
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
。
私
自
身
、
幼

稚
園
の
園
長
を
兼
任
し
て
い

る
事
も
あ
り
、
お
盆
の
期
間

中
、
壇
信
徒
の
皆
様
方
の
お

宅
に
伺
い
、
お
盆
の
読
経
を

行
う
事
が
で
き
ま
せ
ん
。
但

し
、
初
盆
の
お
宅
だ
け
伺
う

よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
ご
都

合
が
つ
く
方
は
、
ぜ
ひ
ご
参

詣
戴
き
、
御
先
祖
様
方

盂
蘭
盆
会
の
供
養
を
行
っ

て
頂
き
た
く
、
御
案
内

申
し
上
げ
ま
す
。
当
日

は
、
午
前
十
一

時
よ
り
法
要
開

始
。
法
要
時
間

は
五
十
分
程
度

で
す
。
そ
の
後

一
時
間
弱
法
話

を
戴
き
ま
す
。

今
年
は
、
久
留

米
よ
り
観
興
寺

ご
住
職

中
嶋

道
成
老
師
が
お
話
し

を
さ
れ
ま
す
。
法
話

経
験
も
多
い
方
（
昭

和
二
十
四
年
生
ま
れ
）

で
、
人
生
経
験
に
基

づ
い
た
お
話
し
が
頂

け
る
と
期
待
し
て
お

り
ま
す
。

お
盆
の
由
来
に
つ

い
て
は
、
初
盆
で
伺
っ

た
お
宅
に
は
、
そ
の

場
で
お
話
し
し
て
い

ま
す
が
、
こ
の
浄
国
寺
通
信

で
は
毎
回
は
触
れ
て
い
ま
せ

ん
。
近
年
、
新
た
に
御
縁
を

戴
い
た
方
も
多
い
の
で
、
数

年
ぶ
り
に
お
盆
の
由
来
に
つ

い
て
書
か
せ
て
頂
き
ま
す
。

お
盆
に
関
し
て
の
所
依
の
経

典
は
「
仏
説
盂
蘭
盆
経
」
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
盂
蘭
盆
と

は
古
代
イ
ン
ド
語
の
「
ウ
ラ

ン
バ
ー
ナ
」
の
音
訳
で
、
意

味
は
「
倒
懸
＝
逆
さ
吊
り
の

苦
し
み
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

先
祖
供
養
が
、
何
故
「
逆
さ

吊
り
の
苦
し
み
」
と
い
う
言

葉
に
結
び
つ
く
の
か
、
不
思

議
に
思
わ
れ
る
事
で
し
ょ
う
。

詳
細
は
略
し
ま
す
が
、
あ
ら

す
じ
を
申
し
ま
す
と

お
釈

迦
様
の
十
大
弟
子
の
中
に
目

蓮
尊
者
（
モ
ッ
ガ
ラ
ー
ナ
）

と
い
う
方
が
お
ら
れ
て
、
こ

の
方
は
神
通
第
一
と
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
こ
の
目
蓮
尊
者

の
母
親
は
、
息
子
を
大
変
大

事
に
し
て
お
ら
れ
た
そ
う
で
、

大
事
に
す
る
余
り
溺
愛
に
近

か
っ
た
そ
う
で
す
。
我
が
子

を
優
先
的
に
大
事
に
す
る
の

は
、
親
と
し
て
は
当
た
り
前

の
感
情
で
す
。
し
か
し
、
目

蓮
尊
者
の
母
親
は
、
少
々
度

が
過
ぎ
て
、
他
の
子
ど
も
の

利
を
減
ら
し
て
も
、
我
が
子

の
利
が
増
え
る
よ
う
な
行
動

を
取
る
事
も
あ
っ
た
よ
う
で

す
。
あ
る
日
、
目
蓮
尊
者
が

「
私
を

あ
れ
ほ
ど
大
事
に

育
て
て
て
く
れ
た
母
親
だ
か

ら
極
楽
浄
土
で
幸
せ
に
暮
ら

し
て
い
る
だ
ろ
う
」
と
、
そ

の
神
通
力
で
見
て
み
た
所
、

我
が
子
だ

け
を
大
事

に
す
る
余

り
、
他
の

人
の
利
を

考
え
な
い

行
動
を
取
っ

て
い
た
悪

業
の
報
い

で
、
ウ
ラ

ン
バ
ー
ナ

＝
逆
さ
吊
り
の
苦
し
み
を
受

け
て
い
た
姿
が
見
え
て
し
ま

い
ま
し
た
。
師
匠
で
あ
る
お

釈
迦
様
に
相
談
し
た
と
こ
ろ

「
他
の
人
へ
供
養
を
行
い
、

そ
の
功
徳
を
廻
ら
し
以
て
す

れ
ば
、
母
親
は
救
わ
れ
る
だ

ろ
う
。
特
に
誰
も
供
養
を
し

て
く
れ
る
子
孫
の
居
な
い
人

に
も
、
他
の
修
行
者
に
お
願

い
し
て
沢
山
の
功
徳
を
積
ん

で
貰
い
な
さ
い
」
と
言
わ
れ
、

そ
れ
を
実
行
し
た
と
こ
ろ
、

母
親
は
救
わ
れ
て
涅
槃
に
寂

静
し
た
そ
う
で
す
。

我
々
は
、
つ
い
自
分
の
利

益
を
優
先
し
て
考
え
が
ち
で

す
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
他

の
人
の
利
益
を
考
え
て
い
た

ら
、
自
分
の
利
益
が
減
っ
て

し
ま
う
の
で
、
ま
ず
自
分
の

利
益
を
確
保
し
が
ち
で
す
。

現
代
資
本
主
義
社
会
で
は
、

そ
れ
が
当
然
で
あ
り
、
正
し

い
事
と
さ
え
考
え
ま
す
。
し
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か
し
、
道
元
禅
師
は
そ
の
よ
う

な
考
え
方
は
「
愚
か
者
」
の
考

え
で
あ
り
、
他
者
の
利
益
の
た

め
に
努
力
す
る
事
こ
そ
が
自
分

の
利
益
に
繋
が
る
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
（
修
証
義
第
四
章

「
愚
人
思
わ
く
は
利
他
を
先
と

せ
ば
自
ら
が
利
省
か
れ
る
べ
し
、

然
か
に
は

あ
ら
ざ
る
な
り
。

自
他
は
時
に
し
た
が
っ
て
無
窮

な
り
」
）

日
本
の
お
盆
の
習
慣
は
、
農

業
国
家
で
あ
っ
た
こ
と
に
由
来

す
る
作
物
の
収
穫
感
謝
祭
的
な

意
味
合
い
や
日
本
の
古
来
の
祖

先
信
仰
形
態
と
混
じ
り
合
い
な

が
ら
出
来
上
が
っ
て
い
る
の
で
、

仏
説
盂
蘭
盆
経
と
は
、
若
干
意

味
合
い
が
異
な
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
お
盆
で
ご
先
祖
様
を

迎
え
る
と
言
う
事
は
、
自
分
と

言
う
人
間
が
今
こ
こ
に
存
在
し
、

生
き
て
い
る
事
へ
の
感
謝
に
繋

が
り
ま
す
。
同
時
に
自
分
が
存

在
し
て
、
こ
こ
に
生
き
て
い
る

事
は
、
多
く
の
他
者
の
お
陰

（
＝
縁
）
が
あ
っ
て
初
め
て
可

え
ん

能
な
訳
で
す
。
自
ら
の
利
益
を

追
い
求
め
、
そ
れ
が
減
ら
な
い

よ
う
に
、
又
、
頂
け
る
も
の
な

ら
他
者
の
利
益
も
頂
き
た
い
、

そ
れ
が
最
小
限
の
努
力
で
叶
う

な
ら
最
高
だ
と
考
え
が
ち
な
現

代
の
コ
ス
パ
社
会
だ
か
ら
こ
そ
、

損
得
勘
定
抜
き
に
供
養
を
す
る

気
持
ち
を
持
つ
機
会
で
あ
る
お

盆
と
い
う
時
間
を
大
切
に
し
た

い
も
の
で
す
。

近
頃
、
よ
く
考
え
ま
す
。
明

治
維
新
の
志
士
達
と
団
塊
の
世

代
の
類
似
点
で
す
。
共
通
点
と

し
て
、
そ
れ
ま
で
の
体
制
の
否

定
と
前
世
代
へ
の
反
発
、
自
分

達
が
新
た
な
世
界
を
構
築
す
る

と
い
う
気
概
の
問
題
で
す
。
こ

れ
は
、
社
会
の
進
歩
の
た
め
に

は
大
切
な
事
で
す
。
し
か
し
元

か
ら
あ
っ
た
文
化
の
継
承
と
新

た
な
文
化
の
創
造
の
狭
間
に
は

沢
山
の
矛
盾
点
が
存
在
し
ま
す
。

そ
れ
に
対
し
て
、
ど
う
折
り
合

い
を
つ
け
る
か
は
、
各
個
人
が

悩
み
な
が
ら
落
と
し
所
を
見
つ

け
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の

「
悩
む
」
と
い
う
作
業
が
「
大

人
と
し
て
の
成
熟
」
に
繋
が
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
全

部
の
否
定
や
肯
定
を
無
邪
気
に

行
う
事
は
楽
な
事
で
す
。
維
新

の
志
士
達
や
団
塊
世
代
は
、
往

往
に
し
て
、
そ
う
し
が
ち
で
す
。

し
か
し
、
そ
こ
に
自
分
な
り
の

価
値
を
見
い
だ
す
事
は
難
し
い

で
し
ょ
う
。
戦
後
の
個
人
主
義

を
牽
引
し
て
き
た
団
塊
の
世
代

が
家
族
制
度
の
崩
壊
＝
核
家
族

化
の
お
中
で
、
自
分
の
親
を
送

り
、
更
に
自
分
自
身
が
送
ら
れ

る
立
場
に
な
り
つ
つ
あ
る
現
在
、

「
こ
れ
は
、
ど
う
し
た
ら
良
い

の
で
し
ょ
う
？
」

と
自
分
な
り
の

原
案
も
持
た
ず

に
右
往
左
往
し

て
い
る
姿
を
見

か
け
ま
す
。
こ

れ
は
万
人
に
共

通
す
る
回
答
は

な
い
問
題
で
す
。

自
分
の
家
族
の
問
題
も
含
め
、

そ
れ
ぞ
れ
が
悩
ん
だ
上
で
自
分

な
り
の
回
答
を
見
つ
け
る
し
か

な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
為
の

お
手
伝
い
は
、
坊
主
と
し
て
一

所
懸
命
に
や
ら
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

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
。

三
月
末
、
熊
日
「
ス
パ
イ
ス
」

の
寺
活
（
テ
ラ
カ
ツ
）
特
集
に

当
山
の
坐
禅
会
が
紹
介
さ
れ
ま

し
た
。
そ
の
後
、
木
曜
坐
禅
会

に
は

毎
回
十
数
名
の
坐
禅
初

心
者
が
来
ら
れ
ま
し
た
。
坐
禅

を
や
っ
て
み
た
い
と
考
え
る
方

が
、
こ
ん
な
に
多
い
と
は
思
い

ま
せ
ん
で
し
た
。
「
只
管
打
坐

＝
只
だ
、
ひ
た
す
ら
坐
禅
せ
よ
」

を
宗
旨
と
す
る
曹
洞
宗
僧
侶
つ

ま
り
道
元
禅
師
の
法
孫
に
と
っ

て
は
坐
禅
を
す
る
人
が
多
い
の

は
嬉
し
い
事
で
す
。
し
か
し
、

社
会
が
閉
塞
状
況
に
陥
り
、
将

来
に
夢
が
持
て
な
く
な
っ
た
か

ら
、
坐
禅
で
も
し
て
…
…
。
で

あ
れ
ば
、
手

放
し
で
喜

ぶ
こ
と
は

出
来
ま
せ

ん
。
物
質

的
繁
栄
は

限
り
が
あ

り
ま
す
。
し
か
し
坐
禅
で
心
の

安
定
を
得
る
事
が
出
来
れ
ば
と

思
い
ま
す
。
今
年
も
、
恒
例
の

「
い
ま
、
心
に
Ｚ
Ｅ
Ｎ
」
を
十

一
月
十
日
（
土
）
に
行
い
ま
す
。

や
っ
と
定
着
し
て
き
ま
し
た
。

ど
う
ぞ
足
を
運
ん
で
下
さ
い
。

か
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、
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師
は
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の
よ
う
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繋
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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
炷
会
則
一
切
な
し
、
初
め
て
の
方
は
ご
連
絡
下
さ
い
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ち
ゅ
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二
十
分
）

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

娑
婆
は
娑
婆

お
釈
迦
様
が
亡
く
な
る
直
前
に
弟

子
達
に
説
い
た
教
え
と
さ
れ
る
「
遺

教
経
」
と
い
う
経
典
が
あ
る
。
そ
の

後
段
に
仏
教
と
し
て
守
る
べ
き
目
標

と
さ
れ
る
「
八
大
人
覚
」
と
い
う
八

つ
の
教
え
が
あ
り
、
少
欲
、
知
足
、

遠
離
、
精
進
、
不
忘
念
、
禅
定
、
智

慧
、
不
虚
論
と
さ
れ
る
。
物
質
的
欲

望
が
跋
扈
す
る
現
代
で
は
少
欲
、
知

足
が
大
切
だ
が
、
心
的
不
安
に
悩
ま

さ
れ
る
我
々
に
は
「
遠
離
」
即
ち
群

れ
て
い
る
人
々
か
ら
離
れ
、
一
人
で

静
か
に
過
ご
す
事
も
重
要
だ
ろ
う
。

「
衆
を
ね
が
う
者
は
、
衆
悩
を
受
く

」
い
つ
も
人
の
評
価
や
動
き
が
気
に

な
っ
て
、
右
往
左
往
し
て
い
な
が
ら

、
場
合
に
よ
っ
て
は
自
説
を
曲
げ
て

も
人
に
媚
び
る
。
こ
れ
が
我
々
の
日

常
だ
。
し
か
し
、
生
き
て
い
る
の
は

自
分
自
身
で
あ
り
、
他
人
が
ど
う
生

き
て
い
よ
う
と
自
分
の
代
わ
り
は
し

て
く
れ
な
い
。
た
ま
に
は
、
静
か
な

場
所
で
自
分
自
身
を
見
つ
め
直
し
て

、
自
分
が
生
き
て
い
る
事
に
気
づ
く

の
が
大
切
だ
ろ
う
。
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