
大
規
模
な
先
祖
供
養
と
い
え
ば
、お
盆
と
春
・
秋
の
お
彼
岸
で
す
。お
盆

は
一
年
に
一
度
、ご
先
祖
が
帰
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
、ご
先
祖
が
眠
る
墓

地
に
出
向
き
、
自
宅
で
は
迎
え
火
を
焚
き
ご
先
祖
を
迎
え
、
、
棚
経
と
言
っ

て
自
宅
に
僧
侶
を
招
い
て
供
養
し
ま
す
。お
盆
の
最
終
日
に
は
、送
り
火
を

焚
き
、
ご
先
祖
を
お
墓
ま
で
送
り
ま
す
。

当
山
で
は
、
棚
経
に
例
年
伺
っ
て
い
る
お
宅
の
他
は
、
ご
希
望
に
よ
り
、

伺
う
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

ご
供
養
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
新
聞
に
同
封
し
た
お
盆
お
塔
婆
申
し

込
み
用
紙
の
「
お
盆
供
養
に
つ
い
て
」の
欄
の
該
当
す
る
項
目
に
印
を
付
け

け
ご
投
函
く
だ
さ
い
。

こ
の
ご
遺
文
は
『
観
心
本
尊
抄
』
の
一
文
で
、
日
蓮
聖
人
が
私
た
ち

の
心
の
中
に
、
仏
の
心
が
宿
っ
て
い
る
こ
と
を
解
き
明
か
さ
れ
た
部
分

で
す
。『
観
心
本
尊
抄
』
は
日
蓮
聖
人
の
大
切
な
教
え
の
軸
と
な
る
最
重

要
書
で
す
。
こ
の
世
の
中
に
は
、
自
身
の
目
で
は
見
え
な
い
も
の
が
た

く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

詩
人
の
金
子
み
す
ゞ
さ
ん
は
「
星
と
た
ん
ぽ
ぽ
」
と
い
う
詩
の
中
で
、

昼
の
星
と
た
ん
ぽ
ぽ
の
根
っ
こ
は
「
見
え
ぬ
け
れ
ど
も
あ
る
ん
だ
よ
、

見
え
ぬ
も
の
で
も
あ
る
ん
だ
よ
」
と
語
り
か
け
て
い
ま
す
。

令
和
五
年
一
月
、
一
般
社
団
法
人
映
画
支
援
協
会
の
君
島
登
会
長

の
お
申
し
出
に
よ
り
、
本
堂
を
新
築
奉
納
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

本
堂
建
築
に
関
す
る
詳
細
は
、
次
号
の
本
紙
に
て
お
知
ら
せ
致
し
ま
す
。
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の
冒
頭
に
「
智
に
働
け
ば
角
が
立
つ
。
情
に
棹さ

お

さ
せ
ば
流
さ
れ
る
。
意
地
を
通
せ
ば
窮
屈
だ
。
と
に
か
く
人
の
世
は

住
み
に
く
い
」
と
あ
り
、

の
中
で
、「
人

し
ゅ
じ
ゅ

生
は
狂
人
の
主
催
に
成
っ
た
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
大
会
に
似
た
も
の
で

あ
る
。
我
々
は
人
生
と
闘
い
な
が
ら
、
人
生
と
闘
う
こ
と
を
学
ば
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
い
う
ゲ
ー
ム
の
莫
迦
莫
迦
し
さ
に
憤
慨
を

ば

か

ば

か

禁
じ
得
な
い
も
の
は
さ
っ
さ
と
埒
外
に

歩

さ
る
が
好
い
。（
中
略
）

ら
ち
が
い

あ
ゆ
み

よ

し
か
し
、
人
生
の
競
技
場
に
踏
み
止
ま
り
た
い
と
思
う
も
の
は
創
痍

そ
う

い

を
恐
れ
ず
に
闘
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
、

現
代
は
科
学
万
能
・
科
学
文
明
が
進
歩
し
て
い
る
一
方
、
人
々
は

自
我
我
欲
の
中
に
生
き
、
人
間
と
し
て
本
当
に
大
切
な
も
の
を
忘
れ

去
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

住
職
ひ
と
口
法
話
第
七
十
三
回

人
間
に
は
本
能
と
し
て
自
己
保
存
の
感
情
が
あ
り
、
現
代
で
は

そ
れ
が
利
己
主
義
と
な
っ
て
極
端
に
現
れ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
と

い
っ
て
封
建
時
代
の
よ
う
に
自
己
を
犠
牲
に
し
て
他
人
に
尽
く
す

だ
け
の
生
活
も
で
き
ま
せ
ん
。
現
代
社
会
で
は
、
ど
ち
ら
か
に
偏

る
こ
と
は
不
都
合
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
夏
目
漱
石
が
学
生

に
講
演
し
た
「
私
の
個
人
主
義
」
で
「
利
他
主
義
も
利
己
主
義
も

不
都
合
だ
と
し
て
「
個
人
主
義
」
を
提
唱
し
て
い
ま
す
。
「
個
人

主
義
」
と
は
、
他
人
に
尽
く
す
こ
と
が
自
分
に
も
プ
ラ
ス
に
な
る

と
い
う
考
え
で
す
。
献
血
を
例
に
取
れ
ば
、
進
ん
で
献
血
を
す
る

人
を
「
利
他
主
義
」
誰
が
使
用
す
る
か
分
か
ら
な
い
と
考
え
、
献

血
を
拒
絶
す
る
人
を
「
利
己
主
義
」
と
す
る
と
、
献
血
を
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
良
い
こ
と
を
し
た
と
精
神
的
に
得
る
も
の
が
あ
る

と
考
え
る
の
が
「
個
人
主
義
」
だ
と
い
う
の
で
す
。
人
に
尽
く
す

こ
と
で
自
身
が
得
る
も
の
が
あ
る
と
考
え
、
人
に
「
思
い
や
り
」

を
か
け
る
こ
と
は
で
き
る
は
ず
で
す
。

ま
た
、
人
々
は
順
境
に
お
か
れ
る
と
有
頂
天
に
な
り
、
己
を
失

い
甘
さ
故
に
転
落
が
始
ま
り
ま
す
。
逆
境
に
お
か
れ
る
と
失
意
の

状
態
か
ら
己
を
失
い
自
暴
自
棄
に
陥
り
ま
す
。
そ
う
し
た
状
況
か

ら
抜
け
出
す
た
め
に
は
、
順
境
に
あ
っ
て
も
逆
境
に
あ
っ
て
も
己

を
失
わ
な
い
よ
う
心
が
け
る
こ
と
が
肝
要
か
と
思
い
ま
す
。
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そ
の
と
き
薬
王
菩
薩
と
大
楽
説
菩
薩
は

だ
い
ぎ
よ
う
せ
つ

二
万
の
菩
薩
と
共
に
、
釈
尊
の
前
で
「
世

尊
よ
、
ご
心
配
な
さ
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
。

世
尊
の
入
滅
の
の
ち
に
、
わ
れ
ら
は
こ
の

経
を
保
ち
、
読
み
、
誦
し
、
説
く
で
し
ょ

う
。
後
の
悪
世
の
衆
生
は
、
善
根
が
少
な

く
、
高
慢
で
名
利
を
貪
り
、
仏
道
か
ら
離

れ
て
い
る
の
で
教
化
は
難
し
い
で
し
ょ
う

が
、
強
い
忍
耐
力
で
、
こ
の
経
を
読
み
、

誦
し
、
保
ち
、
説
き
、
書
写
し
、
供
養
し

て
、
身
命
を
惜
し
み
ま
せ
ん
」
と
誓
い
の

言
葉
を
述
べ
た
。
そ
の
と
き
、
会
衆
の
な

か
の
受
記
を
得
た
五
百
羅
漢
た
ち
も
、
釈

尊
に
「
世
尊
よ
、
わ
れ
わ
れ
も
ま
た
、
他

の
国
土
に
お
い
て
も
こ
の
経
を
広
く
説
き

ま
す
」
と
誓
っ
た
。
ま
た
、
受
記
を
得
た

八
千
人
の
学
・
無
学
も
、
起
立
し
て
合
掌

し
、
釈
尊
に
「
世
尊
よ
、
わ
れ
ら
も
他
の

国
土
に
お
い
て
、
こ
の
経
を
弘
め
ま
す
。

何
故
か
と
言
う
と
、
こ
の
娑
婆
世
界
の
も

の
た
ち
は
、
悪
い
習
慣
に
ひ
た
り
、
高
慢

で
、
積
善
の
心
少
な
く
、
怒
っ
た
り
憎
ん

だ
り
、
諂
っ
た
り
し
て
、
正
直
で
な
い

へ
つ
ら

か
ら
で
す
」
と
誓
っ
た
。
そ
の
時
、
釈

尊
の
養
母
の
摩
訶
波
闍
波
提
と
学
・
無

ま

か

は

じ

や

は

だ

い

学
の
尼
僧
六
千
人
が
起
立
し
て
合
掌
し
、

一
心
に
釈
尊
を
仰
ぎ
見
て
、
目
を
そ
ら

さ
な
か
っ
た
。
釈
尊
は
「
憍
曇
弥
よ
、

き
よ
う
ど
ん
み

ど
う
し
て
憂
い
顔
で
わ
た
し
を
見
て
い
る

の

か

。

わ

た

し

は

あ

な

た

に

、

阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
の
記
を
授
け
な

あ

の

く

た

ら

さ

ん

み

や

く

さ

ん

ぼ

だ

い

か
っ
た
と
思
っ
て
い
る
の
か
。
先
に
一

切
の
声
聞
に
記
を
授
け
た
で
は
な
い
か
。

あ
な
た
の
記
は
未
来
世
に
仕
え
る
三
十

・
八
千
万
億
の
諸
仏
の
な
か
で
、
偉
大

な
法
師
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
六

千
人
の
学
・
無
学
の
尼
僧
た
ち
も
法
師

と
な
る
だ
ろ
う
。
あ
な
た
は
、
一
切
衆

生
喜
見
如
来
と
号
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
、
六
千
の
菩
薩
た
ち
に
つ
ぎ
つ
ぎ

と
記
を
授
け
る
で
あ
ろ
う
」
と
言
っ
た
。

そ
の
時
羅
護
羅
の
母
で
あ
り
釈
尊
の
妃

ら

ご

ら

で
あ
っ
た
耶
輸
陀
羅
は
「
世
尊
が
大
勢

や

し

ゆ

だ

ら

の
人
々
に
記
を
授
け
る
な
か
で
、
ど
う

し
て
わ
た
く
し
一
人
の
名
を
呼
ば
な
い

の
だ
ろ
う
」
と
思
っ
た
。
釈
尊
は
「
お

前
は
来
世
に
十
千
万
億
の
諸
仏
に
仕
え
、

菩
薩
行
を
修
し
、
偉
大
な
法
師
と
な
っ

て
、
具
足
千
万
光
相
如
来
と
号
す
る
だ

ぐ
そ
く
せ
ん
ま
ん
こ
う
そ
う
に
よ
ら
い

ろ
う
」
と
言
っ
た
。
尼
僧
た
ち
も
、
他
の
国

土
で
こ
の
経
を
弘
め
る
こ
と
を
誓
っ
た
。

そ
の
と
き
釈
尊
は
、
八
千
万
億
の
菩
薩
を

見
渡
し
た
。

菩
薩
た
ち
は
釈
尊
の
意
を
介
し
て
、
立
ち

上
が
り
、
「
世
尊
よ
、
わ
れ
ら
は
如
来
の
入
滅

の
の
ち
に
お
い
て
、
十
方
を
巡
っ
て
、
衆
生

が
よ
く
こ
の
経
を
書
写
し
、
信
じ
、
読
み
、

誦
し
、
そ
の
意
味
を
解
し
、
そ
れ
を
修
し
、

心
に
思
い
起
こ
す
よ
う
に
し
ま
す
。
ど
う
か
、

他
の
世
界
に
い
ま
し
て
も
、
わ
れ
ら
を
お
守

り
く
だ
さ
い
」
と
経
を
弘
め
る
こ
と
を
誓
っ

た
。
諸
々
の
菩
薩
は
、
「
仏
が
入
滅
の
の
ち
の

悪
世
の
な
か
で
、
わ
れ
ら
は
こ
の
法
を
説
き

ま
す
。
無
知
な
人
々
が
罵
詈
雑
言
を
は
き
、

刀
杖
を
加
え
て
も
耐
え
忍
び
ま
す
。
・
・
・
こ

の
経
を
説
く
た
め
に
は
、
無
上
道
を
惜
し
む

が
故
に
身
命
を
惜
し
ま
ず
、
耐
え
忍
び
、
た

と
え
悪
し
き
僧
た
ち
に
、
悪
口
を
言
わ
れ
、

の
け
者
に
さ
れ
、
寺
院
か
ら
追
放
さ
れ
て
も
、

村
落
で
あ
れ
都
で
あ
れ
法
を
求
む
る
人
が
あ

れ
ば
、
ど
こ
へ
で
も
行
っ
て
仏
に
託
さ
れ
た

法
を
説
き
ま
す
。
わ
れ
ら
は
世
尊
の
使
い
な

れ
ば
恐
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
れ
ら

は
、
世
尊
と
十
方
か
ら
来
た
諸
仏
の
御
前
に

お
い
て
、
こ
の
よ
う
に
誓
い
ま
す
。
わ
れ
ら

の
決
意
を
ご
照
覧
下
さ
い
」
と
合
掌
し
て
誓

い
の
言
葉
を
述
べ
た
。

法
華
経
と
私
た
ち

第
十
七
回

新
本
堂
建
設
は
金
剛
組
（
寺
社
建
築
の
専
門

の
宮
大
工
）
と
契
約
を
交
わ
す
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
現
状
の
ま
ま
で
は
大
型
車
両
が
入
れ
ず

工
事
が
難
し
く
、
本
堂
を
奉
納
さ
れ
る
君
島
登

氏
は
、
仁
王
像
も
所
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

山
門
を
壊
し
、
本
堂
完
成
後
に
仁
王
門
と
し
て

立
て
替
え
て
奉
納
し
て
い
た
だ
け
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

新
し
い
本
堂
の
設
計
は
現
状
の
本
堂
と
ほ
ぼ

同
じ
で
す
が
、
丸
柱
を
三
十
二
本
使
用
し
、
屋

根
は
銅
版
瓦
に
な
り
ま
す
。
内
陣
の
左
側
に
鬼

子
母
神
、
右
側
に
八
幡
大
菩
薩
を
お
祀
り
致
し

ま
す
。
本
堂
右
の
高
木
源
一
氏
奉
納
の
木
像
は
、

客
殿
に
安
置
致
し
ま
す
。

新
本
堂
建
設
の
前
に
現
在
の
本
堂
及
び
内
陣
を
記
録
と
し
て
残
す
よ
う

掲
載
致
し
ま
し
た
。

写
真
上

鬼
子
母
神

写
真
下

八
幡
大
菩
薩

写
真
左

髙
木
源
一
氏
奉
納
木
像


