
颯

第
２
回

中
陰
の

コ
ニ
月
が
か
り
」
を
避
け
る
習
慣

回

儀
礼
の
意
味
あ
い
、

解
明
の
む
つ
か
し
さ

前
回

（コ
ホ
報
』
二
〇

一
〇
年
八
月
号
）
の
最

後
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
成
り
立
ち
を
持
つ
葬
送

儀
礼
を
考
え
る
際
の
論
点
と
し
て

「①
真
宗
教

義
に
よ

つ
て
、
後
付
け
の
解
釈
が
可
能
な
要

素
／
②
明
ら
か
に
、
真
宗
教
義
に
反
す
る
要

素
／
③
真
宗
教
義
で
は
説
明
が
で
き
な
い
要

素
」
の
三
つ
を
挙
げ
、
特
に
③
の
扱
い
が
大
き

な
課
題
で
あ
る
と
提
起
し
て
い
ま
す
。

『葬
儀
規
範
』
解
説
書
の
冒
頭
に
は
、
儀
礼

を
生
み
出
し
、
そ
し
て
変
化
さ
せ
る
背
景
に
つ

い
て
、
「
教
義
」
「
教
団
」
「信
者
の
思
い
」
の

三
者
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
述
べ
ら

れ
て
い
ま
す
。
今
日
、
私
た
ち
が
葬
儀
の
現
場

で
と
り
お
こ
な

っ
て
い
る
数
多
く
の
儀
礼
は
、

実
に
幅
広
い
時
代
と
地
域
の
中
で
そ
の
三
つ
の

要
素
が
複
雑
に
か
ら
み
あ
い
な
が
ら
成
立
し
た

も
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
中
に
は
儀
礼
を
生

み
出
し
た
背
景
す
ら
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
い
、
全

く
別
の
意
味
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
も
決

し
て
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
前
回
も
ふ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
葬
送
儀
礼
は
各
地
の
地
域

共
同
体
に
よ

つ
て
担
わ
れ
て
き
た
歴
史
が
あ

り
、
地
域
独
自
の
様
式
と
多
様
な
意
味
づ
け
が

行
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
た
が

つ
て
、
「
な
ぜ
こ

の
場
面
で
こ
の
儀
礼
な
の
か
」
で
」
の
儀
礼
に

は
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
か
」
と
い
う
問
い
に

答
え
て
い
く
に
は
、
こ
う
し
た
儀
礼
の
成
立
と

変
化
の
プ
ロ
セ
ス
を

一
つ
一
つ
丁
寧
に
解
き
明

か
す
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
は
容
易
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
し
て
、
も
し
仮
に

一
つ
の
儀
礼
の
意

味
あ
い
に
つ
い
て
、
学
問
的
に
説
明
が
つ
い
た

と
し
て
も
、
葬
送
の
現
場
に
お
け
る
遺
族
の
思

い
に
対
し
、
そ
の
合
理
的
解
釈
が
は
た
し
て
ど

れ
ほ
ど
共
感
を
得
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

■
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シリーズ 葬送儀礼の問題を考える

回

中
陰
の
コ
ニ
月
が
か
り
」
を

避
け
る
習
慣

今
日
の
葬
送
で
は
、
中

町

（四
十
九
日
）
の

期
間
が
三
カ
月
に
ま
た
が
る
場
合
、
翌
月
末
に

満
中
陰
法
要
を
つ
と
め
、
中
陰
を
短
縮
す
る
習

慣
が
か
な
り
広
ま

っ
て
い
ま
す
。
門
信
徒
か
ら

「
中
陰
の
三
月
が
か
り
を
避
け
た
い
」
と
の
申

し
出
が
あ

っ
た
場
合
、
現
場
の
僧
侶
は

「
そ
れ

は
迷
信
で
す
か
ら
気
に
さ
れ
な
い
よ
う
に
」
と

か

「始
終
苦
が
身
に
つ
く

（四
十
九
が
身
に
月
）

と
い
う
単
な
る
語
呂
合
わ
せ
で
す
か
ら
、
浄
土

真
宗
で
は
特
に
こ
だ
わ
ら
な
い
方
が
よ
い
の
で

は
」
と
婉

由
に
正
規
の
日
程
で
中
陰
を
お
勤

め
す
る
よ
う
に
勧
め
る
ケ
ー
ス
が
多

い
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
、
儀

礼
の
意
味
あ
い
の
合
理
的
説
明
に
も
な
ら
ず
、

ま
し
て

「
こ
れ
以
上
苦
し
み
が
重
な

っ
て
ほ
し

く
な
い
」
と
い
う
遺
族
の
心
情
を
く
み
と
る
こ

と
に
も
な
り
ま
せ
ん
。

仏
教
史
学
者
の
中
井
真
孝
氏
は
、
室
町
時
代

の
将
軍
の
中
陰
に
つ
い
て
記
し
た
貴
族
の
日
記

に
、
す
で
に
中
陰
の

「
三
月
懸
か
り
」
を
避
け

る
文
言
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
背
景
に

は
、
「
月
の
朔
日
ま
た
は
晦
日
の
行
事
を
二
回

も
続
け
て
止
め
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
」
当

時
の
官
僚
た
ち
の
事
情
が
あ

ρ
た
の
で
は
な
い

か
、
と
推
察
さ
れ
ま
し
た

（『読
史
余
語
』
五
頁
、

二
〇
〇
三
年
、
私
家
版
）
。

つ
ま
り
、
中
陰
の

「
三
月
が
か
り
」
を
は
ば
か
る
風
潮
の
根
源
は
、

死
の
忌
を
三
十
日
と
す
る
仏
教
受
容
以
前
の
習

俗

．（『延
喜
式
Ｌ

と
、
仏
教
の
四
十
九
日
の
儀

礼
と
の
整
合
性
を
持
た
せ
る
た
め
で
は
な
く
、

「
服
喪
」
に
よ
る
公
務
停
滞
を
最
小
限
に
止
め

た
い
と
い
う
世
俗
の
論
理
が
働
い
て
い
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
こ
の
中
陰
儀
礼
の

短
縮
が
次
第
に
流
布
し
て
い
く
に
つ
れ
、
中
陰

の
元
来
の
意
味
が
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
い
、
「始

終
苦
が
身
に
つ
く
」
と
い
う
語
呂
合
わ
せ
が
生

ま
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
ま
さ
に
こ
れ
は
、

儀
礼
の
非
仏
教

曾
（をこ

的
見
地
よ
り
の
後
づ

け
の
典
型
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

回

合
理
的
説
明
か
ら

遣
族
の
心
情
へ
寄
り
添
う
姿
勢
へ

と
こ
ろ
で
、
肉
親
を
亡
く
し
た
直
後
の
近
親

者
に
対
し
、
こ
う
し
た
儀
礼
の
成
立
と
変
遷
に

つ
い
て
の
合
理
的
説
明
は
、
ど
の
よ
う
に
受
け

と
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
私
の
拙
い
経
験
で

は
、
論
法
が
理
路
整
然
と
し
て
説
得
力
が
強
け

れ
ば
強
い
ほ
ど
、
逆
に
遺
族
の
方
々
は

「思
い

を
受
け
と
め
て
も
ら
え
な
い
」
ス
ト
レ
ス
と
、

ひ
い
て
は
僧
侶

へ
の
距
離
を
感
じ
る
に
ち
が
い

‐
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一≪

あ
り
ま
せ
ん
。

や
は
り
遺
族
の
心
情
に
寄
り
添
う
た
め
に

は
、
「
わ
か

つ
た
、
理
解
し
た
」
と
い
う
次
元

で
は
な
く
、
心
の
底
か
ら
と
も
に
感
じ
あ
え
る

世
界
が
も
と
め
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
た

め
に
は
、
遺
族
の
思
い
を
徹
底
的
に
聞
か
せ
て

い
た
だ
く
こ
と
や
、
何
よ
り
も
日
頃
の
信
頼
関

係
が
必
要
な
の
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
う
え
で
、
逆
に

「始
終
苦
が
身
に
つ
く
」

と
い
う
後
付
け
を
手
が
か
り
に
し
て
、
「
仏
教

は
苦
し
み
か
ら
逃
れ
る
の
で
は
な
く
、
苦
悩
の

中
で
真
実
に
め
ざ
め
る
教
え
で
す
。
私
た
ち
も

身
近
な
人
の
死
に
で
あ
う
こ
と
に
よ

つ
て
、
改

め
て
気
づ
か
さ
れ
た
こ
と
が
あ

つ
た
と
思
い
ま

す
。
今
ま
で
他
人
事
と
し
て
避
け
て
き
た
死
、

そ
れ
を
身
近
に
経
験
し
た
時
、
私
た
ち
は
大
切

な
こ
と
に
め
ざ
め
さ
せ
ら
れ
る
の
で
は
」
と
語

り
か
け
る
の
も
、　
一
つ
の
共
感

へ
の
道
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

葬
送
の
現
場
で
行
わ
れ
て
い
る
多
様
な
儀
礼

の
意
味
あ
い
に
関
し
て
は
、
単
に
そ
の
成
立
と

変
遷
を
客
観
的
に
解
明
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ

れ
を
遺
族
の
心
情
と
何
よ
り
も
私
自
身
の
問
題

と
し
て
、
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
て
い
く
か
が

肝
要
で
あ
る
と

い
え
ま
し
ょ
う
。

（本
願
寺
仏
教
音
楽

・
儀
礼
研
究
所

委
託
研
究
員

直
林
不
退
）

※
タ
イ
ト
ル
部
分
の
図
は
徳
力
善
雪
作

「親
鸞

聖
人
絵
伝
」
第
八
幅

（本
願
寺
蔵
、
部
分
）。

ξ

亀

囲 □

本
願
寺
仏
教
音
楽

。
儀
礼
研
究
所

ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
第
１３
号

『仏
教
儀
礼
』

日取
虻副
口万

（頒
価
無
料
）

教
学
伝
道
研
究
セ
ン
タ
ー

◇本願寺茶房

天岸浄園師一後編

◇儀ネLし ています

一宗派を超えた大遠忌法要

◇タイムスリップ大遠忌

―江戸時代編

◇行ってきました

“親鸞さまの道"
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