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「
お
盆
」と
は

言
う
ま
で
も
な
く
日
本
人
に
と

っ
て
「
お
盆
」
は
「
お
正
月
」
と
並

ん
で
と
く
べ
つ
な
国
民
的
行
事
で

あ
る
。

な
ぜ
「
と
く
べ
つ
」
か
と
い
う

と
、
こ
の
二
つ
の
行
事
の
間
は
地

方
だ
け
で
は
な
く
大
都
市
に
お
い

て
も
仕
事
が
休
み
と
な
り
、
人
び

と
は
故
郷
に
帰
る
の
が
慣
行
で
あ

り
、
そ
の
た
め
交
通
が
渋
滞
を
き

た
し
、
大
き
な
ニ
ュ
ー
ス
に
な
る

か
ら
で
あ
る
。

周
知
の
と
お
り
、
今
日
で
は
お

盆
は
仏
教
（
お
寺
）
の
行
事
で
あ
り
、

他
方
お
正
月
は
神
道
（
神
社
）
の

行
事
で
あ
る
と
さ
れ
、
お
盆
に
は

死
者
・
ご
先
祖
を
迎
え
て
供
養
す

る
の
に
た
い
し
て
、
お
正
月
に
は

歳
神
（
歳
徳
神
）
の
来
訪
を
祝
う
も

の
と
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
古
く
は
お
盆
も
お
正

月
も
ひ
と
し
く
一
家
・
一
族
の

「
ご
先
祖
」
を
ま
つ
る
機
会
で
あ

っ
た
。

今
日
で
も
沖
縄
県
で
は
、
島
に

よ
り
多
少
の
差
異
が
あ
る
も
の
の
、

お
盆
は
あ
の
世
の
人
を
こ
の
世
の

人
が
招
き
、
お
正
月
は
逆
に
あ
の

世
の
人
が
こ
の
世
の
人
を
招
く
と

き
で
あ
る
と
し
て
、
特
別
な
食
物

や
供
物
を
ご
先
祖
に
捧
げ
る
と
こ

ろ
が
少
な
く
な
い
。

地
方
で
は
今
日
で
も
ふ
だ
ん
と

違
う
ご
馳
走
が
で
る
と
、「
お
正

月
と
お
盆
が
一
緒
に
き
た
よ
う

だ
」
と
口
に
す
る
の
は
、
両
者
の

浅
か
ら
ざ
る
関
係
を
物
語
っ
て
い

る
と
言
え
よ
う
。

「
お
盆
」
の
「
盆
」
は
物
を
載
せ

る
器
を
意
味
し
、
他
人
に
物
や
お

金
を
あ
げ
る
と
き
に
は
お
盆
に
載

せ
て
差
し
だ
す
の
が
礼
儀
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
仏
教
で
い
う
「
お

盆
」
は
ほ
ぼ
次
の
よ
う
な
意
味
を

も
つ
営
み
で
あ
る
。

「
盆
」
は
古
代
イ
ン
ド
の
文
章
語

で
あ
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
ウ

ラ
ン
バ
ナ
（ullam

bana

）
の
音
写

語
で
あ
る
「
盂う

蘭ら

盆ぼ
ん

」
に
基
づ
く

語こ
と
ば

で
あ
る
と
さ
れ
る
。「
ウ
ラ
ン

バ
ナ
」
は
「
倒
懸
」（
さ
か
さ
吊
り
の

苦
し
み
）
と
漢
訳
さ
れ
た
。

「
盂
蘭
盆
」
の
語
は
『
盂
蘭
盆
経
』

に
初
出
す
る
と
さ
れ
る
が
、
こ
の

経
典
を
め
ぐ
っ
て
研
究
者
た
ち
の

見
解
は
一
つ
で
は
な
い
よ
う
だ
。

最
近
で
は
「
盂
蘭
盆
」
の
原
語

は
イ
ラ
ン
語
系
の
死
者
を
意
味
す

る
ウ
ル
ヴ
ァ
ン
（urvan
）
で
あ
り
、

霊
魂
の
祭
祀
を
指
す
と
と
も
に
収

穫
祭
を
意
味
し
た
が
、
イ
ラ
ン
系

の
ソ
グ
ド
人
が
中
国
に
進
出
し
た

こ
と
に
と
も
な
っ
て
中
国
に
伝
え

ら
れ
、
稲
作
農
業
地
域
の
収
穫
祭

と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。

と
に
か
く
、
こ
の
『
盂
蘭
盆
経
』

に
よ
る
と
、
釈
尊
の
十
大
弟
子
の

一
人
で
あ
る
目
連
尊
者
が
、
亡
く

な
っ
た
自
分
の
母
が
餓
鬼
道
に
墜

ち
て
苦
し
ん
で
い
る
の
を
目
に
し
、

釈
尊
に
相
談
し
た
ら
、
釈
尊
は
夏げ

安あ
ん

居ご

の
最
終
日
で
あ
る
陰
暦
七
月

十
五
日
（
自
恣
）
に
、
修
行
者
（
仏

僧
）
た
ち
に
食
物
な
ど
の
布
施
を

す
れ
ば
、
そ
の
功
徳
に
よ
り
母
は

救
わ
れ
る
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
、
目

連
は
そ
の
と
お
り
に
し
た
ら
母
は

無
事
救
い
だ
さ
れ
た
と
い
う
。

こ
の
説
話
は
「
目
連
救
母
説

話
」
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
肝
心

な
点
は
陰
暦
の
七
月
十
五
日
に
修

行
者
（
仏
僧
）
に
供
養
す
れ
ば
、
そ

の
功
徳
に
よ
り
死
後
に
苦
し
ん
で

い
る
人
た
ち
を
救
い
だ
す
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

中
国
人
と
日
本
人
、 

お
盆
に
託
し
た
意
義

あ
ら
た
め
て
『
盂
蘭
盆
経
』
に

説
く
陰
暦
七
月
十
五
日
（
自
恣
）

に
つ
い
て
深
め
て
み
よ
う
。

ア
メ
リ
カ
の
中
国
宗
教
史
学
者

ス
テ
ィ
ヴ
ン
・
タ
イ
ザ
ー（Stephen  

F. T
eiser

）
は
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。
要
点
の
み
記
す
。

一
般
に
夏
安
居
と
い
え
ば
、
イ

ン
ド
仏
教
の
僧
伽
（
仏
僧
た
ち
）
が

春
か
ら
夏
に
か
け
て
約
三
カ
月
に

及
ぶ
雨
期
の
あ
い
だ
、
外
出
が
不

便
に
な
り
、
ま
た
外
出
す
る
と
草

木
の
若
芽
を
踏
み
つ
け
た
り
、
虫

類
を
殺
傷
す
る
怖
れ
が
あ
る
の
で
、

外
出
を
避
け
て
一
カ
所
に
定
住
し

修
行
に
専
念
す
る
こ
と
で
あ
る
と

説
明
さ
れ
る
。

こ
の
制
度
は
中
国
や
日
本
の
仏

教
で
も
踏
襲
さ
れ
、
夏
安
居
、
夏

行
、
夏
籠
、
坐
夏
な
ど
と
呼
ば
れ

た
。
タ
イ
ザ
ー
に
よ
る
と
、
夏
安

居
は
僧
院
と
農
家
の
サ
イ
ク
ル
が

結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
意
味
す

る
と
い
う
。

夏
期
は
植
物
と
仏
僧
の
そ
れ
ぞ

れ
が
、
そ
の
可
能
性
を
発
揮
し
力

を
蓄
え
る
と
き
で
あ
る
。
そ
し
て

秋
の
始
ま
り
、
つ
ま
り
陰
暦
の
七

月
十
五
日
の
頃
に
、
こ
れ
ら
（
仏

僧
と
植
物
）
の
力
が
解
放
さ
れ
、

社
会
に
よ
っ
て
取
り
入
れ
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

お
盆
の
時
期
に
お
い
て
、
農
業

の
豊
穣
性
と
僧
院
の
活
力
性
（
宗

教
性
）
と
が
結
合
す
る
の
だ
。

他
方
、
中
国
の
農
民
家
族
の
生

活
に
あ
っ
て
は
、
古
来
、
死
（
先

祖
）
霊
を
祀
り
そ
の
守
護
の
下
に

農
業
の
豊
穣
と
多
産
を
目
指
す
の

が
常
で
あ
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
七
月

の
半
ば
頃
は
農
作
物
の
成
熟
期
に

あ
た
り
、
死
（
先
祖
）
霊
へ
の
感

謝
祭
を
行
う
時
で
も
あ
る
。
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中
国
に
定
着
し
た
仏
教
は
、
夏

安
居
に
つ
い
て
は
イ
ン
ド
仏
教
の

制
度
を
踏
襲
し
た
の
で
、
安
居
の

終
了
、
つ
ま
り
自
恣
の
日
は
七
月

十
五
日
と
な
る
。

こ
の
日
に
は
三
カ
月
に
わ
た
る

修
行
に
よ
っ
て
蓄
え
ら
れ
た
仏
僧

た
ち
の
「
強
大
な
威
神
力
」
が
そ

の
ピ
ー
ク
に
達
す
る
も
の
と
信
じ

ら
れ
て
い
た
。

中
国
の
人
び
と
は
、
仏
僧
た
ち

に
布
施
・
供
養
す
る
こ
と
に
よ
り
、

彼
ら
の
「
強
大
な
威
神
力
」
を
一

族
の
死
（
先
祖
）
霊
に
回
向
す
る

と
同
時
に
、
農
作
物
の
豊
穣
に
感

謝
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
盂
蘭
盆
会
は
、
仏

教
の
修
行
生
活
と
農
業
の
豊
穣
性
、

そ
し
て
中
国
人
の
死
（
先
祖
）
霊

祭
と
農
業
の
豊
穣
性
と
が
七
月
と

い
う
時
期
を
介
し
て
結
合
し
た
結

果
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
タ
イ
ザ

ー
の
お
盆
論
で
あ
る
（『
中
国
中
世

に
お
け
る
死
霊
祭
』、
プ
リ
ン
ス
ト
ン

大
学
出
版
会
、
一
九
八
八
）

さ
て
、
日
本
で
は
ど
う
で
あ
ろ

う
か
。

さ
き
に
、
古
く
は
お
盆
も
お
正

月
も
ひ
と
し
く
一
家
・
一
族
の

「
ご
先
祖
」
を
ま
つ
る
機
会
で
あ

っ
た
と
し
て
沖
縄
の
事
例
を
あ
げ

た
。「
古
く
は
」
と
い
う
の
は
「
仏

教
渡
来
以
前
」
と
言
い
換
え
て
も

よ
か
ろ
う
。
こ
の
二
つ
の
ご
先
祖

ま
つ
り
の
う
ち
お
盆
の
方
が
仏
教

の
管
轄
と
な
っ
た
の
は
、
さ
き
に

述
べ
た
『
盂
蘭
盆
経
』
抜
き
に
は

考
え
ら
れ
ま
い
。

重
要
点
は
、
陰
暦
七
月
十
五
日

に
仏
僧
に
供
養
す
れ
ば
、
そ
の
功

徳
に
よ
っ
て
死
者
（
先
祖
）
を
安

ん
じ
さ
せ
う
る
と
い
う
と
こ
ろ
に

あ
る
。

現
在
の
こ
の
国
の
お
盆
は
、
陰

暦
に
よ
る
も
の
と
新
暦
に
行
う
も

の
と
あ
り
、
同
じ
地
域
内
に
も
ヴ

ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
よ
う
だ

が
、
東
北
の
太
平
洋
沿
岸
地
域
は

概
し
て
八
月
盆
が
多
い
よ
う
で
あ

る
。お

盆
の
期
間
は
八
月
十
三
日
か

ら
十
六
日
ま
で
と
す
る
と
こ
ろ
が

多
い
。
こ
の
四
日
間
に
仏
僧
（
住

職
と
弟
子
た
ち
）
は
檀
家
を
訪
ね
て

精
霊
棚
の
精
霊
に
棚
経
を
読
誦
す

る
。棚

経
を
し
た
仏
僧
に
は
応
分
の

布
施
（
現
金
）
が
渡
さ
れ
る
が
、
そ

の
額
が
多
い
ほ
ど
功
徳
が
あ
る
と
、

檀
家
の
人
た
ち
は
考
え
て
い
た
よ

う
だ
。
こ
の
考
え
は
『
盂
蘭
盆
経
』

の
説
く
と
こ
ろ
と
一
致
す
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

私
が
育
っ
た
気
仙
沼
市
（
当
時

は
町
）
で
は
、
お
盆
の
時
期
に
な

る
と
出
稼
ぎ
で
他
地
域
に
行
っ
て

い
た
人
た
ち
も
家
に
戻
り
、
食
べ

な
れ
た
食
事
を
摂
り
、
数
日
間
故

郷
の
人
に
成
り
き
る
の
で
あ
っ
た
。

生
家
の
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、

出
稼
ぎ
の
人
が
土
産
に
も
っ
て
く

る
品
を
頂
く
の
が
大
き
な
楽
し
み

で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

昭
和
一
〇
年
前
後
の
東
北
の
田

舎
は
、
今
日
と
比
べ
る
と
驚
く
ほ

ど
貧
し
か
っ
た
。
私
が
育
っ
た
寺

の
周
辺
の
家
々
は
ほ
と
ん
ど
が
農

家
で
あ
っ
た
が
、
家
の
次
三
男
の

多
く
は
都
市
部
や
他
地
域
に
出
稼

ぎ
に
行
っ
て
お
り
、
遠
く
満
州

（
現
中
国
東
北
部
）
ま
で
出
か
け
た

人
た
ち
も
い
た
。

そ
の
人
た
ち
が
帰
省
す
る
と
必

ず
お
墓
参
り
を
し
、
お
寺
に
寄
っ

て
挨
拶
す
る
の
が
常
だ
っ
た
。
そ

の
人
た
ち
が
語
る
外
地
の
話
は
、

六
、
七
歳
の
子
供
に
と
っ
て
も
た

い
へ
ん
興
味
深
い
も
の
で
あ
っ
た
。

と
く
に
匪ひ

族
と
か
馬ば

賊ぞ
く

と
呼
ば
れ

る
人
た
ち
に
襲
わ
れ
、
命
か
ら
が

ら
逃
げ
だ
し
た
話
な
ど
、
今
に
な

っ
て
も
忘
れ
え
な
い
も
の
で
あ
る
。

東
北
地
方
も
冬
は
寒
い
が
、
そ

の
人
た
ち
が
語
る
満
州
の
冬
の
気

温
は
零
下
三
〇
度
と
か
四
〇
度
と

い
う
こ
と
で
、
想
像
を
絶
す
る
寒

さ
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
当
時
大
人
た
ち
が

唄
っ
て
い
た
歌
か
ら
も
偲
ば
れ
た
。

歌
の
名
は
も
う
忘
却
の
彼
方
に
あ

る
が
、
そ
の
内
容
は
部
分
的
に
憶

え
て
い
る
。

「
ま
た
も
雪
空　

夜
風
の
寒
さ　

遠
い
満
州
が　

エ
エ
エ
エ
ー　

満

州
が
気
に
か
か
る
」
と
い
う
も
の

で
曲
は
哀
愁
に
満
ち
み
ち
て
い
た
。

わ
が
思
い
出
の
お
盆

私
が
物
心
が
つ
い
て
大
人
た
ち

の
話
が
分
か
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
五
、
六
歳
の
頃
で
は
な
か
っ
た

ろ
う
か
。
い
ま
で
も
記
憶
に
残
っ

て
い
る
の
は
、「
盆
が
く
る
。
忙

し
く
な
る
」
と
い
う
祖
父
の
言
葉

で
あ
っ
た
。

そ
の
頃
は
八
月
盆
で
あ
っ
た
か

ら
、
祖
父
の
言
う
「
ボ
ン
ガ
ク
ル

…
…
」
は
七
月
末
頃
で
は
な
か
っ

た
か
と
思
う
。

祖
父
の
言
葉
が
発
せ
ら
れ
る
と
、

小
僧
さ
ん
た
ち
も
お
姉
さ
ん
（
女

中
さ
ん
と
呼
ん
で
い
た
）
た
ち
も
一

斉
に
動
き
だ
し
た
。
本
堂
や
庫
裡

の
大
掃
除
、
庭
や
参
道
の
草
取
り
、

須
弥
壇
の
飾
り
つ
け
、
歴
代
住
職

の
墓
の
掃
除
、
そ
し
て
盆
棚
の
組

み
立
て
な
ど
、
寺
の
住
人
す
べ
て

が
活
発
に
動
い
た
。
幼
児
は
私
一

人
で
あ
っ
た
が
「
草
む
し
り
」
の

手
伝
い
を
し
て
お
姉
さ
ん
た
ち
か

ら
褒
め
ら
れ
る
の
が
と
て
も
嬉
し

か
っ
た
。

お
盆
の
月
に
は
檀
家
の
人
た
ち

も
各
自
の
墓
を
掃
除
に
や
っ
て
き

た
。
そ
の
折
、
採
れ
た
て
の
野
菜

や
果
物
が
「
少
し
ば
か
り
だ
け
ん

と
も
（
け
れ
ど
も
）」
と
言
い
な
が

ら
寺
に
届
け
て
く
れ
た
。

寺
の
盆
棚
は
本
堂
の
玄
関
の
と

こ
ろ
に
組
み
立
て
ら
れ
、
最
上
段

に
は
「
三
界
万
霊
等
」
と
書
か
れ

た
大
牌
が
置
か
れ
、
四
方
に
は
四

本
の
竹
が
立
て
ら
れ
、
四
方
に
張

ら
れ
た
紐
に
は
お
盆
旗
と
称
す
る

五
色
の
紙
旗
が
吊
る
さ
れ
た
。
各

段
に
は
大
皿
に
山
盛
り
に
さ
れ
た

野
の
幸
、
山
の
幸
が
並
べ
ら
れ
た
。

普
段
と
は
大
き
く
異
な
る
寺
の
佇

い
に
、
心
賑
わ
い
興
奮
し
た
こ
と

は
忘
れ
ら
れ
な
い
。

お
盆
に
は
祖
父
も
小
僧
さ
ん
た

ち
も
棚
経
に
檀
家
を
廻
っ
た
が
、

い
つ
の
頃
か
ら
か
私
も
一
緒
に
廻

っ
た
。
お
檀
家
さ
ん
か
ら
「
可
愛

い
お
坊
さ
ん
」
と
言
葉
を
か
け
ら

れ
る
と
何
だ
か
偉
く
な
っ
た
よ
う

な
気
が
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
う
ち
何
歳
頃
の
こ
と
で
あ

っ
た
か
定
か
で
は
な
い
が
、
町
の

子
供
た
ち
が
私
に
付
き
ま
と
っ
て

歩
き
、
お
経
を
上
げ
て
い
る
私
の

背
後
で
「
坊
さ
ん
坊
さ
ん
た
だ
儲

け
」
と
囃
し
立
て
る
の
を
耳
に
し

て
、
大
変
な
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た

こ
と
が
あ
る
。

寺
に
戻
っ
て
か
ら
も
そ
の
こ
と

は
口
に
出
せ
な
か
っ
た
。
こ
の
屈

辱
感
を
克
服
す
る
の
に
は
、
か
な

り
の
時
間
を
要
し
た
よ
う
に
思
う
。

私
の
ほ
か
に
も
同
じ
よ
う
な
体

験
を
持
っ
た
寺
の
子
が
少
な
く
な

い
と
思
う
が
、
今
で
は
そ
の
種
の

感
覚
を
も
つ
必
要
は
全
く
な
か
っ

た
と
反
省
し
て
い
る
。
の
ち
に
宗

教
学
や
人
類
学
を
学
ぶ
よ
う
に
な

っ
て
か
ら
、「
死
者
（
先
祖
）
を
弔

う
こ
と
」
の
社
会
―
文

化
的
意
味
を
知
っ
た
か

ら
で
あ
る
。

人
類
が
死
者
を
弔
い

始
め
た
の
は
、
約
七
万

年
前
と
さ
れ
て
い
る
。

一
九
五
〇
年
代
に
イ

ラ
ク
の
シ
ャ
ニ
ダ
ー
ル

地
域
の
洞
窟
内
に
置
か

れ
た
遺
体
に
は
数
種
の

花
が
供
え
ら
れ
て
い
た
の
が
発
見

さ
れ
、
そ
れ
が
約
七
万
年
前
の
こ

と
だ
と
推
定
さ
れ
た
の
で
あ
る

（
ア
ル
レ
ッ
ト　

ル
ロ
ア
・
グ
ー
ラ
ン

『
シ
ャ
ニ
ダ
ー
ル
の
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー

ル
人
四
号
』）

人
類
が
猿
類
と
根
本
的
に
異
な

る
の
は
、
人
類
が
死
者
を
弔
い
、

葬
儀
を
営
む
こ
と
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
人
間
な
る
も
の
＝
人
類
の

誕
生
で
あ
り
、「
宗
教
」
と
い
う

文
化
の
成
立
で
あ
る
。

死
者
（
先
祖
）
を
崇
拝
し
、
棚

経
を
読
む
こ
と
は
人
間
で
あ
る
こ

と
の
証
左
そ
の
も
の
で
あ
る
と
言

え
よ
う
。
逆
に
言
え
ば
死
者
（
先

祖
）
を
尊
ば
な
い
人
間
は
非
人
間

的
で
あ
る
と
さ
え
言
い
え
よ
う
。

「
た
だ
儲
け
」
な
ど
、
と
ん
で
も

な
い
誤
解
で
あ
る
。
今
日
、
社
会

の
あ
ち
こ
ち
で
非
人
間
的
な
行
動

が
見
ら
れ
る
。
皆
が
心
配
し
て
い

る
が
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
の
方

途
が
見
つ
か
ら
な
い
の
が
実
情
だ
。

今
こ
そ
宗
教
（
仏
教
）
の
出
番

で
あ
る
。
お
盆
の
機
会
に
「
死
者

（
先
祖
）
と
自
分
」
と
の
「
浅
か
ら

ざ
る
関
係
」
を
説
き
か
つ
見
直
そ

う
で
は
な
い
か
。

「
お
ど
ま
盆
ぎ
り
盆
ぎ
り　

盆
か

ら
先
や
お
ら
ん
ど　

盆
が
早
よ
来

り
ゃ　

早
よ
も
ど
る
」（「
五
木
の
子

守
唄
」）

六
百
五
十
回
忌
を 

鶴
見
の
町
ぐ
る
み
の 

行
事
に

藤
木 

ご
本
山
（
總
持
寺
）
か
ら
下

り
ら
れ
て
、
も
う
何
年
ぐ
ら
い
に

な
ら
れ
ま
す
か
？

山
岸	

何
年
で
し
ょ
う
、
平
成
二

十
四
年
の
一
月
だ
っ
た
か
ら
、
五

年
目
に
入
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。

藤
木	

そ
う
で
す
か
。
ご
本
山
の

生
活
は
い
か
が
で
し
た
か
？

山
岸	

い
い
修
行
に
な
り
ま
し
た
。

本
当
に
ま
じ
め
な
話
、
あ
そ
こ
で

な
け
れ
ば
経
験
で
き
な
い
役
寮
と

し
て
の
日
常
と
い
う
か
、
大
き
い

も
の
が
あ
り
ま
し
た
ね
。

藤
木	

修
行
僧
が
来
ま
す
か
ら
、

こ
の
人
た
ち
み
ん
な
を
背
負
っ
て

い
く
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
迎
え

た
り
送
ら
れ
た
り
、
そ
う
い
う
こ

と
も
あ
る
で
し
ょ
う
し
、
あ
あ
い

う
お
立
場
で
な
い
と
で
き
な
い
ご

経
験
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
意
味

で
は
大
仕
事
で
す
ね
。

山
岸	

あ
あ
い
う
マ
ン
モ
ス
道
場

で
す
か
ら
。
わ
れ
わ
れ
地
方
の
寺

院
の
住
職
を
や
っ
て
い
る
な
ん
て

い
う
と
、
想
像
も
つ
か
な
い
、
思

っ
て
も
み
な
い
よ
う
な
こ
と
に
出

く
わ
す
ん
で
す
ね
。
え
ら
い
こ
と

が
起
こ
る
。
地
方
の
こ
ん
な
と
こ

ろ
と
比
べ
れ
ば
、
目
が
く
る
く
る

回
っ
た
っ
て
ま
だ
収
ま
ら
な
い
。

藤
木	

曹
洞
宗
の
ご
本
山
で
あ
り
、

修
行
道
場
で
も
あ
り
ま
す
し
、
大

き
な
檀
家
寺
で
も
あ
る
と
い
う
、

そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
い
ろ
い
ろ
な

こ
と
が
起
こ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

今
度
の
峨
山
禅
師
六
百
五
十
回
忌

は
大
成
功
に
終
わ
ら
れ
た
と
の
こ

と
。

山
岸	

あ
れ
は
今
回
、
地
元
の
鶴

見
の
町
の
行
事
と
い
う
ふ
う
に
持

っ
て
い
っ
た
、
あ
そ
こ
が
良
か
っ

た
と
思
い
ま
す
。

藤
木	

私
も
外
か
ら
拝
見
し
て
い

て
、
こ
れ
か
ら
は
寺
院
が
ど
こ
ま

で
地
域
と
結
び
付
い
て
い
け
る
か

が
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
だ
ろ

う
と
思
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ

う
い
う
意
味
で
は
、
今
回
は
企
画

全
体
が
鶴
見
の
町
と
一
体
に
な
っ

て
い
た
。
成
功
の
理
由
の
一
つ
が

そ
こ
に
あ
り
ま
す
ね
。

山
岸	

あ
れ
は
良
か
っ
た
。
あ
の

助
け
て
く
れ
た
人
た
ち
、
中
心
に

な
っ
て
動
い
て
く
れ
た
人
た
ち
は

日
ご
ろ
、
土
日
と
い
う
と
拝
観
な

ん
か
の
お
手
伝
い
を
し
て
く
れ
て

い
た
ん
で
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ

か
ら
だ
ん
だ
ん
密
接
な
お
付
き
合

い
に
な
っ
て
き
て
、
そ
れ
で
今
回

の
大
遠
忌
祭
典
に
う
ん
と
手
助
け

し
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
た
わ
け

で
す
。

藤
木	

や
っ
ぱ
り
日
ご
ろ
の
地
域

と
の
付
き
合
い
が
あ
っ
て
、
そ
う

い
う
行
事
に
広
が
っ
て
い
っ
た
と

い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

山
岸	

そ
う
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

残
し
た
い 

お
盆
の
風
習 

新
盆
見
舞
い・百
八
燈

藤
木	

今
日
は
お
盆
を
テ
ー
マ
に

お
話
を
う
か
が
い
た
い
と
思
っ
て

参
り
ま
し
た
が
、
ま
ず
ご
当
地
の

お
盆
の
特
色
と
い
っ
た
と
こ
ろ
か

ら
。

山
岸	
と
く
に
取
り
立
て
て
の
特

色
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
こ

こ
は
以
前
、
養
蚕
業
が
盛
ん
で
し

た
か
ら
そ
の
農
繁
期
の
関
係
で
、

九
月
の
三
日
、
四
日
、
五
日
の
お

盆
で
し
た
。
そ
れ
が
だ
ん
だ
ん
経

ち
ま
し
て
、
八
月
の
二
十
三
日
盆

に
な
っ
て
、
今
現
在
は
八
月
十
三

日
と
い
う
、
ほ
ぼ
全
国
並
み
の
い

わ
ゆ
る
八
月
十
三
日
盆
に
な
っ
て

お
り
ま
す
。
そ
ん
な
歴
史
が
ご
ざ

い
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
れ
も
全
国
で
同
じ
よ

う
な
風
習
が
あ
る
か
と
思
う
ん
で

す
が
、
こ
の
地
域
の
皆
さ
ん
の
新

盆
見
舞
い
と
い
う
の
が
ご
ざ
い
ま

す
。
今
年
新
盆
を
迎
え
た
お
宅
に
、

盆
の
十
四
日
に
お
伺
い
し
て
、
新

お
盆
は
仏
に

    

法
食
を
施
す

  

大
祭
典
供
養

お
盆
の
意
義
に
つ
い
て
、

家
庭
教
育
の
こ
と
な
ど

山岸弘文老師
インタビュー

聞
き
手  

藤
木
隆
宣

山岸弘文（やまぎし・こうぶん）

プロフィール
昭和15年1月1日、群馬県泰
寧寺にて生れる。駒澤大学仏教
学部禅学科卒。昭和37年大本
山總持寺本山僧堂に安居。平成
19年11月～24年1月大本山
總持寺副監院。現在泰寧寺住職。
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盆
お
見
舞
い
の
御
霊
前
、
お
包
み

を
そ
れ
ぞ
れ
の
訪
問
し
た
お
宅
の

盆
棚
に
お
供
え
し
、
お
線
香
を
上

げ
て
お
参
り
さ
せ
て
も
ら
う
、
こ

う
い
う
新
盆
見
舞
い
で
す
ね
。
皆

さ
ん
の
様
子
を
見
て
い
る
と
、
大

体
ご
葬
儀
に
ご
案
内
い
た
だ
い
て

会
葬
に
行
っ
た
、
そ
う
い
う
お
宅

に
は
皆
さ
ん
ほ
と
ん
ど
新
盆
見
舞

い
に
伺
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ

れ
は
、
こ
の
地
方
だ
け
に
限
っ
た

こ
と
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
が
。

藤
木	

そ
の
お
見
舞
い
に
行
か
れ

る
の
は
ご
親
戚
筋
だ
け
で
は
な
く
。

山
岸	

一
般
の
、
ご
葬
儀
に
ご
案

内
い
た
だ
い
た
方
々
、
そ
の
人
た

ち
は
み
ん
な
メ
モ
し
て
い
て
、
今

年
は
ど
こ
そ
こ
が
新
盆
と
い
う
こ

と
で
、
そ
こ
へ
お
見
舞
い
に
行
く
。

藤
木	

や
は
り
結
び
付
き
が
深
い

と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

山
岸	

そ
れ
が
一
つ
で
す
。
あ
と
、

こ
れ
は
こ
の
地
域
で
も
全
部
で
や

っ
て
い
る
と
い
う
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
昔
は
結
構
多
か

っ
た
も
の
と
思
い
ま

す
が
、
百
八
燈
と
い

う
の
が
あ
り
ま
す
。

新
盆
を
迎
え
た
家
に
、

親
戚
の
方
や
近
所
の

隣
組
、
五
軒
組
と
い

い
ま
す
か
、
そ
の
組

の
方
々
が
集
ま
っ
て

あ
ら
か
じ
め
篠
（
し

の
）
を
百
八
本
用
意

し
て
お
き
、
そ
こ
の

家
か
ら
お
墓
ま
で
の

間
に
百
八
本
の
篠
を

大
体
ほ
ぼ
等
間
隔
に

立
て
る
。

藤
木
　
篠
と
い
う
の

は
…
…
。

山
岸
　
竹
の
細
い
も

の
。
あ
れ
を
切
っ
て
、
集
ま
っ
た

親
戚
の
人
た
ち
や
組
内
の
人
た
ち

が
そ
れ
ぞ
れ
手
分
け
を
し
て
、
墓

地
と
そ
こ
の
お
宅
ま
で
の
間
に
百

八
本
、
立
て
て
い
く
ん
で
す
。

藤
木	

百
八
と
い
う
の
は
や
は
り

煩
悩
に
由
来
す
る
数
で
し
ょ
う
か
。

山
岸	

そ
う
で
し
ょ
う
ね
。
そ
の

篠
を
立
て
る
人
、
篠
の
先
の
先
端

を
と
が
ら
せ
た
と
こ
ろ
に
ろ
う
そ

く
を
立
て
る
人
、
そ
の
ろ
う
そ
く

に
火
を
つ
け
る
人
と
い
う
ふ
う
に
、

手
分
け
し
て
や
り
ま
す
。
そ
れ
で
、

十
三
日
の
迎
え
火
の
と
き
は
墓
地

か
ら
家
ま
で
の
間
に
、
お
墓
か
ら

だ
ん
だ
ん
に
百
八
本
の
篠
を
立
て

て
、
お
墓
か
ら
火
を
と
も
し
な
が

ら
そ
の
家
へ
、
こ
れ
は
迎
え
火
に

な
る
と
思
い
ま
す
。

藤
木	

ま
さ
に
迎
え
火
で
す
ね
。

山
岸	

今
度
、
送
り
火
の
と
き
は

十
六
日
の
朝
、
家
の
ほ
う
か
ら
火

を
つ
け
て
、
そ
れ
で
お
墓
へ
送
っ

て
い
く
。
こ
れ
が
百
八
燈
と
い
う

も
の
で
す
。

藤
木	

そ
れ
は
大
変
珍
し
い
風
習

だ
と
思
い
ま
す
。

門
火
を
た
き 

施
餓
鬼
旗
を
飾
る
大
祭

典
供
養

山
岸	

そ
れ
か
ら
、
こ
こ
須
川
宿

は
お
盆
の
門か

ど

火び

が
見
事
で
す
。
こ

こ
は
高
崎
か
ら
新
潟
へ
抜
け
る
三

国
街
道
の
宿
場
町
で
、
越
後
の
大

名
や
佐
渡
奉
行
、
関
八
州
取
締
出

役
な
ど
が
こ
の
街
道
を
利
用
し
た

と
い
わ
れ
る
。
こ
の
宿
場
中
が
八

月
十
四
、
十
五
日
の
夕
方
、
一
斉

に
門
火
を
た
く
ん
で
す
。

藤
木	

門
火
と
い
う
の
は
、
家
の

門
口
で
た
く
火
と
い
う
意
味
で
す

ね
。

山
岸	

そ
う
で
す
、
お
盆
の
夕
暮

れ
の
門
火
、
先
祖
の
御
霊
の
火
祭

と
い
っ
た
趣
き
が
あ
り
ま
す
。
思

う
ん
で
す
け
れ
ど
、
盆
の
門
火
と

い
う
の
は
か
つ
て
全
国
津
々
浦
々

で
燃
え
て
い
た
。
し
か
し
、
今
は

い
ろ
い
ろ
と
生
活
の
環
境
が
違
い

ま
す
か
ら
、
や
ろ
う
と
思
っ
て
も

で
き
な
く
な
っ
た
所
が
多
数
あ
る

で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
わ
か
り
ま
す

け
れ
ど
も
、
で
も
こ
う
い
う
盆
の

原
風
景
、
盆
の
し
き
た
り
、
宗
教

風
習
と
い
う
も
の
は
、
残
せ
る
地

域
で
は
ぜ
ひ
続
け
て
い
っ
て
ほ
し

い
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
宗
教
文

化
が
続
い
て
い
く
と
い
う
ふ
う
に

思
い
ま
す
。

藤
木	

そ
う
で
す
ね
。
そ
の
地
域

の
人
た
ち
の
努
力
が
要
求
さ
れ
る

で
し
ょ
う
が
、
そ
う
し
た
風
習
が

消
え
か
か
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、

ま
た
燃
や
し
て
も
ら
い
た
い
で
す

ね
。

山
岸	

そ
う
思
い
ま
す
。
そ
れ
か

ら
、
盂う

蘭ら

盆ぼ
ん

会え

の
期
間
に
、
お
寺

で
は
精
霊
に
対
す
る
供
養
の
法
要

を
山
内
行
持
と
し
て
行
っ
て
い
ま

す
が
、
こ
れ
は
基
本
的
に
施せ

食じ
き

の

法
要
、
ご
回
向
を
し
て
供
養
し
て

い
る
わ
け
で
す
。
こ
の
法
要
は
大

施
食
会
と
い
っ
て
法
食
を
施
し
、

法
幡
を
翻
し
ま
す
。
皆
さ
ん
ご
承

知
の
よ
う
に
、
村
祭
で
は
氏
子
の

皆
さ
ん
が
村
の
入
口
な
ど
に
大
き

な
の
ぼ
り
旗
を
立
て
ま
す
ね
。
さ

あ
、
お
祭
だ
よ
と
言
わ
ん
ば
か
り

に
、
神
社
の
祭
典
の
標
識
と
な
る

の
ぼ
り
旗
を
立
て
て
祭
典
行
事
を

行
う
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
施

食
法
要
の
法
幡
を
昔
は
施
餓
鬼
旗

と
い
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
を
飾
り

仏
に
法
食
を
施
す
大
祭
典
供
養
、

こ
れ
が
施
食
法
要
で
す
。

　

そ
こ
で
一
つ
ま
た
ち
ょ
っ
と
考

え
て
み
た
い
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、

生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
結
局
は

食
べ
て
い
く
こ
と
だ
と
思
う
。
食

わ
ね
ば
死
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
腹

が
い
っ
ぱ
い
に
な
る
、
こ
ん
な
幸

せ
は
実
は
な
い
ん
で
す
ね
。
私
ど

も
が
小
さ
い
と
き
、
終
戦
か
ら
終

戦
直
後
の
時
期
に
幼
児
期
を
過
ご

し
て
お
り
ま
し
た
か
ら
、
本
当
に

食
べ
も
の
が
な
い
と
い
う
の
は
大

変
な
こ
と
だ
と
、
痛
切
に
身
に
染

み
て
分
か
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

食
べ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ

ん
な
幸
せ
は
な
い
。

藤
木	

そ
れ
は
、
意
外
と
分
か
っ

て
い
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
今

は
飽
食
の
時
代
と
い
わ
れ
て
、
食

べ
る
こ
と
が
当
た
り
前
に
な
っ
て

い
ま
す
。

山
岸	

そ
う
で
す
ね
。
仏
さ
ん
に

は
山
海
の
珍
味
、
飲
食
物
を
お
供

え
し
、
読
経
し
て
法
食
を
振
る
舞

う
。
お
も
て
な
し
の
大
祭
会
が
施

食
供
養
で
す
。
こ
の
供
養
が
お
盆

の
し
き
た
り
で
あ
り
、
お
盆
の
行

持
な
の
で
、
こ
れ
を
お
寺
で
の
供

養
と
同
じ
よ
う
に
、
各
ご
家
庭
に

あ
っ
て
も
盆
棚
に
迎
え
た
わ
が
家

の
精
霊
に
ご
供
養
す
る
、
こ
れ
が

大
事
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
地

域
に
よ
っ
て
違
い
は
あ
り
ま
し
ょ

う
が
、
お
檀
家
さ
ん
の
家
へ
菩
提

寺
の
和
尚
さ
ん
が
棚
経
に
伺
っ
て

お
経
を
上
げ
る
、
こ
れ
も
盆
の
し

き
た
り
行
持
の
一
つ
と
い
う
こ
と

に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　

話
は
ち
ょ
っ
と
変
わ
り
ま
す
が
、

か
つ
て
奈
良
、
平
安
の
昔
、
国
政

を
つ
か
さ
ど
る
た
め
の
建
物
を
清

涼
殿
と
、
こ
う
言
っ
た
こ
と
が
ご

ざ
い
ま
す
。

藤
木	

精
霊
の
し
ょ
う
り
ょ
う
。

山
岸	

い
え
、
清
ら
か
な
涼
し
い
、

そ
れ
は
コ
カ
・
コ
ー
ラ
だ
け
じ
ゃ

な
い
。
盆
棚
と
い
う
の
は
ま
さ
に

清
涼
殿
で
す
。
夏
の
暑
さ
極
ま
る

折
か
ら
、
少
し
で
も
涼
し
く
、
居

心
地
の
よ
い
よ
う
に
、
今
で
い
え

ば
ク
ー
ラ
ー
を
付
け
て
お
部
屋
へ

お
迎
え
す
る
。
そ
の
た
め
に
竹
を

四
隅
に
、
そ
し
て
杉
の
葉
な
ど
を

下
げ
て
、
涼
し
く
、
居
心
地
よ
く

と
い
う
お
も
て
な
し
、
接
待
の
気

配
り
。
そ
う
い
う
客
間
、
こ
れ
が

盆
棚
、
精
霊
棚
だ
と
思
っ
て
い
ま

す
。教

育
の
原
点
は 

墓
地
の
掃
除
に
あ
り

山
岸	

こ
こ
の
お
寺
で
は
、
お
盆

の
期
間
中
に
は
当
然
そ
う
い
う
お

経
を
読
ん
で
供
養
し
て
お
り
ま
す
。

一
方
、
お
檀
家
さ
ん
の
方
々
は
お

盆
に
は
お
寺
参
り
に
来
ら
れ
て
、

お
寺
の
施
食
棚
に
お
参
り
さ
れ
る
。

そ
の
供
養
の
お
礼
と
し
て
、
お
盆

礼
と
か
盆
供
と
か
地
域
に
よ
っ
て

名
称
は
い
ろ
い
ろ
と
思
い
ま
す
が
、

盆
の
お
布
施
を
下
さ
る
わ
け
で
す
。

藤
木	

そ
し
て
お
墓
参
り
と
な
り

ま
す
ね
。

山
岸	

こ
れ
は
家
庭
に
あ
る
仏
壇

の
お
参
り
も
大
事
で
す
け
れ
ど
、

お
墓
参
り
は
ま
た
格
別
の
感
が
ご

ざ
い
ま
す
。
墓
地
ま
で
の
道
中
、

そ
の
風
景
を
見
な
が
ら
墓
参
り
を

す
る
。
そ
う
い
う
上
で
大
事
な
の

は
、
子
ど
も
と
共
に
行
く
こ
と
で

す
。
子
ど
も
さ
ん
が
い
な
け
れ
ば

別
で
す
が
、
お
子
さ
ん
が
い
ら
し

た
ら
ぜ
ひ
一
緒
に
連
れ
て
い
っ
て
、

一
緒
に
お
墓
の
掃
除
を
す
る
。
こ

れ
が
一
番
大
事
な
こ
と
で
、
子
ど

も
を
育
て
る
、
教
育
の
原
点
だ
と

思
い
ま
す
。

　

子
ど
も
の
教
育
に
関
連
す
る
こ

と
は
後
で
も
う
少
し
触
れ
て
み
た

い
と
思
う
ん
で
す
が
、
お
墓
参
り

と
い
う
の
は
単
に
お
墓
の
前
に
参

る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
伴
っ
て

ま
ず
は
墓
地
の
掃
除
を
す
る
。
こ

れ
も
で
き
れ
ば
子
ど
も
と
一
緒
に
、

教
え
な
が
ら
や
っ
て
い
く
こ
と
が

大
事
で
す
。
家
の
人
が
そ
う
い
う

こ
と
を
や
っ
て
い
れ
ば
、
子
ど
も

は
こ
の
様
子
を
見
て
い
て
自
然
に

覚
え
る
。
や
が
て
代
が
変
わ
っ
て

も
、
そ
の
し
き
た
り
は
続
い
て
い

く
わ
け
で
す
。

　

こ
れ
は
全
国
方
々
の
お
寺
さ
ん

で
似
た
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
と
思

い
ま
す
が
、
こ
れ
も
盆
の
し
き
た

り
の
一
つ
に
な
る
と
言
え
る
。
そ

し
て
、
し
き
た
り
で
あ
る
と
同
時

に
、
こ
れ
は
供
養
な
の
だ
と
い
う

と
ら
え
方
が
大
事
な
こ
と
か
な
と

思
っ
て
い
ま
す
。
仏
の
供
養
、
こ

れ
は
当
た
り
前
の
分
か
り
き
っ
た

こ
と
の
よ
う
で
、
だ
か
ら
と
い
っ

て
軽
く
受
け
流
さ
ず
、
ど
う
ぞ
ひ

と
つ
盆
供
養
と
い
う
重
み
を
真
剣

に
と
ら
え
て
ほ
し
い
。
そ
れ
が
信

仰
で
あ
り
、
宗
教
で
あ
り
、
仏
道

な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

仏
道
と
い
う
の
は
観
念
で
あ
っ

て
、
仏
教
と
い
う
の
は
い
い
教
え

だ
、
そ
ん
な
ふ
う
に
と
ら
え
る
の

で
は
な
く
、
そ
の
教
え
を
行
じ
て

い
く
、
実
行
し
て
い
く
の
が
仏
道

な
ん
で
す
。
仏
の
道
を
行
じ
て
い

く
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
も
時
折
言
わ

れ
る
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
盆
の

行
持
を
や
っ
て
い
く
こ
と
は
や
っ

ぱ
り
仏
道
と
い
う
こ
と
で
す
。
わ

が
曹
洞
宗
は
仏
道
の
宗
教
で
す
。

ど
う
ぞ
、
盆
の
行
持
を
行
じ
て
く

だ
さ
る
よ
う
、
皆
さ
ん
に
お
願
い

し
た
い
も
の
で
す
。
し
き
た
り
に

と
ど
め
ず
、
行
持
と
し
て
実
行
す

る
。
そ
ん
な
こ
と
も
、
ぜ
ひ
皆
さ

ん
に
ご
承
知
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り

が
た
い
と
思
い
ま
す
。

藤
木	

大
切
な
ご
指
摘
と
思
い
ま

す
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

教
育
と
い
う
こ
と
で
は
、
檀
家
の

若
い
人
た
ち
に
も
行
持
に
参
加
し

て
ほ
し
い
で
す
ね
。

山
岸	

こ
の
こ
と
は
行
持
の
継
続
、

い
わ
ゆ
る
相
承
と
い
う
こ
と
だ
と

思
い
ま
す
が
、
行
持
を
続
け
て
い

く
と
こ
ろ
に
そ
の
こ
と
が
生
き
て

き
ま
す
。
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
若

い
人
に
も
盆
行
持
に
参
加
し
て
ほ

し
い
理
由
は
と
い
え
ば
、
結
局
今

後
も
行
持
と
し
て
続
け
て
い
っ
て

も
ら
い
た
い
か
ら
と
い
う
、
そ
ん

な
理
由
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
世
代
交
代
し
て
も
、
先

代
の
と
き
と
同
じ
よ
う
に
行
持
道

環
し
て
い
け
る
よ
う
に
、
そ
の
た

め
に
は
若
い
人
が
親
の
や
っ
て
い

る
こ
と
を
若
い
う
ち
か
ら
見
習
っ

て
覚
え
、
継
承
し
て
い
く
。
師
匠

が
会
得
し
た
仏
法
を
弟
子
は
し
っ

か
り
受
け
継
い
で
、
同
じ
よ
う
に

や
っ
て
い
く
、
こ
の
相
承
で
す
ね
。

新
家
庭
に 

仏
壇
を
設
け
る 

運
動
を
起
こ
し
た
い

藤
木	

昨
今
の
家
族
と
い
う
も
の

を
考
え
ま
す
と
、
実
家
か
ら
遠
く

離
れ
て
暮
ら
し
て
い
て
、
お
盆
と

い
っ
て
も
な
か
な
か
墓
参
り
に
帰

れ
な
い
。
そ
ん
な
環
境
に
い
る
人

も
決
し
て
少
な
く
な
い
と
思
い
ま

す
が
、
そ
う
い
う
人
た
ち
に
と
っ

て
、
お
盆
の
迎
え
方
と
し
て
ど
ん

な
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。

山
岸	

そ
う
な
る
と
、
こ
れ
は
盆

棚
に
先
祖
代
々
の
お
位
牌
を
仏
壇

か
ら
出
し
て
お
飾
り
し
、
お
盆
の

ご
供
養
を
す
る
、
こ
れ
が
普
通
行

わ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
け
れ
ど
、

も
し
実
家
に
帰
れ
ず
そ
れ
が
で
き

な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
気
持
ち
で

実
家
の
仏
さ
ん
に
思
い
を
巡
ら
せ
、

せ
め
て
実
家
の
ほ
う
へ
向
か
っ
て

手
を
合
わ
せ
て
拝
む
。
そ
の
く
ら

い
は
遠
く
に
離
れ
て
い
て
も
で
き

る
の
で
は
な
い
か
、
こ
う
私
は
思

い
ま
す
。

　

そ
こ
で
も
う
一
つ
踏
み
込
ん
で

こ
れ
を
と
ら
え
る
と
、
親
か
ら
離

れ
た
新
所
帯
で
、
わ
が
家
の
仏
さ

ん
は
い
な
い
し
、
当
然
仏
壇
も
な

い
、
そ
う
い
う
家
庭
が
多
数
あ
る

こ
と
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
、

ま
だ
仏
さ
ん
が
い
な
い
と
い
っ
て

も
、
た
と
え
ば
家
具
調
の
小
さ
な

仏
壇
で
い
い
か
ら
用
意
し
て
、
そ

こ
に
お
釈
迦
様
の
ご
本
尊
様
を
一

体
お
祀
り
す
る
だ
け
で
も
い
い
。

あ
る
い
は
、
そ
の
家
の
先
祖
代
々

精
霊
の
位
牌
一
本
作
っ
て
、
毎
朝

お
水
、
お
茶
、
ご
飯
、
お
明
か
り
、

お
線
香
を
上
げ
て
拝
む
。
そ
う
い

う
気
持
ち
さ
え
起
こ
せ
ば
、
こ
れ

は
い
く
ら
で
も
で
き
る
こ
と
じ
ゃ

な
い
か
と
思
う
ん
で
す
ね
。

　

直
接
わ
が
家
に
仏
さ
ん
が
い
な

く
て
も
、
小
さ
な
仏
壇
で
い
い
か

ら
お
祀
り
を
し
て
、
か
か
さ
ず
朝

の
お
参
り
を
す
る
。
そ
ん
な
こ
と

が
で
き
れ
ば
、
そ
の
家
庭
に
子
ど

も
が
で
き
た
と
き
、
こ
れ
は
立
派

な
家
庭
教
育
に
な
る
で
し
ょ
う
。

子
ど
も
は
親
の
背
中
を
見
て
育
ち

ま
す
。
実
家
か
ら
遠
い
、
近
い
に

か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
い
は
借
家
で

も
マ
ン
シ
ョ
ン
で
も
、
新
た
に
所

帯
を
持
っ
た
ら
、
ご
本
尊
様
か
ご

先
祖
さ
ま
の
お
位
牌
一
本
お
祀
り

す
る
、
そ
ん
な
家
々
が
少
し
で
も

増
え
て
き
た
ら
、
日
本
列
島
、
素

晴
ら
し
い
仏
教
文
化
圏
に
な
る
で

し
ょ
う
。

　

各
菩
提
寺
の
和
尚
さ
ん
に
先
導

し
て
い
た
だ
い
て
、
新
し
い
所
帯

を
持
っ
た
ら
、
う
ち
に
仏
さ
ん
は

い
な
く
て
も
小
さ
な
仏
壇
で
い
い

か
ら
用
意
し
て
も
ら
う
。

そ
こ
に
本
尊
様
を
お
祀

り
し
、
あ
る
い
は
先
祖

代
々
の
お
位
牌
を
お
祀

り
す
る
と
い
う
、
こ
れ

が
現
代
布
教
の
一
つ
に

も
な
っ
て
い
く
の
で
は

な
い
か
と
思
っ
て
い
ま

す
。

藤
木	

そ
う
思
い
ま
す

ね
。
一
時
期
、
曹
洞
宗

で
も
釈
迦
牟
尼
仏
奉
賛

会
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、

あ
の
運
動
で
新
し
い
仏

像
が
随
分
お
檀
家
に
入

っ
た
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
同
じ
よ
う
に
、

あ
る
意
味
で
曹
洞
宗
の

運
動
と
し
て
、
宗
務
庁

な
り
が
音
頭
を
と
り
菩

提
寺
の
住
職
た
ち
に
協

賛
し
て
も
ら
っ
て
、
若

い
世
帯
に
仏
壇
を
と
、
こ
う
い
う

こ
と
が
で
き
る
と
い
い
で
す
ね
。

何
か
運
動
を
し
て
い
か
な
い
と
、

実
際
に
な
か
な
か
広
が
っ
て
い
か

な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

山
岸	

そ
こ
の
家
庭
で
人
が
亡
く

な
っ
た
、
仏
さ
ん
が
で
き
た
か
ら

と
い
う
こ
と
で
な
く
、
所
帯
を
持

っ
た
ら
仏
壇
を
と
い
う
、
こ
れ
は

大
き
な
宗
教
運
動
だ
と
思
っ
て
い

ま
す
。
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藤
木	

な
る
ほ
ど
、
五
つ
あ
る
か

ら
五
供
養
な
ん
で
す
ね
。

山
岸	

一
つ
ず
つ
あ
げ
て
い
き
ま

す
と
、
ま
ず
お
香
、
良
き
香
り
の

焚
き
物
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の

線
香
で
す
が
、
で
き
れ
ば
お
正
月

の
三
が
日
と
か
春
、
秋
の
お
彼
岸
、

あ
る
い
は
お
盆
と
か
、
そ
の
仏
さ

ん
の
ご
命
日
と
か
、
そ
う
い
う
と

き
に
は
、
も
し
も
許
せ
る
な
ら
ば

普
段
の
、
毎
朝
使
う
お
線
香
と
は

違
っ
た
、
い
い
お
香
を
焚
い
て
い

た
だ
く
、
こ
れ
は
や
っ
ぱ
り
私
は

大
事
な
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
。

　

日
ご
ろ
の
晩
酌
で
は
、
や
れ
焼

酎
だ
何
だ
と
い
っ
て
い
て
も
、
時

に
は
う
ま
い
酒
を
飲
み
た
い
、
大

吟
醸
の
お
い
し
い
や
つ
を
と
い
う

こ
と
も
あ
る
よ
う
に
、
お
盆
の
と

き
な
ど
に
は
仏
さ
ん
に
も
い
い
お

線
香
を
あ
げ
た
い
と
い
う
こ
と
。

い
い
お
線
香
と
い
う
の
は
自
然
香

木
を
材
料
に
し
て
作
っ
た
、
お
値

段
も
高
う
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
許
せ
る
範
囲

で
、
上
等
の
お
香
を
せ
め
て
正
月

や
お
盆
や
お
彼
岸
や
ご
命
日
に
は
、

い
い
も
の
を
使
っ
て
い
た
だ
き
た

い
。
こ
れ
は
お
香
に
関
し
て
余
計

事
で
す
け
れ
ど
も
。

　

お
香
の
次
、
二
番
目
は
お
花
で

す
。
花
を
飾
っ
て
仏
位
を
荘
厳
す

る
。
三
番
目
は
燈
燭
、
お
明
か
り
。

併
せ
て
、
仏
の
知
恵
の
光
で
す
ね
。

私
た
ち
日
ご
ろ
の
暮
ら
し
で
も
、

暗
い
と
こ
ろ
は
じ
め
じ
め
し
て
嫌

で
す
。
や
っ
ぱ
り
明
る
く
き
れ
い

な
、
感
じ
の
い
い
所
が
い
い
。
お

仏
壇
も
お
明
か
り
を
つ
け
て
、
そ

し
て
仏
様
の
生
前
の
お
人
柄
を
そ

こ
に
現
し
て
い
た
だ
く
。

　

四
番
目
、
浄
水
、
お
水
で
す
ね
。

菜
っ
葉
も
大
根
も
、
庭
木
も
山
の

木
も
、
鳥
も
魚
も
動
物
も
虫
け
ら

も
、
無
論
人
間
も
、
あ
り
と
あ
ら

ゆ
る
命
あ
る
も
の
は
水
が
な
い
と

い
う
と
生
き
て
い
け
ま
せ
ん
。
そ

こ
で
四
番
目
に
、
き
れ
い
な
お
水

を
仏
に
供
養
す
る
。
五
番
目
は
飲

食
物
、
食
べ
物
。
ご
飯
を
筆
頭
に

し
て
、
お
菓
子
、
果
物
、
い
ろ
い

ろ
あ
る
、
飲
み
物
の
代
表
は
お
茶

で
す
。

　

こ
う
い
う
香
、
花
、
燈
燭
、
浄

水
、
飲
食
と
い
う
五
種
類
の
品
々

を
お
供
え
し
て
、
存
命
で
そ
こ
に

お
わ
し
ま
し
ま
す
が
ご
と
く
に
お

仕
え
す
る
、
こ
れ
が
供
養
と
い
う

こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

夢
多
き 

死
後
の
世
界
へ
向
け 

生
前
か
ら
手
掛
け
る

山
岸	

な
お
、
ご
参
考
ま
で
に
申

し
て
お
き
ま
す
と
、
こ
の
五
つ
の

中
で
香
と
花
と
お
茶
、
こ
の
三
つ

は
日
本
文
化
の
発
展
し
て
い
く
中

で
香
道
、
華
道
、
茶
道
と
し
て
そ

れ
ぞ
れ
成
立
し
て
き
ま
し
た
。
つ

ま
り
仏
に
供
養
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、

香
道
も
華
道
も
茶
道
も
生
ま
れ
て

き
た
と
い
う
、
案
外
こ
の
原
点
を

押
さ
え
て
い
る
人
は
少
な
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
こ
と

を
つ
い
で
に
、
皆
さ
ん
に
ご
認
識

い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

あ
と
は
、
や
が
て
行
く
彼
岸
の

世
界
で
す
。
夢
多
き
死
後
の
世
界

と
い
う
こ
と
、
死
後
は
や
っ
ぱ
り

夢
を
持
っ
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
。

夢
多
き
死
後
の
世
界
、
夢
多
き
理

想
の
世
界
、
こ
れ
を
彼
岸
と
い
い

ま
す
が
、
こ
の
彼
岸
に
向
か
っ
て

い
く
に
は
、
や
は
り
生
前
か
ら
手

掛
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
思
い
ま
す
。
い
き
な
り
と
い
う

わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
、
や
っ

ぱ
り
生
前
か
ら
彼
岸
に
向
か
っ
て

手
掛
け
て
い
く
、
こ
れ
が
宗
教
で

す
。

　

宗
教
と
は
、
自
分
で
自
分
を
真

っ
す
ぐ
に
す
る
、
そ
う
い
う
教
え

で
ご
ざ
い
ま
す
。
自
分
で
自
分
を

真
っ
す
ぐ
に
す
る
教
え
、
こ
れ
こ

そ
が
坐
禅
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
坐

禅
と
い
う
仏
行
が
自
分
を
真
っ
す

ぐ
に
し
て
く
れ
る
。
足
を
組
み
、

手
を
組
み
、
背
骨
を
真
っ
す
ぐ
に
、

身
を
整
え
、
吸
っ
て
吐
い
て
の
一

息
、
一
息
を
丁
寧
に
座
禅
す
る
。

ど
う
ぞ
お
仏
壇
の
前
で
背
骨
を
伸

ば
し
て
お
線
香
を
上
げ
、
鐘
を
鳴

ら
し
、
チ
ー
ン
と
鐘
の
音
が
鳴
り

止
む
ま
で
せ
め
て
合
掌
し
、
朝
の

お
参
り
を
心
掛
け
て
い
た
だ
く
。

こ
れ
が
で
き
れ
ば
大
変
い
い
と
思

い
ま
す
。

　

こ
れ
は
例
の
宮
崎
奕
保
禅
師
さ

ん
が
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
、
口
を
酸
っ

ぱ
く
し
て
言
っ
て
お
ら
れ
た
こ
と

で
す
け
れ
ど
も
、
せ
め
て
鐘
の
音

が
鳴
り
止
む
ま
で
背
筋
を
伸
ば
し

て
、
朝
の
わ
が
家
の
お
仏
壇
の
お

参
り
を
す
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を

皆
さ
ん
に
し
て
い
た
だ
け
た
ら
あ

り
が
た
い
と
思
っ
て
、
そ
ん
な
こ

と
を
少
し
お
盆
の
補
足
に
し
て
お

き
ま
す
。

藤
木	

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。

山
岸	

「
迎
え
来
た
る
盆
会
共
に

相
喜
び　

万
億
の
精
霊
法
檀
に
坐

す　

飲
食
供
え
施
す
甘
露
水　

光

明
浄
化
全
般
を
照
ら
す
」
こ
こ
の

と
こ
ろ
は
、
私
は
仏
の
命
が
燃
え

る
、
そ
う
い
う
お
盆
だ
と
、
そ
れ

が
言
い
た
か
っ
た
わ
け
で
す
。

藤
木	

こ
れ
ま
で
の
お
話
の
よ
う

な
形
で
お
盆
を
説
明
さ
れ
た
方
は

あ
ま
り
い
な
い
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
お
盆
と
い
う
の
は
毎
年

や
っ
て
き
て
い
る
だ
け
に
行
事
化

さ
れ
て
し
ま
っ
て
、
そ
の
意
味
を

問
う
と
い
う
こ
と
が
薄
れ
て
き
て

い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
そ
れ

だ
け
に
、
今
日
は
と
て
も
い
い
お

話
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
た
と

思
っ
て
い
ま
す
。
全
国
の
お
寺
さ

ん
が
読
ま
れ
る
の
で
、
皆
さ
ん
、

お
や
っ
と
思
わ
れ
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

山
岸	
そ
う
い
う
こ
と
な
の
で
、

私
も
正
直
言
っ
て
、
う
か
つ
な
こ

と
も
言
え
な
い
し
と
。
お
盆
と
は
、

と
い
う
の
は
大
変
当
り
前
の
よ
う

な
質
問
で
す
け
れ
ど
も
、
よ
く
考

え
て
み
た
ら
当
り
前
ど
こ
ろ
じ
ゃ

な
い
、
と
て
も
考
え
が
い
の
あ
る

課
題
に
な
り
ま
し
た
。

藤
木	

本
当
に
い
い
意
義
づ
け
を

し
て
い
た
だ
い
た
と
思
い
ま
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

写
真
撮
影
　
生
沼
宏
元

藤
木	

こ
れ
は
何
十
年
か
け
て
も

と
い
う
、
大
き
な
ス
タ
ン
ス
の
運

動
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

山
岸	
実
家
か
ら
離
れ
て
暮
ら
し

て
い
る
、
あ
る
い
は
仏
壇
の
な
い

家
庭
が
多
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
、
そ
ん
な
ふ
う
に
私
の
思
い
の

膨
ら
み
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

藤
木	

と
て
も
建
設
的
な
ご
意
見

だ
と
思
い
ま
す
。
曹
洞
宗
が
そ
こ

に
向
か
う
と
い
う
こ
と
だ
け
で
も
、

僕
は
い
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

教
育
の
原
点
は
家
庭
、 

親
は
み
ん
な
家
庭
教
師

藤
木	

先
ほ
ど
、
教
育
問
題
に
つ

い
て
ご
提
言
が
お
あ
り
と
の
こ
と

で
し
た
が
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ

と
で
す
か
。

山
岸	

こ
れ
は
故
人
曰
く
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
、
目
で

見
せ
て
、
口
で
聞
か
せ
て
、
し
て

み
せ
て
、
教
え
て
や
ら
ね
ば
人
は

育
た
ぬ
。
こ
う
い
う
教
え
が
あ
り

ま
す
。
で
す
か
ら
、
極
力
行
持
に

は
子
ど
も
を
連
れ
て
い
く
。
訳
の

分
か
ら
な
い
小
さ
い
と
き
か
ら
連

れ
て
い
く
。
三
つ
子
の
魂
百
ま
で

も
と
言
い
ま
す
が
、
小
さ
い
と
き
、

幼
稚
園
児
く
ら
い
の
と
き
が
、
子

ど
も
は
子
ど
も
な
り
に
興
味
も
あ

る
し
、
吸
い
取
り
紙
の
よ
う
に
い

ろ
い
ろ
な
も
の
を
知
識
と
し
て
吸

収
で
き
る
と
い
い
ま
す
。
で
す
か

ら
、
あ
の
時
期
に
一
緒
に
連
れ
て

い
っ
て
、
参
加
さ
せ
体
験
さ
せ
る
。

　

さ
っ
き
の
お
墓
参
り
も
そ
う
で

す
が
、
体
験
さ
せ
る
こ
と
で
、
子

ど
も
は
ど
ん
ど
ん
理
解
し
て
い
き

ま
す
。
だ
か
ら
幼
時
教
育
、
家
庭

教
育
が
い
か
に
大
事
か
と
い
う
こ

と
。
そ
こ
で
、
私
は
思
う
ん
で
す

け
れ
ど
も
、
ど
こ
の
家
庭
に
も
家

庭
教
師
が
い
ま
す
。
と
い
う
の
は
、

世
の
父
母
、
親
は
み
ん
な
家
庭
教

師
な
ん
で
す
。

藤
木	

そ
の
と
お
り
で
す
ね
。
そ

う
あ
ら
ね
ば
い
け
ま
せ
ん
。

山
岸	

教
員
免
許
が
な
く
て
も
、

大
学
を
出
て
い
な
く
て
も
、
親
は

み
ん
な
家
庭
教
師
で
す
。
食
事
の

と
り
方
、
箸
の
持
ち
方
、
お
座
り

の
仕
方
、
お
客
さ
ま
が
来
た
と
き

の
ご
あ
い
さ
つ
の
仕
方
、
道
を
歩

き
な
が
ら
見
か
け
る
草
花
の
名
前
、

そ
れ
を
教
え
る
の
は
み
ん
な
親
で

す
。
あ
そ
こ
の
神
社
に
は
神
様
を

お
祀
り
し
て
あ
る
、
神
様
は
仏
様

と
同
じ
で
、
い
い
こ
と
悪
い
こ
と

を
み
ん
な
見
て
い
る
ん
だ
よ
、
だ

か
ら
悪
い
こ
と
は
し
ち
ゃ
い
け
な

い
よ
、
い
い
こ
と
を
す
る
ん
だ
よ
。

こ
う
い
う
話
を
折
に
触
れ
て
話
し

て
や
る
。
繰
り
返
し
聞
か
せ
る
わ

け
で
す
。

　

昔
々
あ
る
と
こ
ろ
に
、
お
じ
い

さ
ん
と
お
ば
あ
さ
ん
が
お
り
ま
し

た
、
と
童
話
は
同
じ
話
を
何
回
も

何
回
も
繰
り
返
し
て
話
し
ま
す
ね
。

こ
の
繰
り
返
し
教
育
が
幼
時
教
育

で
、
こ
れ
が
家
庭
教
育
の
原
点
だ

と
思
う
。
そ
し
て
人
を
育
て
る
原

点
は
家
庭
教
育
で
あ
り
、
宗
教
教

育
だ
と
、
そ
う
思
っ
て
い
ま
す
。

宗
教
と
い
っ
て
も
、
特
別
に
ど
う

の
こ
う
の
と
こ
だ
わ
る
も
の
で
な

く
、
ご
く
普
通
の
生
活
の
中
の
そ

う
い
う
宗
教
的
な
も
の
、
そ
れ
が

宗
教
教
育
に
な
る
の
だ
と
思
う
。

　

だ
か
ら
、
ぜ
ひ
私
は
世
の
お
父

さ
ん
、
お
母
さ
ん
に
は
、
身
近
に

あ
る
も
の
を
と
ら
え
て
物
語
作
家
、

童
話
作
家
に
な
っ
た
つ
も
り
で
、

子
ど
も
に
話
を
聞
か
せ
て
や
っ
て

ほ
し
い
。
こ
れ
ほ
ど
い
い
先
生
は

い
な
い
と
思
い
ま
す
、
自
分
の
う

ち
に
い
る
わ
け
で
す
か
ら
。
世
の

お
父
さ
ん
、
お
母
さ
ん
は
み
ん
な

先
生
。
米
を
と
ぎ
な
が
ら
、
菜
っ

葉
を
切
り
な
が
ら
、
み
ん
な
家
庭

教
師
。
そ
う
い
う
細
や
か
な
家
庭

教
育
が
、
最
近
や
っ
ぱ
り
な
く
な

っ
て
き
て
い
ま
す
。
何
か
子
ど
も

の
非
行
や
ら
、
大
人
の
非
行
や
ら

が
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
ニ
ュ
ー
ス
に
な

っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
。

藤
木	

殺
人
事
件
が
絶
え
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
し
ね
。

山
岸	

こ
れ
は
ぜ
ひ
、
そ
う
い
う

家
庭
の
根
っ
こ
と
い
う
か
、
身
近

な
と
こ
ろ
に
思
い
を
は
せ
て
、
ぜ

ひ
や
っ
て
も
ら
い
た
い
、
そ
ん
な

気
が
し
て
な
り
ま
せ
ん
。
大
人
は

み
ん
な
先
生
、
こ
う
い
う
こ
と
を

み
ん
な
で
自
覚
し
、
意
識
し
、
み

ん
な
で
唱
え
て
い
け
れ
ば
い
い
な

と
い
う
こ
と
で
す
。

藤
木	

こ
れ
も
ま
た
、
大
切
な
ご

提
案
だ
と
思
い
ま
す
。

山
岸	

お
墓
参
り
に
関
連
し
て
、

ち
ょ
っ
と
思
っ
た
わ
け
で
す
。

五
供
養 

仏
に
供
養
す
る 

五
つ
の
品
々

藤
木	

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
ご

老
師
が
日
ご
ろ
思
っ
て
お
ら
れ
る

こ
と
、
考
え
て
お
ら
れ
る
よ
う
な

こ
と
が
あ
れ
ば
、
お
教
え
い
た
だ

き
た
い
の
で
す
が
。

山
岸	

と
く
に
そ
ん
な
に
は
ご
ざ

い
ま
せ
ん
が
、
今
回
お
盆
の
行
持

を
中
心
に
い
ろ
い
ろ
お
話
を
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
わ
け
で
、
私
な
り

に
考
え
さ
せ
ら
れ
な
が
ら
お
話
を

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
補
足

と
い
う
こ
と
で
す
け
れ
ど
、
お
盆

と
い
う
こ
と
で
す
の
で
供

養
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

少
し
お
話
さ
せ
て
い
た
だ

け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

藤
木	

ぜ
ひ
伺
い
た
い
で

す
ね
。

山
岸	

こ
れ
は
本
当
に
具

体
的
な
簡
単
な
こ
と
を
、

頭
の
中
を
整
理
す
る
意
味

で
申
し
上
げ
た
い
の
で
す

が
、
お
仏
壇
に
し
て
も
盆

棚
に
し
て
も
、
た
だ
お
参

り
す
る
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、

や
が
て
は
自
分
も
祀
ら
れ

る
と
こ
ろ
だ
と
い
う
こ
と

を
意
識
し
て
い
た
だ
く
と

い
う
か
、
思
い
を
そ
こ
ま

で
巡
ら
せ
て
い
た
だ
く
。

こ
れ
が
大
事
な
こ
と
じ
ゃ

な
い
か
な
と
思
っ
て
お
り

ま
す
。
ご
先
祖
さ
ま
だ
け

を
お
祀
り
す
る
と
こ
ろ
で

は
な
い
、
私
ど
も
も
や
が

て
は
そ
こ
に
祀
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
、
そ
こ
の
と
こ

ろ
を
ち
ゃ
ん
と
押
さ
え
て

い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
で

す
。

　

そ
の
上
で
供
養
と
い
う
こ
と
で

す
が
、
こ
れ
は
言
葉
を
変
え
て
言

え
ば
、
そ
こ
に
存
命
で
お
わ
し
ま

し
ま
す
が
ご
と
く
に
お
仕
え
す
る
、

こ
れ
が
供
養
と
い
う
こ
と
だ
と
思

う
ん
で
す
。
供
養
を
丁
寧
な
言
葉

で
い
う
と
、
ど
な
た
も
み
ん
な

「
ご
供
養
」
と
、
こ
う
い
う
と
思

い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
「
ご
」

を
数
字
の
「
五
」
に
置
き
換
え
て

頭
の
中
へ
入
れ
て
も
ら
う
。
そ
う

す
る
と
大
変
分
か
り
や
す
い
と
思

う
ん
で
す
。
な
ぜ
数
字
の
五
に
置

き
換
え
る
か
と
い
う
と
、
お
供
え

す
る
品
々
が
基
本
的
に
五
種
類
あ

る
と
い
う
こ
と
で
す
。

『修
し ゅ

証
し ょ う

義
ぎ

』 解説
道元禅師に学ぶ人間の道

発行所: 仏教企画　
発売元: 佼成出版社
定　価: 1,400円（税別）

総
　
　
序
─
─
仏
法
に
出
会
え
た
幸
せ

懺
悔
滅
罪
─
─
広
々
と
し
た
仏
の
御
前
に

受
戒
入
位
─
─
仏
の
灯
り
に
照
ら
さ
れ
て

発
願
利
生
─
─
と
も
に
手
を
た
ず
さ
え
て

行
持
報
恩
─
─
あ
な
た
も
や
が
て
仏
に

 

四
六
版 

１
９
３
ペ
ー
ジ

丸山劫外

お 申 込 み は Ｐ. 8 の 仏 教 企 画 ま で
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東
大
大
学
院
、
立
教
大
大
学

院
で
哲
学
を
教
え
て
お
ら
れ
た

内
山
節
先
生
の
お
誘
い
で
５
月

６
日
か
ら
８
日
ま
で
韓
国
を
訪

れ
た
。
８
日
は
韓
国
で
は
「
花

祭
り
」
の
行
事
が
あ
り
、
釈
尊

の
誕
生
を
祝
う
提
灯
が
あ
ち
こ

ち
で
飾
ら
れ
て
い
た
。

目
的
は
タ
ボ
ッ
ク
共
同
体
支

援
セ
ン
タ
ー
（
韓
国
の
マ
ウ
ル

〈
共
同
体
〉
作
り
を
支
援
す
る
中
間

支
援
組
織
）
国
際
交
流
協
力
事

業
の
「
第
一
回
日
韓
国
際
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム　

持
続
可
能
な
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
ー
作
り
人
、
文
化
、

経
済
」
に
参
加
す
る
た
め
だ
っ

た
。開

催
場
所
は
韓
流
ス
タ
ー
を

多
く
輩
出
し
て
い
る
ハ
ン
ヤ
ン

大
学
（
漢
陽
大
学
安
山
キ
ャ
ン
パ

ス
）
で
開
催
さ
れ
、
内
山
先
生

や
神
戸
大
学
大
学
院
教
授
の
藤

野
一
夫
氏
の
基
調
講
演
が
あ
り
、

日
本
で
の
地
域
作
り
や
地
元
の

ソ
ウ
ル
市
立
大
学
・
ハ
ン
ヤ
ン

大
学
な
ど
の
取
り
組
み
が
紹
介

さ
れ
、
約
５
時
間
の
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
で
あ
っ
た
。

翌
日
は
フ
イ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

を
兼
ね
て
ス
ウ
ヲ
ン
市
（
ソ
ウ

ル
の
近
郊
都
市
）
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
ー
作
り
の
現
場
を
訪
れ
、
地

域
住
民
や
専
門
家
集
団
（
テ
ド

ン
ゲ
）
と
の
熱
い
対
話
に
触
れ

て
目
か
ら
鱗
の
活
動
ぶ
り
と
問

題
意
識
の
旺
盛
さ
に
圧
倒
さ
れ

た
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
韓
国

の
中
で
は
活
動
す
れ
ば
す
る
ほ

ど
行
政
と
の
は
ざ
ま
で
の
困
難

さ
も
あ
る
よ
う
だ
っ
た
。

日
本
で
も
、
特
に
３
・
11
以

後
、
行
政
と
住
民
と
の
間
を
つ

な
ぐ
役
目
と
し
て
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
な
ど
の
活
躍
に
は
目
覚
ま
し

い
も
の
が
あ
る
。
第
三
者
の
視

点
が
大
切
に
な
っ
て
い
る
と
も

い
え
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
こ

れ
か
ら
の
寺
院
運
営
に
は
欠
か

せ
な
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
る
。

私
は
相
模
原
市
の
緑
区
に
小

庵
を
建
て
た
く
10
年
ほ
ど
前
か

ら
計
画
を
し
、
昨
年
10
月
に
市

の
開
発
調
整
課
に
開
発
申
請
を

出
し
た
。
市
か
ら
の
指
導
で
建

て
る
場
所
か
ら
10
メ
ー
ト
ル
範

囲
に
お
住
い
の
方
々
へ
の
説
明

義
務
が
あ
り
、
設
計
者
と
該
当

す
る
12
軒
に
説
明
に
回
っ
た
と

こ
ろ
住
民
の
猛
反
対
に
あ
っ
た
。

そ
れ
か
ら
６
カ
月
間
住
民
に
説

明
す
る
こ
と
５
回
、
様
々
な
質

問
が
あ
り
、
中
に
は
非
常
に
失

礼
な
質
問
も
あ
っ
た
が
丁
寧
に

答
え
、
５
回
目
の
説
明
会
が
行

わ
れ
た
４
月
17
日
に
は
質
問
も

堂
々
巡
り
を
し
て
き
た
の
で
、

６
か
月
間
に
お
聞
き
し
た
案
件

を
真
摯
に
実
行
す
る
こ
と
を
約

束
し
て
話
し
合
い
を
終
わ
っ
た
。

反
対
理
由
は
住
民
の
お
寺
に

対
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
葬
儀
を
す

る
施
設
に
な
っ
て
い
て
、
生
活

空
間
に
近
い
と
こ
ろ
に
宗
教
施

設
が
建
つ
こ
と
へ
の
違
和
感
か

ら
の
よ
う
だ
。

そ
の
後
ま
も
な
く
開
発
申
請

の
許
可
が
下
り
て
、
現
在
建
築

確
認
申
請
を
出
す
作
業
に
入
っ

て
い
る
。

小
庵
は
檀
家
が
一
軒
も
な
い

と
こ
ろ
か
ら
の
出
発
に
な
る
の

で
、
お
寺
を
ど
の
よ
う
な
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
場
に
す
る
の
か

建
て
て
か
ら
が
正
念
場
に
な
る
。

『修証義』 解説 丸山劫外著 1,400円 ★

『うたい継ごうよ、子守唄』 長田暁二・
西舘好子共著 1,200円 ★

『まんが問答一期一話』 文 平和宏昭
まんが 垣内敬遠 1,200円 ★

『道元禅より見たる般若心経解説』 長井龍遺著 2,200円

『葬送のしおり』 長井龍遺著 30円

『わが心の釈尊伝』 須田道輝著 1,800円

修証義読本 『生老病死』 須田道輝著 500円 ★

『曹洞宗檀信徒経典』 須田道輝解説 300円 ★

曹洞宗檀信徒必読 『供養のすべて』 霊元丈法著 140円 ★

曹洞宗檀信徒必読 『葬儀のすべて』 霊元丈法著 150円 ★

（ ★ 部数により割引があります）　すべて税別価格です

ご 支 援 口 座 名（郵便局扱いです）

社会福祉法人輝雲会（手まり学園用）
00280-0-115818

仏教企画（仏教企画通信用）
00160-5-10996

 9部以下 200円
10部以上 150円に割引
20部以上 135円に割引
50部以上 130円に割引
100部以上 120円に割引
200部以上 110円に割引
300部以上 100円に割引
500部以上   90円に割引

春 彼岸号 2月20日
夏 お盆号 5月30日
秋 彼岸号 8月30日
冬 正月号 10月30日

1部 200円

発行日

曹洞禅グラフ 

所在地 寺院名（個人名) 金額
東京都 小川	匡夫 50,000
神奈川県 甘利	弘子 3,000
神奈川県 工藤	順子 2,000
東京都 大田	美和 20,000
神奈川県 青木	義次 5,000
北海道 大禅寺 10,000
青森県 大乗寺 10,000
愛知県 修善寺 10,000
岩手県 長福寺 10,000
山形県 長應寺 10,000
静岡県 山内	常正 30,000
三重県 大蓮寺 10,000
秋田県 正法院 10,000
秋田県 円通寺 5,000
東京都 天寧寺 10,000
神奈川県 青木	義次 5,000
青森県 宝積院	 10,000
長崎県 天祐寺 10,000
神奈川県 正観寺 10,000
大阪府 川上	初枝 5,000
埼玉県 吉祥院 20,000
三重県 地蔵院 10,000
埼玉県 東光寺 100,000
新潟県 正法寺 4,195
山形県 宗傳寺 5,000
静岡県 宿蘆寺 10,000
長野県 廣澤寺 20,000
福井県 佛性寺 3,000
東京都 山本	峯也 30,000
岩手県 菅生院 5,000
神奈川 宗泉寺 10,000
宮城県 通大寺 20,000
神奈川県 青木	義次 5,000
静岡県 大雲院 3,000
三重県 海岸寺 5,000
神奈川県 青木	義次 5,000

 

合 計 490,195

所在地 寺院名（個人名) 金額
埼玉県 龍澤寺 5,000
北海道 古江光明寺 10,000
長崎県 傅法寺 5,000

合 計 20,000

手 ま り 学 園

寄附者御芳名

仏 教 企 画 通 信 仏 教 企 画 発 行 の 刊 行 物

ご支援寺院名
H28.1.22～5.1

H28.1.22～5.1
〒252-0113　神奈川県相模原市緑区谷ケ原2-9-5-5
TEL: 042-703-8641　FAX: 042-783-0989　Email: fujiki@water.ocn.ne.jp

仏教企画

お申込み

※ご寺院名後の番号（3桁もしくは 4桁）がお客様番号（コード）になります。
　お申込みは　①ご寺院名　②お客様番号　③電話番号でも可能です。

＊『仏教企画通信』を10部以上購読希望の方は一部100円で頒布致します。
　同封はがきの空欄にその旨をお書きください。（消費税、送料別）

編

集

後

記


