
民
間

に
お
け
る
念
佛
信
仰

の
受
容

に

つ
い
て

-
百
萬
遍
念
佛
を
中
心
と
し
て
-

坪

井

俊

映

一

わ
が
國
に
稻
名
念
佛
の
思
想
が
傳
え
ら
れ
て
よ
り
、
多
く
の
人
師
に

よ
っ
て
種
々
な
念
佛
思
想
が
説
か
れ
た
が
、
こ
れ
を
受
け
容
れ
る

一
般

民
衆
の
側
に
あ

っ
て
は
、
必
ず
し
も
そ
の
教
説
の
通
り
に
受
容
さ
れ
信

奉
さ
れ
た
と
は
い
う
こ
と
が
出
來
ず
、
教
を
説
く
者
と
聞
く
者
、
即
ち

能
化
と

一
般
大
衆
と
の
間
に
は
斷
層
が
あ

っ
て
、
受
け
容
れ
る
大
衆
の

側
で
は
そ
の
風
俗
習
慣
、
或
い
は
民
俗
信
仰
に
同
化
し
て
受
け
容
れ
て

い
る
の
で
あ
る
、
從
來
の
日
本
佛
教
思
想
の
研
究
は
主
と
し
て
教
を
説

く
者
の
側
に
あ

っ
て
研
究
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
聞
く
者
即
ち
民

衆
の
側
よ
り
の
研
究
は
極
め
て
少
な
い
。
近
年
、
民
俗
學
の

一
部
の
學

者
が
こ
れ
に
注
目
し
て
研
究
を
進
め
て
い
る
の
み
で
あ

っ
て
、
日
本
庶

民
信
仰

の
研
究
上
、
等
閑
視
す
る
こ
と
は
出
來
な

い
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
、
い
ま
日
本
各
地
に
お
い
て
民
間
人
に
よ
っ
て
傳
承
さ
れ
て

い
る
各
種
の
念
佛
信
仰
の
う
ち
、
特
に
全
國
的
に
廣
く
行
な
わ
れ
て
い

る
百
萬
遍
念
佛
の
信
仰
に
つ
い
て
、
こ
れ
が
民
衆
の
間
に
お
い
て
い
か

な
る
形
態
を
も

っ
て
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
る
か
を
見
ん

百
萬
遍
念
佛
の
創
唱
者
は
惠
心
や
良
忠
等

に
よ
れ
ば
中
國
の
道
緯
禪

(
1
)

師
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
道
緯
の
傳
記
並
に
そ
の
著
書
を
見
る

に
、
念
佛
に
關
す
る
数
量
信
仰
は
説
い
て
い
る
が
、
稱
名
念
佛
壹
百
萬

と
い
う
數
量
は
説
い
て
い
な
い
。
こ
れ
が
念
佛
の
數
量
壹
百
萬
遍
と
明

瞭
に
数
量
を
説
き
示
し
た
も
の
は
迦
方
の
淨
土
論
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ

る
と
、
「
若
人
念
二阿
彌
陀
佛
三得
二
百
萬
遍
已
去
一決
定
得
生
極
樂
世
界
」

とか
、

又
は

「
若
能
七
日
念
佛
瀾
二百
萬
遍
一即
得
二往
生
一也
」
と

い
い
、
さ

ら
に

「
專
稱
二佛
名
一
一
心
不
亂
至
二百
萬
遍
一者
臨
二
命
終
時
一正
念
現
前

佛
即
來
迎
」
と
か
い
っ
て
、
淨
土
往
生
の
業

と
し
て
百
萬
遍
の
稱
名
念

佛
を
す

ゝ
め
て
い
る
。

本
邦
に
お
い
て
平
安
中
期
以
降
、
浮
土
教

の
盛
行
に
と
も
な

っ
て
、

念
佛
の
敷
量
信
仰
が
盛
ん
に
な
り
、
績
本
朝
往
生
傳
、
後
拾
遺
往
生
傳
、

民
澗

に
お
け
る
念
佛
信
仰

の
受
容

に

つ
か
て

(
坪

井
)
 

七

一

-514-



民
間
に
お
け
る
念
佛
信

仰
の
受
容

に
つ
い
て

(
坪

井
)
 

七
二

三
外
往
生
傳
、
本
朝
新
修
往
生
傳
、
高
野
山
往
生
傳
等
を
見
る
に
、
念

佛
行
者

に
し
て
淨
土
往
生
の
業
と
し
て
百
萬
遍
念
佛
を
修
行
し
た
も
の

の
多
數
あ

っ
た
こ
と
を
傳
え
、
か
の
惠
心
僧
都
も
續
本
朝
往
生
傳

に

よ
る
と
示
寂
す
る
長
和
二
年
七
十
二
才
ま
で
に
、
念
佛
二
十
億
遍
、
大

(
3
)

呪
百
萬
遍
、
千
手
呪
七
十
萬
呪
を
稱
え
た
い
う
。
ま
た
、
藤
原
兼
實
は

玉
葉
に
よ
る
と
安
元
二
年
九
月
八
日
よ
り
十
五
日
ま
で
の
七
日
間
、
阿

彌
陀
經

の

三
七
日
の
念
佛
説
に
よ

っ
て
百
萬
遍
念
佛
を
行
じ
て
い
る
。

し
か
し
、
實
際
は
十
七
日
ま
で
か

ゝ
り
、
前

後
十
日
間
で
念
佛
百
萬
遍

を
満
了
し
て
い
る
。
さ
ら
に
兼
實
は
嘉
應
元
年
九
月
に
も
こ
れ
を
行
な

い
。
前
後
十
五
同
も
百
萬
遍
念
佛
を
修
し
た
と
し
て
い
る
。

こ
の
百
萬

遍
念
佛
は
當
時

三
般

の
社
會
風
潮
た
る
現
世
安
穏
後
生
善
庭
を
所
念
し

て
行

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

二

か
く

の
如
く
百
萬
遍
念
佛
信
仰
は
中
國
に
て
淨
土
往
生
の
業
と
し
て

創
唱
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
現
今
わ
が
國
の
各
地
に
お
い
て
民
間
人

が
中
心
と
な

っ
て
行
な
わ
れ
て
い
る
百
萬
遍
念
佛
を
見
る
に
、

こ
れ
に

は
迦
身

の
淨
土
論
や
上
記
の
各
種
往
生
傳
に
見
ら
れ
る
ご
と
き
淨
土
往

生
と
い
う
考
え
は
全
然
見
る
こ
と
が
出
來
な
い
。
現
在
わ
が
國
に
お
い

て
廣
く
民
間
に
行
な
わ
れ
で
い
る
百
萬
遍
念
佛
は
家
内
安
全
、
部
落
安

全
、
病
氣
平
癒
、
無
病
息
災
を
所
念
す
る
ほ
か
、
先
亡
の
追
修
儀
禮
と

し
て
行
な
わ
れ
、
さ
ら
に
農
耕
儀
禮
と
深
く
關
係
し
て
、
雨
乞
い
、
虫
送

り
、
虫
供
養
、
五
殼
豊
穰
を
所
念
す
る
た
め
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。

し

か
の
み
な
ら
ず
、
惠
心
や
兼
實
や
各
種
往
生
傳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
百

萬
遍
念
佛
行
者
は
、
個
人
の
荏
生
業
と
し
て
、

三
人
が
百
萬
遍
と
い
う

數
量
念
佛
を
行
つ
た
の
で
あ
る
が
、
現
在
の
そ
れ
は
個
人
で
は
な
く
集

團
と
し
て
行
な
れ
、
宗
派
の
い
か
ん
は
ほ
と
ん
ど
問
わ
れ
て
い
な
い
の

が

一
般
で
あ
る
。
い
ま
日
本
全
國
に
廣
く
行
な
わ
れ
て
い
る
百
萬
遍
念

佛
信
、仰
を
そ
の
意
圖
目
的
に
よ

っ
て
信
仰
形
態
を
匠
分
し
て
見
る
と
大

體
、
次
の
三
型
態
に
分
け
る
こ
と
が
出
來
る
。

三
、
撰
災
招
福
儀
禮
と
し
て
の
念
佛

二
、
先
亡
追
修
儀
禮
と
し
て
の
念
佛

三
、
先
徳
の
報
恩
儀
禮
と
し
て
の
念
佛

初
め
の
擁
災
招
幅
儀
禮
と
し
て
の
念
佛
と
は
、
主
と
し
て
家
内
安
全

部
落
安
全

・
病
氣
平
癒
、
雨
乞
い
虫
送
り
五
殼
豐
穰
等
の
た
め
に
行
な

わ
れ
て
い
る
も
の
で
、
ほ
と
ん
ど
が
部
落
集
團
が
軍
位
と
な
つ
て
行
な

わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
集
團
人
が
唱
和
す
る
念
佛
及
び
そ
れ
に
使
用
す

る
大
念
珠
に
神
秘
的
な
呪
術
力
を
認
め
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
家
内
安
全

五
殻
豊
穰
を
所
願
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
全
國
的
に
見
て
天
台
宗

眞
言
宗

(主
と
し
て
智
山
派
豊
山
派
)
の
寺
院
に
屡
す
る
檀
信
徒
の
部

落
に
多

い
。
こ
の
念
佛
行
事
は
部
落
の
年
中
行
事
と
し
て
中
か
ば
公
共

的
性
格
を
帯
び
て
行
な
わ
れ
て
い
る
も
の
が
多
く
、
正
月
の
行
事
と
し

て
は
春
所
濤
、
初
念
佛
講
と
か
呼
ば
れ
、
大
體
正
月
十
六

・
七
日
頃
、

地
方
に
よ

っ
て
は
舊
暦
で
こ
の
日
に
行
な

っ
て
い
る
。
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高
知
縣
土
佐
清
水
市
三
崎
町

香
佛
寺
よ
り

の
報
告

に
よ
る
と
、

「
毎
年
正
月
十
六
日
に
在
家
の
當
番
の
家
、
時
に
は
寺
の
佛
堂
に
お
い
て

部
落
各
家
よ
り

一
人
宛
の
割
で
参
集
し
て
百
萬
遍
念
珠
を
繰

っ
て
念
佛

を
唱
え

三
年
間
の
部
落
安
全
を
所
願
し
、
農
家
で
は
こ
れ
が
終

っ
て
か

ら
仕
事
を
初
め
る
」
と

い
い
、
念
佛
が
す
ん
だ
な
れ
ば

「
利
劍
の
名
號
」

の
お
札
を
各
家
に
く
ば
る
と
い
う
。
正
月
又
は
舊
正
月
に
部
落
安
全
を

所
願
す
る
百
萬
遍
念
佛
は
こ
の
ほ
か
に
高
知
縣
宿
毛
市
、
同
室
戸
市
、

大
分
縣
佐
賀
關
市
、
同
佐
伯
市
、
鳥
取
縣
若
櫻
町
、
島
根
縣
仁
多
町
、
そ

の
他
關
東
、
東
北
地
方
に
お
い
て
も
、
期
日
に
多
少
の
相
違
は
あ
る
が
、

一
般
に
農
山
村
に
廣
く
見
ら
れ
る
例

で
あ

っ
て
、
「
奉
唱
彌
陀
寶
號

三

百
萬
遍
成
就
所
」
又

は
こ
れ
に
類
似
す
る
こ
と
を
書
い
た
御
札
を
各
家

に
く
ば
り
、
家
の
入
口
に
は
る
の
が

一
般
の
例
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
大

札
を
青
竹
に
は
さ
ん
で
部
落
の
上
下
入
口
に
立
て
る
と
こ
ろ
や
、
道
路

の
境
に
塔
婆
を
立
て
る
虚
も
あ
り
。

こ
れ
は
正
月
の
神
事
が
す
ん
で
か

ら
行
な
う
佛
教
的
な
年
初
の
行
事
で
あ

っ
て
、
百
萬
遍
念
佛
に
よ

っ
て

部
落
の
安
全
を
所
願
す
る
極
め
て
呪
術
性
の
強
い
念
佛
信
仰
で
あ
る
。

五
月
に
つ
い
て
部
落
の
年
中
行
事
化
し
て
い
る
も
の
に
、
田
植
前
後

に
行
な
う

「
虫
送
り
念
佛
」
「
五
殼
豐
穰
の
念
佛
」
と
、
こ
れ
に
續

い
て

行
な
う

「
疫
病
退
散
の
念
佛
」
と

が
あ
る
。
高
知
縣
宿
毛
市
淨
土
寺
よ

り
の
報
告
に
よ
る
と
、
「
毎
年

一
月
十
六
日
に
春
所
濤
の
百
萬
遍
念
佛

を
つ
と
め
、
五
月
に
は
虫
送
り
念
佛
を
行
な
い
、
八
月

一
日
に
は
夏
所
濤

と
い
っ
て
惡
疫
退
散
の
百
萬
遍
念
佛
を
つ
と
め
る
こ
と
が
部
落
の
年
中

行
事
に
な
っ
て
い
る
」
と

い
う
。

こ
の
虫
送
り
念
佛
は
所
に
よ

つ
て
、

虫
供
養
念
佛
と
い
う
虜
も
あ
り
、
ま
た
根
付
ケ
念
佛
と
稱
す
る
處
も
あ

る
。

い
つ
れ
も
五
殼
豐
穰
を
所
念
し
て
行
な
う
念
佛
行
事
で
あ
る
が
、

こ
の
行
事
に
惡
疫
退
散
の
意
味
を
含
め
て
行
な
う
虚
も
あ
る
。
こ
の
虫

送
り
念
佛
は
岡
山
縣
、
香
川
縣
、
愛
媛
縣
下

の
瀬
戸
内
側
に
盛
ん
に
行

な
わ
れ
て
い
て
、
そ
の
他
高
知
縣
、
熊
本
縣
、

千
葉
縣
及
び
中
部
東
北

地
方
に
お
い
て
米
作
中
心
の
地
方
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。

い
ま
岡
山
縣
淺

口
郡
富
部
落

(現
在
は
岡
山
縣
玉
島
市
字
富
)
に

行
な

わ
れ
て
い
る

「
虫
送
り
百
萬
遍
念
佛
」
を
見
る
と
、
こ
れ
は
部
落

の
公
民

館

(昔
し
は
當
番
の
家
)
で
部
落
民
が

一
戸

一
人
の
割
で
全
戸
の
も
の
か

參
加
し
て
行
な
う
部
落
の
年
中
行
事
に
な

っ
て
い
て
、
大
體
毎
年
田
植

終
了
の
直
後

(七
月

一
日
か
二
日
)
に
行
な
う
慣
習
に
な

っ
て
い
る
。
初

め
部
落
の
代
表
者
が
檀
那
寺
で
あ
る
鴨
方
明
王
院

(
天
台
宗
)
へ
行

っ
て

寺
に
あ
る
百
萬
遍
大
念
珠
を
も
ら
い
受
け
て
く
る
。
こ
の
時
、
寺
で
は

大
念
珠
に
加
持
を
す
る
。
部
落

へ
持
ち
編
え

っ
た
な
れ
ば
公
民
館
に
お

い
て
部
落
全
戸

の
も
の
が
参
加
し
て
、
圓
陣
を
つ
く

っ
て
百
萬
遍
念
珠

を
く
る
。
般
若
心
經
三
卷
稱
え
て
念
佛
し
、

念
珠
を
數
同
ま
わ
す
。
本

尊
佛
は
祀
ら
な
い
。
勿
論
寺
の
住
職
も
参
加
し
な
い
。
部
落
の
代
表
者

が
こ
の
行
事
の
全
指
揮
を
と
る
。
念
佛
が
終

っ
た
な
れ
ば

一
同
は
大
聲

で
「
ワ
ア
ー
」
と
呼
ん
で
大
念
珠
を
さ
し
あ
げ
る
。
そ
の
後
約
二
米
餘
り

の
笹
竹
に

「
奉
唱
彌
陀
寶
號
谷
中
安
全

五
穀
成
就

所
修
虻
蛇
及
蝮
蠍
氣
毒
煙
火
燃
念

彼
觀
音
力
尋
聲
自
廻
去
雲
雷
鼓
掣
電
降
雹
澎
大
雨
念
彼
觀
音
力
應
時
得

民
間
に
お
け

る
念
佛
信

仰

の
受
容

に
つ
い
て

(
坪

井
)
 

七
三
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民
間
に
お
け

る
念
佛
信
仰

の
受
容

に

つ
い
て

(
坪

井
)
 

七

四

消
散
」
と

い
う
法
華
經
普
門
品
の

一
句
を
書
い
た
白
い
長
い
紙
を
結
び

つ
け
、

こ
れ
を
先
頭
に
大
念
珠
を
數
人
で
か
つ
い
で
、
「
ナ
ン
メ
ー
ド
」

「
ナ
ン
メ
ー
ド
」
と
唱
え
な
が
ら
部
落

の
各
家
を

三
巡
す
る
。
こ
の
と
き

氏
神
で
あ
る
八
幡
社
の
社
殿
を
七
同
廻
る
。
部
落
の
各
家
に
は
勝
手
口

に
入

っ
て
念
佛
し
、
中
に
は
座
敷
よ
り
勝
手
口
へ
數
珠
を
か
つ
ぎ
な
が

ら
通
り
拔
け
る
家
も
あ
る
。
か
く
し
て
、
全
戸
を
廻
り
終

っ
た
な
ら
ば

村
端
れ
に
お
い
て
、
再
び
部
落
民

一
同
が
集

っ
て
道
路

の
上
で
念
佛
し

大
念
珠
を
く
る
。
そ
し
て
最
後
に

「
ワ
ア
ー
」
と

大
聲
を
出
し
て
大
念

珠
を
高
く
も
ち
あ
げ
る
。

こ
れ
で
も

っ
て
虫
送
り
の
念
佛
行
事
は
終
り

で
あ
る
ゆ
こ
の
富
部
落
は
淺

口
郡
の
北
山
の
端
に
あ
り
、

こ
の
地
方
で

は
虫
送
り
念
佛
は
こ
の
部
落
に
初
業
つ
て
次
第
に
下
の
部
落
に
大
念
珠

を
送

っ
て
い
く
。

こ
の
虫
送
り
百
萬
遍
念
佛
は
こ
の
地
方
に
廣
く
行
な

わ
れ
て
い
る
念
佛
で
あ

っ
て
、
田
畑
の
惡
虫
の
追
放
と
五
殼
豐
穰
を
祈

り
、
併
せ
て
暑
中
に
お
け
惡
疫
退
散
を
所

っ
て
行
な
う
行
事
で
あ
る
。

而
て
、

百
萬
遍
念
珠
を
も
ち
あ
る
き
、
ま
た
各
家

々
に
立
寄
る
の
は
田

畑
に
災

す
る
惡
靈
及
び
各
家
に
い
る
厄
病
神
、
災
い
の
神
を
こ
の
百
萬

遍
大
念
珠
に
吸
い
と
る
た
め
で
あ
り
、
最
後
に
村
端
れ
で

「
ワ
ア
ー
」

と
大
聲

を
出
し
て
念
珠
を
さ
し
あ
げ
る
事
は
、
大
念
珠
に
吸
い
と

っ
た

惡
靈
惡
神
を
村
か
ら
追
い
彿
う
た
め
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
、

こ
の
念
佛
行
事
を
行
な
わ
な
い
と
き
は
農
作
物
の
出
來
も
惡
く
、

ま
た
惡

い
病
氣
が
は
や
る
と
い
い
な
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
道
路
に
て
念
珠
を
繰
り
、
ま
た
持
ち
歩
く
所
は
、
上
記

の
ほ
か
に
左
の
地
區
に
も
見
ら
れ
る
。
即
ち
、

高
知
縣
室
戸
市
室
戸
岬
町
。
同
縣
高
岡
市
越
智
町

香
川
縣
觀
音
寺
町
豐
田
町
。
千
葉
縣
安
房
郡
鴨
川
町
。

千
葉
縣
印
播
郡
松
虫
。

埼
玉
縣
岩
槻
市
慈
恩
寺
。

茨
域
城
茨
城
郡
紳
谷
。

福
島
縣
相
馬
市
中
村
。

山
形
縣
東
田
川
郡
羽
黒
町
。
秋
田
縣
仙
北
郡
藤
木
町
。

青
森
縣
津
輕
地
方

そ
の
他

こ
の
ほ
か
數
例
が
あ
る
が
、
中
に
は

「
四
五
年
前
ま
で
あ

っ
た
が
今

は
行
な
わ
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
報
告
も
あ
り
、
次
第
に
衰
微
し
つ
ゝ

あ
る
行
事
で
あ
る
。

し
か
し
、
農
山
村
の
古
老
の
間
に
は
未
だ
根
強
い
信
仰
と
な

っ
て
傳

わ

っ
て
い
る
行
事
で
あ
る
。
こ
れ
は
唱
え
る
念
佛
並
に
持
ち
あ
る
く
大

念
珠
に
神
秘
的
な
呪
術
力
を
認
め
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
田
畑
や
家
屋
内

に
い
る
惡
震
惡
神
を
追
い
彿
わ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
農
作
物
が

不
作
に
な

っ
た
り
、
村
に
惡
疫
が
流
行
す
る
こ
と
は
、
古
來
素
朴
な
村

人
は
惡
霊
や
惡
神
の
仕
業
と
考
え
た
の
で
あ

っ
て
、
か

ゝ
る
惡
璽
惡
神

を
追
放
す
る
た
め
に
百
萬
遍
念
佛
が
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

素
朴
な
呪
術
信
仰
の
上
に
受
け
容
れ
ら
れ
た
念
佛
の

一
例
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
唱
え
る
念
佛
と
繰
る
百
萬
邊
念
珠
に
祥
秘
な
呪
術
力
を

認
め
る
信
仰
は
病
氣
手
癒
の
念
佛
や
大
念
珠
に
ふ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て

身
體
が
健
康
に
な
り
、
痛
め
る
患
部
が
な
お
る
と
い
う
信
仰
を
生
み
出

す
ば
か
り
で
な
く
、
干
天
の
時
に
は
雨
乞
念
佛

と
な
り
、
さ
ら
に
人
間
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の
安
全
を
祈
る
ば
か
り
で
な
く
家
畜
牛
馬
の
無
事
息
災
を
祈
念
す
る
牛

念
佛

(三
重
縣
松
坂
市
貞
松
寺
)
な
る
も

の
を
生
じ
た
。
し
か
し
な
が

ら
、
か
く
の
如
き
素
朴
な
民
間
念
佛
信
仰
は
最
近
の
科
學
思
想
の
普
及
、

農
藥

や
還
境
衛
生
の
整
備
に
よ
っ
て
急
速
に
衰
え
つ
ゝ
あ
り
、
か
つ
て

道
路
で
行
な
わ
れ
た
虫
送
り
念
佛
が
虫
供
養
念
佛
に
轄
化
し
て
寺
院
に

お
い
て
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
祈
濤
的
呪
術
念
佛
が
田
畑
に
て
殺

數
さ
れ
た
虫
の
靈
を
弔
う
追
善
供
養
の
念
佛
と
し
て
存
續
し
て
い
る
處

も
あ
れ
ば
、
そ
の
ま

ゝ
慶
絶
し
た
處
も
あ
る
。

三

次
に
先
亡
追
善
儀
禮
と
し
て
の
百
萬
遍
念
佛
と
は
主
と
し
て
、
在
家

に
で
租
先
の
追
幅
の
た
め
に
行
な
わ
れ
る
念
佛
で
あ
る
が
、

こ
れ
ま
た

全
國
的
に
廣
く
行
な
わ
れ
、
年
中
行
事
と
し
て
は
春
秋
兩
彼
岸
及
び
盆

に
行
な
わ
れ
る
ほ
か
、
月
並
の
念
佛
講
が
あ
る
。
さ
ら
に
部
落
民
又
は
講

員
の
死
亡
に
あ
た
り
、
葬
式
中
陰
逮
夜
年
忌
に
お
い
て
臨
時
に
行
な
わ

れ
て
い
る
。
場
所
は
葬
式
の
時
は
主
と
し
て
在
家
で
あ
る
が
彼
岸
盆
の

場
合
は
、
寺
院
佛
堂
或
は
在
家
で
行
な
れ
る
。
新
潟
縣
見
附
市
片
桐
村

で
は
春
秋
彼
岸
の
七
日
聞
、

念
佛
講
員
の
家
を
順
次
廻

っ
て
つ
と
め
る

と
い
い
、
ま
た
彼
岸
中
の

一
日
を
と

っ
て
部
落
民
が
寺
集
ま

っ
て
先
亡

追
善
の
た
め
に
念
佛
す
る
所
も
あ
る
。
さ
ら
に
念
佛
講
な
る
組
織
を
つ

く
り
、
講
員
の
家
に
て
毎
月
定
期
的
に
集

っ
て
百
萬
遍
念
佛
を
行
な
う

處
も
あ
り
、
こ
の
先
亡
追
修
儀
禮
の
百
萬
遍
念
佛
は
農
山
村
に
お
い
て

根
深

い
念
佛
と
し
て
殘

っ
て
い
る
。
さ
ら
に
講
員
の

一
人
が
死
亡
し
た

と
き
に
は
全
講
員
が
集

っ
て
葬
式
の
中
陰
逮
夜
に
百
萬
遍
念
珠
を
く
る

例
は
現
に
廣
く
見
る
こ
と
の
出
來
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
先
亡
追
善
の

念
佛
信
仰
の
底
に
流
れ
て
い
る
も
の
は
亡
靈
信
仰
で
あ

っ
て
、
も
し
先

亡
者
に
追
善
の
念
佛
が
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
祖
先
は
子

孫
に
對
し
て
追
善
供
養
を
要
求
し
、
子
孫
に
何
等
か
の
災
い
を
な
す
と

い
う
信
仰
で
あ
る
。

こ
と
に
不
時
の
災
害
や
非
業
の
死
を
と
げ
た
人
に

は
特
に
丁
重
な
る
追
善
供
養
を
し
て
弔
ら
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
亡
靈

信
仰
が
そ
の
基
と
な

っ
て
い
る
。
近
世
に
著
わ
さ
れ
た
念
佛
上
人
の
傳

記
を
見
る
と
亡
靈

(幽
靈
)
が
上
人

の
念
佛
教
化
に
よ

っ
て
得
脱
し
た

と
い
う
説
話
が
多
く
見
ら
れ
る
の
も
が

ゝ
る
信
仰
に
よ
る
も
の
と
考
え

る
。
そ
れ
で
こ
の
先
亡
追
修
の
百
萬
遍
念
佛

な
る
も
の
は
亡
靈
信
仰
と

い
う
基
盤

の
上
に
受
け
容
れ
ら
れ
た
念
佛
信
仰
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

第
三
に
先
徳
の
報
恩
儀
禮
と
し
て
の
百
萬
遍
念
佛
と
は
法
然
上
人
、

徳
本
上
人
、
幡
随
意
上
人
等
の
念
佛
の
祖
師

に
對
す
る
報
恩
謝
徳
の
た

め
に
行
な
わ
れ
る
念
佛
で
あ
る
。

こ
れ
に
は
御
忌
講
、
徳
本
講
、
幡
随

意
講
、

慈
教
講
、
明
照
講
等
の
如
き
も
の
も

の
が
あ
り
、

い
つ
れ
も
講

組
織
に
な

っ
て
い
て
、
毎
月
定
例
に
百
萬
遍
念
佛
を
行

っ
て
い
る
。
こ

の
う
ち
徳
本
講
は
徳
本
上
人
、
幡
随
意
講
は
幡
随
意
上
人
、
御
忌
講
慈

教
講
明
照
講
は
い
つ
れ
も
法
然
上
人
の
遺
徳
を
し
の
ん
で
行
な
う
念
佛

で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
幡
随
意
講
の
如
き
は
本
來
、
幡
随
意
上
人
の
遺

徳
を
崇
め
て
行
な
う
念
佛
行
事
で
あ

っ
た
が
、

い
つ
し
か
攘
災
招
福
儀

民
間
に
お
け
る
念
佛
信
仰

の
受

容
に

つ
い
て

(
坪

井
)
 

七

五
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民
間

に
お
け
る
念
佛
信
仰

の
受
容
に

つ
い
て

(
坪

井
)
 

七
六

禮
に
變

っ
た
も
の
も
あ
る
。
幡
随
意
講
は
宮
崎
縣
延
岡
市

一
圓
の
部
落

に
廣
く
行
な
わ
れ
、
各
部
落
ご
と
に
講
か
あ
っ
て
延
岡
市
三
福
寺
開
山

堂
に
て
毎
年
舊
五
月
五
日
に
つ
と
め
る
ほ
か
、
毎
月
部
落
の
各
家
廻
り

持
ち
で
當
番
と
な

っ
て
、
そ
の
家
で
行
な
わ
れ
い
る
が
、
現
在
は
火
難

水
難
病
難
を
免
が
れ
る
と
い
の
信
仰
に
変

っ
い
る
。
そ
し
て
火
除
け
の

獲
符
を
寺

へ
受
け
に
參
り
、
漁
師
は
水
難
除
け
の
護
符
を
、
流
行
病
の

は
や

っ
た
と
き
に
は
息
災
の
護
符
を
受
け
に
來
る
人
が
多
い
と
い
う
。

こ
の
例
は
筑
後
善
導
寺
に
お
い
て
も
見
ら
れ
、
善
導
、
法
然
、
聖
光
の

三
上
人
を
祀
る
三
祖
堂
が
安
産
の
ホ
ト
ケ
と
信
じ
ら
れ
て
婦
人
の
參
詣

者
が
多

い
と
い
わ
れ
る
の
と
同
様
で
あ
る
。
善
導
寺
の
三
祖
堂
は
三
祖

が
産
祖
に
通
じ
、
ま
た
三
祖
の

「
サ
ン
」
が
安
産
の

「
サ
ン
」
に
通
ず

る
處
よ
り
生
れ
た
信
仰
と
思
わ
れ
る
が
、
幡
随
意
講
の
火
難
水
難
除
け

の
信
仰

は
二
河
白
道
の
譬
喩
を
も

っ
て
説
く
念
佛
信
仰
が
轄
化
し
た
も

の
で
あ

ろ
う
。

か
く

の
如
く
祖
師
讃
仰
の
念
佛
信
仰
が
穰
災
招
福
の
念
佛
に
轄
化
し

た
も
の
は
別
と
し
て
、
念
佛
上
人
が
地
方
を
教
化
さ
れ
た
遺
法
を
い
ま

に
傳
え
、
同
信
同
行
の
集
り
と
し
て
堅
い
念
佛
講
組
織
を
つ
く

っ
て
い

る
處
は
少
な
く
な

い
。
山
口
縣
萩
市
に
あ
る
蓮
友
會
淨
友
會
な
る
念
佛

講
は
大
日
比
三
師
の
勧
化
に
よ
る
遺
法
を
傳
え
る
も
の
で
あ

っ
て
、
大

薫
香

三
本
が
立
ち
消
え
る
問
、

念
佛
す
る
と
い
う
厚
い
信
仰
を
も

っ
た

團
體
で
あ
る
。
か

ゝ
る
祖
師
讃
仰

の
念
佛
講
な
る
も
の
は
同
信
同
行
の

祖
を
崇

め
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
日
本
古
來
の
氏
神
信
仰
と
同
じ

考
え
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
來
る
。
氏
祥
信
仰
は
同
じ
氏
の
租
、
同

族
の
租
先
を
崇
め
る
信
仰
で
あ
る
が
、
か
ゝ
る
信
仰
と
念
佛
講
員
が
同

信
同
行
の
祖
と
し
て
念
佛
の
祖
師
を
崇
め
る
觀
念

と
は
同
じ

で
あ

っ

て
、
同
族
と
し
血
縁
地
縁
家
縁
の
關
係
を
重
視
す
る
か
、
同
信
同
行
と

し
て
同
じ
信
仰
を
重
視
す
る
か
の
相
違
で
あ
る
。
現
在
淨
土
宗
に
お
い

て
御
忌
講
な
る
信
仰
組
織
が
地
方
に
多
く
あ
り
、
眞
宗
に
お
い
て
報
恩

講
な
る
行
事
に
よ

っ
て
同
信
同
行
が
あ
い
會
し
て
、
根
強
い
念
佛
信
仰

を
形
成
し
て
い
る
の
は
氏
神
信
仰
と
い
う
日
本
固
有
の
民
俗
信
仰
の
上

に
形
成
さ
れ
た
祖
師
信
仰
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
か
ゝ
る
祖
師
信
仰

は
中
國
に
お
い
て
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
日
本
佛
教
の

一
特
色

と
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

上
述
の
如
く
、
現
在
日
本
に
お
い
行
な
わ
れ
て
い
る
百
萬
遍
念
佛
信

仰
の
受
客
を
三
類
型
に
分
け
て
考
察
し
た
が
、
攘
災
招
福
儀
禮
と
し
て

の
念
佛
も
、
先
亡
追
善

の
念
佛
も
、
祖
師
讃
仰
の
念
佛
も
い
つ
れ
も
百

萬
遍
念
佛
思
想
本
來
の
も
の
で
な
く
、
日
本
固
有
の
民
俗
信
仰
に
よ

っ

て
同
化
し
て
受
け
容
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
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