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●
お
盆
と
は 

 

 
 

お
盆
と
は
旧
暦
の
七
月
十
五
日
を
中
心
に
行
わ
れ
る
先
祖
供
養
の
儀
式
で
、
先

祖
の
霊
が
あ
の
世
か
ら
現
世
に
戻
っ
て
き
て
、
家
に
迎
え
入
れ
一
緒
に
過
ご
し
再

び
あ
の
世
に
帰
っ
て
い
く
と
い
う
日
本
古
来
の
信
仰
と
仏
教
が
結
び
つ
い
て
出
来

た
行
事
で
す
。 

多
く
の
地
方
で
八
月
十
三
日
の
「
迎
え
盆
」
か
ら
十
六
日
の
「
送
り
盆
」
ま
で
の

四
日
間
を
お
盆
と
し
て
い
る
の
が
ほ
と
ん
ど
で
す
が
、
地
域
に
よ
っ
て
は
七
月
一

杯
や
、
旧
暦
通
り
七
月
十
五
日
を
中
心
に
行
う
所
も
あ
り
ま
す
。 

 

お
盆
は
彼
岸
と
な
ら
ん
で
、
我
々
の
慣
習
に
溶
け
込
ん
だ
仏
教
行
事
と
い
っ
て

い
い
で
し
ょ
う
。 

お
盆
は
正
式
に
は
「
盂
蘭
盆
会
」(

う
ら
ぼ
ん
え)

と
い
い
ま
す
。
お
盆
の
起
源
と
な

っ
た
物
語
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
す
。 

お
釈
迦
様
の
弟
子
達
の
中
に
目
連
尊
者
と
い
う
人
が
い
ま
し
た
。
彼
は
遠
く
の

も
の
ご
と
を
居
な
が
ら
に
し
て
見
聞
出
来
、
他
人
の
心
を
見
通
す
力
を
も
っ
て
い

ま
し
た
。
あ
る
時
、
目
連
は
亡
き
母
の
供
養
を
す
る
た
め
、
神
通
力
使
っ
て
死
後

の
世
界
を
眺
め
て
み
ま
し
た
。
す
る
と
母
は
餓
鬼
道
に
堕
ち
て
逆
さ
づ
り
に
さ
れ

て
苦
し
ん
で
い
ま
し
た
。
目
連
は
驚
き
悲
し
み
、
神
通
力
で
ご
飯
を
母
に
届
け
よ

う
と
し
ま
す
が
ど
う
し
て
も
届
け
る
事
が
出
来
ま
せ
ん
。 

 

目
連
は
お
釈
迦
様
に
助
け
を
求
め
ま
す
。「
お
ま
え
の
母
の
罪
は
あ
ま
り
に
も
重

い
の
で
、
お
ま
え
の
力
だ
け
で
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。
し
か
し
七
月
十
五
日
に

大
勢
の
僧
が
過
去
を
反
省
し
懺
悔
し
て
修
行
に
い
そ
し
む
日
が
迫
っ
て
い
る
。
こ

の
日
に
僧
達
に
た
く
さ
ん
の
ご
馳
走
を
お
供
え
し
、
母
の
為
に
供
養
を
頼
む
が
よ

い
。」
と
言
わ
れ
た
通
り
に
す
る
と
、
目
連
の
母
は
救
い
を
受
け
る
事
が
出
来
た
と

言
い
ま
す
。 

 

翌
年
か
ら
こ
の
法
要
が
恒
例
化
し
、「
盂
蘭
盆
会
」(

う
ら
ぼ
ん
え)

と
呼
ば
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

盂
蘭
盆
と
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
「
逆
さ
づ
り
」
を
意
味
す
る
「
ウ
ラ
ン
バ
ナ
」

の
訛
り
と
い
う
一
説
も
あ
り
ま
す
。 

 

浄
土
真
宗
で
は
、
人
間
は
死
ん
だ
ら
あ
の
世
や
天
国
へ
行
く
な
ど
と
は
言
い
ま

せ
ん
。
亡
く
な
っ
た
人
で
阿
弥
陀
様
に
救
わ
れ
て
い
る
人
は
浄
土
に
生
ま
れ
て
大

活
動
す
る
の
で
墓
石
の
下
な
ど
に
は
い
な
い
の
で
す
。 

だ
か
ら
と
い
っ
て
お
盆
を
無
視
せ
よ
と
も
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

真
宗
門
徒
に
と
っ
て
の
お
盆
は
こ
の
時
期
に
、
自
ら
の
日
々
の
有
り
様
を
か
え
り

み
、
ご
先
祖
様
方
か
ら
仏
法
に
遇
わ
せ
て
頂
い
た
ご
縁
に
喜
び
・
感
謝
さ
せ
て
頂

き
、
家
族
み
ん
な
で
お
参
り
を
あ
ら
た
め
て
さ
せ
て
頂
く
と
い
う
仏
事
な
の
で
す
。 
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第
二
号 

 

住
職
挨
拶 

先
ず
始
め
に
、 

盛
夏
の
候
、
お
檀
家
の
皆
さ
ま
に
お
か
れ
ま
し
て
は
如
何
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。 

連
日
の
お
か
し
な
気
候
に
よ
る
、
身
体
へ
の
影
響
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
。 

最
近
は
エ
コ
と
い
っ
て
冷
房
を
控
え
た
り
す
る
方
も
多
い
よ
う
で
す
が
、
身
体
に

無
理
の
無
い
程
々
の
加
減
に
し
て
下
さ
い
。 

我
慢
を
し
す
ぎ
る
と
か
え
っ
て
具
合
を
悪
く
し
て
し
ま
い
ま
す
。 

も
う
す
ぐ
梅
雨
も
明
け
、
あ
っ
と
い
う
間
に
お
盆
・
お
彼
岸
と
い
う
時
期
に
な
っ

て
ま
い
り
ま
し
た
。 

今
回
は
お
盆
と
お
彼
岸
等
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
記
事
を
掲
載
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。 
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■
彼
岸
に
つ
い
て 

 
彼
岸
と
は
春
と
秋
の
年
二
回
、
春
分
の
日
と
秋
分
の
日
に
中
日
と
し
て
行
わ

れ
る
仏
教
行
事
で
す
。
こ
の
行
事
は
、
イ
ン
ド
や
中
国
な
ど
に
は
無
い
日
本
独
自

の
行
事
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
始
ま
り
は
、
奈
良
時
代
に
政
争
に
巻
き
込
ま
れ
、
無

念
の
死
を
と
げ
た
早
良
親
王
（
仏
教
を
深
く
信
仰
し
て
い
た
）
を
弔
う
た
め
に
全

国
の
僧
侶
が
読
経
し
た
事
が
始
ま
り
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
（「
日
本
後
紀
」
に
記

述
）。
そ
れ
が
や
が
て
世
間
に
広
ま
り
、
春
分
、
秋
分
の
日
に
死
者
を
供
養
す
る
よ

う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

仏
教
で
は
西
方
浄
土
と
言
っ
て
、
西
方
を
大
切
に
し
ま
す
。「
西
」
は
太
陽
の
沈

む
方
角
で
あ
り
、
一
日
の
営
み
が
終
わ
り
、
す
べ
て
が
安
ら
か
に
終
わ
る
象
徴
的

な
方
角
で
あ
り
、
す
べ
て
の
存
在
が
最
期
に
帰
っ
て
い
く
世
界
を
表
し
て
い
ま
す
。

春
分
と
秋
分
の
日
は
太
陽
が
真
東
か
ら
昇
り
、
真
西
に
沈
む
、
ま
さ
に
人
間
が
最

期
に
帰
っ
て
い
く
西
方
浄
土
を
思
う
こ
と
が
で
き
る
最
適
な
日
だ
っ
た
の
で
し
ょ

う
。 

 

「
彼
岸
」
と
い
う
言
葉
に
対
し
て
は
“
死
後
の
世
界
”
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を

持
た
れ
る
か
た
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
「
彼
岸
」
と
い
う
言

葉
は
、
本
来
そ
う
い
う
ど
こ
か
別
世
界
を
指
す
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。
迷
い
と

苦
し
み
の
中
で
生
死
す
る
私
た
ち
の
世
界
を
「
此
岸
」（ｼｶﾞﾝ

）
と
表
し
、
そ
こ
か

ら
解
放
さ
れ
た
仏
教
の
理
想
の
境
地
を
「
彼
岸
」
と
表
現
し
た
の
で
す
。 

私
た
ち
が
生
き
る
「
此
岸
」
と
は
、
自
ら
の
存
在
ば
か
り
を
主
張
し
て
、
自
分

の
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
も
の
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
世
界
で
す
。
そ
ん
な
私
た

ち
の
在
り
方
を
映
し
出
す
た
め
に
、
阿
弥
陀
の
世
界
（「
彼
岸
」
の
世
界
）
は
言
葉

と
な
り
、
物
語
が
お
経
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
き
ま
し
た
。 

い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
選
ば
ず
、
嫌
わ
ず
、
見
捨
て
ず
、
と
い
う
阿
弥
陀
仏

の
浄
土
の
世
界
と
し
て
の
「
彼
岸
」
は
「
此
岸
」
に
も
が
き
苦
し
む
私
た
ち
に
知

ら
し
め
る
言
葉
と
な
っ
て
は
た
ら
き
続
け
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
日
頃
の
自

ら
の
在
り
方
（
此
岸
の
生
き
方
）
に
対
す
る
問
い
や
、
私
た
ち
が
煩
悩
を
抱
え
て

い
る
身
で
あ
り
な
が
ら
、
自
ら
を
絶
対
化
し
て
い
る
事
に
気
付
い
て
ほ
し
い
と
い

う
、
深
い
願
い
（
本
願
）
が
か
け
ら
れ
て
い
ま
す
。 

■
真
宗
寺
年
間
行
事
の
ご
案
内 

 

定
例
聞
法
会 
 

七
月
二
十
五
日
（
木
）、
八
月
二
十
五
日
（
日
）、 

十
月
二
十
五
日
（
金
）
毎
月
十
時
半
よ
り 

※
真
宗
寺
の
本
堂
に
て
講
師
の
先
生
よ
り
毎
月
二
十
五
日
に
お

檀
家
の
皆
様
に
浄
土
真
宗
（
親
鸞
聖
人
）
の
教
え
を
分
か
り
や

す
く
ご
法
話
し
て
下
さ
る
会
で
す
。 

 

声
明
会 

 
 
 

七
月
二
十
一
日
（
日
）、 

八
月 

 

十
八
日
（
日
）、
九
月 

 

十
五
日
（
日
）、 

十
月 

 

二
十
日
（
日
） 

毎
月
第
三
日
曜
日
午
後
二
時
よ
り 

※
真
宗
寺
の
住
職
が
お
檀
家
の
皆
様
に
浄
土
真
宗
の
お
経
を
分

か
り
や
す
く
説
明
し
、
一
緒
に
声
を
出
し
な
が
ら
皆
様
と
ふ
れ

あ
う
会
で
す
。 

秋
彼
岸 

永
代
経
法
要 

 

九
月 

 

二
十
三
日
（
月
）
十
時
半
よ
り 

報
恩
講 

 
 
 

十
一
月 

 

十
一
日
（
月
）
十
時
よ
り 

鐘
つ
き 

 
 
 

十
二
月
三
十
一
日
（
火
）
午
後
十
一
時
四
十
五
分
頃
よ
り 

お
寺
で
夏
の 

お
楽
し
み
会 

 

八
月
二
十
五
日
（
日
）
午
後
五
時
よ
り 
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私
た
ち
真
宗
門
徒
は
こ
れ
ま
で
、
人
の
死
の
悲
し
み
を
通
し
て
儀
式
を
勤
め
、

聞
法
し
、
死
に
お
い
て
見
え
て
く
る
生
の
本
質
を
教
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
で
す

か
ら
、
真
宗
に
お
い
て
「
彼
岸
」
と
は
「
此
岸
」
に
生
き
る
私
た
ち
に
向
け
ら
れ

た
呼
び
か
け
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
お
寺
に
お
墓
を
お
持
ち
の

方
々
は
、
お
彼
岸
に
年
中
行
事
と
し
て
お
墓
参
り
を
な
さ
れ
る
方
が
多
い
と
思
い

ま
す
。
そ
れ
は
亡
き
人
へ
の
お
参
り
だ
け
で
な
く
、
仏
様
（
御
先
祖
様
）
の
ご
縁
・

促
し
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
在
り
方
を
見
つ
め
な
お
し
、
仏
法
に
出
会
え
た
事
に
感

謝
し
て
お
参
り
頂
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。 
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■
現
代
に
生
き
る
仏
教
語 

●
有
り
難
い 

 

「
あ
り
が
と
う
」
は
、
一
般
に
感
謝
の
気
持
ち
や
お
礼
の
心
を
表
現
す
る
日
常

語
で
す
。
仏
教
の
三
帰
依
文
に
は
、「
人
身
受
け
難
し
、
今
す
で
に
受
く
、
仏
法
聞

き
難
し
、
今
す
で
に
聞
く
」
と
あ
り
ま
す
が
、
人
間
と
し
て
生
を
受
け
、
仏
教
に

出
遇
え
る
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
こ
と
で
あ
り
、
有
り
難
い
こ
と
な
の
で
す
。
文

字
通
り
「
有
り
難
い
」
と
は
、
有
る
の
が
困
難
で
珍
し
い
と
い
う
意
味
に
な
り
ま

す
。
こ
の
意
味
か
ら
、
貴
重
で
あ
り
、
も
っ
た
い
な
い
、
畏
れ
多
い
と
い
う
感
謝

の
言
葉
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。 

●
安
心 

 

安
心
と
は
、
心
配
が
な
く
心
が
安
ら
か
な
こ
と
で
す
。
仏
教
で
は
、
仏
法
に
よ

っ
て
心
の
安
ら
ぎ
を
得
て
、
動
ず
る
こ
と
の
な
い
境
地
を
指
し
て
い
ま
す
。
禅
宗

で
は
、「
あ
ん
し
ん
」
と
読
み
、
修
行
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
安
定
し
た
境
地
を
い
い

ま
す
。
浄
土
真
宗
で
は
、「
あ
ん
じ
ん
」
と
読
ん
で
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
信
じ
、

念
仏
し
て
浄
土
に
往
生
で
き
る
こ
と
を
確
信
し
て
、
何
事
に
も
左
右
さ
れ
な
い
心

を
い
い
ま
す
。 

●
看
病 

 

本
来
、
仏
教
の
修
行
者
の
こ
と
を
看
病
者
と
い
い
ま
す
が
、
現
在
で
は
修
行
者

で
あ
る
僧
侶
は
死
ん
で
か
ら
の
役
割
と
理
解
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、『
大
言
海
』

に
は
、
僧
侶
の
説
法
・
呪
法
な
ど
を
し
て
病
者
を
癒
す
こ
と
」
と
あ
り
、『
梵
網
経
』

に
は
、「
看
護
福
田
は
、
第
一
の
福
田
な
り
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
仏
教
に
お
い
て

看
護
は
大
変
重
要
な
行
い
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
仏
教
ホ
ス
ピ
ス
に
相
当

す
る
ビ
ハ
ー
ラ
と
は
、
死
の
不
安
や
苦
し
み
か
ら
の
解
放
の
為
に
病
め
る
人
を
看

護
し
、
最
後
ま
で
援
助
す
る
全
人
的
な
看
取
り
の
運
動
や
心
、
施
設
を
意
味
し
て

い
ま
す
。
長
岡
に
あ
る
西
病
院
は
、
日
本
で
唯
一
の
仏
教
ビ
ハ
ー
ラ
の
施
設
で
す
。 

●
大
袈
裟 

 

大
げ
さ
と
言
え
ば
、
実
像
よ
り
誇
大
に
表
現
す
る
意
味
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

文
字
通
り
、
袈
裟
は
僧
侶
が
身
に
着
け
て
い
る
法
衣
の
事
に
な
り
ま
す
か
ら
、
大

き
な
袈
裟
と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。
お
釈
迦
様
の
時
代
に
は
、
道
端
に
落
ち
て

い
る
布
切
れ
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
衣
を
作
り
、
こ
れ
を
糞
掃
衣
（
ふ
ん
ぞ
う
え
）

と
い
い
、
非
常
に
粗
末
な
衣
に
す
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
仏
教
が
、
日
本

に
伝
来
し
て
か
ら
、
袈
裟
は
華
美
に
装
飾
さ
れ
、
儀
式
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

僧
侶
が
仰
々
し
く
掛
け
て
い
る
様
子
か
ら
、
大
袈
裟
と
い
う
意
味
に
な
り
ま
し
た
。

我
々
僧
侶
に
対
す
る
戒
め
で
す
。 

●
お
陰
様 

 

「
お
陰
様
」
は
、
日
常
的
に
使
う
感
謝
の
心
を
表
現
す
る
言
葉
で
す
。
お
蔭
と

は
、
神
仏
の
助
け
や
加
護
の
事
で
し
た
が
、
人
か
ら
受
け
る
恩
恵
や
力
添
え
の
意

味
に
変
化
し
て
い
ま
す
。
お
釈
迦
さ
ま
は
、
六
方
（
東
西
南
北
上
下
）
の
礼
拝
に

つ
い
て
、
東
を
拝
む
時
は
父
母
に
対
し
、
南
方
は
師
に
対
し
、
西
方
は
妻
子
に
、

北
方
は
友
人
に
、
上
方
は
沙
門
（
僧
侶
）
に
、
下
方
は
目
下
の
も
の
の
御
苦
労
に

感
謝
し
、
合
掌
せ
よ
と
説
明
し
て
い
ま
す
。（「
シ
ン
ガ
ー
ラ
カ
へ
の
教
え
」『
六
方

礼
拝
経
』）
仏
教
は
、
全
て
の
者
は
、
互
い
に
関
係
し
合
い
多
く
の
者
の
力
や
お
陰
、

恩
恵
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
と
説
き
ま
す
。
自
分
ひ
と
り
の
力
で
生
き
て
い

る
人
間
は
一
人
も
い
ま
せ
ん
。
も
し
い
る
と
す
れ
ば
、
驕
慢
な
権
力
者
に
過
ぎ
な

い
で
し
ょ
う
。 
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■
二
十
一
組 

宗
祖
七
百
五
十
回
御
遠
忌
法
要
を
終
え
て 

 
先
日
、
三
条
教
区
２
１
組
に
よ
る
浄
土
真
宗
の
開
祖
で
あ
ら
れ
ま
す
、
親
鸞
聖

人
の
７
５
０
回
御
遠
忌
法
要
が
５
月
２
５
日
に
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。 

先
ず
は
、
５
０
年
に
一
度
と
い
う
大
法
要
に
、
真
宗
寺
の
沢
山
の
御
門
徒
皆
さ
ん

に
、
御
参
詣
頂
き
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

こ
の
宗
祖
御
遠
忌
は
３
つ
の
部
門
に
分
か
れ
て
事
業
を
し
て
お
り
ま
し
た
。
イ

ベ
ン
ト
部
門
で
は
、「
親
鸞
さ
ん
歩
」
と
い
う
本
を
発
行
し
寺
町
新
潟
の
町
興
し
イ

ベ
ン
ト
（
お
寺
巡
り
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
）
を
し
、
法
要
部
門
で
は
「
念
仏
」
を
テ

ー
マ
に
御
遠
忌
法
要
を
り
ゅ
ー
と
ぴ
あ
（
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
）
に
て
お
勤
め
を

厳
修
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。 

そ
し
て
、
講
演
会
部
門
で
は
講
師
に
養
老
猛
司 

師
・
評
論
家
の
宮
崎
哲
弥 

師
・

大
谷
大
学
教
授
の
一
楽 

真
先
生
を
お
呼
び
し
て
、「
い
の
ち
」
に
つ
い
て
記
念
講

演
を
２
０
１
３
年
９
月
７
日
（
土
）
に
開
く
こ
と
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

こ
の
御
遠
忌
と
い
う
も
の
は
た
だ
、
５
０
年
に
一
度
の
お
祭
り
行
事
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。 

今
を
生
き
る
私
達
が
こ
の
御
遠
忌
を
機
に
何
に
出
会
う
の
か
、
も
し
か
し
た
ら

出
会
っ
て
い
た
の
に
気
付
か
ず
に
い
た
自
分
を
知
る
始
ま
り
だ
と
私
は
思
っ
て
お

り
ま
す
。 

こ
の
御
遠
忌
が
私
達
の
因
と
な
り
、
念
仏
が
縁
と
な
る
の
で
す
。 

た
だ
、
一
言
に
念
仏
と
言
っ
て
も
そ
こ
に
は
、
私
達
の
計
り
し
れ
な
い
重
さ
が
あ

り
ま
す
。 

そ
れ
が
「
い
の
ち
」
で
す
。
親
鸞
聖
人
か
ら
教
わ
り
、
真
宗
寺
の
歴
代
住
職
と
皆

さ
ん
の
ご
先
祖
様
が
今
を
生
き
る
私
達
に
残
し
て
下
さ
っ
た
「
い
の
ち
」
そ
の
も

の
の
継
承
が
念
仏
な
の
で
す
。 

 

そ
の
時
代
に
頻
繁
に
使
わ
れ
た
言
葉
で
あ
っ
て
も
、
現
在
で
は
死
語
と
し
て
使

わ
れ
な
い
言
葉
は
沢
山
あ
り
ま
す
。
時
代
が
流
れ
、
科
学
・
情
報
収
集
能
力
も
優

れ
た
現
代
に
お
い
て
、
過
去
の
歴
史
が
紐
解
か
れ
、
解
明
さ
れ
、
私
達
が
疑
い
も

な
く
信
じ
て
学
ん
だ
教
科
書
の
内
容
で
さ
え
覆
さ
れ
、
変
わ
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。 

そ
の
中
で
、
唯
一
不
変
の
事
実
・
真
実
が
「
念
仏
」
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

７
５
０
年
た
っ
た
今
で
も
「
念
仏
」
は
変
わ
ら
ず
私
達
の
命
に
刻
ま
れ
て
お
り
ま

す
。 因

と
は
種
を
蒔
く
こ
と
（
出
会
う
）、
縁
と
は
育
つ
に
必
要
な
栄
養
分
（
太
陽
・

水
等
）
「
念
仏
」
で
、
果
と
は
花
が
咲
き
・
実
が
な
る
（
信
心
を
得
て
成
仏
す
る
）

こ
の
繰
り
返
し
は
植
物
だ
け
で
な
く
、
私
達
を
含
め
た
生
き
と
し
生
け
る
も
の
全

て
一
緒
（
森
羅
万
象
）
な
の
で
す
。 

私
達
の
先
祖
が
、
念
仏
を
通
し
て
私
達
と
い
う
種
を
蒔
い
た
の
で
す
。 

そ
し
て
私
達
は
御
遠
忌
と
い
う
も
の
に
出
会
い
ま
し
た
。 

親
鸞
聖
人
は
７
５
０
回
忌
法
要
を
す
る
事
を
私
達
に
臨
ん
だ
の
で
は
な
く
、
７
５

０
年
経
っ
た
今
で
も
、
念
仏
の
中
に
私
達
の
命
が
あ
る
と
い
う
真
実
を
伝
え
た
か

っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

今
年
も
お
盆
・
お
彼
岸
と
せ
ま
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
是
非
こ
の
機
会
に
「
い

の
ち
」
に
感
謝
し
て
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
「
お
念
仏
を
」
称
え
て
み
て
は

如
何
で
し
ょ
う
か
。 

き
っ
と
、
仏
様
（
御
先
祖
様
）
も
お
慶
び
に
な
ら
れ
る
事
と
思
い
ま
す
。 
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