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先
祖

供
養
人は死後、生まれ変わるの
か消滅してしまうのか

十三仏御影

日
本
古
来
の
祖
霊
信
仰

　

人
は
亡
く
な
る
と
ど
う
な
る
の
で

し
ょ
う
か
。
魂
は
存
在
す
る
の
で

し
ょ
う
か
。
魂
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

消
滅
し
て
し
ま
う
も
の
な
の
か
、
永

遠
に
不
滅
の
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　

残
念
な
が
ら
葬そ
う
そ
う送

を
執と

り
行
う
僧

侶
と
い
え
ど
、
こ
の
問
題
に
対
し
て
、

正
し
く
答
え
ら
れ
る
者
は
お
り
ま
せ

ん
。
そ
れ
は
お
釈
迦
さ
ま
が
、
こ
の

よ
う
な
形け
い
じ
じ
ょ
う
が
く

而
上
学
的
問
題
に
対
し
て
、

答
え
る
こ
と
を
拒
否
さ
れ
た
か
ら
で

す
（
こ
れ
を
無む

き記
と
い
い
ま
す
）。

　

こ
の
問
題
は
、
私
達
が
「
生
き
て

い
る
」
限
り
、
想
像
す
る
し
か
な
い

で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
、
過
去
に
答
え

を
求
め
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

仏
教
が
伝
わ
る
以
前
の
日
本
の
宗

教
を
古こ
し
ん
と
う

神
道
と
い
い
ま
す
。
古
神
道

で
は
、
人
の
死
に
つ
い
て
、
次
の
よ

う
に
考
え
て
い
ま
し
た
。

　

人
は
死
ぬ
と
、
肉
体
か
ら
魂
が
遊

離
し
、
精
し
ょ
う
り
ょ
う
霊
と
な
っ
て
山
を
昇
っ
て

い
き
ま
す
。
精
霊
に
は
二
つ
の
性
格

が
あ
り
、
一
つ
は
人
に
取
り
憑
い
て

災
い
を
も
た
ら
す
荒あ
ら
た
ま魂
、
も
う
一
つ

は
雨
や
日
光
の
恵
み
な
ど
を
も
た
ら

す
和に
き
た
ま魂
で
す
。
荒
魂
を
供
養
す
る
こ

と
で
和
魂
に
な
り
、
清
め
ら
れ
た
精

霊
を
祖そ
れ
い霊

と
い
い
ま
す
。
一
定
の
歳

月
を
経
る
こ
と
で
、
祖
霊
は
先
祖
神

へ
と
昇し
ょ
う
か華
さ
れ
、
山
中
に
鎮し
ず

ま
る
も

の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

祖
霊
や
先
祖
神
は
、
盆
や
正
月
と

い
っ
た
決
ま
っ
た
季
節
に
里
に
下
り

て
き
て
、
村
人
に
福
や
恵
み
を
も
た

ら
し
ま
す
。
こ
の
た
め
村
人
は
、
先

祖
の
精
霊
が
祖
霊
や
先
祖
神
と
な
る

よ
う
に
、
供
養
や
祭さ
い
し祀
を
行
う
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
先
祖
供
養

の
始
ま
り
で
す
。
こ
れ
ら
の
神
々
は
、

後
に
氏う
じ
が
み神
と
し
て
祀ま
つ

ら
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
当
時
の
日
本
人
に

と
っ
て
、「
死
」
と
は
生
滅
で
は
な
く
、



神
に
な
る
た
め
の
再
生
で
し
た
。
そ

し
て
神
と
な
っ
た
祖
霊
は
、
里
に
下

り
て
き
て
、
村
人
に
福
や
恵
み
を
も

た
ら
す
と
い
う
、
生
と
死
が
循
環
す

る
世
界
観
を
持
っ
て
い
た
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
祖
霊
信
仰
に
対
し
て
、

仏
教
は
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
き
た

の
で
し
ょ
う
か
。

イ
ン
ド
の
輪
廻
思
想

　

輪り
ん
ね廻
思
想
と
は
、
人
が
死
後
、
再

び
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
で
、
仏
教
を

代
表
す
る
思
想
で
あ
る
か
の
よ
う
に

語
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
源
げ
ん
り
ゅ
う流
は
、
仏

教
以
前
の
イ
ン
ド
の
バ
ラ
モ
ン
教
に

あ
り
ま
す
。

　

人
は
死
ぬ
と
、
魂
だ
け
が
脱
け
出

し
、
そ
の
ま
ま
上
空
へ
と
昇
り
始
め

ま
す
。
幾
日
か
し
て
、
雲
の
高
さ
ま

で
上
昇
し
た
魂
は
、
雨
と
共
に
地
上

へ
と
降
り
注
ぎ
、
地
中
へ
染
み
込
み

ま
す
。
そ
の
後
、
魂
は
植
物
に
よ
っ

て
地
中
か
ら
吸
収
さ
れ
、
そ
の
植
物

を
食
べ
た
動
物
の
種
（
精
子
）
と
な

り
、
再
び
生
を
受
け
る
と
考
え
ら
れ

ま
し
た
。

　

こ
こ
で
は
輪
廻
す
る
主
体
を
魂
と

呼
び
ま
し
た
が
、
こ
れ
を
バ
ラ
モ
ン

教
で
は
我が

（
ア
ー
ト
マ
ン
）
と
呼

び
ま
し
た
。
輪
廻
は
生
前
の
行
い

（
業ご
う

・
カ
ル
マ
）
に
よ
っ
て
決
ま
る

と
し
て
、
善ぜ
ん
こ
う行

は
善
業
を
、
悪
あ
く
ぎ
ょ
う行

は

悪
業
を
生
む
と
す
る
因い
ん
が
お
う
ほ
う

果
応
報
の
思

想
に
よ
っ
て
、
死し
せ
い
か
ん

生
観
を
完
成
さ
せ

ま
し
た
。
そ
し
て
輪
廻
す
る
世
界
は

苦
の
世
界
で
あ
る
と
し
て
、
輪
廻
か

ら
の
解げ
だ
つ脱

を
目
標
と
し
た
の
で
し
た
。

　

こ
の
輪
廻
思
想
を
さ
ら
に
発
展
さ

せ
た
の
が
仏
教
で
す
。
ま
ず
輪
廻
を

生し
ょ
う
う有

、
本ほ
ん

有ぬ

、
死し

う有
、
中ち
ゅ
う
う有

の
四
つ

の
期
間
（
四し

う有
）
に
分
類
し
ま
し
た
。

生
有
と
は
生
を
受
け
る
瞬
間
、
本
有

と
は
生
を
受
け
て
か
ら
死
ぬ
ま
で
の

期
間
、
死
有
と
は
死
ぬ
瞬
間
、
中
有

と
は
、
死
ん
で
か
ら
次
の
生
を
受
け

る
ま
で
の
期
間
で
す
。
仏
教
で
は
こ

の
中
有
の
期
間
を
七
日
、
長
く
て
も

四
十
九
日
と
定
め
ま
し
た
。

　

当
時
よ
り
太た
い
よ
う
れ
き

陽
暦
を
用
い
て
た
イ

ン
ド
で
は
、
暦
の
上
で
、
七
日
、
つ

ま
り
一
週
間
を
一
つ
の
区
切
り
と
し

て
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
七
を
基

準
と
考
え
る
と
、
七し
ち
し
ん
ほ
う

進
法
に
な
り
ま

す
。
七
を
七
回
重
ね
る
と
、
十
進
法

の
百
と
同
じ

よ
う
に
、
桁

が
一
つ
変
わ

り
ま
す
。
こ

れ
を
満ま
ん
す
う数

と

言
い
ま
す
。

　

死
後
七
日

が
七
回
来
る

ま
で
の
期
間

を
、
死
者
が

次
の
生
を
受

け
る
ま
で
の

準
備
期
間
で
あ
る
と
考
え
、
こ
れ
を

中ち
ゅ
う
い
ん

陰
や
中ち
ゅ
う
う有

と
呼
び
ま
し
た
。
そ
し

て
満
数
で
あ
る
四
十
九
日
を
満
ま
ん
ち
ゅ
う
い
ん

中
陰

と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

中
国
の
十
仏
信
仰

　

仏
教
は
中
国
を
経
て
日
本
へ
と
伝

わ
っ
て
き
ま
し
た
。
イ
ン
ド
人
の
四

有
と
い
っ
た
哲
学
的
考
察
に
対
し
、

中
国
人
は
具
体
的
な
説
明
を
求
め
ま

し
た
。
そ
こ
で
冥め
い
か
い界

の
主
、
閻え
ん
ま
お
う

魔
王

が
登
場
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

人
は
死
ぬ
と
霊
と
な
っ
て
、
冥め
い
ど土

へ
の
旅
に
出
ま
す
。
三さ
ん

途ず

の
川
を
渡

り
、
閻え
ん
ま
ち
ょ
う

魔
庁
へ
と
向
か
い
ま
す
。
こ

こ
で
生
前
の
善
行
と
悪
行
に
つ
い

て
取
り
調
べ
を
受
け
、
悪
行
が
多

い
も
の
は
地
獄
へ
と
落
と
さ
れ
ま

す
。
こ
の
取
り
調
べ
は
、
初し
ょ
な
の
か

七
日
か

ら
七な
な
な
の
か

七
日
ま
で
、
七
日
毎ご
と

に
七
回
行

わ
れ
ま
す
。
取
り
調
べ
の
長
で
あ
り
、

か
つ
裁
判
官
で
あ
る
の
が
閻
魔
王
で

あ
り
、
十
じ
ゅ
う
お
う王

と
呼
ば
れ
る
十
名
の
閻

魔
王
が
そ
れ
ぞ
れ
の
取
り
調
べ
を
司

り
ま
す
。

　

ま
た
裁
判
で
す
か
ら
、
弁
護
士
も

必
要
で
す
。
死
者
の
弁
護
を
担
当
す

る
の
が
、
諸し
ょ

仏ぶ
つ

、
諸し
ょ
ぼ
さ
つ

菩
薩
で
あ
り
、

初
七
日
に
は
不ふ
ど
う動
明み
ょ
う
お
う
王
、
二ふ
た
な
の
か

七
日
に

は
釈し
ゃ
か迦
如に
ょ
ら
い来
、
三み
つ
な
の
か

七
日
に
は
文も
ん
じ
ゅ殊 万灯まつり（先祖供養）



菩ぼ
さ
つ薩
、
四よ
つ
な
の
か

七
日
に
は
普ふ
げ
ん賢
菩ぼ
さ
つ薩
、

五い
つ
な
の
か

七
日
に
は
地じ

蔵ぞ
う

菩ぼ
さ
つ薩

、
六む
つ
な
の
か

七
日
に

は
弥み
ろ
く勒
菩ぼ
さ
つ薩
、
そ
し
て
七
七
日
に
は

薬や
く
し師

如に
ょ
ら
い来

と
な
り
ま
す
。
こ
の
薬
師

如
来
の
力
は
絶
大
で
、
無
事
に
供
養

が
営
ま
れ
る
と
、
死
者
の
霊
は
極ご
く
ら
く楽

浄じ
ょ
う

土ど

へ
と
向
か
わ
せ
る
こ
と
が
決
定

さ
れ
ま
す
。
こ
う
し
て
死
者
の
霊
は
、

無
事
に
阿あ

弥み

陀だ

仏ぶ
つ

の
極
楽
浄
土
へ
と

行
く
こ
と
が
約
束
さ
れ
る
の
で
す
。

四
十
九
日
の
間
は
忌き
ち
ゅ
う中
と
い
い
、
遺

族
が
旅
行
や
祝
い
の
席
な
ど
を
慎
つ
つ
し

む

べ
き
で
あ
る
と
す
る
の
も
、
裁
判
中

に
心し
ん

証し
ょ
うを
損
な
わ
な
い
た
め
の
配
慮

な
の
で
す
。

　

こ
こ
ま
で
で
七
仏
が
登
場
し
ま

し
た
が
、
残
り
の
三
仏
は
百ひ
ゃ
っ
か
に
ち

箇
日

（
観か
ん
ぜ
お
ん

世
音
菩ぼ
さ
つ薩

）、
一い
っ
か
い
き

回
忌
（
勢せ
い
し至

菩ぼ
さ
つ薩
）、
三さ
ん

回か
い
き忌
（
阿
弥
陀
仏
）
と

見
守
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

も
と
も
と
中
国
で
は
、
親
の
死
を

迎
え
た
子
は
、
二
十
七
ヶ
月
の
間
、

仕
事
な
ど
一
切
の
社
会
生
活
か
ら
離

れ
て
喪も

に
服ふ
く

し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う

な
こ
と
が
で
き
る
の
は
上
流
階
級
の

人
々
だ
け
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
こ
れ

は
儒
じ
ゅ
き
ょ
う教
の
「
孝こ
う

」
の
精
神
に
基
づ
く

も
の
で
、
親
に
対
し
「
孝
」
が
尽
く

せ
る
こ
と
は
、
子し
そ
ん孫

繁は
ん
え
い栄

の
象
し
ょ
う
ち
ょ
う

徴
で

し
た
。

　

つ
ま
り
、
中
国
人
に
と
っ
て
先
祖

供
養
と
は
、「
孝
」
の
実じ
っ
せ
ん践
で
し
た
。

そ
れ
が
仏
教
の
中
陰
の
思
想
と
結
び

つ
き
、
服ふ
く
も喪

の
期
間
を
先
祖
の
霊
が

阿
弥
陀
仏
の
極
楽
浄
土
へ
と
辿
り
着

く
期
間
と
一
致
さ
せ
て
、
十
仏
信
仰

へ
と
展
開
さ
れ
た
の
で
し
た
。

十
三
仏
へ
の
発
展

　

さ
て
、
再
び
日
本
に
場
面
を
戻
し

ま
し
ょ
う
。
イ
ン
ド
の
輪
廻
思
想
、

さ
ら
に
中
国
で
発
展
し
た
十
仏
信
仰

は
、
人
の
死
が
神
と
し
て
の
再
生
す

る
と
考
え
る
日
本
人
に
と
っ
て
、
受

け
入
れ
や
す
い
も
の
で
あ
っ
た
で

し
ょ
う
。

　

時
代
は
鎌
倉
時
代
ま
で
下
り
、
日

本
で
は
十
仏
に
、
七し
ち
か
い
き

回
忌
（
阿あ
し
ゅ
く閦

如に
ょ
ら
い来
）、
十
三
回
忌
（
大だ
い
に
ち日
如に
ょ
ら
い来
）、

三
十
三
回
忌
（
虚こ
く
う
ぞ
う

空
蔵
菩ぼ

薩さ
つ

）
の
三

仏
を
加
え
た
十
三
仏
へ
と
発
展
し
て

い
き
ま
す
。
こ
れ
に
は
先
せ
ん
じ
ゅ
つ述

の
祖
霊

信
仰
が
深
く
関
わ
っ
て
き
ま
す
。

　

祖
霊
を
供
養
す
る
こ
と
で
、
魂
は

次
第
に
浄
化
さ
れ
、
安
定
し
て
い
き

ま
す
。
先
程
は
こ
の
期
間
を
「
一
定

の
歳
月
」
と
述
べ
ま
し
た
が
、
一
般

的
に
は
三
十
三
年
、
な
い
し
五
十
年

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
期

間
を
経
て
、「
弔
と
む
ら
い
上あ

げ
」
と
言
わ

れ
る
最
後
の
祭
祀
を
執
り
行
い
、
祖

霊
が
神
へ
と
昇
華
さ
れ
る
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、「
弔
い
上

げ
」
の
期
間
が
一
般
的
に
三
十
三
年

で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
仏

教
の
十
三
仏
事
で
も
「
弔
い
上
げ
」

は
三
十
三
回
忌
と
さ
れ
て
お
り
、
日

本
で
十
三
仏
事
が
受
け
入
れ
ら
れ
た

の
は
、
民
間
に
根
強
く
残
っ
て
い
た

祖
霊
信
仰
と
合
致
し
た
か
ら
で
し
ょ

う
。

　

三
十
三
回
忌
の
本
尊
は
、
虚
空
蔵

菩
薩
で
す
。
虚
空
と
は
、
無
限
の
広

が
り
を
持
つ
宇
宙
そ
の
も
の
で
あ
り
、

そ
の
無
限
の
智
慧
と
功く
ど
く徳
を
そ
の
中

に
蔵
し
て
い
る
も
の
、
そ
れ
が
虚
空

蔵
菩
薩
で
す
。
こ
の
虚
空
蔵
菩
薩
を

供
養
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
い

う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

　

先
祖
神
は
肉
体
を
離
れ
、
大
自
然
、

宇
宙
そ
の
も
の
と
な
り
ま
し
た
が
、

虚
空
蔵
菩
薩
は
宇
宙
を
そ
の
中
に
納

め
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
供
養
し
て

い
る
自
分
自
身
の
中
に
、
先
祖
神
そ

の
も
の
が
納
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
意

味
し
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
先
祖
を
供
養
す
る
と
い

う
こ
と
は
、
自
分
自
身
を
供
養
す
る

こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
自
分
の
中
に
脈
み
ゃ
く
み
ゃ
く々と

受

け
継
が
れ
た
先
祖
の
想
い
を
感
じ
、

自
分
が
い
か
に
大
切
で
尊
い
存
在
で

あ
る
か
を
知
る
こ
と
、
同
じ
く
他
の

全
て
の
人
も
の
、
そ
の
一
切
が
大
切

で
尊
い
存
在
で
あ
る
こ
と
を
知
る
、

そ
れ
が
先
祖
供
養
の
意
義
で
は
な
い

か
、
と
思
う
の
で
す
。　
　
　

『お位牌は
どこから来たのか』
多田孝正　興山舎

『仏教民俗学』
山折哲雄
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グレープフルーツとバナナのジュレ

【作り方】１. 鍋にグラニュー糖、はちみつ、水、寒天を入れて火に
かけ、沸騰したら弱火にして約5分煮る。２. ふたをして約10分蒸
らし、レモンの搾り汁を加える。３. ピンクグレープフルーツはく
し形に切って、薄皮をむき、バナナは斜め薄切りにする。４. 器に
3を盛り付け、2の粗熱が取れたら流し入れて冷蔵庫で約1時間冷
やし固める。

【材料／ 4～5人分】
グラニュー糖…40g、はちみ
つ…50g、水…400ml、寒天…
2g、レモンの搾り汁…1/2個、
ピンクグレープフルーツ…1
個、バナナ…2個

t
er

a de ca
fe
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今
回
も
、
煎せ
ん
ち
ゃ
ど
う

茶
道
の
お
話
か
ら
。

　

月
に
一
回
の
お
稽け
い

古こ

に
滋し

が賀
県
ま

で
通
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
初
め
て

の
お
稽
古
の
日
。
月
に
一
回
の
お
稽

古
な
の
で
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
私

一
人
に
対
す
る
マ
ン
ツ
ー
マ
ン
指
導

で
、
約
四
時
間
の
長な
が
ち
ょ
う
ば

丁
場
と
な
り
ま

す
。
普
通
の
お
稽
古
は
、
数
人
に
対

し
、
一
時
間
程
度
の
指
導
で
し
ょ
う

か
ら
、
先
生
の
気
合
い
も
当
然
違
っ

て
き
ま
す
。
ま
ず
は
、
先
生
に
基
本

の
お
手て
ま
え前
を
し
て
い
た
だ
い
た
後
、

早
速
実
践
で
す
。

　

初
め
は
、
今
ま
で
に
見
た
こ
と
も

な
い
茶ち
ゃ
ど
う
ぐ

道
具
の
名
前
を
教
え
て
も
ら

い
、
実
際
に
お
手
前
を
始
め
ま
す
。

普
段
私
た
ち
が
飲
ん
で
い
る
煎
茶
と

違
い
、
と
て
も
小
さ
な
茶
道
具
で
作

法
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

　

一
つ
一
つ
の
動
き
に
も
ち
ろ
ん
意

味
が
あ
る
の
で
す
が
、
初
め
て
お
手

前
を
す
る
者
に
と
っ
て
は
、
何
を

や
っ
て
い
る
の
か
記
憶
に
も
残
ら
な

い
ほ
ど
細
か
く
、
難
し
い
。
け
れ
ど

も
、
今
ま
で
何
の
作さ
ほ
う法
も
身
に
つ
け

て
な
い
私
に
と
っ
て
、
全
て
の
所
作

が
新
鮮
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。
ぎ
こ
ち

な
い
な
が
ら
も
一
通
り
の
作
法
を
終

え
る
と
、
長
い
時
間
が
過
ぎ
て
い
る

に
も
関
わ
ら
ず
、
不
思
議
と
疲
れ
も

出
ず
、
む
し
ろ
背
筋
が
す
っ
と
通
る

の
を
感
じ
た
の
で
す
。
こ
れ
は
す
ご

い
、
初
め
て
の
お
稽
古
に
も
関
わ
ら

ず
、
こ
れ
か
ら
学
ん
で
い
く
こ
と
に

大
き
く
期
待
が
ふ
く
ら
み
ま
し
た
。

　

今
回
の
煎
茶
道
の
お
話
は
こ
れ
く

ら
い
に
し
て
、
こ
の
夏
お
勧
め
の
レ

シ
ピ
の
ご
紹
介
を
。
う
だ
る
よ
う
な

暑
い
夏
に
、
す
る
す
る
っ
と
食
べ
ら

れ
る
ジ
ュ
レ
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

他
に
、
旬
の
フ
ル
ー
ツ
を
入
れ
て
み

る
の
も
お
勧
め
で
す
よ
。
た
だ
し
、

体
が
冷
え
る
の
で
、
食
べ
過
ぎ
に
は

ご
注
意
を
。



■
編
集
後
記

平
成
二
十
二
年
七
月
十
五
日
発
行

編
集
・
発
行　

金
倉
寺

発
行
人　

村
上
法
照

お
問
い
合
わ
せ
は

〒
七
六
五
ー
〇
〇
三
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香
川
県
善
通
寺
市
金
蔵
寺
町
一
一
六
〇
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Ｅ
Ｌ
〇
八
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七
ー
六
二
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〇
八
四
五

yuj@
kagaw
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哲
済

香
祥

哲
済

香
祥

哲
済

今
年
は
久
し
ぶ
り
に
梅
雨

ら
し
い
梅
雨
や
っ
た
ね
ぇ
。

最
近
は
、
ゲ
リ
ラ
豪
雨
と

か
で
各
地
と
も
大
変
み
た

い
や
し
。

ゲ
リ
ラ
豪
雨
凄
か
っ
た
。

そ
の
影
響
で
、
土
石
流
も

起
き
て
た
み
た
い
や
ね
。

石
土
入
峰
修
行
で
も
多
く

の
落
石
が
あ
っ
た
わ
。
山

は
癒
さ
れ
る
け
ど
、
怖
い

と
こ
ろ
で
も
あ
る
ね
。

で
も
、
怖
い
所
だ
か
ら
こ

そ
、
神
秘
的
で
も
あ
る
よ

ね
。

せ
や
か
ら
昔
の
人
は
、
死

後
、
魂
は
山
に
鎮
ま
る
っ

て
考
え
た
ん
や
ろ
う
ね
。

せ
や
け
ど
、
下
り
て
来
は

る
に
は
、
少
し
早
い
な
ぁ
。

円
珍
・
乃
木
ま
つ
り

　
　

金
倉
寺
で
は
、
乃の

ぎ木
将
軍
の
命め
い

日に
ち

（
一
九
一
二
年
九
月
十
二
日
）
に

合
わ
せ
、
毎
年
九
月
の
第
一
土
日
に

「
円え
ん

珍ち
ん

・
乃
木
ま
つ
り
」
が
開
催
さ

れ
ま
す
。
本
年
は
九
月
四
日
（
土
）・

五
日
（
日
）
の
両
日
で
、
金
倉
寺
の

行
事
と
し
て
、
四
日
に
万ば
ん

灯と
う

会え

（
先

祖
供
養
法
要
）、
五
日
に
採さ
い
と
う燈
大お
お

護ご

摩ま

修し
ゅ
ぎ
ょ
う
行
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

四
日
、
午
後
六
時
か
ら
行
わ
れ
る

万
灯
会
で
は
、
皆
さ
ま
か
ら
奉ほ
う
の
う納
頂

い
た
献け
ん
と
う灯
に
よ
っ
て
、
仏
や
神
を
供

養
す
る
法
要
で
す
。
諸し
ょ
ぶ
つ仏

・
諸も
ろ
が
み神

の

数
は
数
多
く
存
在
す
る
と
言
わ
れ
、

仏
教
で
は
と
て
も
数
の
多
い
こ
と

を
「
八
万
四
千
の
～
」
と
言
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
数
多
く
の
仏
に
供

養
す
る
と
い
う
こ
と
で
、「
万
灯
会
」

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

万
灯
会
は
お
盆
や
彼
岸
の
時
期
に

行
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
先
祖
神
に

な
ら
れ
た
ご
先
祖
さ
ま
を
灯と
う
み
ょ
う明

に

よ
っ
て
供
養
し
、
一
年
間
の
無む
び
ょ
う病
息そ
く

災さ
い

を
願
い
ま
す
。

　

薄
暗
く
な
っ
た
境け
い
だ
い内

を
数
多
く
の

灯
明
が
彩
り
、
風
に
よ
っ
て
灯
が
揺

ら
め
く
様
は
、
な
ん
と
も
幻
想
的
で

す
。
参さ
ん
ど
う道
脇
に
も
数
多
く
の
灯
明
が

飾
ら
れ
、
そ
の
間
を
歩
い
て
目
指
す

本
堂
は
、
ま
さ
に
極ご
く
ら
く楽

浄じ
ょ
う
ど土

を
思
わ

せ
る
か
の
よ
う
な
美
し
さ
で
す
。

　

五
日
、
十
三
時
頃
か
ら
行
わ
れ
る

採
燈
大
護
摩
修
行
は
、
屋
外
で
行
わ

れ
る
大
護
摩
で
す
。
そ
の
ル
ー
ツ
は

密み
っ
き
ょ
う
教
の
護
摩
修
行
に
あ
る
と
思
わ
れ

が
ち
で
す
が
、
実
は
日
本
に
仏
教
が

も
た
ら
さ
れ
る
以
前
、
日
本
の
祖そ

霊れ
い

信し
ん
こ
う仰

と
深
い
繋
が
り
が
あ
り
ま
す
。

　

今
回
の
特
集「
先
祖
供
養
」で「
魂

は
山
を
昇
っ
て
い
く
」
と
い
い
ま
し

た
が
、
こ
れ
を
山さ
ん
が
く岳
信
仰
と
い
い
ま

す
。
同
様
に
海
の
は
る
か
彼
方
に

常と
こ
よ世

（
神
々
の
国
）
が
あ
る
と
考
え

る
海か
い
よ
う洋
宗
教
も
存
在
し
ま
し
た
。

　

こ
の
海
洋
宗
教
で
は
、
海
岸
沿
い

の
高
い
山
々
で
火
を
焚
き
、
常
世
の

神
々
や
龍り
ゅ
う
じ
ん神

に
供
養
を
し
ま
し
た
。

例
え
ば
、
四
国
霊
場
第
十
二
番
の
焼
し
ょ
う

山ざ
ん

寺
は
、
も
と
も
と
常
世
の
神
々
に

供
養
し
て
い
た
火
が
、
ま
る
で
山
が

焼
け
て
い
る
み
た
い
に
見
え
る
こ
と

か
ら
、「
焼
山
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
よ
う
で
す
。

　

仏
や
神
に
献
灯
す
る
台
を
「
灯と
う

籠ろ
う

」
と
い
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
龍
神

に
灯
を
献
け
ん
じ
ょ
う上
し
た
た
め
で
す
。
海
洋

宗
教
が
廃す
た

れ
、
山
岳
信
仰
に
吸
収
さ

れ
た
た
め
、「
龍
神
か
ら
献
上
さ
れ

た
灯
」
と
変
わ
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

そ
の
後
に
日
本
に
仏
教
が
も
た
ら

さ
れ
、
山
岳
信
仰
と
密
教
が
融
合
し

て
生
ま
れ
た
の
が
採
燈
護
摩
で
す
。

金
倉
寺
の
採
燈
大
護
摩
修
行
は
、
毎

年
約
四
十
名
も
の
山
伏
に
よ
り
行
わ

れ
、
立
ち
昇
る
噴ふ
ん
え
ん煙

の
中
に
「
龍
が

い
る
！
」
と
お
っ
し
ゃ
る
方
も
い

ら
っ
し
ゃ
る
程
の
迫
力
で
す
。
ま
た

大
護
摩
の
後
に
行
わ
れ
る
火か
し
ょ
う生
三ざ
ん

昧ま
い

（
火ひ

渡わ
た

り
修
行
）
は
一
般
の
方
も

三
百
円
に
て
参
加
で
き
ま
す
の
で
、

是
非
金
倉
寺
の
採
燈
大
護
摩
修
行
を

体
感
し
て
下
さ
い
。

採燈大護摩



その５.円珍さん⑤

　

今
年
も
ま
た
、
暑
い
夏
が
近
づ
い

て
き
ま
し
た
。
夏
と
い
え
ば
鰻
う
な
ぎ
。
土ど

用よ
う

の
丑う
し

の
日
を
思
い
浮
か
べ
る
方
も

多
い
の
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
も
そ
も
、
こ
の
習
し
ゅ
う
ぞ
く俗
は
、
江え

ど戸

時
代
に
広
ま
っ
た
よ
う
で
、
そ
の
由

来
は
諸
説
あ
り
ま
す
が
、
こ
ち
ら
讃さ
ぬ

岐き

の
出
身
で
あ
る
平ひ
ら
が賀
源げ
ん
な
い内
が
広
め

た
と
い
う
次
の
説
が
有
力
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

商
売
が
う
ま
く
行
か
な
い
鰻
屋
が
、

夏
に
売
れ
な
い
鰻
を
売
る
た
め
源
内

の
所
に
相
談
に
行
っ
た
と
こ
ろ
、「
丑

の
日
に
『
う
』
の
字
が
つ
く
物
を
食

べ
る
と
夏
負
け
し
な
い
」
と
い
う
民み
ん

間か
ん

伝で
ん
し
ょ
う

承
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
、「
本

日
丑
の
日
」
と
書
い
て
店
先
に
貼
る

こ
と
を
勧
め
ま
し
た
。
す
る
と
、
源

　

仁に
ん
じ
ゅ寿
三
年
（
八
五
三
）
七
月
十
五

日
、
円え
ん
ち
ん珍
さ
ん
は
唐
の
商
人
、
王
お
う
ち
ょ
う超

と
欽き
ん

良り
ょ
う
き暉

の
船
に
乗
り
、
翌
十
六
日

に
博
多
を
後
に
し
て
、
値ち
か
の
し
ま

嘉
島
の
鳴
な
る
の

浦う
ら

（
長
崎
県
五ご

島と
う

市し

奈な
る
ち
ょ
う

留
町
）
で
風

待
ち
の
た
め
停
泊
し
ま
し
た
。

　

当
時
の
航
海
は
、
季き
せ
つ
ふ
う

節
風
だ
け
が

頼
り
の
大
変
な
も
の
で
し
た
。
例

え
ば
、
延
え
ん
り
ゃ
く暦
二
十
三
年
（
八
〇
四
）、

遣け
ん
と
う
せ
ん

唐
船
と
し
て
四
隻
が
派
遣
さ
れ
ま

し
た
が
、
最
さ
い
ち
ょ
う澄

さ
ん
が
乗
船
し
た
第

一
船
は
五
十
二
日
、
空く
う
か
い海
さ
ん
の
乗

船
し
た
第
二
船
は
四
十
日
、
さ
ら
に

残
り
二
隻
は
海
の
藻も
く
ず屑
と
な
っ
て
し

ま
う
と
い
う
有
様
で
し
た
。

　

こ
の
頃
に
、
円
珍
さ
ん
は
次
の
歌

を
詠
ん
で
い
ま
す
。

　
　

法の
り

の
船　

さ
し
て
ゆ
く
身
ぞ

内
の
言
う
こ
と
な
ら
と
い
う
こ
と
で
、

そ
の
鰻
屋
は
大
変
繁
盛
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
他
の
鰻
屋
も
真
似
る
よ
う

に
な
り
、
定
着
し
た
と
い
う
こ
と
で

す
。

　

な
お
、
そ
の
土
用
丑
の
鰻
は
、
当

時
の
知
識
人
の
間
に
広
ま
っ
て
い
た

陰お
ん
み
ょ
う
ご
ぎ
ょ
う

陽
五
行
説
の
理
に
か
な
っ
た
も
の

で
も
あ
り
ま
し
た
。
最
も
暑
い
土
用

の
時
期
に
は
、
体
調
を
崩
す
人
も
多

い
も
の
で
す
。
陰
陽
五
行
説
で
は
、

暑
さ
の
元
に
な
る
「
火
」
の
力
を
用

い
る
に
は
、「
火
」
の
苦
手
と
す
る

「
水
」
を
用
い
る
と
よ
い
と
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
そ
の
「
水
」
の
色
は
黒

と
さ
れ
、
鰻
は
水
中
に
住
み
、
黒
い

体
を
持
つ
、
つ
ま
り
「
水
」
の
性
質

を
強
く
持
つ
生
き
物
と
い
う
こ
と
か

ら
、
鰻
を
食
べ
る
と
暑
気
を
克
服
で

き
る
と
さ
れ
た
の
で
す
。

　
　

も
ろ
も
ろ
の　

神
も
仏
も

　
　

わ
れ
を
み
そ
な
へ

　

仏
法
を
求
め
、
船
に
身
を
任
せ
て

ゆ
く
私
達
を
、
諸も
ろ
が
み神

も
諸し
ょ
ぶ
つ仏

も
、
ど

う
ぞ
お
護
り
下
さ
い
。
円
珍
さ
ん
の

気
持
が
素
直
に
出
て
い
る
歌
だ
と
思

い
ま
す
。

　

八
月
九
日
、
強
い
東
風
に
乗
っ
て
、

い
よ
い
よ
出
帆
し
ま
し
た
。
四
日
目

の
夕
に
吹
い
た
北
風
に
流
さ
れ
、
翌

十
四
日
の
朝
に
は
陸
地
が
見
え
て
き

ま
し
た
。
そ
の
地
は
琉
り
ゅ
う
き
ゅ
う

球
の
国
（
台た
い

湾わ
ん

）
で
、
当
時
は
食
し
ょ
く
じ
ん人
の
地
と
信
じ

ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
円
珍
さ
ん
は
、
一
心
に
不

動
明
王
を
念
じ
た
と
こ
ろ
、
三み
た
び度
金こ
ん

色じ
き

の
不ふ
ど
う動
明み
ょ
う
お
う
王
が
現
れ
、
北
風
が
た

ち
ま
ち
東
風
へ
と
変
わ
り
、
翌
日
昼

頃
に
は
、
福
ふ
く
し
ゅ
う州
の
連れ
ん
こ
う
け
ん

江
県
（
福ふ
っ
け
ん建
省し
ょ
う

連
江
県
）
に
着
岸
し
た
の
で
し
た
。

時
に
唐
の
大
た
い
ち
ゅ
う中
七
年
八
月
十
五
日
で

し
た
。

『知っておきたい
日本のしきたり』

武光誠　角川ソフィア文庫

『人物叢書　円珍』

佐伯有清　吉川弘文館

そ
の
六
、
土
用
の
丑


