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第
十
回 盆 

お
盆
は
、
亡
く
な
っ
た
親
族
の
霊
を
供
養
す
る
行
事
で
あ
る
。
正
月
と
と
も
に
一
年
の
中
で
も
最
も

重
要
な
行
事
で
も
あ
る
。
祖
先
の
霊
を
迎
え
る
仏
教
行
事
の
盂
蘭
盆
会
（
う
ら
ぼ
ん
え
）
か
ら
「
盆
」

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
盂
蘭
盆
会
と
盆
供
（
ぼ
ん
く
）
は
中
国
を
経
て
日
本

に
入
っ
た
行
事
だ
が
、
初
春
と
初
秋
の
満
月
の
日
に
先
祖
の
霊
を
迎
え
る
風
習
は
仏
教
伝
来
以
前
か
ら

も
と
も
と
日
本
に
み
ら
れ
る
も
の
だ
っ
た
と
い
う
。
古
代
・
中
世
で
は
、
七
月
十
五
日
に
寺
院
で
盂
蘭

盆
会
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
い
う
。
平
安
時
代
の
朝
廷
は
盆
供
を
寺
に
届
け
て
い
て
、
庶
民
も
こ
れ
に
倣

う
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
盆
供
を
寺
に
届
け
る
盆
行
事
は
鎌
倉
時
代
中
頃
に
大
き
く
変
化

し
、
室
町
・
戦
国
時
代
・
江
戸
時
代
と
変
化
し
な
が
ら
続
い
て
き
た
。 

 
 

 
 

 

盆
の
祀
り
方 

「
清
兵
衛
日
記
」
に
は
七
月
二
日
、
清
兵
衛
自
身
が
紋
付
着
物
・
羽
織
で
墓
参
り
と
記
し
て
い
る
。

災
害
で
も
な
い
限
り
、
着
て
行
く
も
の
ま
で
記
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
気
が
付
か
な
か
っ
た
が
、
慶
応

元
（
一
八
六
五
）
年
に
「
当
年
は
類
焼
後
の
事
な
の
で
、
袴
帯
脇
ざ
し
は
無
し
に
し
て
嶋
着
で
参
詣
し

た
」
と
あ
る
。
そ
の
後
の
慶
応
四
（
一
八
六
八
）
年
七
月
二
日
に 

「
大
泉
寺
墓
参
り 

紋
付
着
物
・
羽
織 

 
 

 
 

 
 

 
 

但
し
袴
・
脇
さ
し
な
し
」 
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と
記
し
、
墓
参
り
は
お
布
施
（
ふ
せ
）
を
届
け
る
た
め
で
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
墓
参
り
に
は
清
兵
衛

自
身
が
出
向
い
て
い
る
。
文
久
三
（
一
八
六
三
）
年
七
月
二
日
に 

「
大
泉
寺
へ
銀
三
匁 

も
ち
三
十
五 

男
衆
へ
廿
四
文
ツ
ツ
弐
包
」 

と
記
し
、
お
布
施
と
餅
、
男
衆
二
人
に
二
十
四
文
ず
つ
包
ん
で
い
る
が
墓
守
り
と
し
て
、
掃
除
な
ど

頼
ん
で
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
他
の
お
供
え
品
々
を
現
金
に
換
算
し
持
参
し
て
い
る
。 

 
 

 

 

施
餓
鬼 

お
盆
に
帰
る
べ
き
家
の
な
い
無
縁
仏
は
祟
り
や
す
く
人
に
害
を
及
ぼ
す
存
在
と
し
て
恐
れ
ら
れ
た
が

食
べ
も
の
を
求
め
て
さ
ま
よ
い
苦
し
む
餓
鬼
と
結
び
つ
き
「
施
餓
鬼
会
」
（
せ
が
き
え
）
と
称
し
、
餓

鬼
に
飲
食
を
施
す
法
会
が
行
わ
れ
た
。
施
餓
鬼
会
は
平
安
時
代
以
降
寺
院
を
中
心
に
行
わ
れ
、
特
に
戦

乱
の
打
ち
つ
づ
い
た
中
世
に
は
諸
宗
の
間
で
死
者
の
た
め
の
施
餓
鬼
会
が
盛
ん
に
営
ま
れ
た
と
い
う
。

餓
鬼
の
観
念
は
民
間
の
無
縁
仏
と
同
じ
よ
う
な
意
味
で
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
お
盆
に
家
々
で

迎
え
る
の
は
先
祖
の
霊
が
中
心
だ
が
、
そ
こ
に
無
縁
仏
や
餓
鬼
仏
が
付
い
て
く
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、

こ
れ
に
供
物
を
施
し
て
供
養
す
る
施
餓
鬼
が
各
地
で
行
わ
れ
「
清
兵
衛
日
記
」
に
も
お
盆
前
に
例
年

「
施
餓
鬼
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。
嘉
永
五
（
一
八
五
二
）
年
七
月
十
一
日 

「
昼
八
ツ
時
於
大
泉
寺
ニ
テ
施
餓
鬼
仕
候 

 
 

布
施 

金
百
疋
」 
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清
兵
衛
と
義
弟
、
元
の
使
用
人
を
同
行
し
大
泉
寺
へ
清
兵
衛
は
お
布
施
を
持
参
し
、
塔
婆
を
あ
つ
ら

え
、
菓
子
を
供
え
て
供
養
し
て
い
る
。
帰
り
が
て
ら
清
兵
衛
宅
で
一
汁
一
菜
の
食
事
を
用
意
し
て
い
る
。 

 
 

 
 

 

御
精
霊
さ
ん 

 

お
盆
が
近
づ
く
と
、
各
家
で
は
家
の
中
を
清
め
、
仏
壇
の
掃
除
を
し
て
先
祖
の
御
精
霊
を
迎
え
る
準

備
を
す
る
。
「
清
兵
衛
日
記
」
で
「
御
し
ょ
来
様
」
は
、
は
じ
め
は
何
の
事
か
理
解
が
で
き
な
か
っ
た

が
御
精
霊
（
ご
し
ょ
う
れ
い
）
を
「
お
し
ょ
ら
い
さ
ん
」
と
呼
ん
で
い
る
事
が
わ
か
っ
た
。 

 

仏
壇
の
飾
り
つ
け
は
家
そ
れ
ぞ
れ
だ
が
、
十
三
日
に
墓
地
や
山
・
川
な
ど
か
ら
先
祖
の
霊
を
屋
内
の

飾
り
付
け
た
仏
壇
に
迎
え
入
れ
、
各
家
で
は
食
べ
も
の
を
用
意
し
季
節
の
作
物
を
供
え
、
家
族
と
共
に

十
六
日
ま
で
一
緒
に
過
ご
す
。
十
六
日
は
精
霊
送
り
で
送
り
火
を
焚
い
て
川
辺
な
ど
に
送
り
、
供
物
も

流
し
去
り
、
精
霊
が
戻
っ
て
来
な
い
よ
う
に
と
願
う
。
清
兵
衛
宅
の
お
盆
中
の
様
子
を
み
る
と
お
盆
中

の
お
供
え
、
献
立
は
例
年
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
嘉
永
五
年
を
例
に
す
る
と 

「
十
三
日 

一
日
暮
御
仏
壇
飾
り 

   

お
茶 

打
付
だ
ん
ご 

さ
さ
き
煮
ぼ
う
し
」 

お
仏
壇
飾
り
は
当
日
夕
方
行
わ
れ
、
お
供
え
は
お
茶
、
だ
ん
ご
、
さ
さ
き
（
大
角
豆

）。

打
付
は
搗

（
つ
）
い
た
団
子
と
い
う
事
だ
ろ
う
。
さ
さ
ぎ
は
大
角
豆
で
乾
物
の
さ
さ
げ
を
茹
で
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。 
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「
十
四
日 

 
一
朝 

牡
丹
餅 

ひ
き
そ
ば
し
た
し 

   
一
同
配
り 

本
家
九
ツ 

香
勘
九
ツ
ツ
ツ
弐
十
（
二
重
の
重
箱
に
九
つ
ず
つ
） 

 
 

 
 

 
 

 

隠
居
五
ツ 

 
 

 
 

 
 

 
升
善
九
ツ 

水
嘉
九
ツ 

水
和
九
ツ 

 
 

 
 

 
 

 

お
夏
五
ツ 

お
春
五
ツ 

 
 

 

餅
米
弐
升 

白
米
弐
升 

小
豆
壱
升
五
合 

 
 

 

黒
砂
糖 

高
直
ニ
付
代
三
百
文 
 

き
な
こ
十
文 

 
 

 

白
砂
糖
少
々
」 

十
四
日
朝
に
手
作
り
の
牡
丹
餅
と
ひ
き
そ
ば
。
新
そ
ば
を
ひ
い
て
作
っ
た
意
と
思
わ
れ
る
。
し
た
し

は
し
た
じ
の
意
か
そ
ば
つ
ゆ
の
こ
と
と
思
う
。
牡
丹
餅
を
配
っ
た
所
は
本
家
と
親
戚
や
元
使
用
人
な
ど
。

砂
糖
の
値
段
は
変
動
し
て
い
る
よ
う
で
高
値
と
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
十
四
の
日
の
昼
、
夜
は 

「 
 

 
 

生
湯
葉 

 

一
昼
時 

小
芋 

 
 

ず
い
き
膾 

 
 

向 

朝
瓜
奈
良
漬 

 
 

 
 

 

椎
茸 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

茄
子
朝
漬 

 

一
夜 

お
茶
斗
」 

十
四
日
の
昼
は
煮
物
、
膾
（
な
ま
す

）、

向
（
む
こ
う
）
の
三
菜
で
煮
物
に
は
生
湯
葉
、
小
芋
、
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椎
茸
。
膾
は
ず
い
き
を
使
い
、
向
は
漬
物
で
古
漬
け
、
新
漬
け
の
二
種
。
野
菜
類
は
季
節
の
出
初
め
や

旬
の
物
を
お
供
え
し
て
い
る
。
夜
は
お
茶
ば
か
り
で
あ
る
。
三
日
目
の
十
五
日
は 

「
一
朝 

白
み
そ 

か
も
瓜 

か
も
瓜
み
そ
か
け 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ゆ
ば 

一
昼 

そ
う
め
ん 

に
し
め 

か
ん
瓜 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

高
野 

一
七
ツ
時 

白
蒸
一
蓮
」 

朝
は
一
菜
で
か
も
瓜
の
白
み
そ
か
け
。
昼
は
素
麺
と
煮
し
め
。
煮
し
め
は
ゆ
ば
、
か
ん
ぴ
ょ
う
、
高

野
豆
腐
。
か
ん
ぴ
ょ
う
は
乾
物
で
は
な
く
、
冬
瓜
で
あ
ろ
う
。
冬
瓜
も
季
節
の
野
菜
で
あ
る
。
八
ツ
時

に
水
花
（
西
瓜
）
を
供
え
る
年
も
あ
っ
た
。
夕
方
に
も
ち
米
の
白
蒸
を
お
供
え
し
て
い
る
。 

嘉
永
五
年
の
十
六
日
の
お
供
え
は
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
安
政
四
（
一
八
五
七
）
年
を
例
に
す
る
と 

「
一
朝 

御
し
ょ
来
様
佛
様 

 
 

 
 

八
は
い
汁 

 
 

な
ら
漬 

 

一
御
し
ょ
来
様 

初
夜
時
分
高
瀬
川
江
内
證
ニ
テ
流
し
遣
し
申
候
」 

清
兵
衛
は
御
精
霊
と
身
近
な
御
先
祖
様
を
並
べ
て
記
し
て
い
る
。
朝
は
豆
腐
の
八
杯
汁
と
奈
良
漬
で

あ
る
。
ご
飯
は
い
ず
れ
も
記
し
て
い
な
い
が
、
あ
っ
て
当
然
の
こ
と
な
の
で
書
か
な
い
の
だ
と
思
う
。 

十
六
日
、
夜
の
初
め
ご
ろ
精
霊
送
り
を
す
る
。
高
瀬
川
に
内
緒
で
流
し
た
と
あ
る
の
で
、
高
瀬
川
は
幅
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が
狭
く
小
さ
な
川
な
の
で
、
本
来
は
大
き
い
川
に
流
す
べ
き
と
密
か
に
思
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 
 

 
 

 

送
り
火 

送
り
火
は
門
口
や
川
原
な
ど
で
焚
く
が
、
大
規
模
な
火
の
行
事
と
し
て
の
五
山
送
り
火
が
あ
る
。
特

に
東
山
如
意
ケ
嶽
の
「
大
文
字
」
は
有
名
だ
が
十
六
日
に
盂
蘭
盆
会
の
行
事
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
送
り
火
は
仏
教
が
庶
民
一
般
に
浸
透
す
る
よ
う
に
な
っ
た
室
町
時
代
以
降
に
起
こ
っ
た
と
い
う
。

「
清
兵
衛
日
記
」
で
も
大
文
字
送
り
火
の
記
述
が
あ
る
。 

「
送
り
火
大
文
字
夕
立
ニ
テ
東
山
不
見 

北
山
ハ
見
得
申
候
」 

安
政
五

(

一
八
五
八
）
年
の
こ
と
、
夕
立
が
あ
り
東
山
の
大
文
字
は
見
え
な
い
が
、
北
山
は
見
え
る

と
記
し
て
い
る
。
清
兵
衛
の
住
む
五
条
橋
通
烏
丸
西
入
醍
醐
町
か
ら
は
送
り
火
が
見
え
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 
 

 
 

盆
礼
・
盆
祝
儀 

盆
ご
ろ
の
贈
答
を
盆
礼
・
盆
祝
儀
と
称
し
、
「
清
兵
衛
日
記
」
で
も
目
に
つ
く
。
盆
の
贈
答
習
俗
が

広
く
中
元
と
し
て
今
も
み
ら
れ
る
が
こ
れ
は
中
国
の
道
教
の
年
中
行
事
の
一
つ
で
、
旧
暦
の
一
月
十
五

日
を
上
元
、
七
月
十
五
日
を
中
元
、
十
月
十
五
日
を
下
元
と
し
時
の
節
目
と
し
た
。
中
元
は
亡
魂
供
養

の
行
事
を
行
う
日
を
さ
し
て
い
た
が
、
盂
蘭
盆
会
と
期
日
が
重
な
る
と
こ
ろ
か
ら
、
盆
の
贈
答
習
俗
が

中
元
と
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
親
元
・
仲
人
・
師
匠
と
い
っ
た
日
頃
か
ら
お
世
話
に
な
っ
て

い
る
人
に
、
挨
拶
と
い
う
意
味
あ
い
が
強
い
。
「
清
兵
衛
日
記
」
で
も
本
家
や
親
戚
、
同
業
者
な
ど
へ

の
盆
礼
・
盆
祝
儀
の
や
り
と
り
が
細
か
く
数
多
く
記
録
さ
れ
て
い
る
。 



 7 

【
参
考
文
献
】 

梅
原 

猛
・
他
『
京
都
の
く
ら
し
の
大
百
科
』
淡
交
社 

平
成
十
四
年 

福
田
ア
ジ
オ
・
他
『
日
本
の
年
中
行
事
事
典
』
吉
川
弘
文
館 

平
成
二
十
四
年 

菅
原
正
子
『
日
本
人
の
生
活
文
化
』
吉
川
弘
文
館 

平
成
二
十
年 

旧
暦
く
ら
し
研
究
会
『
お
り
お
り
に
和
暦
の
あ
る
く
ら
し
』
角
川
書
店 

平
成
十
七
年 

小
川
直
之
著
『
日
本
の
歳
時
伝
承
』
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫 

平
成
三
十
年 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


