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お
盆
の
季
節
に 
 

 
 

当

山

住

持 

今
年
も
、
古
来
よ
り
日
本
人
の
国
民
的 

行
事
と
さ
れ
て
き
た
「
お
盆
」
の
季
節
が
め

ぐ
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
私
た
ち
に
は 

 

皆
等
し
く
「
ご
先
祖
様
」
が
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
。
こ
の
ご
先
祖
様
の
「
心
の
ふ
る
さ
と
」

の
行
事
が
「
お
盆
」
と
い
え
ま
し
ょ
う
。 

「
お
盆
」
に
は
、
ど
の
家
々
に
も
そ
れ 

 

ぞ
れ
の
ご
先
祖
様
が
お
帰
り
に
な
り
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
盆
月
に
入
り
ま
す
と
、
皆
様

方
は
、
ま
心
を
こ
め
て
お
仏
壇
や
お
墓
の 

お
掃
除
を
し
て
に
ぎ
や
か
に
飾
り
つ
け
や

お
供
え
を
行
い
、
お
も
て
な
し
の
準
備
に 

親
し
ま
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
「
お
迎
火
」
や

「
お
迎
え
提
灯
」
で
ご
先
祖
様
を
お
迎
え
し
、

こ
の
上
な
い
お
も
て
な
し
や
ご
供
養
を 

つ
と
め
ま
す
。 

「
お
盆
」
は
、
正
し
く
は
「
盂
蘭
盆
（
う

ら
ぼ
ん
）
」
と
い
い
、「
仏
説
盂
蘭
盆
経
（
ぶ
っ

せ
つ
う
ら
ぼ
ん
き
ょ
う
）
」
に
由
来
し
ま
す
。「
倒

懸
（
と
う
け
ん
）
」
と
訳
さ
れ
、
人
間
が
逆
さ

に
吊
る
さ
れ
た
大
変
な
苦
し
み
を
意
味
し

ま
す
。 

昔
、
お
釈
迦
様
の
十
大
弟
子
の
一
人
、
目
連

尊
者
（
も
く
れ
ん
そ
ん
じ
ゃ
）
が
、
餓
鬼
道
（
が
き

ど
う
）
に
落
ち
て
飢
え
に
苦
し
ん
で
い
た
亡
き

母
を
お
救
い
す
る
た
め
、
お
釈
迦
様
の
法
力
を

仰
ぎ
、
こ
の
上
な
い
お
も
て
な
し
と
ご
供
養
を

つ
と
め
、
功
徳
を
積
ま
れ
た
行
事
で
す
。 

ご
先
祖
様
は
、
い
ま
生
か
さ
れ
て
い
る
私 

た
ち
の
「
い
の
ち
の
根
源
」
で
す
。
ご
先
祖
様

あ
っ
て
の
私
た
ち
で
ご
ざ
い
ま
す
。
生
か
さ
れ

て
い
る
人
間
と
し
て
、
日
頃
ご
無
沙
汰
し
が
ち

の
ご
先
祖
様
に
、
感
謝
と
報
恩
の
気
持
ち
を 

も
っ
て
、
精
一
杯
の
お
も
て
な
し
と
ご
供
養
を

申
し
上
げ
る
。
さ
ら
に
は
、
自
分
自
身
の
心
の

修
養
に
も
つ
と
め
、
世
の
た
め
・
人
の
た
め
・

家
族
や
自
分
自
身
の
た
め
に
、
平
和
を
祈
念
し

て
仏
道
に
親
し
み
ま
し
ょ
う
と
い
う
、
お
釈
迦

様
か
ら
の
有
難
い
慈
恩
行
の
行
事
な
の
で
す
。 

ど
う
ぞ
、
ご
精
進
く
だ
さ
い
。 

合
掌 
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目
連
尊
者
の
孝
順
心
と
阿
難
尊
者
の
利
行 

お
せ
が
き
供
養
に
こ
め
ら
れ
た
願
い 
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お
盆
は
、
当
山
の
方
丈
様
が
ご
法
話
申
し
上

げ
て
い
る
目
連
尊
者
の
「
亡
き
母
へ
の
孝
順

（
こ
う
じ
ゅ
ん
）
の
ご
供
養
」
に
由
来
し
ま
す
。

ま
た
、「
お
施
餓
鬼
（
お
せ
が
き
・
施
食
会
・
せ
じ

き
え
）
」
は
、
阿
難
尊
者
（
あ
な
ん
そ
ん
じ
ゃ
）
の

餓
鬼
（
が
き
）
供
養
に
は
じ
ま
る
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。 

あ
る
日
、
阿
難
尊
者
が
、
林
の
な
か
で
坐
禅

を
し
て
い
る
と
、
「
焔
口
餓
鬼
（
え
ん
く
が
き
）
」

と
い
う
「
餓
鬼
」
が
あ
ら
わ
れ
ま
し
た
。
や
せ

衰
え
て
の
ど
は
細
く
、
髪
の
毛
は
逆
立
っ
て
い

ま
し
た
。
さ
ら
に
、
名
前
の
通
り
、
口
か
ら
は

火
を
は
い
て
い
ま
し
た
。
と
て
も
恐
ろ
し
く 

醜
い
姿
を
し
て
い
ま
す
。
そ
の
餓
鬼
が
、
阿
難

尊
者
に
こ
う
言
い
ま
す
。
「
あ
な
た
は
三
日
の

う
ち
に
死
ぬ
。
そ
し
て
、
『
餓
鬼
』
に
生
ま
れ

か
わ
る
で
あ
ろ
う
」
。
大
変
驚
い
た
阿
難
尊
者

は
、
救
わ
れ
る
方
法
を
た
ず
ね
ま
す
。
焔
口 

餓
鬼
の
答
え
は
、
「
苦
し
ん
で
い
る
す
べ
て
の

餓
鬼
に
食
べ
も
の
や
飲
み
も
の
を
施
し
、
仏
法

僧
の
三
宝
に
供
養
し
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、

あ
な
た
の
い
の
ち
も
伸
び
、
自
分
た
ち
の
よ
う

な
餓
鬼
も
苦
し
み
か
ら
救
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
」

と
い
う
こ
と
で
し
た
。 

あ
ら
ゆ
る
す
べ
て
の
餓
鬼
を
供
養
す
る
と

い
う
こ
と
は
、
と
て
も
大
変
な
こ
と
で
す
。
そ

こ
で
、
阿
難
尊
者
は
お
釈
迦
さ
ま
に
相
談
し
ま

す
。
お
釈
迦
さ
ま
は
、
「
無
量
威
徳
自
在
光
明

加
持
飲
食
陀
羅
尼
（
む
り
ょ
う
い
と
く
じ
ざ
い
こ
う

み
ょ
う
か
じ
お
ん
じ
き
だ
ら
に
）
」
と
い
う
お
経
と

「
お
経
を
と
な
え
な
が
ら
、
ひ
と
に
ぎ
り
の
食

べ
も
の
を
供
え
れ
ば
、
そ
の
食
べ
も
の
は
無
量

の
食
べ
も
の
や
飲
み
も
の
と
な
っ
て
、
あ
ら
ゆ

る
す
べ
て
の
餓
鬼
た
ち
を
供
養
す
る
こ
と
が

で
き
る
」
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
く
だ
さ
い
ま

し
た
。
阿
難
尊
者
は
、
お
釈
迦
さ
ま
が
教
え
て

く
だ
さ
っ
た
通
り
に
供
養
を
つ
と
め
ま
し
た
。

そ
の
供
養
の
お
か
げ
で
、
餓
鬼
た
ち
も
救
わ
れ
、

阿
難
尊
者
自
身
も
、
長
生
き
を
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。 

こ
の
お
話
が
元
に
な
っ
て
つ
と
め
ら
れ
て

い
る
の
が
、
現
在
の
「
お
施
餓
鬼
」
の
法
要
で

す
。
お
施
餓
鬼
の
法
要
で
は
、
季
節
の
野
菜
や

く
だ
も
の
、
五
色
の
幡
を
た
て
た
「
餓
鬼
飯
（
が

き
め
し
）
」
と
い
わ
れ
る
山
盛
り
の
ご
は
ん
や
お

膳
な
ど
が 

と
こ
ろ
狭
し
と
お
供
え
さ
れ
ま
す
。 

ま
た
、
中
央
に
は
「
三
界
萬
霊
（
さ
ん
が
い
ば
ん

れ
い
）
」
と
書
か
れ
た
大
き
な
お
位
牌
が
お
ま
つ 
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り
さ
れ
ま
す
。
「
三
界
萬
霊
」
と
は
、
あ
ら

ゆ
る
精
霊
さ
ま
・
仏
さ
ま
の
こ
と
で
す
。
自

分
の
ご
先
祖
さ
ま
だ
け
、
自
分
の
大
事
な
仏

さ
ま
だ
け
と
、
垣
根
を
つ
く
る
の
で
は
な
く
、

「
有
縁
無
縁
（
う
え
ん
む
え
ん
）
三
界
萬
霊
」
、

縁
の
あ
る
人
も
縁
の
な
い
人
も
、
す
べ
て
の

仏
さ
ま
・
精
霊
さ
ま
へ
の
ご
供
養
が
お
施
餓

鬼
の
法
要
な
の
で
す
。 

阿
難
尊
者
の
お
話
の
な
か
で
、
大
切
な 

こ
と
は
、
阿
難
尊
者
だ
け
が
救
わ
れ
た
の
で

は
な
く
、
苦
し
む
す
べ
て
の
餓
鬼
た
ち
も
、

と
も
に
救
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。 

存
亡
斉
し
く
導
き 

 

そ
ん
も
う 

ひ
と
し
く 

み
ち
び
き 

怨
親
普
く
利
せ
ん 

 

お
ん
し
ん 

あ
ま
ね
く 

り
せ
ん 

と
い
う
教
え
が
あ
り
ま
す
。「
存
亡
」
と
は
、

い
ま
・
こ
こ
に
生
き
る
、
生
き
と
し
生
け
る

も
の
、
い
ま
は
亡
き
も
の
。
み
ん
な
を
正
し

い
仏
さ
ま
の
教
え
の
道
へ
と
導
く
と
い
う

こ
と
。「
怨
親
」
と
は
、
怨
み
の
あ
る
も
の
、

親
し
き
も
の
。
誰
彼
と
区
別
す
る
こ
と
な
く
、

み
ん
な
と
も
に
、
仏
さ
ま
の
道
を
成
じ
、
仏

さ
ま
の
め
ぐ
み
が
向
け
ら
れ
ま
す
よ
う
に
。

こ
の
こ
と
が
、
お
施
餓
鬼
供
養
の
も
う
ひ
と

つ
の
願
い
と
も
い
え
ま
し
ょ
う
。 

「
餓
鬼
」
は
自
分
の
外
に
い
る
の
で
は
な
く
、

実
は
、
自
分
の
な
か
に
い
る
の
で
す
。
自
分
さ

え
よ
け
れ
ば
よ
い
。
人
の
こ
と
は
知
ら
ん
ぷ
り
。

「
あ
り
が
と
う
」
の
気
持
ち
が
な
い
。
そ
れ
が
、

わ
た
し
た
ち
の
な
か
に
い
る
「
餓
鬼
」
で
す
。

自
分
の
こ
と
ば
か
り
を
考
え
て
は
い
な
い
だ

ろ
う
か
。
人
さ
ま
か
ら
い
た
だ
い
た
も
の
・
親

切
を
「
あ
た
り
ま
え
」
だ
と
思
っ
て
は
い
な
い

だ
ろ
う
か
。
も
の
に
も
・
人
に
も
・
心
に
も
、

感
謝
の
気
持
ち
を
忘
れ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
う
自
分
自
身
に
た
ず
ね
て
み
る
。
感
謝
の
気

持
ち
を
大
切
に
す
る
。
自
分
の
こ
と
は
後
ま
わ

し
「
ど
う
ぞ
お
先
に
」
と
人
さ
ま
を
思
い
や
る

気
持
ち
を
大
切
に
す
る
。
自
分
や
自
分
の
大
切

な
人
だ
け
で
は
な
く
、
み
ん
な
の
し
あ
わ
せ
を

願
う
。
そ
れ
が
、
「
存
亡
斉
し
く
導
き
、
怨
親

普
く
利
せ
ん
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
い

ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
、
い
ま 

い
の
ち
の

あ
る
人
も
・
い
ま
は
亡
き
人
も
、
ど
ん
な
人
も

み
ん
な
で
、
仏
さ
ま
の
道
を
行
じ
、
成
就
し
て

い
き
た
い
と
い
う
お
施
餓
鬼
供
養
の
願
い
へ

の
実
践
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。 

（
副
住
職
し
る
す
） 

  

愛
知
専
門
尼
僧
堂
と 

伊
勢
神
宮
参
拝
の
旅
の
ご
案
内 

昨
年
は
、
大
本
山
永
平
寺
を
は
じ
め
、
北
陸
の

曹
洞
宗
に
ゆ
か
り
の
深
い
寺
院
を
お
参
り
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
本
年
は
、
当
山
の
副
住
職

が
修
行
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
「
愛
知
専
門

尼
僧
堂
」
と
昨
年
「
式
年
遷
宮
（
し
き
ね
ん
せ
ん

ぐ
う
）
」
が
行
わ
れ
た
「
伊
勢
神
宮
」
を
参
拝
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

尼
僧
堂
は
女
性
の
修
行
道
場
で
す
。
尼
僧
堂
で

は
、
青
山
俊
董
（
あ
お
や
ま
し
ゅ
ん
と
う
）
堂
長
老

師
の
ご
導
師
の
も
と
、
修
行
僧
の
皆
さ
ん
に
ご
先

祖
さ
ま
の
追
善
供
養
を
お
つ
と
め
い
た
だ
き
ま

す
。
ま
た
、
青
山
老
師
の
ご
講
話
も
拝
聴
す
る
予

定
で
す
。 

今
年
も
、
皆
様
と
身
心
と
も
に
充
実
し
た
旅
が

で
き
ま
す
こ
と
を
楽
し
み
に
し
て
お
り
ま
す
。 

     

     

愛
知
専
門
尼
僧
堂
と 

伊
勢
神
宮
参
拝
の
旅 

 
 

十
月
三
日
（
金
）
～
四
日
（
土
） 

一
泊
二
日
の
全
行
程
バ
ス
の
旅
で
す 

旅
費 

三
万
五
千
円 

◎ 

詳
細
は 

別
紙
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。 

◎ 

ご
不
明
な
点
は
、
お
気
軽
に
お
た
ず
ね 

く
だ
さ
い
。 
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お
は
な
の 

お
は
な
し 

「
小
菊
」
と
「
ス
プ
レ
ー
菊
」 

       

前
回
の
「
大
菊
」
の
お
話
に
続
き
、
こ
の

お
盆
号
で
は
、「
小
菊
」
と
「
ス
プ
レ
ー
菊
」

に
つ
い
て
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

新
井
寺
の
大
黒
さ
ん
が
こ
の
お
寺
に
嫁

い
だ
頃
は
、
ご
本
堂
に
お
供
え
さ
れ
る
お
花

と
い
え
ば
、
大
菊
と
小
菊
が
ほ
と
ん
ど
で
あ

っ
た
そ
う
で
す
。
い
つ
の
頃
か
ら
か
、
小
菊

の
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
小
菊
よ
り
も
花
が
大

き
い
「
ス
プ
レ
ー
菊
」
が
登
場
す
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
い
ま
す
。 

小
菊
は
、
古
く
か
ら
日
本
に
あ
る
花
で
す

が
、
ス
プ
レ
ー
菊
は
一
九
七
〇
年
代
に
西
洋

で
普
及
し
た
花
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

小
菊
も
ス
プ
レ
ー
菊
も
、
枝
分
か
れ
し
て 

小
さ
な
お
花
を
咲
か
せ
ま
す
が
、
そ
の
違
い

は
「
価
格
と
気
品
深
さ
」
で
す
。
ボ
サ
ボ
サ

と
ボ
リ
ュ
ー
ム
が
あ
り
、
比
較
的
安
価
な
の

が
小
菊
、
総
じ
て
小
菊
よ
り
も
花
が
大
き
く
、 

上
品
な
姿
で
、
大
菊
と
同
じ
く
ら
い
の
価
格

の
も
の
が
ス
プ
レ
ー
菊
で
す
。
日
も
ち
は
産

地
に
よ
り
ま
す
が
、
国
産
の
も
の
で
あ
れ
ば
、

小
菊
も
ス
プ
レ
ー
菊
も
、
同
じ
く
ら
い
日
も

ち
の
よ
い
花
で
す
。 

水
揚
げ
の
方
法
は
、
小
菊
も
ス
プ
レ
ー
菊

も
同
じ
で
、
余
分
な
葉
を
取
り
除
き
、
手
で

折
り
、
た
っ
ぷ
り
の
水
の
中
に
い
れ
、
風
の

あ
た
ら
な
い
と
こ
ろ
に
お
く
こ
と
で
す
。 

小
菊
は
、
つ
ぼ
み
か
ら
開
花
さ
せ
る
の
に

も
経
験
と
技
が
必
要
な
お
花
で
す
。
た
っ
ぷ

り
の
水
と
温
か
な
環
境
が
な
け
れ
ば
、
き
れ

い
に
咲
き
ま
せ
ん
。
寒
い
冬
の
時
期
や
暑
い

夏
は
、
つ
ぼ
み
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
も

あ
る
の
で
、
あ
る
程
度 

開
い
た
も
の
を
購
入

す
る
こ
と
を
お
す
す
め
し
ま
す
。 

花
屋
秋
葉
山
の
仏
花
の
イ
チ
オ
シ
は
ス
プ

レ
ー
菊
で
す
。
ス
プ
レ
ー
菊
は
国
産
と
輸
入

の
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
ご
自
宅
の
お
仏
壇

や
お
祝
い
に
は
国
産(

き
れ
い
・
日
も
ち
が
よ

い
・
ボ
リ
ュ
ー
ム
は
少
な
い)

を
、
お
墓
に
は
輸

入(

形
が
か
わ
い
い
・
葉
は
あ
ま
り
日
も
ち
し
な
い

が
花
は
も
つ
・
ボ
リ
ュ
ー
ム
が
あ
る)

を
お
す
す

め
し
ま
す
。
ス
プ
レ
ー
菊
の
な
か
に
季
節
の

花
が
顔
を
出
し
て
い
る
花
束
は
ボ
リ
ュ
ー
ム

あ
り
、
季
節
感
あ
り
で
お
墓
の
お
花
に
最
適

だ
と
思
い
ま
す
。
是
非
、
ご
利
用
く
だ
さ
い

ま
せ
。 

 
 

花
屋 

秋
葉
山 

店
主
し
る
す 

編 

集 

後 

記 

脅
威
的
に
日
本
列
島
を
襲
っ
た
台
風
八
号

に
、
大
自
然
に
人
間
は
と
う
て
い
か
な
わ
な
い

と
い
う
こ
と
を
再
認
識
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。 

今
夏
、
ひ
と
月
間
の
修
行
道
場
で
の
参
学
の

機
会
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
行
学
（
実
践
と
学

問
）
と
も
に
、
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
学
ば
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
な
か
で
、
最
も
大
き

な
学
び
は
、
自
分
自
身
の
疎
学
さ
と
菩
提
心
の

貧
し
さ
に
気
づ
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
に

思
い
ま
す
。
尼
僧
堂
を
お
い
と
ま
し
て
十
年
、

勉
強
や
経
験
を
積
ん
で
き
た
つ
も
り
で
し
た

が
、
そ
れ
は
万
分
の
一
に
も
満
た
な
い
こ
と
、

そ
し
て
、
心
得
違
い
を
す
る
と
、
修
行
の
妨
げ

に
な
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
が
、
根
拠
の
な
い
自
信

を
生
じ
さ
せ
、
自
分
勝
手
な
仏
道
へ
と
導
い
て

い
く
と
感
じ
た
か
ら
で
す
。 

毫
釐
（
ご
う
り
）
も
差
あ
れ
ば
、
天
地
は
る

か
に
隔
（
へ
だ
た
）
り
、
違
順
（
い
じ
ゅ
ん
）
わ
ず

か
に
起
れ
ば
、
紛
然
（
ふ
ん
ね
ん
）
と
し
て

心
（
し
ん
）
を
失
す
。 

 
 

普
勧
坐
禅
儀 

こ
の
機
会
が
な
け
れ
ば
、
わ
た
し
の
修
行
は
、

退
転
し
、
脚
下
を
見
失
っ
て
い
た
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
こ
の
ご
縁
に
感
謝
し
て
い
ま
す
。 

暑
さ
き
び
し
き
み
ぎ
り
、
ど
う
ぞ
、
ご
自
愛

く
だ
さ
い
ま
せ
。 

 
 

編
集
小
子 

合
掌 

愛知県産 

スプレー菊「サバ」  


