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第
一
章
民
間
念
仏
の
系
譜

第
一
節
民
間
念
仏
の
系
譜

『民
間
念
仏
信
仰
の
研
究
』

は
じ
め
に
ー
本
書
の
構
成
と
民
間
念
仏

著
者
は
本
書
の
冒
頭
で
「
民
間
念
仏
と
は
、
民
間
人
・

在
家
の
人
が
中
心
に
な
っ
て
行
う
念
仏
で
、
何
々
念
仏
と

い
う
名
称
で
、
念
仏
芸
能
や
念
仏
講
と
し
て
全
国
で
広
く

行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
念
仏
は
こ
こ
半
世
紀
の
間

に
、
だ

い
ぶ
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
が
、
歴
史
的
に
は
融
通

念
仏

；
大
念
仏

・
六
斎
念
仏

・
双
盤
念
仏

・
念
仏
踊
り
と

し
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
展
開
し
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
」

と
述
べ
て
い
る
。

「
民
間
念
仏
」
と
い
う
言
葉
は
、
昭
和
四

一
年

(-
九

六
六
）
に
刊
行
さ
れ
た
「
民
間
念
仏
信
仰
の

研

究

資

料

編
』
ー
と
し
て
は
じ
め
て
全
国
規
模
の
「
民
間
念
仏
」
が

網
羅
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
書
を
「
資
料
編
」
と
し
て
念

頭
に
置
き
、
著
者
自
身
の
民
俗
調
査
の
蓄
積
に
よ
っ
て
構

成
し
、
論
考
を
加
え
た
「
続
編
」
と
位
置
づ
け
、
そ
の
上

で
民
間
念
仏
信
仰
研
究
の
基
盤
と
な
る
べ
く
執
筆
し
た
の

が
本
書
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

著
者
は
半
世
紀
に
わ
た
り
全
国
約
六

0
0
ヵ
所
に
お
よ

び
民
俗
調
査
を
実
施
し
、
「
民
間
念
仏
」
の
実
態
に
基
づ

い
た
歴
史
的
経
緯
を
追

っ
た
論
考
を
展
開
し
、
同
研
究
の

再
構
築
を
試
み
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
唱
導
を
主
体
と
し

た
融
通
念
仏
・
六
斎
念
仏

・
双
盤
念
仏
と
、
踊
り
を
と
も

な
う
風
流
系
念
仏
踊
り
の

二
つ

に
わ
け
て
章
立
て
を
設
け

て
い
る
。
ま
ず
は
そ
の
章
立
て
を
挙
げ
て
お
く
。

坂

本

要

著

吉

村

旭

輝

第
二
節
踊
り
念
仏
の
種
々
相

第
二
章
融
通
念
仏
と
講
仏
教

第
一
節
融
通
念
仏
と
大
念
仏

第
二
節
知
多
半
島
の
虫
供
養
大
念
仏
と
講
仏
教

第
三
章
六
斎
念
仏
の
地
方
伝
播

第
一
節
全
国
の
六
斎
念
仏

第
二
節
奈
良
県
の
六
斎
念
仏

第
三
節
若
狭
の
六
斎
と
念
仏

第
四
節
平
戸
・
壱
岐
の
六
斎
念
仏

第
五
節
富
士
山
周
辺
の
祈
祷
六
斎
念
仏

第
四
章
双
盤
念
仏
ー
芸
能
化
さ
れ
た
声
明

第
一
節
双
盤
念
仏
の
概
要

第
二
節
神
奈
川
県
の
双
盤
念
仏

（付

．
千
葉
県
）

第
三
節
東
京
都
の
双
盤
念
仏

第
四
節
埼
玉
県
の
双
盤
念
仏

第
五
節
関
西
の
双
盤
念
仏

第
六
節
善
光
寺
と
名
越
派
の
双
盤
念
仏

第
七
節
双
盤
念
仏
の
成
立
と
変
遷

第
八
節
双
盤
念
仏
資
料

第
五
章
大
念
仏
と
風
流
踊
り
ー
念
仏
踊
り
の
二
部
構
成

第
一
節

―――
遠
信
国
境
地
区
と
周
辺
の
大
念
仏
芸
能
の

概
観

第
二
節
南
信
州
の
念
仏
踊
り

・
掛
け
踊
り

第
三
節
水
窪
大
念
仏
と
五
方
念
仏

第
四
節

三
遠
信
大
念
仏
の
構
成
と
所
作
ー
三
河
地
区

を
中
心
に

第
五
節
奈
良
県
十
津
川
村
の
大
踊
り
か
ら
見
た
盆
風

流

第
六
章
傘
プ
ク
と
吊
り
下
げ
物

第
一
節
伊
勢

・
志
摩
大
念
仏
と
傘
プ
ク

第
二
節
傘
プ
ク
と
送
魂
儀
礼

こ
の
よ
う
に
、
第
一
章
で
は
総
論
と
し
て
「
民
間
念

仏
」
の
時
代
的
変
遷
を
追
い
な
が
ら
「
民
間
念
仏
」
の
そ

れ
ぞ
れ
の
系
譜
を
概
説
。
第
二
章
か
ら
第
四
章
ま
で
は
著

者
が
分
類
し
た
唱
導
系
の
「
民
間
念
仏
」
に
あ
た
る
融
通

念
仏
・
六
斎
念
仏

・
双
盤
念
仏
を
そ
れ
ぞ
れ
の
章
で
分
析

お
よ
び
そ
の
分
析
に
基
づ
い
た
事
例
の
報
告
が
な
さ
れ

る
。
第
五
章
で
は
風
流
系
念
仏
踊
り
に
あ
た
る
大
念
仏
と

風
流
踊
り
に
つ
い
て
の
分
析
に
基
づ
い
た
事
例
の
報
告
を

行
な
う
。
第
六
章
で
は
、
死
者
の
遺
品
が
吊
り
下
げ
ら
れ

た
伊
勢
・
志
摩
地
方
の
大
念
仏
で
の
「
傘
ブ
ク
」
を
取
り

上
げ
、
そ
の
起
源
と
な

っ
た
祇
園
祭
の
傘
鉾
と
の
関
連
か

ら
分
析
を
行
な
う
。

こ
こ

で
は

こ
れ
ら
の
章
立
て
に
源
い
な
が
ら
本
書
の
成

果
の
紹
介
を
中
心
に
新
た
に
見
つ
か
っ
た
課
題
も
あ
わ
せ

て
紹
介
す
る
。

ま
ず
第
一
章
で
は
唱
導
を
主
体
と
し
た
融
通
念
仏

•

六

斎
念
仏

・
双
盤
念
仏
と
、
踊
り
を
と
も
な
う
風
流
系
念
仏

踊
り
の
二
系
統
の
紹
介
と
概
説
を
行
な
っ
て
い
る
。
と
く

に
冒
頭
で
の
念
仏
の
紹
介
お
よ
び
「
民
間
念
仏
」
の
定
義

で
は
、
五
来
重
が
論
じ
た
空
也
ー
良
忍
ー
一

遍
の
念
仏
を

「ま

っ
た
く
異
質
な
念
仏
で
あ
っ
て
、
非
理
性
的

・
呪
術

的

・
集
団
的
な
性
格
を
も
っ
て
」
2

い
る

こ
と

に
準
拠
し
、

「
日
本
固
有
の
精
神
構
造

・
宗
教
観
念
が
空
也

・
良
忍

・

一
遍
の
念
仏
を
生
み
出
す
」
と
す
る
考
え
が
基
盤
と
な
っ

て
い
る
。
そ
の
理
念
上
で
想
定
さ
れ
た
「
民
俗
的
念
仏
」

の
歴
史
的
変
遷
を
論
じ
る
こ
と
が
本
書
で
の
主
題
と
な
っ

て
い
る
。
本
章
の
概
説
で
は

こ
の
「
民
間
念
仏
」
の
定
義

の
も
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
変
遷
の
概
略
を
百
万
遍
念

仏
、
六
斎
念
仏
、
双
盤
念
仏
、
念
仏
踊
り
、
傘
ブ
ク
と
盆

踊
り
に
わ
け
て
解
説
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
が

大
念
仏
と
称
さ
れ
る
融
通
念
仏
を
中
心
に
展
開
し
て
い
く

こ
と
を
前
提
と
し
、
融
通
念
仏
は
戦
国
時
代
以
降
の
惣
村

成
立
、
信
仰
の
高
ま
り
か
ら
持
斎
運
動
に
展
開
し
て
生
ま

れ
た
六
斎
念
仏
、
近
世
初
頭
の
爆
発
的
流
行
こ
よ

っ
て
広
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ま

っ
た
風
流
踊
り
と
の
結
合
に
よ
る
踊
り
念
仏
の
誕
生
な

ど
、
そ
れ
ぞ
れ
が
誕
生
し
た
経
緯
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の

上
で
、
第
二
節
で
は
「
踊
り
念
仏
の
種
々
相
」
と
し
て
宗

教
性
が
強
い
踊
り
念
仏
と
芸
能
化
さ
れ
た
念
仏
踊
り
に
分

類
し
、
そ
れ
ら
を
そ
れ
ぞ
れ
空
也
派
、
融
通
念
仏
、

一

向、

一
遍
、
時
衆
と
時
宗
、
京
都
六
斎
念
仏
の
六
系
統
の

踊
り
念
仏
、
そ
し
て
風
流
踊
り
系
、
小
念
仏
と
お
し

ゃ
ら

く
、
天
道
念
仏
、
ジ
ャ
ン
ガ
ラ
念
仏
の
四
系
統
の
念
仏
踊

り
に
わ
け
て
、
と
く
に
踊
り
念
仏
を
中
心
に
空
也
と
導
御

の
踊
り
念
仏
の
有
無
、

ま
た
一
向
、

一
遍
の
踊
り
を
鎌
倉

時
代
の
文
永
か
ら
弘
安
に
か
け
て
史
料
上
で
通
観
し
て
い

る
。
そ
の
な
か
で
踊
り
念
仏
の
担
い
手
た
ち
の
遊
行
と
い

う
鎌
倉
末
期
か
ら
南
北
朝
期
の
特
徴
で
あ
り
、
そ
の
後
一

向
の
踊
り
は
二
代
礼
阿
智
に
よ

っ
て
、
ま
た
一
遍
の
踊
り

は
時
宗
主
流
派
で
あ
る
藤
沢
遊
行
派
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ

法
式
化
・

儀
礼
化
さ
れ
て
い
く
ま
で
を
概
観
し
て
い
る
。

融
通
念
仏
・
六
斎
念
仏
・
双
盤
念
仏

著
者
の
論
考
の
中
心
と
な
る
の
が
第
二
章
以
降
の
各
論

に
あ
た
る
。
第
二
章
で
は
融
通
念
仏
と
講
仏
教
に
つ
い
て

論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
融
通
念
仏
に
よ
る
念
仏
の
唱
導

が
大
人
数
と
な
り
、
大
念
仏
と
な
る
定
義
を
呈
し
、
江
戸

時
代
初
期
の
檀
家
制
度
の
よ

っ
て
成
立
す
る
村
落
仏
教
以

前
の
形
態
で
あ
る
講
仏
教
と
し
て
の
大
念
仏
を
知
多
半
島

の
念
仏
行
事
を
中
心
に
論
じ
て
い
る
。
知
多
半
島
の
場

合
、
虫
供
養
大
念
仏
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ

で

は
五
来
が
断
片
的
に
紹
介
し
3
‘

鈴
木
泰
山
4

の
み
の
先

行
研
究
し
か
な
か
っ
た
知
多
半
島
内
の
一
―

地
区
を
調
査

し
、
そ
の
報
告
と
縁
起

・
史
料

・
行
事

・
念
仏
儀
礼

・
念

仏
信
仰
史
の
観
点
で
考
察
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
は
江

戸
時
代
以
前
の
宗
派
別
の
統
制
が
な
さ
れ
る
前
に
基
本
形

が
あ
り
、
そ
こ
に
天
台
宗
真
盛
派
、
曹
洞
宗
そ
し
て
浄
土

真
宗
高
田
派
に
よ

っ
て
融
通
念
仏、

百
万
遍
念
仏
、
四
遍

念
仏
の
影
響
を
取
り
入
れ
、
現
在
の
虫
供
養
大
念
仏
の
形

態
と
な

っ
た
背
景
を
論
じ
て
い
る
。
ま
た
大
野
谷
地
区
に

残
る
民
間
念
仏
者
が
担
う
巡
回
念
仏
で
あ
る
「
阿
弥
陀
ぱ

ん
さ
ん
」
に
注
目
し
、
「
初
期
の
真
宗
高
田
派
や
中
世
融

通
念
仏
集
団
の
形
態
に
通
ず
る
も
の
」
と
し
て
近
世
初
頭

の
民
間
念
仏
信
仰
の
形
態
を
よ
く
残
し
た
も
の
と
論
じ
て

い
る
。

ま
た
第
三
章
で
は
「
六
斎
念
仏
の
地
方
伝
播
」
と
題

し
、
高
野
山
麓
を
中
心
に
近
畿
地
方
に
数
多
く
残
る
六
斎

念
仏
に
注
目
し
、
第
一
節
で
は
六
斎
念
仏
が
行
な
わ
れ
る

地
域
の
紹
介
、
第
二
節
で
は
融
通
念
仏
宗
や
浄
土
宗
の
村

落
で
曲
種
や
太
鼓
が
混
入
し
た
形
態
に
な
る
奈
良
県
の
事

例
、
ま
た
第
三
節
で
は
若
狭
街
道
の
系
統
と
名
田
庄
か
ら

京
都
に
至
る
街
道
筋
の
系
統
で
大
き
く
念
仏
的

（引
声

系
）
と
芸
能
的
な
も
の
に
分
か
れ
る
若
狭
、
第
四
節
で
は

江
戸
時
代
初
期
に
平
戸
藩
の
キ
リ
シ
タ
ン
排
斥
の
意
向
に

沿

っ
て
広
め
ら
れ
た
長
崎
県
平
戸
市
と
五
島
列
島
、
壱
岐

の
事
例、

そ
し
て
九
字

・
五
方
堅
め

・
神
寄
せ
と
い
っ
た

儀
礼
や
刀
を
使

っ
た
病
気
平
癒
の
祓
い

、
ま
た
幕
目
な
ど

の
儀
礼
が
つ
く
祈
蒻
六
斎
念
仏
が
残
る
富
士
山
周
辺
の
事

例
を
そ
れ
ぞ
れ
と
り
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
は
そ

れ
ぞ
れ
特
徴
を
も
っ
て
お
り
、

一
定
の
原
型
を
も
つ
念
仏

に
宗
派
の
関
与
や
、
富
士
山
周
辺
の
場
合
は
修
験
や
富
士

行
者
な
ど
の
関
与
に
よ

っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
独
特
の
六

斎
念
仏
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

そ
し
て
第
四
章
で
は
尺
鉦
や
尺
三
と
呼
ば
れ
る
鉦
を
叩

き
な
が
ら
念
仏
を
唱
え
る
双
盤
念
仏
を
と
り
あ
げ
、
双
盤

鉦
が
引
声
念
仏
に
登
場
し
た
江
戸
時
代
初
期
か
ら
浄
土
宗

の
儀
礼
と
し
て
成
立
し
た
背
景
を
も
と
に
第
一

節
で
は
そ

の
概
要
を
述
べ
て
い
る
。
第
二
節
か
ら
第
四
節
で
は
鎌
倉

光
明
寺
の
双
盤
念
仏
が
も
と
と
な

っ
た
神
奈
川
県
、
東
京

都
、
埼
玉
県
の
事
例
を
そ
れ
ぞ
れ
と
り
あ
げ
、
神
奈
川
県

で
の
双
盤
鉦
の
み
に
な
る
事
例
、
ま
た
明
治

・
大
正
時
代

に
東
京
都
や
埼
玉
県
で
双
盤
念
仏
が
流
行
し
、
拠
点
の

三、

堂
ご
と
に
流
派
が
成
立
し
て
い

っ
た
よ
う
す
を
紹
介
し
、

形
態
や
鉦
の
年
号
、
史
料
を
中
心
に
分
析
し
て
い
る
。
ま

た
第
五
節
で
は
近
畿
地
方
の
事
例
で
あ
り
、
滋
賀
県
安
土

浄
厳
院
に
端
を
発
し
、
か
つ
て
は
安
土
以
南
の
滋
賀
県
内

の
約
三
百
ヵ
寺
で
行
な
わ
れ
て
い
た
雲
版
太
鼓
と
双
盤
鉦

を
用
い
る
楷
定
念
仏
と
そ
の
他
の
地
区
に
わ
か
れ
る
こ
と

を
述
べ

、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
例
紹
介
を
行
な

っ
て
い
る
。
そ

し
て
第
六
節
で
は
「
き
ざ
み
叩
き
」
「
雨
だ
れ
」
と
呼
ば

れ
る
叩
き
方
に
特
色
の
あ
る
善
光
寺
系
寺
院
と
、
施
餓
鬼

の
儀
礼
が
発
達
し
た
福
島
県
い
わ
き
市
を
拠
点
に
東
北
か

ら
北
海
道
に
分
布
す
る
名
越
派
を
中
心
に
紹
介
す
る
。
そ

の
上
で
双
盤
念
仏
の
成
立
と
変
遷
を
述
べ
た
の
が
第
七
節

で
あ
る
。
そ
こ
で
は
各
地
の
分
布
の
拠
点
と
な

っ
た
京
都

真
如
堂
や
鎌
倉
光
明
寺
の
十
夜
法
要
で
の
「
引
声
」
に
注

目
し
、
そ
れ
ら
の
歴
史
的
背
景
や
変
遷
に
迫

っ
て
い
る
。

ま
た
次
項
以
降
は
双
盤
鉦
と
念
仏
の
分
析
で
あ
る
。
入
退

堂
で
の
雲
版
念
仏
や
三
遍
返
し
の
「
引
声」
、
「
六
字
詰

め
」
の
回
向
鉦
な
ど
、
鉦
の
使
用
の
用
途
や
叩
き
方
、
そ

し
て
そ
れ
ら
が
役
僧
の
代
役
と
し
て
僧
侶
か
ら
在
家
で
行

な
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
事
例
か
ら
関
西
で
の
双
盤
鉦
の

み
の
地
念
仏
へ
の
変
化、

関
東
で
は
江
戸
時
代
末
期
か
ら

明
治
・
大
正
時
代
に
か
け
て
流
行
し
、
遊
び
鉦
と
し
て
各

流
派
を
生
ん
で
い
く
背
景
を
論
じ
て
い
る
。
最
後
の
第
八

節
で
は
全
国
の
双
盤
念
仏
、
双
盤

・
雲
版
の
古
鉦
、
そ
し

て
双
盤
念
仏

・
雲
版
の
構
成
の

一
覧
表
が
あ
り
、
著
者
の

細
密
な
調
査
デ
ー
タ
を

一
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

風
流
踊
り
系
念
仏
踊
り

第
五
章
で
は
、
著
者
が
踊
り
を
と
も
な
う
風
流
系
念
仏

踊
り
と
し
て

「
民
間
念
仏
」
の
も
う
ひ
と
つ
の
系
統
に
つ

い
て
、
引
声
で
唱
え
る
大
念
仏
と
融
通
念
仏
が
踊
り
と
は

別
に
唱
え
ら
れ
る
系
統
を
分
析
し
て
い
る
。
第
一
節
で
は
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天
竜
川
中
流
域
に
あ
た
る
引
声
系
の
念
仏
や
和
讃
を
唱
え

る
部
分
と
「
ハ
ネ
コ
ミ
」
と
呼
ば
れ
る
風
流
系
太
鼓
踊
り

の
輪
踊
り
が
交
互
に
行
な
わ
れ
て
い
る
三
遠
信
国
境
地
区

の
諸
相
を
と
り
あ
げ
、
融
通
念
仏
で
あ
る
大
念
仏
を
も
と

に
風
流
踊
り
や
傘
ブ
ク

・
修
験
道
の
儀
礼
が
加
わ

っ
て
成

立
し
た
東
海
地
方
の
大
念
仏
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
る

C

そ
の
な
か
で
も
第
二
節
で
は
南
信
州
の
大
念
仏

・
念
仏
踊

り
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
こ
こ

で
は
東
海
地
方
と
芸
態
や

芸
能
の
構
成
が
一
致
し
て
は
い
る
が
、
念
仏
を
唱
え
な
い

掛
け
踊
り
や
樽
木
踊
り
と
い
う
踊
り
が
存
在
し
て
い
る
。

そ
れ
ら
を
紹
介
し
、

一
般
的
に
は
南
信
州
は
明
治
維
新
の

廃
仏
毀
釈
に
よ
っ
て
神
道
色
を
強
く
し
た
地
域
で
あ
る
た

め
、
念
仏
を
唱
え
な
い
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
な
か
で
、
著
者
は
村
内
の
神
仏
に
巡
拝
し
て
願
掛
け

を
行
な
う
儀
礼
に
注
目
し
、
そ
の
行
列
に
風
流
系
の
作
り

物
や
踊
り
が
入
っ
た
と
分
析
を
し
て
い
る
。
次
に
第
三
節

で
は
静
岡
県
水
窪
町
で
盆
の
一
四
日
に
新
亡
の
霊
の
た
め

に
行
な
わ
れ
る
水
窪
大
念
仏
と
、
そ
の
な
か
で
、
新
盆
の

家
々
の
庭
の
祓
い
な
ど
で
行
な
わ
れ
る
五
方
念
仏
を
と
り

あ
げ
て
い
る
。
こ
の
な
か
で
は
五
方
念
仏
や
神
名
帳
の
唱

え
な
ど
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
陰
陽
道

・
修
験
道
の
儀
礼

と
の
関
連
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
し
て
第
四
節
で
は
三
河

地
区
を
中
心
に
三
遠
信
全
域
の
大
念
仏
の
構
成
と
所
作
を

ま
と
め
、
引
声
系
の
念
仏
で
は
踊
り
が
な
い

こ
と
、
ま
た

「
ハ
ネ
コ
ミ
」
と
い
う
輪
踊
り
が
共
通
し
て
存
在
し

て
い

る
こ
と
を
調
査
結
果
か
ら
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
っ

づ
く
第
五
節
で
は
奈
良
県
十
津
川
村
に
残
る
大
踊
り
と
三

遠
信
大
念
仏
を
比
較
し
、
三
遠
信
で
の
「
念
仏

・
ハ
ネ
コ

ミ
・
送
り
」
と
十
津
川
村
の
「
踊
り
歌

（列
の
向
き
合
い

太
鼓
）
・
セ
メ

の
輪
踊
り
、
速

い
セ
メ
の
輪
踊
り
」
の
構

成
が

一
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
十
津
川
村
で
横
並
び
の
列

か
ら
セ
メ
の
輪
踊
り
に
移
行
す
る
際
に
三
遠
信
の
よ
う
な

念
仏
が
入
っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

傘
フ
ク
と
吊
り
下
げ
物

第
六
章
で
は
三
重
県
の
志
摩
半
島
一
帯
で
行
な
わ
れ
て

い
る
大
念
仏
に
出
さ
れ
る
「
傘
ブ
ク
」
を
取
り
上
げ
て
い

る
。
こ
の
大
念
仏
で
は
鋲
打
ち
太
鼓
を
叩
き
な
が
ら
「
ナ

ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
」
を
唱
え
る
「
ガ
ク
打
ち
」
、
新
盆
の
人

の
戒
名
を
掲
げ
て
供
養
す
る
「
名
乗
り
」
、
そ
の
際
死
者

の
遺
品
を
吊
り
下
げ
る
傘
ブ
ク
が
出
さ
れ
、
そ
の
後
道
行

き
や
輪
に
な
っ
て
練
る
構
成
と
な

っ
て
い
る
。
地
域
に
よ

っ
て
は
カ
ン
コ
踊
り
の
み
の
場
合
も
あ
る
。
第
一
節
で
は

こ
の
志
摩
半
島
の
大
念
仏
を
紹
介
し
、
そ
の
構
成
の
特
徴

を
ま
と
め
て
い
る
。
そ
し
て
第
二
節
で
は
京
都
祇
園
祭
に

出
る
傘
鉾
な
ど
祭
礼
で
使
用
さ
れ
る
風
流
傘
と
の
関
係
を

論
じ
て
い
る
。
と
く
に
「
傘
ブ
ク
」
が
傘
鉾
の
訛
っ
た
も

の
と
想
定
し
、
吊
り
下
げ
物
を
下
げ
る
点
、
京
都
の
や
す

ら
い
花
で
疫
病
除
け
と
し
て
傘
鉾
の
な
か
に
入
る
事
例
な

ど
を
挙
げ
、
祭
礼
に
出
て
い
た
傘
鉾
が
盆
行
事
や
小
正
月

行
事
の
風
流
化
に
と
も
な
い

、
作
り
物
風
流
の
ひ
と
つ
と

し
て
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。
そ
の
な

か
で
は
盆
と
小
正
月
に
な
ぜ
傘
ブ
ク
が
登
場
す
る
の
か
を

そ
れ
ら
の
行
事
の
特
色
で
あ
る
農
耕
儀
礼
的
要
素
、
祖
霊

祭
的
要
素
太
陽
や
歳
の
再
生
と
い
う
側
面
と
結
び
つ
け
、

「
祖
霊
や
神
の
去
来
」
を
想
定
し
て
い
る
。
ま
た
出
光
美

術
館
蔵
の
『
祇
固
祭
礼
図
屏
風
』
に
描
か
れ
た
祇
園
祭
で

の
傘
鉾
の
吊
り
下
げ
物
を
比
較
し
、
祇
園
祭
の
疫
病
除
け

に
あ
や
か
っ
て
、
見
物
人
と
し
て
参
加
す
る
際
に
傘
に
身

に
つ
け
て
い
た
物
を
吊
り
下
げ
る
「
身
祓
い
」
の
事
例
を

取
り
上
げ
て
、
そ
の
延
長
線
上
に
志
摩
半
島
の
大
念
仏
で

の
傘
ブ
ク
を
想
定
し
、
同
祭
礼
の
起
源
と
な

っ
た
祇
園
祭

の
傘
鉾
と
の
関
連
か
ら
分
析
を
行
な

っ
て
い
る
。
こ
の
分

析
は
今
後
の
祭
礼
研
究
に
も
影
響
を
与
え
る
と
考
え
ら
れ

る
。

4
 

3
 

2
 

l注

（
法
蔵
館

二
0
一
九
年
一

0
月
刊

お
わ
り
に

著
者
は
「
あ
と
が
き
」
の
な
か
で
「
資
料
集
と
し
て
扱

う
べ
き
か
論
集
と
し
て
扱
う
べ
き
か
迷
い
ま
し
た
。
」
と

述
べ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
「
論
と
し
て
の
展
開
や
確
証

の
詰
め
が
甘
い
感
は
免
れ
ま
せ
ん
。
現
状
調
査
か
ら
入

っ

て
歴
史
を
遡
る
方
法
の
限
界
と
も
い
え
ま
す
。
」
と
し
て

い
る
。
実
際
に
本
書
調
査
範
囲
が
全
国
で
の
広
範
囲
に
お

よ
び
、
本
書
の
刊
行
ま
で
に
約
五

0
年
の
調
査
を
費
や
し

て
い
る
。
内
容
的
に
は
著
者
が
述
べ
た
よ
う
に
論
と
し
て

は
甘
い
部
分
も
あ
る
が
、
こ
の
膨
大
な
調
査
資
料
を
整
理

し
、
ま
と
め
ら
れ
た
こ
と
に
は
敬
意
を
表
し
た
い
。
著
者

が
本
書
で
示
し
た
問
題
提
起
を
も
と
に
同
研
究
が
さ
ま
ざ

ま
な
地
域
に
住
む
研
究
者
に
波
及
し
、
さ
ら
な
る
調
査
に

よ
っ
て
解
明
す
る
糸
口
と
な
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
一
書

と
い
え
よ
う
。

佛
教
大
学
民
間
念
仏
研
究
会
編
(
-
九
六
六
）
『
民

間
念
仏
信
仰
の
研
究
資
料
編
』
隆
文
館

五
来
重
(
-
九
五
七
）
「
民
俗
的
念
仏
の
系
譜
」

『印

度
学
仏
教
学
研
究
」
五
ー
ニ
（
通
巻
一

0
)
（五
来

重
（
二
0
0
八）

『五
来
重
著
作
集
』
七

・
民
間
芸

能
史
、
法
蔵
館
所
収
）

五
来
重
（
一

九
五
七
）
「
融
通
念
仏

・
大
念
仏
お
よ

び
六
斎
念
仏
」

『大
谷
大
学
研
究
年
報
』

一
0
、
大

谷
学
会

鈴
木
泰
山
(
-
九
六
三
）
「
尾
州
知
多
郡
阿
久
比
谷

の
虫
供
養
に
つ
、
て
」

『愛
知
大
学
総
合
郷
土
研
究

所
紀
要
』
九
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開
き
に
し
て
片
方
の
半
丁
に
、
図
様
通
り
の
小
袖
を
着
た
役

者
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
役
者
は
、
玉
川
半

太
夫

・

唐
松
勝
弥

•

松
本
兵
蔵

・

市
川
か
ほ
る

・

荻
野
左
馬

之
丞
•
水
木
辰
之
助

・

岩
井
平
次
郎

・

玉
村
艶
之
助

・

中
村

か
づ
ま

・

桜
山
千
之
丞
・
竹
林
林
之
丞

•

岡
田
左
馬
之
丞

·

浪
江
小
勘

•

藤
田
吉
三
郎
の

一
六
人
で

、

さ
な
が
ら
、

こ

の

小
袖
を
着
た
モ
デ
ル
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
一
四
人
は

『
蓑
張

草
」
に
掲
載
さ
れ
た
役
者
と
一
致
す
る
。
小
袖
雛
形
本
の
出

版
は
寛
文
六
年
(
-
六
六
六
）

に
始
ま
る
が
、
通
常
、
人
物

は
描
か
れ
な
い
。
稀
に
は
菱
川
師
宜
画
、
天
和
二
年
(
-
六

八
二）

刊

「小
袖
の
す
が
た
み
』
な
ど
の
例
が
あ
る
が
、
図

は
ご
く
わ
ず
か
で
、
小
袖
の
図
様
に
は
対
応
し
て
い
な
い
。

図
様
と
と
も
に
、
小
袖
を
着
た
役
者
の
姿
絵
を
対
に
し
て
描

い
た
雛
形
本
は
類
例
が
な
く
、
そ
の
点
で

『と
し
の
花
』
は

異
色
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

一
方
に

『
蓑
張
草
j

を
置
い
て

み
る
と
、
さ
ほ
ど
奇
異
で
は
な
く
、
む
し
ろ

『と
し
の
花
j

の
姿
絵
は
野
郎
評
判
記
そ
の
も
の
で
さ
え
あ
る
。
両
者
が
非

常
に
近
接
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

書
籍
目
録
の
分
類
項
目
に
雛
形
本
が
現
れ
る

の
は
、
貞
享

二
年
(
-
六
八
五
）
の
「
雛
形
本
並
絵
尽
」
か
ら
で
、
元
禄

五
年
（
一
六
九
二）

の
目
録
で
は
「
雛
形
本
並
絵
本
」
と
あ

る
。
当
時
の
分
類
意
識
で
は
、
雛
形
本
は
絵
本
で
あ

っ
た
。

評
判
記
は
容
色
評
か
ら
技
芸
評
へ
と
推
移
す
る
な
か
で
、
判

型
は
横
本
と
な
り
、
役
者
の
姿
絵
は
消
え
て
、
評
文
中
心
に

な
る
。
よ

っ
て
絵
本
の
体
裁
で
は
な
く
な
る
が
、
そ
も
そ
も

野
郎
評
判
記
が
絵
本
に
分
類
さ
れ
た
こ
と
は
な
か

っ
た
。
異

分
野
に
属
す
る
両
書
の
関
係
は
、
元
禄
四
年
の
時
点
で
、
役

者
の
起
用
と
い
う
雛
形
本
の
あ
り
得
た
か
も
し
れ
な
い
可
能

性
を
示
唆
し
つ

つ
、
期
せ
ず
し
て
、
野
郎
評
判
記
に
絵
本
の

一
面
が
あ

っ
た
こ
と
を
も
示
す
が
、
い
ず
れ
も
こ
の
方
向
は

月
八
日

（金

開
催
中
止

[

]

 

例

会

記

録

一
月
十
日
（
金
）

狩
野
派
と
能
狂
言
絵

続
か
な
か
っ
た
。

於

藤

岡

道

子

氏

ハ
ー
ト
ビ
ア
京
都

（二

0
二
0
年
二
月
例
会
）

二
月
八
日

（

金

）

於

ハ

ー
ト
ビ
ア
京
都

江
戸
時
代
前
期
の
役
者
評
判
記
と
雛
形
本

廣
瀬
千
紗
子
氏

新
入
会
員
名
簿

加
藤
い
つ
み
氏

〒
五

0
七
ー

0
J

―

岐
阜
県
多
治
見
市
新
町

一
ー
六
三

I
-

編

集

後

記

今
年
二
月
ま
で
は
順
調
で
あ

っ
た
例
会
が
、
本
号
の
初
校

が
出
始
め
た
頃
か
ら
怪
し
く
な

っ
た
。

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
で

あ
る
。
結
局
三
月
の
例
会
は
休
会
と
な
り
、
四
月
以
降
や
、

六
月
の
大
会
も
延
期
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
態
に
立
ち
入
っ
て

い
る
。
早
い
収
束
を
祈
る
ば
か
り
で
あ
る
。

人
と
人
と
が
顔
を
付
き
合
わ
せ
る
会
合
や
議
論
は
も
と
よ

り
、
芸
能
公
演
な
ど
が
自
粛
さ
せ
ら
れ
た
わ
け
だ
が
、
現
在

一
、
八

0
0
円

は
、
旧
来
の
方
法
と
は
違

っ
て
、
多
様
な
機
械
媒
体
が
発
達

し
て
お
り
、
多
く
の
代
替
え
手
法
が
あ
る
こ
と
に
改
め
て
気

が
付
か
さ
れ
た
。
例
え
ば
「
芸
能
」
の
場
合
、
生
の
人
間
が

観
客
と
共
に
、
同
じ
空
気
を
共
有
し
て
心
を
と
き
め
か
す
と

い
う
旧
来
の
方
法
と
は
別
に
、
い
つ
の
間
に
か
、
一
方
的
で

は
あ
る
が
、
個
人
の
耳
目
に
届
け
ら
れ
る
芸
能
表
現
が
、
那

し
く
発
達
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

今
回
は
論
文
二
本
と
ノ

ー
ト

一
本
で
あ
る
。
樋
口
氏
は

「
史
料
年
表
稿
」
と
い
う
形
態
を
取
る
が
、

豊
後
大
友
氏
を

例
に
領
国
下
に
置
け
る
猿
楽
能
の
実
態
を
丹
念
に
捜
索
し
た

論
文
で
あ
る
。
編
集
者
個
人
と
し
て
は
、
各
地
域
の
領
国
大

名
下
の
芸
能
史
料
を
明
ら
か
に
さ
れ
る

こ
と
を
切
に
望
む

が
、
史
料
と
資
料
を
混
在
さ
せ
た
芸
能
史
で
は
な
く
、
そ
れ

を
峻
別
し
た
所
に
鏑
者
の
工
夫
が
あ
る
。

山
田
氏
は
既
に
大
著
を
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、
昨
年
度
の

大
会
で
さ
れ
た
実
演
付
き
の
講
演
を
軸
に
成
稿
し
て
頂
い

た
。
加
納
氏
も
大
著

『
日
本
操
り
人
形
史
』
を
完
成
さ
れ
て

い
る
が
、
操
り
人
形
頭

（か
し
ら
）
の
時
代
判
別
の
要
点
を

解
り
や
す
く
纏
め
て
く
だ
さ

っ
て
い
る
。

(K
•

Y

)

二
0
二
0
年
四
月
十
五
日
印
刷

二
0
二
0
年
四
月
二
十
日
発
行

藝

能

史

研

究

第
二

二
九
号

発

行

所

藝

能

史

研

究

會

〒
紐
廊
京
都
市
上
京
区
河
原
町
荒
神
口
下
ル

上
生
洲
町
二
ニ
―

キ
ト
ウ
ビ
ル
三
0
三
号
室

應
話
・F
A
X
(
O
七
五
）二
五
一ー
ニ
三
七
一

振
替

0
1
0
二
0
ー

0
ー
五
八
七

印
刷
所
協

和

印

刷

株

式

会

社

〒
価
邸
京
都
市
右
京
区
西
院
清
水
町

一
三

電
話

(
O
七
五
）
三

―
ニ
ー
四

0
1
0

- 73 -


