑
う
こ
と
ば

か
り
。
今
思
い
出
し
て
も
背
筋
が
寒
く

な
る
思
い
で
す
。

そ
の
よ
う
な
時
に
救
わ
れ
た
の
は
、

出
会
う
会
員
一
人
一
人
か
ら
頂
く
知
恵

と
力
、
元
気
と
勇
気
を
与
え
て
く
れ
る

力
強
い
言
葉
、
や
さ
し
さ
、
す
べ
て
が

私
を
成
長
さ
せ
育
て
て
頂
き
、
パ
ワ
ー

の
源
と
な
り
ま
し
た
。

ま
さ
に
皆
様
と
の
出
会
い
は
私
の

で
ご
ざ
い
ま

す
。
大
正
琴
の
音
色
が
日
本
人
の
持
つ

音
楽
の
琴
線
に
ふ
れ
た
時
、
心
は
癒
や

さ
れ
、
懐
か
し
さ
、
希
望
、
輝
き
、
喜

び
が
あ
ふ
れ
、
ま
さ
に
、

楽
器
で
あ
り
、
こ
の
小
さ

な
楽
器
が
大
勢
の
方
々
と
喜
び
を
分
か

ち
合
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
大
変
に
意

義
深
い
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

四
〇
年
の
新
た
な
る

と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
様
々
な
経
験
と

皆
様
か
ら
育
て
て
頂
い
た
知
恵
と
力
な

ど
を
生
か
し
な
が
ら
、
弾
く
人
、
聴
く

人
全
て
の
方
々
に
、
大
正
琴
を
通
し
て

生
き
甲
斐
と
喜
び
の
お
手
伝
い
を
さ
せ

て
頂
け
れ
ば
と
念
じ
て
い
ま
す
。
』
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薬
草
喩
品
は
釈
尊
が
自
分
の
説
法
を

草
木
に
注
ぐ
雨
に
た
と
え
て
説
明
さ
れ

る
。釈

尊
は
摩
訶
迦
葉
及
び
弟
子
達
に
語

っ
た
。
「
迦
葉
よ
、
如
来
は
諸
法
の
王
で

あ
り
、
真
実
を
説
き
、
ま
た
方
便
で
説

き
、
説
く
と
こ
ろ
は
全
て
本
質
を
究
め

て
い
る
。
一
切
の
事
象
の
帰
趨
す
る
と

こ
ろ
を
見
極
め
、
ま
た
す
べ
て
の
衆
生

の
所
業
を
知
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
智

慧
を
開
示
し
て
、
衆
生
に
知
ら
し
め
る

の
で
あ
る
。
迦
葉
よ
、
三
千
大
千
世
界

に
は
山
川
や
渓
谷
が
あ
り
、
様
々
な
草

木
や
樹
木
や
薬
草
な
ど
が
生
い
茂
っ
て

い
る
。
水
を
い
っ
ぱ
い
含
ん
だ
雲
が
沸

き
上
が
り
、
三
千
大
千
世
界
に
あ
ま
ね

く
降
り
そ
そ
ぎ
、
乾
い
た
大
地
を
潤
す
。

雨
は
、
小
さ
な
根
、
小
さ
な
茎
、
小
さ

な
葉
、
小
さ
な
枝
を
潤
し
、
ま
た
中
位

の
も
の
、
大
き
い
も
の
す
べ
て
を
潤
す
。

樹
木
は
等
し
く
、
大
小
そ
れ
ぞ
れ
の
種
に

よ
っ
て
受
け
、
種
に
応
じ
て
成
長
す
る
。

雨
を
受
け
た
場
所
に
よ
り
、
草
木
の
種
類

に
よ
っ
て
差
別
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
迦

葉
よ
、
如
来
も
ま
た
こ
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
。
如
来
が
世
に
出
現
す
る
と
き
、
お

お
き
な
雲
が
湧
き
あ
が
っ
て
雷
鳴
を
と
ど

ろ
か
せ
る
よ
う
に
、
大
音
声
を
響
か
せ
て

生
き
と
し
生
け
る
も
の
に
告
げ
知
ら
せ
、

雨
が
三
千
世
界
を
潤
す
よ
う
に
、
衆
生
に

降
り
そ
そ
ぐ
の
で
あ
る
。

そ
の
と
き
如
来
は
大
衆
の
な
か
に
い

て
、
こ
の
よ
う
に
説
く
の
で
あ
る
。
『
わ

た
し
は
如
来
で
あ
り
、
諸
法
の
王
で
あ
る
。

未
だ
悟
り
の
彼
岸
に
渡
れ
な
い
も
の
は
渡

ら
せ
、
未
だ
心
の
平
安
を
得
て
い
な
い
い

も
の
は
安
ら
か
な
ら
し
め
、
未
だ
涅
槃
を

得
て
い
な
い
も
の
は
涅
槃
に
至
ら
し
め

る
。
わ
た
し
は
現
世
と
来
世
の
一
切
を
知

る
も
の
で
あ
り
、
一
切
を
見
る
も
の
で
あ

り
、
道
を
知
る
も
の
で
あ
り
、
道
を
説
く

も
の
で
あ
る
。
み
な
来
た
り
て
、
法
を
聴

け
』。
そ
こ
へ
幾
千
万
と
い
う
衆
生
が
来
て

法
を
聴
く
の
で
あ
る
。
如
来
は
、
こ
の
衆

生
の
一
人
ひ
と
り
の
利
と
鈍
、
努
力
と
怠

け
の
程
度
に
よ
り
、
そ
の
機
根
に
応
じ
て

法
を
説
く
の
で
あ
る
。
お
お
き
な
雲
が
三

千
大
千
世
界
の
等
し
く
雨
を
降
ら
し
、
草

木
は
そ
れ
ぞ
れ
の
種
に
よ
っ
て
潤
い
、
種

に
応
じ
て
成
長
す
る
も
の
で
あ
る
。
如
来

の
説
く
と
こ
ろ
は
一
味
の
雨
で
あ
る
が
、

衆
生
は
そ
れ
に
よ
っ
て
得
る
様
々
な
功
徳

を
知
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。
雨
に
潤

う
草
木
が
、
自
ら
の
種
の
違
い
を
知
る
こ

と
が
な
い
よ
う
に
。

迦
葉
よ
、
お
前
た
ち
が
、
如
来
の
宜
し

き
に
随
っ
て
聴
い
て
よ
く
信
じ
、
よ
く
理

解
し
た
の
は
希
有
の
こ
と
で
あ
る
。
諸
法

の
方
便
に
よ
る
説
法
は
深
く
、
理
解
し
難

く
知
り
難
い
か
ら
で
あ
る
。」

釈
尊
は
こ
の
よ
う
に
語
る
と
重
ね
て
こ

の
意
味
を
伝
え
よ
う
と
し
て
、
詩
句
を
も

っ
て
唱
え
た
。


