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年
回
法
要
と
は
?

龍
源
寺
住
職
　
松
原
信
樹

仏
教
で
は
、
人
の
死
の
瞬
間
か
ら
次
の
生
を
受
け
る

ま
で
の
期
間
を
　
「
中
有
」
　
と
呼
び
ま
す
。
こ
の
期
間
が

四
十
九
日
で
あ
り
、
一
般
的
に
は
四
十
九
日
を
　
「
萬
中

陰
」
　
と
呼
び
、
一
つ
の
区
切
り
に
し
て
い
ま
す
。
法
要

で
は
本
来
、
人
の
死
後
、
七
日
ご
と
　
(
初
七
日
、
二
七

日
、
三
七
日
…
)
　
に
お
経
を
よ
み
、
七
回
目
の
四
十
九

日
で
一
旦
法
要
を
打
ち
切
り
ま
す
。
四
十
九
日
忌
、

百
ケ
日
息
を
過
ぎ
る
と
、
一
周
忌
(
小
祥
忌
)
、
そ
の

一
年
後
は
、
三
回
忌
(
大
祥
忌
)
　
と
な
り
ま
す
。

『
礼
詫
』
曲
礼
上
第
一
に
、
「
生
に
は
来
日
よ
り
与
え
、

死
に
は
往
日
を
与
う
」
　
(
生
与
来
日
、
死
与
往
日
)
　
と

あ
り
、
生
ま
れ
た
子
供
の
日
数
は
、
生
ま
れ
た
翌
日
か

ら
数
え
、
亡
く
な
っ
た
人
の
日
数
は
、
亡
く
な
る
前
の

日
か
ら
数
え
る
と
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
死
者
に
対
し

て
生
前
を
追
想
す
る
立
場
に
立
つ
か
ら
で
あ
る
と
い
わ

れ
、
例
え
ば
、
平
成
二
十
九
年
七
月
二
日
に
亡
く
な
っ

た
ら
、
前
日
の
七
月
一
日
が
命
日
と
な
り
、
二
年
後
の

七
月
一
日
が
丸
二
年
、
つ
ま
り
二
十
四
ケ
月
と
な
る
け

れ
ど
も
、
そ
の
翌
日
の
本
当
の
命
日
で
あ
る
七
月
二
日

は
、
二
十
五
ケ
月
目
に
あ
た
り
、
三
年
目
と
な
り
ま
す
。

数
え
年
で
三
年
、
実
質
二
年
の
法
要
を
非
常
に
め
で
た

い
と
い
う
意
味
の
　
「
大
群
」
　
と
よ
び
、
そ
の
こ
と
が
仏

教
側
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
三
回
忌
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
以
後
、
年
回
法
要
は
、
七
回
忌
、
十
三

回
忌
、
十
七
回
忌
、
二
十
三
回
忌
、
二
十
七
回
忌
、
三

十
三
回
忌
、
五
十
回
忌
の
法
要
と
な
り
ま
す
。

年
回
法
要
は
た
く
さ
ん
あ
り
、
何
年
も
法
要
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
大
変
に
思
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
年
回
法
要
に
自
分
自
身
の
身
を
委
ね
る
こ
と

で
、
最
愛
の
人
と
の
死
別
と
い
う
悲
し
み
を
少
し
ず
つ

で
す
が
、
癒
や
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
こ
れ
は
、

今
ま
で
筆
舌
に
尽
く
し
が
た
い
ほ
ど
の
悲
し
み
を
乗
り

越
え
て
生
き
て
き
た
仏
教
徒
の
知
恵
で
も
あ
る
の
で
す
。

亡
き
人
と
響
き
合
う
よ
う
な
お
参
り
を
し
た
い
も
の
で

す
。
合
理
主
義
が
叫
ば
れ
る
中
、
せ
め
て
法
事
の
時
ぐ

ら
い
、
そ
の
よ
う
な
気
持
ち
か
ら
離
れ
て
、
ご
先
祖
さ

ま
と
向
き
合
っ
て
お
参
り
を
し
て
み
た
ら
い
か
が
で

し
ょ
う
。
法
事
は
、
「
○
○
家
法
要
」
　
と
い
っ
た
よ
う

に
、
「
家
」
　
の
行
事
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
結
婚
式

で
も
同
様
で
す
。
亡
く
な
っ
た
最
愛
の
方
は
、
目
で
見

る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
話
し
も
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、

い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
あ
な
た
の
こ
と
を
見
守
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
あ
な
た
は
一
人
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
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殿

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

*
将
来
は
、
本
堂
の
裏
地
を
整
理
し
て
、
大
般
若
経
を

納
め
る
経
蔵
を
建
立
す
る
計
画
を
し
て
お
り
ま
す
。
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左
の
通
り
行
な
い
ま
す
。
ご
家
族
そ
ろ
っ
て
お
参
り
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さ
い
∴

∽
一
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∽
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龍
源
寺
へ
の
交
通
の
便
(
地
下
鉄
)

●
都
営
三
田
線(

目
黒
ま
た
は
三
田
、
南
北
線
は
白
金
高
輪
駅
下
車
。
徒
歩
五
分
)

●
2
番
出
口
か
ら
地
上
に
出
る
と
案
内
看
板
に
「
龍
源
寺
」
名
あ
り

龍
源
寺
へ
の
交
通
の
便
(
訓
国
力
)

●
田
8
 
7
　
渋
谷
駅
-
田
町
駅
　
魚
ラ
ン
坂
下
下
車

●
都
0
0
　
渋
谷
駅
-
新
橋
駅
　
古
川
橋
下
車

●
品
9
 
7
　
品
川
駅
-
新
宿
駅
西
口
　
魚
ラ
ン
坂
下
・
古
川
橋
下
車

●
反
9
6
　
五
反
田
駅
-
品
川
駅
-
六
本
木
ヒ
ル
ズ
(
循
環
)

魚
ラ
ン
坂
下
・
古
川
橋
下
車

●
東
9
8
　
東
京
駅
丸
の
内
南
口
-
目
黒
駅
　
魚
ラ
ン
坂
下
下
車



龍
源
寺
の
歴
史
に
つ
い
て
(
九
)

松
原
　
泰
道

先
住
祖
来
和
尚
が
住
職
す
る
前
か
ら
、

当
寺
に
は
多
大
の
借
財
が
あ
り
ま
し
た
。

和
尚
に
は
、
ま
づ
そ
の
返
還
が
何
よ
り

の
急
務
で
あ
っ
た
の
で
、
忠
実
に
そ
の

事
に
あ
た
り
ま
し
た
。
そ
の
傍
ら
寺
の

修
復
を
し
な
け
れ
ば
成
り
ま
せ
ん
。
随

分
と
苦
労
を
し
た
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ

ナウ。

寺
院
と
し
て
の
面
目
を
と
り
も
ど
す

の
に
は
十
年
を
必
要
と
し
た
と
い
わ
れ

ま
す
。
そ
れ
は
現
存
の
文
書
で
も
は
っ

き
り
と
わ
か
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

大
正
四
年
　
-
　
大
正
天
皇
の
ご
即
位

式
を
記
念
し
て
、
寺
の
表
門
が
石
門
に

改
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
迄
の
木
造
瓦

ぶ
き
の
門
は
建
立
年
代
も
不
明
で
、
大

破
し
て
い
ま
し
た
。
寺
の
修
復
に
特
に

力
を
注
が
れ
た
総
代
・
中
沢
六
之
助
氏

の
犠
牲
的
努
力
の
結
晶
と
し
て
現
在
門

が
建
立
さ
れ
ま
し
た
。

従
来
門
は
高
さ
七
尺
、
間
口
十
尺
で

あ
り
ま
し
た
が
、
新
門
は
高
さ
九
尺
、

間
口
十
二
尺
、
一
尺
一
寸
角
の
石
柱
二

本
、
九
寸
角
の
石
柱
一
本
、
大
土
台
と

共
に
御
影
材
が
用
い
ら
れ
ま
し
た
。
そ

の
工
事
が
堅
牢
で
あ
っ
た
こ
と
は
八
年

後
の
関
東
大
震
災
に
も
、
い
さ
さ
か
の

狂
い
も
な
く
今
日
ま
で
及
ん
で
い
る
こ

と
で
も
わ
か
り
ま
す
。

こ
の
工
事
に
中
沢
氏
は
石
材
と
石
工

手
間
の
一
切
を
寄
附
さ
れ
ま
し
た
。
鉄

扉
は
、
檀
信
徒
中
か
ら
和
田
、
河
野
、

坂
谷
、
小
岸
の
諸
氏
と
寺
の
附
近
に
家

屋
を
所
有
し
た
り
住
居
中
の
吉
田
、
伊

藤
、
松
下
、
永
田
、
田
中
、
大
塚
、
松

本
の
諸
氏
か
ら
寄
進
さ
れ
ま
し
た
。

(
門
扉
は
太
平
洋
戦
争
が
始
ま
る
と
供

出
を
命
じ
ら
れ
た
の
で
、
前
記
寄
進
者

の
同
意
を
得
て
供
出
し
ま
し
た
。
現
在

の
門
扉
は
、
戦
後
、
隣
接
の
大
塚
鉄
工

所
の
一
寄
進
で
す
。
)

表
門
は
、
こ
う
し
て
面
目
を
改
め
ま

し
た
が
、
本
堂
そ
の
も
の
も
建
立
期
が

わ
か
ら
な
い
程
古
い
の
で
修
繕
が
加
え

ら
れ
れ
ば
加
え
ら
れ
る
程
、
損
傷
個
所

も
ふ
え
て
ゆ
く
始
末
に
、
つ
い
に
改
築

の
議
が
持
ち
上
り
ま
し
た
。

大
正
八
年
の
中
頃
か
ら
、
総
代
会
議

が
頻
繁
に
開
催
さ
れ
、
頭
梁
の
坂
谷
松

次
郎
氏
に
よ
っ
て
設
計
図
が
完
成
し
た

の
で
、
そ
の
年
の
八
月
に
勧
募
帳
が
作

ら
れ
ま
し
た
。
募
縁
の
趣
旨
は
　
(
原
文

漢
文
)

私
　
(
祖
来
和
尚
)
　
が
明
治
四
十
年

に
当
寺
住
職
の
任
命
を
受
け
て
か

ら
苦
心
し
て
寺
塔
を
維
持
経
営
し

て
来
ま
し
た
が
、
推
定
百
余
年
の

小
建
造
物
で
あ
る
の
で
、
修
繕
を

幾
度
し
て
も
維
持
は
な
か
な
か
困

難
で
す
。
近
頃
は
雨
漏
り
も
し
げ

く
柱
も
く
さ
っ
て
手
の
施
し
よ
う

も
あ
り
ま
せ
ん
。
一
時
し
の
ぎ
で

は
却
っ
て
い
け
な
い
の
で
、
こ
こ

に
改
築
を
決
意
し
ま
し
た
　
(
意

訳
)

と
、
あ
り
ま
す
。
か
く
て
本
堂
改
築
の

実
動
に
あ
た
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。



秋
彼
岸
会
を
迎
え
ま
す
。
今
号

は
、
年
回
法
要
に
つ
い
て
、
仏

教
雑
誌
『
大
法
輪
』
　
で
執
筆
し

た
も
の
に
加
筆
し
た
も
の
を
掲

載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
▼

執
筆
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
気
づ
い
た
事
は
、

法
事
を
執
り
行
う
こ
と
は
、
日
本
仏
教
の
儒

教
的
側
面
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
▼
お
寺
の
門

柱
に
　
「
大
正
四
年
建
之
」
　
と
書
か
れ
て
お
り

ま
す
。
今
号
の
　
「
龍
源
寺
の
歴
史
に
つ
い
て

(
九
)
」
　
に
　
「
大
正
天
皇
の
ご
即
位
式
を
記
念

し
て
、
寺
の
表
門
が
石
門
に
改
め
ら
れ
ま
し

た
」
　
と
あ
り
ま
す
。
総
代
で
あ
る
先
々
代
の

豊
前
屋
さ
ん
の
寄
進
に
よ
る
も
の
で
、
現
在

で
も
皆
さ
ま
を
迎
え
る
門
(
入
り
口
)
　
と
し

て
活
躍
し
て
い
ま
す
。
▼
戦
時
中
、
防
空
壕
に

安
置
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
観
音
堂
に
安
置

し
て
ま
す
如
意
輪
観
音
像
の
頭
部
の
装
飾
に

以
前
か
ら
修
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
箇
所

が
あ
り
、
十
一
月
に
、
職
人
さ
ん
に
修
理
を

し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、

十
月
に
寄
進
し
て
い
た
だ
い
た
多
数
の
庭
石

を
置
き
境
内
を
整
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
▼
で
き
る
か
ぎ
り
を
知
り
理
解
し
た
上
で

正
し
い
判
断
を
し
、
行
動
し
た
い
と
考
え
る

私
に
、
母
は
よ
く
「
解
ら
な
い
じ
ゃ
な
い
」
、
「
仕

方
な
い
じ
ゃ
な
い
」
　
と
口
癖
の
よ
う
に
い
い

ま
す
。
そ
う
言
わ
れ
て
み
る
と
、
実
は
解
ら

な
い
こ
と
の
方
が
世
の
中
多
く
て
、
何
で
も

知
る
必
要
な
ど
本
当
は
な
い
の
で
は
な
い
か

と
思
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
大
い
な
る
も
の

に
抱
か
れ
お
任
せ
す
る
し
か
な
い
と
考
え
る

母
の
言
葉
に
は
、
き
っ
と
、
寺
で
生
ま
れ
育

ち
人
の
寂
し
さ
悲
し
さ
を
見
つ
め
て
き
た
も

の
が
根
底
に
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
妻

の
亜
矢
は
、
虫
が
苦
手
の
よ
う
で
、
小
さ
な

虫
で
も
見
つ
け
る
と
逃
げ
回
っ
て
い
ま
し
た

が
、
娘
の
瑞
樹
が
生
ま
れ
て
少
し
ず
つ
克
服

し
て
き
た
よ
う
で
す
。
小
林
一
茶
の
　
「
や
れ

う
つ
な
　
蝿
が
手
を
す
る
　
足
を
す
る
」
　
と

い
う
句
が
あ
り
ま
す
。
私
が
こ
の
句
を
解
釈

す
る
と
蝿
は
自
分
自
身
の
姿
な
ん
だ
け
れ
ど

も
、
突
然
解
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
の
で
、
彼
女

に
そ
の
境
地
が
開
け
る
の
を
気
長
に
待
ち
た

い
と
思
い
ま
す
。
弟
二
人
も
元
気
に
寺
院
の

住
職
と
し
て
仕
事
を
し
て
い
ま
す
。
甥
や
姪

も
大
き
く
な
り
、
賑
や
か
に
な
り
ま
し
た
。

た
ま
に
龍
源
寺
に
来
て
、
何
泊
か
し
彼
ら
が

帰
る
と
ポ
ッ
と
す
る
の
は
私
だ
け
の
感
情
で

し
ょ
う
か
。
▼
お
檀
家
さ
ま
で
お
葬
式
を
だ
さ

れ
る
場
合
、
信
頼
の
あ
る
葬
儀
社
を
紹
介
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
病
院
か
ら
の
流
れ
の

中
で
全
て
が
決
ま
っ
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
が
非

常
に
多
い
よ
う
で
す
。
病
院
で
臨
終
の
際
、

ま
ず
一
番
は
じ
め
に
龍
源
寺
か
、
深
夜
で
し
た

ら
、
「
あ
お
ば
葬
祭
」
〇
三
〇
五
七
二
二
i
七
六

五
一
(
東
京
都
目
黒
区
下
目
黒
五
i
七
i
一
)

〔
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に
、

お
電
話
を
入
れ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
「
あ
お
ば
葬
祭
」
　
は
、
丁
寧
な
お
仕
事
で

皆
さ
ま
に
大
変
喜
ば
れ
て
い
ま
す
。
葬
儀
、

家
族
葬
、
密
葬
な
ど
気
軽
に
ご
相
談
下
さ
い
。

生
前
の
ご
相
談
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
渋

谷
区
広
尾
に
あ
る
合
同
船
は
、
龍
源
寺
の
規

則
を
守
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
ど
な
た
で
も

利
用
が
で
き
ま
す
。
▼
九
月
二
十
二
日
、
十
三

時
よ
り
、
ち
ら
し
寿
司
の
お
野
菜
の
刻
み
を

致
し
ま
す
。
お
手
伝
い
い
た
だ
け
る
方
、
宜

し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
九
月
二
十
三

日
、
秋
彼
岸
会
で
お
会
い
で
き
る
こ
と
を
楽

し
み
に
し
て
お
り
ま
す
。
ご
家
族
で
お
参
り

く
だ
さ
い
。
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