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お
盆
の
時
期
に
な
る
と
、
全
国
の
い
た
る

と
こ
ろ
で
、
和
尚
さ
ん
が
棚
経
に
回
り
、
お

檀
家
さ
ん
の
ご
先
祖
さ
ま
の
ご
供
養
を
す
る

光
景
を
見
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
永
平
寺
に
い

る
指
導
者
や
修
行
僧
も
同
様
に
、
一
時
的
に

外
出
を
認
め
て
い
た
だ
き
、
自
ら
の
お
寺
や

師
僧
の
お
寺
へ
と
戻
り
、
お
盆
の
諸
行
事
を

行
い
ま
す
。
久
し
ぶ
り
に
会
う
お
檀
家
さ
ん

か
ら
は
、「
立
派
に
な
ら
れ
ま
し
た
ね
」「
頑

張
っ
て
く
だ
さ
い
ね
」
と
ね
ぎ
ら
い
の
言
葉

を
か
け
て
い
た
だ
き
ま
す
。
皆
さ
ま
に
支
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
再
認
識
し
、
修
行
に
邁

進
し
て
い
く
こ
と
を
改
め
て
心
に
決
め
る
の

も
こ
の
時
期
で
す
。

　
で
は
、
そ
の
間
の
永
平
寺
の
様
子
は
ど
の

よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。
多
く
の
僧
侶
が

外
出
を
す
る
為
、
広
い
境
内
に
は
本
当
に
限

ら
れ
た
人
数
の
僧
侶
し
か
残
り
ま
せ
ん
。
普

段
は
荘
厳
で
迫
力
の
あ
る
朝
の
お
勤
め
も
、

い
つ
も
と
は
違
う
穏
や
か
な
雰
囲
気
に
包
ま

れ
ま
す
。
回
廊
を
行
き
か
う
僧
侶
の
姿
も
少

な
く
な
り
、
山
内
は
と
て
も
静
か
で
す
。
回

廊
に
出
て
み
れ
ば
、
セ
ミ
の
鳴
き
声
や
木
々

の
葉
の
音
、
川
の
せ
せ
ら
ぎ
が
い
つ
も
よ
り

も
よ
く
聞
こ
え
て
き
ま
す
。

　
そ
の
様
な
中
、
永
平
寺
に
残
っ
た
僧
侶
の

生
活
は
普
段
と
何
も
変
わ
り
ま
せ
ん
。
人
数

が
少
な
く
な
っ
て
も
怠
る
こ
と
な
く
修
行
を

続
け
る
の
で
す
。
朝
四
時
に
起
き
、
坐
禅
を

し
、
朝
の
お
勤
め
を
し
て
、
食
事
を
し
ま
す
。

そ
の
後
も
、
い
つ
も
と
同
様
の
日
程
を
一
つ

ひ
と
つ
大
切
に
行
っ
て
い
き
ま
す
。

　
行
持
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
行
と
は

修
行
、
持
と
は
護
持
の
こ
と
。
仏
祖
の
行
い

を
そ
の
ま
ま
私
た
ち
が
行
い
、
そ
れ
を
怠
る

こ
と
な
く
永
久
に
続
け
て
い
く
と
い
う
意
味

で
す
。
永
平
寺
は
行
持
を
綿
密
に
行
う
こ
と

で
約
八
〇
〇
年
も
の
間
、
仏
法
を
護
持
し
て

き
ま
し
た
。
私
た
ち
の
こ
の
生
活
が
続
く
限

り
、
こ
れ
か
ら
も
ず
っ
と
、
永
平
寺
に
は
仏

法
が
活
き
い
き
と
満
ち
溢
れ
て
い
る
こ
と
で

し
ょ
う
。

 【
行ぎ

ょ
う

持じ

綿め
ん

密み
つ

】



大
本
山
總
持
寺

神
奈
川
県
横
浜
市

☎
〇
四
五
・
五
八
一
・
六
〇
二
一

3

【 

む
か
え
火
や  

父
の
お
も
か
げ

  

母
の
顔　
　
　
　
　

 　
　

      

】

　
八
月
盆
は
故
郷
へ
帰
る
大
移
動
が
始
ま

り
ま
す
。

　
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
は
未
だ
終
息

は
し
て
な
い
も
の
の
マ
ス
ク
の
自
由
化
、
五

類
感
染
症
へ
の
移
行
に
よ
っ
て
国
民
の
感

情
は
解
放
感
を
覚
え
た
よ
う
に
み
え
ま
す
。

　
こ
の
お
盆
は
地
域
に
よ
っ
て
は
盆
入
り

の
十
三
日
夕
刻
に
玄
関
や
墓
前
で
迎
え
火

を
焚
き
、
十
六
日
の
夕
刻
に
は
送
り
火
を
焚

く
よ
う
で
す
。

　
ま
た
あ
る
地
方
で
は
キ
リ
コ
と
い
っ
て

木
材
で
作
っ
た
枠
の
側
面
に
半
紙
を
貼
っ

た
箱
型
の
灯
籠
に
供
養
す
る
戒
名
、
法
名
を

書
き
入
れ
墓
前
に
供
え
て
迎
え
火
と
す
る

習
慣
の
所
も
あ
り
ま
す
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
先
祖
を
思
い
、
父
母
、

兄
弟
の
在
り
し
日
の
お
も
か
げ
を
抱
く
と

同
時
に
感
謝
の
心
を
表
し
て
い
く
こ
と
が

供
養
と
な
る
の
で
す
。

　
こ
の
旧
盆
の
總
持
寺
は
修
行
僧
の
ほ
と

ん
ど
が
師
寮
寺
（
師
僧
の
お
寺
）
補
佐
で
他た

出し
ゅ
つ

（
帰
省
）
し
、
山
内
は
ひ
と
と
き
の
静
寂

が
生
ま
れ
ま
す
。

　
特
に
今
春
上
山
し
た
修
行
僧
に
と
っ
て

は
初
め
て
の
他
出
で
あ
り
、
半
年
間
の
修
行

の
成
果
を
お
師
匠
さ
ま
や
檀
信
徒
の
方
々

に
見
て
い
た
だ
く
機
会
で
も
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
旧
盆
の
行ぎ
ょ
う

持じ

が
終
わ
る
と
修
行
僧

は
本
山
に
戻
り
再
び
修
行
生
活
が
始
ま
る

の
で
す
。

　
来
年
は
い
よ
い
よ
開
祖
・
瑩け
い

山ざ
ん

禅
師
さ

ま
七
〇
〇
年
の
大だ
い

遠お
ん

忌き

の
年
に
当
た
り
ま

す
。
瑩
山
禅
師
さ
ま
が
教
え
ら
れ
た
『
一
味

同
心
』
の
御
心
を
大
切
に
し
、
全
山
一
丸
と

な
っ
て
こ
の
五
十
年
に
一
度
の
大
法
要
を

迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

加か

舎や

白し
ら

雄お  

作

石
川
県
金
沢
市
の
キ
リ
コ
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◆ 

白
扇
を
閉
ぢ
一
線
を
画
さ
れ
し 

 

岐
阜
県	

大
下	

雅
子

◆ 

新
社
員
青
く
輝
く
腕
時
計  

 

埼
玉
県	

伊
藤	

　
博

◆ 

炎
帝
に
仕
へ
骨
ま
で
農
夫
た
り 

 

大
阪
府	

柏
原	

才
子

◆ 

た
ま
し
ひ
の
先
行
く
道
の
か
げ
ろ
へ
る 

島
根
県	

金
山	

　
陽

◆ 

オ
リ
ー
ブ
の
石
鹸
四
角
朧
の
夜 

 

長
野
県	

森
山	

昌
子

◆ 

結
界
を
渡
る
思
案
の
蟻
の
列 

 

兵
庫
県	

内
藤	

昭
子

◆ 

法
堂
の
池
の
蛙
も
回
向
か
な 

　
　
　
神
奈
川
県	

佐
野	

　
勇

◆ 

虫
捕
り
の
声
遠
く
よ
り
五
月
風 

	

山
口
県	

稲
村	

み
ど
り

◆ 

繕
ひ
の
針
を
休
め
て
春
惜
し
む 

 

東
京
都	

鈴
木	

英
治

◆ 

余
生
と
や
何
す
る
と
な
く
甚
平
着
て  

秋
田
県	

鈴
木	

ゑ
い
子

　
　
　
　
　

  
聖
路
加
病
院
の
こ
と
。
実
は
私
は
そ
こ
で
産
ま
れ
た
。
母
が
そ
こ

の
看
護
婦
を
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
天
使
と
は
キ
リ
ス
ト
教
の
天
使
。
私

は
別
段
キ
リ
ス
ト
教
の
信
者
で
も
な
い
の
だ
が
、
俳
句
の
吟
行
会
で
そ
こ
に
行
っ

た
時
、
鐘
の
音
を
聴
い
て
涙
が
出
そ
う
に
な
っ
た
。

	
選
者
吟
　

 
聖
路
加
の
鐘
鳴
る
春
の
天
使
へ
と　
　
　
　

 

俊 

樹

人
生
と
い
う
も
の
は
お
伽
噺
。
で
も
そ
れ
も
あ
っ
と

言
う
間
に
過
ぎ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
そ
の
夢
も
夏
の

朝
の
如
く
直
ぐ
に
終
わ
る
。
何
か
し
み
じ
み
と
し
た

教
訓
を
感
じ
る
。
し
か
し
こ
の
季
題
の
斡
旋
は
的
確

で
ま
こ
と
に
上
手
い
。
実
際
こ
の
季
題
は
仏
教
観
を

伴
う
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

人
生
は
竜
宮
伝
説
明
易
し      群

馬
県　

大
渕　

 

洋

こ
れ
ま
た
仏
教
的
な
要
素
を
用
い
て
い
る
。
し
か
し

こ
の
句
は
科
学
的
で
も
あ
る
。
蒲
公
英
の
綿
毛
は
飛

ん
で
次
の
世
代
を
産
む
旅
を
す
る
。
ど
ん
な
生
物
に

も
子
孫
を
残
し
て
輪
廻
転
生
を
す
る
こ
と
が
あ
る
の

か
も
知
れ
な
い
。
俳
句
と
は
こ
ん
な
短
い
詩
の
中
で

巨
大
な
宇
宙
を
語
ら
せ
る
。

輪
廻
転
生
た
ん
ぽ
ぽ
の
綿
毛
飛
ぶ
　

福
岡
県　

安
部 

正
和
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◆ 

豌
豆
の
葉
の
上
の
熱
己
が
身
へ
取
り
込
ま
む
と
す
足
長
蜂
は

 

静
岡
県
　
小
川	

健
治

◆ 

「
我
の
こ
こ
ろ
は
い
つ
も
く
れ
な
ゐ
」と
ふ
九
十
七
歳  

白
寿
は
真
紅
の
薔
薇
の
ご
と
あ
れ

 

北
海
道
　
菅
原	

三
江
子

◆ 

田
を
消
し
て
大
型
店
舗
建
つ
と
言
う
朝
霧
裂
い
て
か
っ
こ
う
が
鳴
く

 

福
島
県
　
佐
藤	

　
忠

◆ 

村
の
朝
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
響
き
合
う
チ
ェ
ン
ソ
ー
、
ト
ラ
ク
タ
ー
に
子
等
の
歓
声

 

秋
田
県
　
小
松	

紀
子

◆ 

出
席
の
出
来
ぬ
老
女
に
試
み
る
ラ
イ
ン
の
ビ
デ
オ
通
話
の
法
事

 

静
岡
県
　
末
光	

愛
正

◆ 

揚
げ
雲
雀
下お

り
く
る
雲
雀
鳴
く
声
の
止
み
間
な
く
し
て
雨
は
れ
し
朝

 

鳥
取
県
　
徳
本	

義
則

◆ 

手
の
平
に
の
せ
て
眺
め
る
金
平
糖
戦
後
の
吾
ら
子
供
の
あ
こ
が
れ

 

山
口
県
　
濱
田	

道
子

◆ 

仕
事
し
て
父
母
の
介
護
に
明
け
暮
れ
し
気
力
と
体
力
ど
こ
か
ら
出
た
か

 

岩
手
県
　
千
葉	

喜
惠

◆ 

そ
の
花
を
あ
ら
か
た
散
ら
し
山
峡
の
古
刹
の
寺
の
高
き
桜
木

 

埼
玉
市
　
白
藤	

巳
玲

◆ 

耳
遠
き
寡
黙
な
夫
の
大
声
に
か
け
つ
け
て
み
れ
ば
電
話
中
な
り

 

群
馬
県
　
松
本	

さ
え
子

　
　
　
　
　

  
小
川
さ
ん
の
足
長
蜂
を
凝
視
す
る
視
線
の
濃
や
か
さ
に
心
打
た

れ
る
。
菅
原
さ
ん
の
眼
差
し
が
向
け
る
こ
の
後
三
年
間
の
尊
さ
、
濱
田
さ
ん
が

手
の
平
に
見
つ
め
る
七
十
年
の
時
間
の
濃
さ
、
短
歌
は
小
さ
い
詩
形
と
は
言
え
、

そ
の
幅
広
い
許
容
力
を
あ
ら
た
め
て
思
い
ま
す
。

選
者
詠
　

ガ
ラ
ス
ペ
ン
に
手
紙
を
書
け
ば
ペ
ン
先
に
開
け
ゆ
く
な
り

春
の
滑
走
路
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
づ

か
つ
て
養
蚕
が
盛
ん
だ
っ
た
地
に
代
々
住
ん
で
き
た
作

者
の
家
。
製
糸
業
の
衰
退
と
共
に
養
蚕
業
も
衰
え
、
蚕

の
餌
と
な
る
桑
の
木
を
栽
培
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
。

桑
畑
に
感
謝
し
て
桑
の
古
木
一
本
を
残
そ
う
と
す
る
作

者
の
飾
ら
ぬ
思
い
の
通
っ
た
一
首
で
あ
る
。

上
句
の
叙
景
か
ら
、
下
句
へ
の
展
開
が
興
味
深
い
。
下

句
は
青
鷺
の
こ
と
か
と
思
わ
せ
て
人
間
社
会
へ
の
暗
示

が
あ
り
そ
う
だ
。
職
場
で
も
家
庭
で
も
、
ま
こ
と
に
居

場
所
が
大
切
だ
。

養
蚕
の
か
つ
て
の
富
に
感
謝
し
て
桑
の
古
木
を

畑
に
残
せ
り

埼
玉
県　

荒
井 

巳
喜
雄

青
鷺
が
水
路
へ
来
て
は
一
羽
立
つ
自
分
の
居
場

所
そ
れ
は
大
切

岐
阜
県　

後
藤 　

進
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