
例
年
通
り
今
年
も
右
記
の

要
領
で
お
盆
の
供
養
と
し
て
、

夏
季
施
餓
鬼
会
の
法
要
を
修

行
致
し
ま
す
。
ご
参
詣
戴
い

た
方
は
、
ご
存
じ
と
思
い
ま

す
が
、
曹
洞
宗
の
法
要
は
多

く
の
僧
侶
の
参
加
協
力
を
得

て
務
め
ま
す
。
例
年
は
、
七

月
二
日
か
ら
十
二
日
ま
で
毎

日
市
内
の
曹
洞
宗
寺
院
で
法

要
が
行
わ
れ
ま
す
が
、
昨
年

四
月
の
熊
本
地
震
の
復
旧
が

終
わ
っ
て
い
な
い
寺
院

も
あ
り
、
今
回
は
三
ヶ

寺
法
要
が
出
来
な
い
状

態
で
す
。
寺
院
の
工
事

は
、
宮
大
工
の

技
術
者
で
な
け

れ
ば
出
来
な
い

部
分
も
多
く
、

技
術
者
も
不
足

し
て
い
ま
す
。

曹
洞
宗
の
寺
院

は
、
檀
家
の
方

へ
寄
付
を
割
り

当
て
る
事
に
抵

抗
が
あ
る
僧
侶
も
多

く
、
余
程
の
事
態
で

な
い
と
寄
付
を
お
願

い
す
る
事
は
有
り
ま

せ
ん
。
今
回
の
地
震

で
は
檀
家
の
方
に
も

被
害
が
多
く
、
寄
付

を
お
願
い
す
る
わ
け

に
も
い
か
な
い
、
し

か
し
、
修
復
の
費
用

は
か
か
る
と
言
う
状

態
で
、
修
復
が
進
ま

な
い
寺
院
も
あ
り
ま

す
。
有
難
い
事
に
浄

国
寺
は
、
県
外
の
宮

大
工
の
方
に
動
い
て

い
た
だ
き
、
当
山
の
修
復
は
、

平
成
二
十
八
年
末
ま
で
に
完

了
で
き
ま
し
た
。
し
か
し
、

石
屋
さ
ん
の
関
係
で
、
石
塔

の
建
て
直
し
ま
で
は
、
ど
う

に
か
終
わ
り
ま
し
た
が
、
墓

地
の
復
旧
は
ま
だ
残
っ
て
い

ま
す
。

何
や
ら
小
難
し
い
タ
イ
ト
ル

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

一
旦
僧
侶
に
な
っ
た
後
、

数
年
、
熊
本
大
学
の
法
学
部

で
、
法
社
会
学
の
教
授
に
つ

き
勉
強
し
て
い
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
そ
こ
で
Ｍ
．
ウ
ェ
ー

バ
ー
の
宗
教
社
会
学
の
本
に

触
れ
て
い
ま
し
た
。
書
か
れ

て
い
た
内
容
は
、
「
キ
リ
ス

ト
教
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ

ズ
ム
の
成
立
が
欧
米
社
会
の

資
本
主
義
の
確
立
の
後
押
し

を
し
た
」
と
い
う
理
論
で
し

た
。
難
し
い
な
が
ら
も
、
自

分
な
り
に
理
解
し
よ
う
と
悪

あ
が
き
を
し
て
い
ま
し
た

（
今
も
理
解
で
き
て
い
ま
せ

ん
が
）
。

お
布
施
と
対
価
報
酬

お
布
施
と
言
え
ば
、
御
寺

さ
ん
に
支
払
う
お
金
の
事
。

こ
れ
が
、
現
在

皆
さ
ん
が

考
え
て
い
る
も
の
だ
と
思
い

ま
す
。
人
に
よ
っ
て
は
「
お

布
施
」
で
な
く
、
「
お
経
料
」

と
表
書
き
さ
れ
る
方
も
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
。
「
そ
れ
を

し
て
も
ら
う
に
は
、
い
く
ら

支
払
え
ば

よ
い
の
で

す
か
？
」

「
金
額
を

教
え
て
く

だ
さ
い
」

と
尋
ね
ら

れ
る
方
も

い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
す
。

「
お
気
持

ち
で
と
言
わ
れ
て
も
相
場
が

分
か
ら
な
い
の
で
、
金
額
を

提
示
し
て
く
だ
さ
い
」
と
怒

る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

私
が
金
額
を
決
め
な
い
の
は

決
し
て
意
地
悪
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
私
は
、
お
坊
さ
ん
の

仕
事
を
決
し
て
サ
ー
ビ
ス
業

と
思
い
た
く
な
い
の
で
す
。

供
養
を
す
る
、
お
経
を
読
む
ー

こ
の
行
為
に
対
し
て
対
価
と

し
て
お
金
を
頂
け
ば
、
こ
れ

は
、
儀
式
執
行
と
言
う
サ
ー

ビ
ス
業
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

こ
こ
で
、
一
つ
仏
教
用
語

を
覚
え
て
お
い
て
下
さ
い
。

「
布
施
」
と
は
仏
教
徒
の
一

つ
の
修
行
で
あ
り
、
心
構
え

な
の
で
す
。
人
は
一
人
で
生

き
て
存
在
し
て
い
る
訳
で
な

く
、
様
々
な
因
と
縁
に
よ
っ

て
今
こ
の
時
に
こ
こ
に
存
在

し
て
い
る
の
で
す
。
だ
か
ら
、

自
分
の
で
き
る
限
り
の
こ
と

を
周
り
の
人
に
さ
せ
て
い
た
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浄
国
寺

施
餓
鬼
法
要（
檀
信
徒
盆
供
養
）

せ

が

き

開
催
案
内

浄
国
寺
夏
季
施
餓
鬼
法
要

日
時

平
成
二
十
九
年
七
月
三
日
（
月
）

午
前
十
一
時
よ
り

浄
国
寺
檀
信
徒
お
盆
先
祖
供
養

法
話

宮
崎
県
延
岡
市

地
福
寺

福
住
職

青
柳

二
夫

老
師

あ
お
や
ぎ

じ

ふ

う

簡
単
な
弁
当
を
用
意
し
て
お
り
ま
す
。
出
欠
及
び

人
数
を
同
封
の
葉
書
で
返
信
下
さ
い
。

仏
教
と
資
本
主
義
社
会

の
関
係
と
変
遷



だ
く
ー
こ
れ
が
布
施
行
で
す
。

自
分
の
出
来
る
こ
と
、
そ
れ
が

財
（
金
銭
等
）
で
あ
れ
法
（
仏

の
智
慧
）
で
あ
れ
、
出
来
る
こ

と
を
見
返
り
や
算
盤
勘
定
抜
き

そ
ろ
ば
ん

に
実
践
す
る
こ
と
で
す
。
仏
様

や
仏
教
、
生
き
て
い
る
他
人
、

そ
し
て
自
分
を
誕
生
さ
せ
て
く

れ
た
故
人
の
た
め
に
自
分
の
持
っ

て
い
る
も
の
や
、
出
来
る
こ
と

を
施
す
ー
こ
れ
が
布
施
行
の
考

え
方
で
す
。
そ
こ
に
は
、
計
算

や
差
し
出
し
た
財
や
法
へ
の
見

返
り
に
関
す
る
損
得
勘
定
＝
対

価
報
酬
と
い
う
考
え
が
入
り
込

む
余
地
は
な
い
の
で
す
。

農
耕
社
会
と
村
落
共
同
体

農
村
だ
け
に
限
ら
ず
、
日
本
で

は
、
様
々
な
共
同
体
が
成
立
し

て
い
ま
し
た
。
特
に
農
作
業
で

は
、
自
分
だ
け
得
し
よ
う
と
考

え
て
動
く
と
協
働
作
業
が
成
立

し
ま
せ
ん
。
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
も

同
様
で
、
同
じ
仕
事
を
行
う
チ
ー

ム
で
は
、
チ
ー
ム
の
業
績
を
上

げ
る
た
め
に
は
自
分
だ
け
良
い

目
に
合
お
う
と
し
て
い
て
い
て

は
、
業
績
が
上
が
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
現
代
で
は
個
人
消
費

の
伸
び
が
価
値
の
中
心
に
な
っ

て
き
ま
し
た
。
時
間
単
位
の
労

働
を
差
し
出
し
、
見
返
り
と
し

て
金
銭
的
報
酬
を
得
る
。
そ
こ

で
得
た
金
銭
を
消
費
す
る
こ
と

が
人
の
価
値
に
繋
が
る
よ
う
な

社
会
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

コ
ス
パ
の
幻
想

そ
こ
で
は
最
低
の
労
働
で
最

大
の
利
潤
を
上
げ
る
こ
と
が
、

そ
の
人
の
能
力
評
価
に
な
り
ま

す
。
い
わ
ゆ
る
コ
ス
パ
（
コ
ス

ト
・
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
）
意
識

で
す
。
共
同
体
で
一
緒
に
汗
を

流
し
て
み
ん
な
で
頑
張
る
と
い

う
姿
は
過
去
の
幻
想
に
な
っ
た

の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

利
潤
追
求
は
、
資
本
主
義
社
会

で
は
当
然
の
こ
と
か
も
知
れ
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
そ
の
事
に
よ
っ

て
、
他
人
を
出
し
抜
い
て
も
自

分
の
利
益
を
優
先
す
る
＝
共
に

過
ご
す
人
間
同
士
の
お
互
い
の

喜
ぶ
姿
を
自
分
の
楽
し
み
に
繋

げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
ギ
ス
ギ

ス
し
た
社
会
も
進
行
し
て
き
ま

し
た
。
し
か
し
気
づ
い
た
時
に

は
、
そ
の
富
は
一
極
集
中
し
て
、

回
っ
て
く
る
の
は
お
こ
ぼ
れ
だ

け
と
い
う
歪
な
社
会
に
な
っ
た

現
代
こ
そ
、
仏
の
智
慧
（
パ
ー

ニ
ャ
＝
般
若
）
を
生
か
し
た
生

活
が
必
要
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

四
枚
の
般
若

一
、
自
分
の
持
っ
て
い
る
能
力

や
財
物
を
み
ん
な
の
た
め
に
使

う
。
二
、
他
者
に
は
笑
顔
で
接

し
、
優
し
い
言
葉
を
掛
け
る
。

三
、
見
返
り
を
期
待
し
な
い
で

他
人
に
尽
く
す
。
四
、
自
分
と

他
人
を
分
け
て
考
え
た
り
、
他

人
を
自
分
の
利
益
を
分
捕
る
存

在
と
考
え
ず
共
に
頑
張
る
。
こ

れ
が
、
修
証
義

の
第
四
章
に
書

い
て
あ
る
四
枚

の
般
若
で
す
。

仏
教
用
語
で
は

四
摂
法
と
言
い

ま
す
。
最
小
限

の
努
力
で
、
最

大
限
の
利
益
を

得
る
と
い
う
現
代
の
コ
ス
パ
社

会
で
は
、
勝
て
ば
楽
し
く
な
り

ま
す
が
、
「
自
己
責
任
」
と
い

う
美
名
の
下
、
飢
え
る
自
由
も

苦
し
む
自
由
も
自
分
の
責
任
と

し
て
押
し
つ
け
ら
れ
ま
す
。
そ

れ
っ
て
楽
し
い
で
す
か
？
せ
っ

か
く
、
お
寺
に
集
う
縁
を
頂
い

て
ま
す
。
た
ま
に
は
、
仏
教
の

智
慧
に
触
れ
、
実
践
し
て
み
ま

し
ょ
う
よ
。

毎
年
、
施
餓
鬼
の
案
内
寺
報

に
も
書
い
て
い
ま
す
が
、
浄
国

寺
で
は
お
盆
に
回
向
に
回
る
の

は
初
盆
の
お
宅
だ
け
に
し
て
い

ま
す
（
私
の
健
康
上
及
び
幼
稚

園
の
仕
事
の
関
係
の
理
由
）
。

申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
。
近
年
、

初
盆
も

あ
る
程
度
の
数
に
な
っ

て
き
ま
し
た
。
特
に
初
盆
の
場

合
は
、
各
家
毎
の
回
向
の
時
間

も
必
要
に
な
り
ま
す
。
三
日
間

で
回
る
の
も
、
順
路
を
考
え
る

の
が
大
変
な
状
況
で
す
。
現
在

順
路
の
日
程
作
成
及
び
調
整
作

業
中
で
す
。
電
話
等
で
七
月
か

八
月
ど
ち
ら
を
希
望
さ
れ
る
か

尋
ね
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
七

月
初
め
ま
で
に
は
、
連
絡
の
葉

書
を
出
す
予
定
に
し
て
い
ま
す
。

尚
、
自
宅
が
都
合
悪
く
、
寺
に

来
て
供
養
を
し
た
い
場
合
は
別

途
に
お
電
話
を
下
さ
い
。
、
宜

し
く
御
願
い
し
ま
す
。

恒
例
の
講
演
会
と
音
楽
会
、

今
年
も
開
催
し
ま
す
。
日
時
は

十
一
月
四
日
（
土
）
の
夕
方
で

す
。
詳
細
は
後
日
案
内
し
ま
す

が
、
講
演
は
「
椅
子
に
腰
掛
け

た
ま
ま
で
出
来
る
い
す
坐
禅
の

・

・

実
践
」
を
行
う
予
定
で
す
。
近

年
、
瞑
想
や
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ

ス
と
い
う
形
で
坐
禅
が
注
目
さ

れ
て
い
ま
す
。
坐
禅
は
語
る
も

の
で
も
、
学
ぶ
も
の
で
も
な
く

実
行
即
ち
や
る
も
の
で
す
。
一

度
、
体
験
し

て
み
ま
せ

ん
か
？
音

楽
会
は
昨

年
も
演
奏

し
て
く
れ

た
ベ
ー
ス

の
鈴
木
良
雄
氏
率
い
る
ベ
テ
ラ

ン
の
グ
ル
ー
プ
（
キ
ャ
リ
ア
も

一
流
）
「
ベ
ー
ス
・
ト
ー
ク
」

の
皆
さ
ん
で
す
。
今
年
で
四
回

目
に
な
り
ま
す
。
楽
し
く
、
ホ
ッ

と
で
き
る
音
楽
に
身
を
委
ね
て

み
て
下
さ
い
。
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定
例
木
曜
坐
禅
会

毎
週
木
曜
日

午
後
八
時
よ
り

当
山
本
堂
に
て

一
炷
（
約
四
十
分
）
坐
禅
を
し
て
、
坐
禅
に
関
す
る
著
述
の
解
説
（
約

ち
ゅ
う

二
十
分
）

会
費
・
会
則
一
切
な
し
、
初
め
て
の
方
は
ご
連
絡
下
さ
い

娑
婆
は
娑
婆

坊
主
は
政
治
に
関
わ
っ
て
は
な
ら

な
い
と
言
う
の
は
、
お
釈
迦
様
の
時

代
か
ら
の
鉄
則
だ
。
関
わ
る
気
は
無

い
が
、
今
の
政
治
の
世
界
を
見
る
と

何
や
ら
き
な
臭
い
し
、
希
望
の
持
て

な
い
社
会
に
な
り
そ
う
だ
。
少
子
化

に
歯
止
め
が
掛
か
ら
な
い
の
も
当
然

だ
ろ
う
。
せ
め
て
、
き
ち
ん
と
し
た

大
人
＝
生
き
て
い
る
事
が
嬉
し
い
と

思
い
な
が
ら
社
会
生
活
が
出
来
る
人

間
ー
の
基
礎
作
り
が
出
来
た
ら
良
い

と
思
い
幼
稚
園
を
運
営
し
て
い
る
。

大
人
（
親
）
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
れ
ば

票
に
結
び
つ
く
と
考
え
た
の
か
、
制

度
を
い
じ
く
り
認
定
こ
ど
も
園
制
度

が
動
き
出
し
た
。
未
来
へ
の
投
資
と

し
て
子
ど
も
に
金
を
掛
け
て
く
れ
る

な
ら
良
い
。
日
本
は
教
育
に
国
が
金

を
出
さ
な
い
点
で
は
世
界
で
も
後
進

国
だ
。
少
し
で
も
子
ど
も
の
環
境
を

良
く
し
よ
う
と
新
制
度
に
乗
っ
た
が

、
あ
ま
り
に
近
視
眼
的
、
場
当
た
り

的
な
制
度
で
、
あ
き
れ
て
い
る
。
大

人
の
都
合
よ
り
子
ど
も
の
育
ち
を

も
う
少
し
考
え
て
く
れ
ま
い
か
？

「
い
ま
、
心
に
Ｚ
Ｅ
Ｎ
」

初
盆
の
お
知
ら
せ


