
浄
土
真
宗
で
中
陰
の
法
要
を
お
つ
と
め
す
る
意
味
は
？

最
近
は
地
域
に
よ
っ
て
は
、
葬
儀
の
み
で
年
忌
（
年
回
）
法
要
が
営
ま
れ
な
く
な
っ
て
き
て
い

る
と
聞
き
ま
す
。
年
忌
法
要
と
い
う
の
は
、
人
が
往
生
し
て
後
に
営
む
法
縁
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

と
く
に
没
後
四
十
九
日
間
を
中
陰
と
い
い
、
そ
の
後
、
一
年
、
三
年
、
七
年
、
十
三
年
等
と
続
い

て
営
ま
れ
る
も
の
を
年
忌
法
要
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

ま
ず
中
陰
で
す
が
、
中
陰
と
は
人
が
死
ん
で
、
次
の
生
を
受
け
る
ま
で
の
中
間
の
存
在
の
こ
と

を
意
味
し
ま
す
。
こ
の
期
間
中
、
死
者
は
次
の
生
が
定
ま
ら
な
い
と
い
わ
れ
、
『
灌

頂
経
』
巻

か
ん
じ
ょ
う

十
等
で
は
、
七
日
毎
に
追
善
供
養
を
勧
め
る
内
容
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
死
後
七
日
毎

と
百
日
、
一
年
、
三
年
に
都
合
十
名
の
王
の
裁
判
を
受
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
生
前
の
行
為
に
応
じ
た

生
処
が
定
ま
る
と
い
う
、
中
国
で
成
立
し
た
十

王

信

仰
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
日
本

じ
ゅ
う
お
う
し
ん
こ
う

に
も
こ
の
考
え
方
が
平
安
時
代
末
期
に
は
伝
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

ま
た
百
箇
日
・
一
周
忌
・
三
回
忌
の
由
来
を
た
ど
っ
て
み
ま
す
と
、
儒
教
に
そ
の
起
源
が
あ
る

よ
う
で
す
。
『
礼
記
』
に
よ
れ
ば
、
父
母
が
亡
く
な
っ
て
一
年
後
に
小

祥
の
祭
り
を
行
い
、

ら
い
き

し
ょ
う
し
ょ
う

二
年
後
に
大

祥
の
祭
り
を
行
う
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
仏
教
で
営
む
一
周
忌
・
三
回

だ
い
し
ょ
う

忌
に
当
た
っ
て
い
ま
す
。
中
国
南
宋
末
期
の
天
台
僧
・
志
盤
の
撰
述
し
た
『
仏
粗
統
紀
』
巻
三
十

し
ば
ん

ぶ
っ
そ
と
う

三
に
は
、
中
国
に
お
い
て
も
儒
教
の
喪
の
制
度
で
あ
っ
た
儀
礼
を
仏
事
と
し
て
取
り
組
み
、
百
箇

も

日
・
一
周
忌
・
三
回
忌
と
し
て
営
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
で
も
、
平
安
時

代
中
期
の
作
品
で
あ
る
『
源
氏
物
語
』
等
を
見
る
と
、
四
十
九
日
ま
た
は
一
周
忌
の
仏
事
で
あ
る

「
果
の
業
」
が
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
百
箇
日
・
一
周
忌
・
三
回
忌
は
中
国
で
始
ま
っ
た

は
て

わ
ざ

仏
事
で
す
が
、
七
回
忌
・
十
三
回
忌
等
は
、
日
本
の
風
習
に
よ
っ
て
中
世
以
降
に
営
ま
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
し
て
決
め
ら
れ
た
の
か
確
か
な
こ
と
は
分
か
り
ま
せ

ん
が
、『
易

経
』
や
十
二
支
の
影
響
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
ま
す
。『
元

亨

釈

書
』

え
き
き
ょ
う

げ
ん
こ
う
し
ゃ
く
し
ょ

に
よ
れ
ば
、
十
三
回
忌
の
法
要
は
、
鎌
倉
時
代
か
ら
営
ま
れ
た
よ
う
で
す
。

次
に
浄
土
真
宗
に
お
け
る
年
回
法
要
の
意
義
つ
い
て
考
え
て
み
ま
す
と
、
そ
れ
が
先
祖
の
追
善

供
養
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
追
善
供
養
・
追
善
回
向
と
い
う
言
葉
の
意
味

つ
い
ぜ
ん
く
よ
う

つ
い
ぜ
ん
え
こ
う

は
、

「
追
善
」
と
は
、
死
者
の
冥

福
の
た
め
に
、
死
者
に
ゆ
か
り
の
あ
る
生
存
者
が

め
い
ふ
く



後
か
ら
追
っ
て
善
事
を
実
践
す
る
仏
事
を
い
い
、

「
回
向
」
と
は
、
功
徳
を
他
に
め
ぐ
ら
し
、
さ
し
向
け
る
こ
と
で
す
。
自
分
の

お
さ
め
た
善
行
・
功
徳
を
さ
と
り
に
向
か
っ
て
め
ぐ
ら
す
行

為
の
こ
と
で
す
。

「
供
養
」
と
は
、
本
来
「
尊
敬
す
る
こ
と
」
「
礼

拝
す
る
こ
と
」
「
尊
敬
を
も

ら
い
は
い

っ
て
う
け
る
こ
と
」
の
意
味
で
す
。

そ
こ
か
ら
し
だ
い
に
、
尊
敬
の
念
を
も
っ
て
仏
陀
や
教
法
、
僧
伽
に
対
し
て
飲
食
等
を
献
上
す

さ
ん
が

る
こ
と
を
い
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
時
と
と
も
に
変
容
し
、
死
者
儀
礼
と
し
て
一
般
に

定
着
し
て
、
そ
れ
を
追
善
供
養
と
か
追
善
回
向
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

浄
土
真
宗
で
は
、
私
た
ち
凡
夫
の
往
生
に
か
か
わ
る
一
切
が
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
に
よ
る
と

示
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
の
側
か
ら
の
追
善
と
い
っ
た
考
え
方
は
あ
り
ま
せ
ん
。『
教
行
信
証
』

「
教
巻
」
の
冒
頭
に
、

つ
つ
し
ん
で
浄
土
真
宗
を
案
ず
る
に
、
二
種
の
回
向
あ
り
。

一
つ
に
は
往

相
、
二
つ
に
は
還

相
な
り
。

お
う
そ
う

げ
ん
そ
う

往
相
の
回
向
に
つ
い
て
真
実
の
教
行
信
証
あ
り

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
す
。
私
た
ち
が
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
も
、
ま
た
浄
土
に
往
生
し
た
後
に

娑
婆
世
界
に
衆
生
を
救
う
た
め
に
還
相
す
る
こ
と
も
、
そ
の
す
べ
て
が
本
願
力
（
他
力
）
に
よ
る

し
ゃ
ば

と
示
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
ま
た
『
歎

異

抄
』
第
五
条
で
は
、
追
善
回
向
と
か
追
善
供
養
と
い

た
ん
に
し
ょ
う

わ
れ
る
念
仏
が
否
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
理
由
と
し
て
二
点
を
挙
げ
て
い
ま
す
。
一
つ
は
、
父

母
を
救
う
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
、
一
切
衆
生
を
救
う
と
い
う
意
味
を
も
つ
か
ら
、
と
て
も
凡
夫

に
は
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
。
二
点
目
は
、
念
仏
は
他
力
回
向
の
法
で
あ
り
、
み
ず
か
ら
造
っ
た

功
徳
で
は
な
い
か
ら
、
亡
く
な
っ
た
者
に
施
す
と
い
っ
た
性
格
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
二
点
で

す
。
ほ
ん
と
う
に
衆
生
を
救
う
と
は
、
ま
ず
自
ら
が
浄
土
の
さ
と
り
を
完
成
し
た
上
で
の
こ
と
で

あ
る
、
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

親
鸞
聖
人
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
の
往
生
成
仏
に
関
わ
る
一
切
が
本
願
力
回
向
と
示
さ
れ
る
の
で

す
か
ら
、
私
た
ち
は
た
だ
そ
の
法
を
聞
い
て
い
く
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
一
つ
の
機
会
が
年
忌

法
要
で
し
ょ
う
。
す
で
に
浄
土
の
聖

衆
と
な
ら
れ
た
方
々
が
、
阿
弥
陀
仏
と
と
も
に
回
向
し

し
ょ
う
し
ゅ
う

て
く
だ
さ
る
法
を
聴

聞
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

ち
ょ
う
も
ん


