
第
６
回
　
位
牌
に

つ
い
て
―

そ
の
歴
史
的
展
開
と
真
宗
に
お
け
る
理
解

回

大
陸
の
宗
教
文
化
ど
葬
儀

０

儒
教
と
仏
教

日
本
で
位
牌
の
存
在
が
確
認
で
き
る
の
は
、

鎌
倉
時
代
～
南
北
朝
時
代

（十
四
世
紀
頃
）
の

こ
と
で
す
。
葬
儀
に
お
け
る
位
牌
の
使
用
は
、

宋

・
元
時
代
の
中
国
か
ら
伝
わ

っ
た
も
の
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

宋
代
の
中
国
社
会
で
は
、
宗
教
に
大
き
な
変

化
が
起
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
新
儒
教
と
も
言

わ
れ
る
朱
子
学
の
登
場
で
す
。
も
と
も
と
儒
教

は
為
政
者
に
対
し
て
礼

（儀
礼
）
の
重
要
性
を

説
く
も
の
で
す
が
、
宋
代
に
冠
婚
葬
祭
を
定
め

た

『家
礼
』
が
著
さ
れ
る
と
、
死
者
儀
礼
を
含

め
さ
ま
ざ
ま
な
儀
礼
が
民
間
に
も
普
及
し
ま

す
。
そ
の
中
に
は
、
故
人
の
名
前
を
書
い
た
板

状
の

「飢
牌ひ
」
を
知
ぽ
ピ
安
置
す
る
祖そ
が
凛
「

祀
も
あ
り
、
こ
れ
が
後
の
位
牌
供
養
の
原
型
と

な

っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

同
じ
く
宋
代
に
発
展
し
た
仏
教
宗
派
が
禅

熱
、ざ

し
た
。
禅
宗
と
い
え
ば
座ぎ
期
や
樹
醜
客

が
思
い
起
こ
さ
れ
ま
す
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た

い
の
は

「清
規
」
と
呼
ば
れ
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
で

す
。
禅
宗
で
は
、
儀
礼
の
次
第

・
作
法
か
ら
僧

侶
の
日
常
生
活
ま
で
細
か
く
定
め
、
そ
れ
に

則

っ
た
行
動
が
厳
し
く
求
め
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
規
範
を
記
し
た
テ
キ
ス
ト
が
清
規
で
、
そ

の
中
に

『家
礼
』
の
影
響
を
受
け
た
葬
儀
作
法

も
あ
り
ま
し
た
。
元
代
に
編
ま
れ
た
清
規
に
は
、

位
牌
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
記
述
も
見
ら
れ
ま

す
。

椅
卓
に
位
牌
を
鋪
べ
設
け
、
香
と
灯
を
供

養
す

（『樹
槻
伽
鵬
漑
規ぎ
』

一
三

一
一
年
撰
）

こ
の
よ
う
に
、
宋
代
中
国
社
会
に
お
け
る
儒

教
と
仏
教
の
新
た
な
展
開
が
契
機
と
な

っ
て
、

位
牌
が
葬
儀
に
登
場
し
た
の
で
す
。

)il)
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珀
腎

０

海
を
渡
る
宗
教
文
化

当
時
、
日
中
間
に
正
式
な
国
交
は
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
の
代
わ
り
僧
侶
の
往
来
が
盛
ん
で
し
た
。

栄
西
や
道
元
を
は
じ
め
、
多
く
の
僧
侶
が
大
陸

へ
渡
り
、
最
新
の
仏
教
で
あ
る
禅
を
学
び
ま
し

た
。
そ
の
数
は
、
南
宋
時
代

（
一
〓

一七
～

一

二
七
九
）
に
限

つ
て
も
、
わ
か

っ
て
い
る
だ
け

で
百
二
十
人
を
超
え
ま
す
。
反
対
に
、
中
国
か

ら
も
渡
来
僧
と
し
て
禅
僧
が
断
続
的
に
日
本

ヘ

や
っ
て
き
ま
し
た
。

ま
た
、
宋
代
は
出
版
技
術
が
飛
躍
的
に
進
展

し
、
清
規
や
経
典
を
含
む
書
籍
が
板
本
と
し
て

大
量
に
流
通
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
大
陸
の

宗
教
文
化
に
関
す
る
情
報
も
容
易
に
か
つ
早
く

日
本
に
入
っ
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
僧
侶
の
往
来
や
出
版
技
術
の

発
展
が
媒
介
と
な
り
、
位
牌
を
用
い
た
葬
送
儀

礼
を
含
む
大
陸
の
宗
教
文
化
が
日
本
に
伝
わ

っ

た
の
で
す
。

③

国
内
へ
の
展
開

大
陸
か
ら
伝
わ

っ
た
新
し
い
葬
儀
は
当
初
、

禅
宗
を
保
護
し
た
将
軍
家
や
、
禅
宗
と
同
じ
く

大
陸
仏
教
の
影
響
を
受
け
た
律

宗

（泉

涌
寺

律
）
が
携
わ

っ
た
天
皇
家
の
葬
儀
な
ど

一
部
に

限
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
戦
国
時
代
か
ら
江

戸
時
代
に
か
け
て
次
第
に
庶
民
層

へ
葬
儀
が
広

ま
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
率
先
し
た
の
も
禅
宗

（と
く
に
曹
洞
宗
）
で
し
た
。
そ
の
結
果
、
位

牌
だ
け
で
な
く
座
棺
や
下
火

（下
矩
）
の
儀
礼

が
、
を示
派
を
問
わ
ず
葬
儀
に
定
着
し
た
の
で
す
。

今
で
は
日
本
古
来
の
習

俗
の
よ
う
に
思
わ

れ
が
ち
で
す
が
、
こ
れ
ら
は
宋

・
元
代
の
大
陸

仏
教
の
影
響
を
受
け
た
新
た
な
葬
送
儀
礼
の
登

場
が
原
点
な
の
で
す
。

回

核
れ
観
念
と
日
本
仏
教

０

械
れ
を
忌
避
す
る
僧
侶
た
ち

も
ち
ろ
ん
、
新
し
い
流
行
だ
か
ら
受
け
入
れ

ら
れ
た
、
と
い
う
ほ
ど
事
は
単
純
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
も
う

一
つ
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
問

題
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
「械
れ
」
の
観
念

で
す
。

平
安
時
代
以
降
、
血
や
死
体
と
の
接
触
を
械

れ
と
し
て
忌
避
す
る
考
え
方
が
強
ま
り
ま
す
。

と
く
に
死
械
は
、
最
も
深
刻
な
械
れ
と
さ
れ
ま

し
た
。
意
外
に
感
じ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、

実
は
僧
侶
た
ち
も
械
れ
を
避
け
て
い
ま
し
た
。

な
ぜ
な
ら
、
当
時
の
僧
侶
の
多
く
は
、
国
家
や

天
皇
を
守
護
す
る
加
持

・
祈
薦
に
従
事
し
て
お

り
、
械
れ
に
触
れ
る
と

一
定
期
間
そ
の
つ
と
め

を
離
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
す
。

ま
た
、
当
時
は
神
仏

習

合
が

一
般
的
で
あ

っ
た
た
め
、
神
前
で
の
読
経
や
神
社
に
僧
侶

が
常
駐
す
る
こ
と
も
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
清
浄
を
旨
と
す
る
神
域
に
械
れ
を
持
ち
込

む
こ
と
は
憚
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
葬
儀

の
場
で
僧
侶
が
直
に
死
者
に
接
す
る
こ
と
は
タ

ブ
ー
で
し
た
。
当
時

の
仏
教
は
、

い
わ
ゆ
る

「
葬
式
仏
教
」
と
は
全
く
異
な
る
姿
だ

っ
た
の

で
す
。

②

械
れ
を
忌
避
し
な
い
僧
侶
た
ち

こ
れ
に
対
し
、
鎌
倉
時
代
の
頃
か
ら
新
た
な

考
え
方
を
持

っ
た
僧
侶
が
登
場
し
ま
す
。
そ
れ

は
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
よ
う
に
械
れ
を
否
定
す
る

立
場
、
ま
た
、
戒
律
を
保
持
す
れ
ば
械
れ
な
い

と
考
え
る
禅
宗
や
律
宗
の
僧
た
ち
で
す
。

■

χ
釉
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シリーズ 葬送儀礼の問題を考える

当
時
、
念
仏
僧
が
非
難
さ
れ
た
の
と
同
様
、

外
来
の
禅
宗
も

「神
国
に
入
り
な
が
ら
死
械
を

忌
ま
ず
」
亀
野
守
鏡
Ｌ

と
批
判
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
禅
僧
た
ち
は
弔
い
を
求
め
る
人
々
に

対
し
、
清
規
に
基
づ
く
葬
儀
を
積
極
的
に
行
い

ま
し
た
。
や
が
て
、
他
宗
派
も
禅
宗
を
モ
デ
ル

に
葬
儀
を
行
う
よ
う
に
な
り
、
「
葬
式
仏
教
」

の
時
代
が
や
っ
て
き
ま
す
。
こ
う
し
て
、
位
牌

も
宗
派
を
超
え
て
葬
具
の

一
つ
と
し
て
定
着
し

た
の
で
す
。

そ
れ
で
は
、
禅
宗
と
同
じ
く
鎌
倉
時
代
に
登

場
し
た
浄
土
真
宗
で
は
、
位
牌
に
つ
い
て
ど
の

よ
う
に
考
え
る
の
で
し
ょ
う
か
。

（仏
教
音
楽
・儀
礼
研
究
室
研
究
協
力
者

大
田
壮
一郎
）

回

位
牌
を
用
い
な
い
浄
土
真
宗

親
鸞
聖
人
ご
自
身
が
葬
送
儀
礼
や
死
者
儀
礼

に
つ
い
て
、
具
体
的
に
言
及
さ
れ
た
も
の
を
見

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
故
に
位
牌
の
依
用
に

つ
い
て
も
ふ
れ
て
お
ら
れ
ま
せ
ん
。
し
た
が
つ

て
、
教
理
面
か
ら
考
え
ね
ば
な
り
せ
ん
。
そ
の

場
合
、
結
論
か
ら
言
え
ば

「浄
土
真
宗
で
は
阿

弥
陀
仏
以
外
に
崇

敬
、
礼
拝
の
対
象
を
認
め

ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
位
牌
は
用
い
ま
せ
ん
」
と

言
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
の
内
容

を
強
く
主
張
し
ま
す
と
、　
一
般
に
は
浄
土
真
宗

と
は
極
め
て
教

条

主
義
的
な
も
の
と
感
じ
取

ら
れ
、
真
宗
教
理
の
か
た
さ
の
み
が
強
調
さ
れ

る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
位
牌
を
用

い
な
い
あ
り
方
に
こ
そ
、
真
宗
独
自
の
宗
義
体

系
が
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知

っ
て
お
か
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

回

他
宗
と
の
相
違

ま
ず
、
浄
土
真
宗
以
外
の
宗
旨
に
お
い
て

は
死
者
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う
こ
と

で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
旨
で
は
本
尊
と
新
た
に

亡
く
な

っ
た
人
の
間
に
は
、
迷
悟
に
お
け
る
大

き
な
隔
た
り
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
ま
せ

ん
。
し
た
が
つ
て
、
本
尊
で
あ
る
仏
、
書
薩
と

亡
く
な

っ
た
人
と
を
同
格
に
祭
祀
、
供
養
す
る

こ
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
本
尊
と
は

異
な

っ
た
死
者
供
養
の
対
象
が
必
要
と
な
り
ま

す
。
そ
れ
に
応
え
た
も
の
が
死
者
の
霊
が

憑

依
す
る

「依
代
」
の
変
形
と
し
て
の
位
牌
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
浄
土
真
宗

以
外
の
諸
宗
で
は
、
宗
旨
を
超
え
て
各
人
格
別

の
位
牌
が
死
者
の
祭
祀
、
追
善
の
必
須
要
件
と

し
て
死
者
供
養
の
中
心
的
地
位
を
占
め
る
こ
と

と
な

っ
た
の
で
す
。

国

真
宗
の
独
自
性

こ
の
よ
う
な
他
宗
に
お
け
る
死
者
の
位
置
づ

け
に
比
べ
て
、
浄
土
真
宗
に
お
い
て
は
他
力
信

心
の
念
仏
者
は
仏
の
願
力
に
よ

つ
て
、
平
等
に

往

生

即

成

仏
の
証
果
を
得
る
と
説
か
れ
ま

す
。
そ
の
証
果
は

「
念
仏
の
衆

生
は
横

超
の

金
剛
心
を
窮
む
る
が
ゆ
ゑ
に
、
臨

終

一
念
の

夕

、
大
般
涅
槃
を
超

証
す
」
翁
信
文
類
し

と

述
べ
ら
れ
、
ま
た

「大
願

清

浄
の
報
土
に
は

品
位
階
次
を
い
は
ず
、
一
念
須
人
の
あ
ひ
だ
に
、

す
み
や
か
に
疾
く
無

上

正

真
道
を
超
証
す
」

「
信
文
類
し

と
証
果
に
品
位
階
次

の
差
を
言

わ
ず
、
ま
た

「
利
他
円
満
の
妙
位
、
無

上
涅

槃
の
極
果
」
翁
証
文
類
Ｌ

と
称
せ
ら
れ
る
究

土見
仏
果
を
平
等
に
超
証
す
る
の
で
あ
る
と
言

|√
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℃

わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ

つ
て
救
い
た
も
う

阿
弥
陀
仏
と
救
わ
れ
た
往

生

人
の
証
果
に
は
、

ま

っ
た
く
格
差
の
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
ま
す
。

い
わ
ゆ
る

「弥
陀
同
体
」
と
い
わ
れ
る
内
容
で

す
。
こ
こ
で
は
本
尊
で
あ
る
阿
弥
陀
仏
と
別
し

た
も
の
と
し
て
、
往
生
人
を
祭
祀
す
る
必
要
は

認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
追
善
の
必
要
も
生

じ
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
意
味
で
他
宗
で
は
死
者
の
追
善

の
た
め
に
営
ま
れ
る
中

陰
、
年
回
の
仏
事
は

真
宗
で
は
必
要
な
く
、
真
宗
で
は
す
べ
て
仏
徳

讃
嘆
と
言
わ
れ
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
位

牌
を
用
い
な
い
と
こ
ろ
に
こ
そ
真
宗
独
自
の
宗

義
体
系
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

な
お
過
去
帳
、
法

名
の
切
紙
等
を
用
い
る

こ
と
は
、
仏
事
の
法
縁
と
し
て
の
往
生
人
を
顕

彰

す
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
そ
れ
ら

が

「依
代
」
と
し
て
の
機
能
を
そ
な
え
た
祭
祀

対
象
で
あ
る
と
は
言
わ
な
い
の
で
す
。

□

現
実
の
問
題

位
牌
を
用

い
な

い
浄
土
真
宗
の
祭
祀
形
式
は

一
見
特
殊
な
形
態
の
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
か

え

っ
て
他
宗
で
は
考
え
ら
れ
な
い
、
仏
教
に
お

け
る
究
極
の
救
済
状
況
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と

一百
え
る
の
で
す
。

た
だ
、
現
実
的
な
課
題
と
し
て
、
僧
侶
が
門

信
徒
の
方
々
に
対
し
て
安

直
に

「
真
宗
で
は

位
牌
は
い
ら
な
い
」
「位
牌
は
ま
ち
が
い
」
と

結
論
の
み
を
強
要
す
れ
ば
、
門
信
徒
の
な
か
に

は
教
え
を
理
解
で
き
な
い
ま
ま
の
形
式
の
み
の

儀
礼
と
な
り
、
か
え

っ
て
本
来
の
信
仰
に
繋
が

ら
な
い
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
従
来
の
伝
統
と
し
て

「浄
土
真
宗
の

門
信
徒
」
「
○
○
寺
の
問
徒
」
と
言
わ
れ
て
い

る
人
び
と
が
、
す
べ
て
真
宗
の
教
え
を
領
解

さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
現
実
が
あ
り
ま

す
。
す
な
わ
ち
自
発
的
な
信
仰
と
い
う
よ
り
、

伝
続
的
、
形
式
的
な
呼
称
の
み
の
場
合
が
多
く
、

そ
の
宗
教
意
識
は
浄
土
真
宗
独
自
の
も
の
と
い

う
よ
り
、
他
宗
の

一
般
的
理
解
と
の
区
別
が
つ

か
な
い
方
が
多
い
と
言
わ
ね
ば
な
り
せ
ん
。
そ

の
現
実
に
目
を
向
け
ず
に

「真
宗
で
は
こ
う
す

る
の
だ
」
と
形
式
だ
け
を
強
要
し
て
も
、
か
え

っ
て
教
え
と
門
信
徒
の
方
々
と
の
関
係
を
乖
離

さ
せ
る
結
果
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
こ

の
両
者
の
距
離
感
を
ど
の
よ
う
に
調
整
す
る
か

が
重
要
な
問
題
と
感
じ
ま
す
。

（仏
教
音
楽
・儀
礼
研
究
室
研
究
協
力
者

天
岸
浄
園
）

１
　
た
と
え
ば
、　
三
≡
二
八
年
頃
に
元
で
成
立

し
た

『勅

修

百

丈

清
規
』
は
、　
三
二
五

六
年
に
は
す
で
に
日
本
国
内
で
出
版
さ
れ
て

い
ま
し
た

（五
山
版

『勅
修
百
丈
清
規
ｔ
。

２
　
火
葬
の
際
に
引
導
を
渡
す
儀
式
。

３
　
平
安
時
代
成
立
の

『延
喜
式
』
（法
制
の

規
程
集
）
に
よ
る
と
、
死
体
に
触
れ
た
場
合

は
公
的
な
場
所
へ
の
出
入
り
が
三
十
日
間
禁

じ
ら
れ
ま
し
た
。

４

「祭
祀
」
の
語
は
浄
土
真
宗
の
用
語
と
し

て
は
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
は
思
わ
れ
ま
せ
ん

が
、
他
宗
、
他
宗
教
と
の
関
わ
り
を
考
え
て
、

あ
え
て
こ
だ
わ

つ
て
使
用
し
ま
す
。

５
　
日
本
仏
教
に
お
け
る
位
牌
依
用
は
、
前
述

の
通
り
禅
宗
の
日
本
伝
来
と
と
も
に
導
入
さ

れ
、
普
及
し
た
と
言
え
ま
す
。
ま
た
、
そ
れ

が
日
本
古
来
の
神
霊
が
宿
る
と
さ
れ
た

「依

代
」
「御
霊
代
」
な
ど
の
基
層
意
識
と
習
合

し
て
、
よ
り
深
く
普
及
し
て
い
っ
た
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

※
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
貪
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