
こ
の
夏
、
お
盆
の
忙
し
い
期
間
が

過
ぎ
た
後
、
私
た
ち
夫
婦
と
二
人

の
子
供
と
そ
の
孫
た
ち
総
勢
八
人

で
、
レ
ン
タ
カ
ー
を
借
り
、
舞
鶴

市
に
あ
る
小
さ
な
海
水
浴
場
に
遊

び
に
行
っ
た
。
遊
び
に
行
っ
た
と

い
う
よ
り
は
、
孫
た
ち
を
遊
び
に

連
れ
て
い
っ
た
と
い
う
方
が
正
確

で
あ
る
。

良
く
晴
れ
て
い
て
気
温
は
高
か

っ
た
が
、
そ
れ
以
前
の
猛
暑
と
い

う
ほ
ど
で
は
な
く
、
過
ご
し
や
す

か
っ
た
。
日
本
海
の
海
は
私
た
ち

の
住
ん
で
い
る
甲
子
園
の
浜
と
は

違
い
、
海
水
は
汚
れ
て
な
く
、
ま

た
海
の
色
は
何
と
も
言
え
な
い
美

し
い
青
色
で
、
久
し
ぶ
り
に
自
然

の
美
し
さ
に
ふ
れ
た
。

孫
は
上
が
５
才
、
あ
と
二
人
は

３
才
で
、
か
わ
い
い
盛
り
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
父
親
に
抱
か
れ
て
、

海
に
入
り
、
実
に
楽
し
そ
う
だ
っ

た
。
孫
た
ち
に
と
っ
て
は
海
に
入

る
こ
と
な
ど
は
殆
ど
な
い
か
ら
、

お
そ
ら
く
非
常
に
新
鮮
な
経
験
だ

と
思
う
。

若
い
親
た
ち
も
、
自
分
の
子
供

た
ち
の
満
面
楽
し
さ
が
あ
ふ
れ
て

い
る
顔
を
見
て
、
同
じ
よ
う
に
満

足
そ
う
だ
っ
た
。
私
は
砂
浜
に
敷

い
た
敷
物
の
上
で
、
彼
ら
の
楽
し

ん
で
い
る
様
子
を
見
て
い
た
。

そ
の
時
、
ふ
っ
と
「
こ
う
い
う

の
が
こ
の
世
の
無
上
の
幸
せ
と
い

う
も
の
な
の
だ
ろ
う
」
と
思
っ
た

も
の
で
あ
る
。
こ
の
世
の
幸
福
と

い
う
と
、
豊
か
な
財
産
を
所
有
し
、

豪
華
な
家
に
住
ん
で
、
社
会
的
に

も
名
声
を
得
、
安
定
し
た
地
位
を

確
保
し
て
い
る
よ
う
な
状
態
を
想

像
す
る
け
れ
ど
も
、
幸
せ
と
は
そ

う
い
う
多
く
の
人
の
羨
む
よ
う
な

特
別
な
状
態
で
な
く
と
も
、
平
凡

な
日
常
の
中
に
あ
り
得
る
の
で
あ

る

「
し
あ
わ
せ
」
は
遠
い
未
来

。
の
い
つ
か
ど
こ
か
に
求
め
る
の
で

は
な
く
て
、
案
外
身
近
に
あ
る
も

の
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
子
供
や
孫
た
ち
の
楽
し

そ
う
な
光
景
を
見
て
い
る
な
か
に

も
、
あ
る
悲
哀
感
と
か
不
安
感
が

あ
る
。

今
は
こ
の
よ
う
に
若
い
夫
婦
も

仲
良
く
、
親
子
も
仲
良
く
、
全
員

が
健
康
で
、
経
済
的
に
も
貧
し
い

な
が
ら
何
と
か
や
っ
て
い
け
て
る

と
い
う
状
況
は
、
決
し
て
永
続
的

な
も
の
で
は
な
い
し
、
安
定
し
た

も
の
で
は
な
い
。
子
供
が
一
人
病

気
に
で
も
な
れ
ば
た
ち
ま
ち
悩
み

は
起
こ
る
。
ま
た
夫
婦
の
関
係
や

親
子
の
関
係
が
ぎ
く
し
ゃ
く
す
る

と
、
共
に
仲
良
く
出
か
け
る
こ
と

も
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
孫
が
大
き

く
な
れ
ば
、
進
学
だ
の
、
人
間
関

係
だ
の
、
就
職
だ
の
と
い
う
問
題

も
出
る
だ
ろ
う
。
い
や
こ
れ
を
書

い
て
い
る
私
の
体
も
年
々
老
化
し

て
、
六
十
才
も
過
ぎ
て
く
る
と
、

い
つ
故
障
が
起
こ
る
か
も
わ
か
ら

な
い
。
実
際
、
体
力
や
足
腰
が
弱

っ
て
い
く
の
は
毎
日
の
よ
う
に
実

感
す
る
。

こ
の
よ
う
な
不
安
定
な
人
生
で

あ
り
世
の
中
で
あ
る
。
ま
さ
に
「

三
界
は
安
き
こ
と
な
し
、
な
お
し

火
宅
の
ご
と
し
」
の
仏
語
の
通
り

で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
か
ら
い

う
と
、
現
在
の
こ
の
世
の
幸
せ
と

い
う
も
の
は
「
た
ま
た
ま
」
で
あ

り
、
都
合
の
い
い
因
縁
が
重
な
っ

た
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
世
の
幸
せ

は
「
た
ま
た
ま
の
幸
せ
」
で
あ
っ

て
、
決
し
て
堅
固
な
も
の
で
は
な

い
。そ

う
い
う
こ
と
を
よ
く
承
知
し

た
上
で
、
こ
の
世
の
幸
せ
を
有
難

い
（
あ
る
こ
と
難
い
）
も
の
で
あ

る
こ
と
を
素
直
に
喜
ば
せ
て
い
た

だ
く
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
の
世
の
不
安
定
な

人
生
で
あ
る
が
、
阿
弥
陀
仏
は
い

つ
も
、
因
縁
の
ま
ま
に
生
き
て
い

る
不
安
定
な
私
の
全
存
在
を
受
け

と
め
て
い
て
く
だ
さ
る
。

こ
の
阿
弥
陀
様
に
摂
取
さ
れ
て

い
る
と
い
う
安
定
が
あ
っ
て
、
初

め
て
こ
の
世
の
不
安
定
の
中
を
生

き
る
こ
と
が
で
き

〈
た
ま
た
ま

、

の
幸
せ
〉
の
有
り
難
さ
も
感
じ
さ

せ
て
い
た
だ
く
の
で
あ
る
。

も
し
摂
取
に
よ
る
安
定
が
な
け

れ
ば
、
こ
の
世
の
た
ま
た
ま
の
幸

せ
も
、
私
な
ど
は
そ
の
不
安
定
や

悲
哀
の
影
に
悩
ま
さ
れ
ざ
る
を
得

な
い
で
あ
ろ
う
し
、
こ
の
世
の
幸

せ
の
有
り
難
さ
も
素
直
に
喜
べ
な

い
と
思
う
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
こ

の
世
の
幸
せ
を
さ
ら
に
外
に
探
し

求
め
る
と
い
う
過
度
の
欲
求
に
傾

い
て
い
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
了
）
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『
大
経
』
に
言
わ
く
、
欲
覚
・
瞋

よ
つ
か
く

覚
・
害
覚
を
生
ぜ
ず
、
欲
想
・
瞋

想
・
害
想
を
起
こ
さ
ず

色
・

声

。

し
よ
う

・
香
・
味
の
法
に
着
せ
ず
。
忍
力

成
就
し
て
衆
苦
を
計
ら
ず
。
少
欲

し

ゆ

く

知
足
に
し
て
、
染
・
恚
・
痴
な
し
。

い

三
昧
常
寂
に
し
て
、
智
慧
無
碍
な

り
。
虚
偽
諂
曲
の
心
あ
る
こ
と
な

こ

ぎ

て
ん
ご
く

し
。
和
顔
愛
語
に
し
て
、

意

を

こ
こ
ろ

先
に
し
て
承

問
す
。
勇
猛
精
進

じ
よ
う
も
ん

、

。

に
し
て

志
願

惓

き
こ
と
な
し

も
の
う
き

専
ら
清

白
の
法
を
求
め
て
、
も

し
よ
う
び
や
く

っ
て
群
生
を
恵
利
し
き
。
三
宝
を

え

り

恭
敬
し
師
長
に
奉
事
し
き
。
大
荘

く
ぎ
よ
う

ぶ

じ

、

厳
を
も
っ
て
衆

行
を
具
足
し
て

し
ゆ
ぎ
よ
う

も
ろ
も
ろ
の
衆
生
を
し
て
功
徳
成

就
せ
し
む
、
と
の
た
ま
え
り
。

（
仏
説
無
量
寿
経
よ
り
）

「
法
蔵
菩
薩
は
、
衆
生
の
無
明

Ｄ（
迷
い
）
煩
悩
を
除
い
て
、
智
慧

と
慈
悲
の
円
満
せ
る
仏
に
成
ら
し

め
た
い
と
願
い
、
私
た
ち
の
罪
悪

を
引
き
受
け
て
修
行
を
さ
れ
た
、

そ
の
修
行
の
内
容
の
一
部
が
こ
の

大
無
量
寿
経
の
経
文
に
表
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
こ
に
大
乗
の
菩
薩
の

姿
が
よ
く
表
さ
れ
て
い
る
と
思
い

ま
す
」

「
大
乗
の
菩
薩
と
は
ど
の
よ
う

Ｆな
お
方
な
の
で
し
ょ
う
か
」

「
や
さ
し
く
い
う
と
、
他
の
人

Ｄ々
の
幸
せ
の
た
め
生
き
て
自
ら
の

楽
は
求
め
ず
、
他
の
人
々
の
苦
を

自
ら
が
受
け
て
い
く
、
そ
う
い
う

お
方
で
す
」

「
非
常
に
気
高
い
精
神
で
す
が
、

Ｆ人
々
の
幸
せ
と
は
何
で
す
か
」

「
基
本
的
に
は
大
涅
槃
の
楽
の

Ｄこ
と
で
、
悟
り
に
よ
る
安
ら
か
な

境
界
で
す
。
菩
薩
は
そ
れ
を
基
軸

と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
衆
生
の
苦

を
除
き
、
安
楽
を
与
え
よ
う
と
す

る
の
で
す
」

「
自
ら
の
楽
は
求
め
ず
、
他
の

Ｆ苦
を
引
き
受
け
て
い
く
と
い
う
の

は
非
常
に
気
高
い
生
き
方
で
す

ね
」「

こ
う
し
た
菩
薩
の
行
い
を
代

Ｄ受
苦
と
申
し
ま
す
」

「
代
受
苦
と
は
」

Ｆ
「
他
に
代
わ
っ
て
自
ら
が
苦
を

Ｄ受
け
る
こ
と
で
す
。
華
厳
経
に
は
、

菩
薩
は

未
来
の
は
て
を
つ
く
し
て
も
、
衆

生
に
力
を
さ
さ
げ
、
つ
い

に
は
解
脱
を
得
し
め
よ
う

と
思
い
、
は
て
し
な
き
生

死
の
な
か
で
、
う
ま
ず
、

た
ゆ
ま
ず
、
い
か
な
る
地、

獄
の
苦
し
み
を
受
け
て
も

衆
生
の
た
め
に
力
を
つ
く
す
。

あ
る
い
は

わ
た
し
は
、
無
数
の
世
界
の
、
一

々
の
衆
生
の
た
め
に
、
地
獄
の
苦

し
み
を
う
け
よ
う
。
ま
た
、
諸
仏

が
世
に
お
出
ま
し
に
な
り
、
衆
生

が
、
そ
の
た
め
に
楽
し
み
を
う
け

て
も
、
わ
た
し
は
、
地
獄
の
苦
し

み
を
な
め
た
の
ち
に
、
は
じ
め
て

無
上
の
さ
と
り
を
完
成
し
よ
う
。

あ
る
い
は

わ
た
し
は
、
一
切
の
衆
生
に
か
わ

っ
て
、
一
切
の
苦
し
み
を
う
け
よ

う
。
そ
し
て
、
一
切
の
衆
生
を
し

て
、
こ
と
ご
と
く
涅
槃
に
至
ら
し

、

、

め
た
の
ち

は
じ
め
て
わ
た
し
は

無
上
の
さ
と
り
を
完
成
し
よ
う
。

と
説
か
れ
て
い
ま
す
」

「
こ
の
よ
う
な
菩
薩
の
生
き
方

Ｆこ
そ
、
真
実
と
は
何
か
、
真
実
の

生
き
方
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
を

表
し
て
い
る
の
で
す
ね
」

「
こ
の
菩
薩
精
神
は
ま
さ
に
阿

Ｄ弥
陀
仏
の
前
身
で
あ
る
法
蔵
菩
薩

の
精
神
で
す
ね
。
そ
し
て
代
受
苦

の
精
神
は
、
法
蔵
菩
薩
の
志
願
と

し
て
、
無
量
寿
経
の
嘆
仏
偈
に
表

さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
に

吾
誓
う
、
仏
を
得
ん
に
、
普
く

こ
の
願
を
行
ぜ
ん
。
一
切
の
恐
懼

に

た
め
に
大
安
を
作
さ
ん

乃

、

。（

至
）

か
く
の
ご
と
く
精
進
に
し
て
、
威

神
量
り
難
か
ら
ん
。

我
仏
に
作

ら
ん
、
国
土
を
し
て
第
一
な
ら
し

め
ん

（
乃
至
）

。

た
と
い
、
身
を
も
ろ
も
ろ
の
苦
毒

の
中
に
止
る
と
も
、
我
が
行
、
精。

進
に
し
て

忍
び
て
終
に
悔
い
じ

と
表
白
さ
れ
て
い
ま
す
。
法
蔵
菩

薩
が
、
自
身
が
仏
に
な
る
た
め
の

修
行
を
行
う
の
は
、
一
切
の
お
そ

れ
お
の
の
い
て
い
る
衆
生
に
大
い

な
る
真
の
安
ら
ぎ
を
与
え
る
た
め

で
す
。
こ
の
願
行
を
勤
め
励
む
こ

と
に
よ
っ
て
仏
に
な
り
、
一
切
衆

生
を
迎
え
い
れ
る
浄
土
を
、
こ
の

上
な
き
尊
い
安
ら
か
な
領
域
と
し

て
開
き
、
衆
生
を
浄
土
に
生
ま
れ

し
め
る
た
め
に
、
無
間
地
獄
の
苦

の
中
に
留
ま
ろ
う
と
も
、
修
行
を

や
め
ず
け
っ
し
て
後
悔
し
な
い
、

と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
の

苦
毒
と
い
う
の
が
阿
鼻
地
獄
の
こ

と
で
、
阿
鼻
地
獄
の
苦
を
受
け
て

も
衆
生
を
助
け
る
た
め
の
修
行
に

励
ん
で
悔
い
る
こ
と
は
な
い
、
と

仰
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た

法
蔵
菩
薩
の
願
い
と
修
行
に
よ
っ

て
、
南
無
阿
弥
陀
仏
が
で
き
た
の

で
す
」

「
南
無
阿
弥
陀
仏
は
阿
弥
陀
仏

Ｆ

の
大
悲
の
ご
苦
労
に
よ
っ
て
で
き

た
の
で
す
ね
」

「
え
え
、
そ
う
い
う
南
無
阿
弥

Ｄ陀
仏
だ
か
ら
、
そ
れ
を
い
た
だ
い

て
称
え
る
人
は
浄
土
に
生
ま
れ
、

仏
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

す
」【

補
説
】

無
量
寿
経
に
説
か
れ
て
い
る
、

い
わ
ゆ
る
法
蔵
菩
薩
が
修
行
を
さ

れ
る
の
は
、
自
ら
が
こ
の
上
な
い

悟
り
を
完
成
し
仏
に
な
ら
れ
る
、

そ
の
目
的
は
、
仏
の
功
徳
に
よ
っ

て
一
切
衆
生
の
苦
を
除
き
、
楽
を

与
え
る
た
め
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る

利
他
の
た
め
の
修
行
で
あ
る
。

菩
薩
は
な
ぜ
修
行
を
さ
れ
る
の

か
、
そ
れ
は
他
の
衆
生
に
ま
こ
と

の
楽
を
与
え
ん
が
た
め
で
あ
る
。

し
か
も
そ
の
楽
と
は
、
涅
槃
（

さ
と
り
）
の
楽
で
あ
り
、
涅
槃
の

さ
と
り
を
実
現
し
た
衆
生
は
今
度

は
他
の
衆
生
を
救
う
た
め
に
利
他

の
行
を
す
る
。

法
蔵
菩
薩
が
衆
生
を
救
う
の
は

衆
生
を
救
う
て
菩
薩
に
な
ら
し
め

ん
が
た
め
で
あ
り
、
菩
薩
に
し
て

他
の
衆
生
を
救
う
活
動
に
あ
ら
せ

た
い
た
め
で
あ
る
。

私
た
ち
は
つ
ね
に
楽
を
求
め
て

い
る
。
し
か
し
そ
の
楽
は
、
た
だ

自
分
あ
る
い
は
自
分
の
家
族
だ
け

（
三
十
八
）

真
宗
問
答

法
蔵
菩
薩
の
修
行
２



の
楽
を
求
め
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど

で
、
そ
れ
は
裏
か
ら
言
う
と
、
私

た
ち
は
自
分
が
楽
に
な
る
た
め
に

他
者
に
苦
痛
や
苦
労
を
お
し
つ

け
、
他
者
が
そ
れ
に
よ
っ
て
苦
を

受
け
る
こ
と
に
は
配
慮
し
な
い
の

で
あ
る
。

最
近
の
食
品
の
安
全
に
か
ん
す

る
事
件
で
も
、
自
分
た
ち
の
会
社

が
儲
か
る
た
め
に
は
消
費
者
の
被

害
や
苦
痛
を
顧
み
な
い
点
が
一
番

の
問
題
で
あ
る
。

そ
し
て
、
弱
肉
強
食
の
社
会
で

は
、
弱
者
が
強
者
の
利
益
確
保
の

た
め
に
不
利
益
を
こ
う
む
る
。

社
会
一
般
だ
け
の
こ
と
で
は
な

い
。
平
生
の
自
分
の
生
き
方
や
行

動
を
反
省
す
る
と
、
自
分
の
楽
の

た
め
に
、
周
り
の
人
に
苦
を
意
識

的
無
意
識
的
に
お
し
つ
け
て
い
る

場
合
が
多
い
。

「
自
ら
の
楽
を
求
め
ず
、
他
の

苦
し
み
を
引
き
受
け
る
」
と
い
う

菩
薩
の
生
き
方
に
照
ら
さ
れ
て
、

私
た
ち
の
生
活
の
姿
が
浮
き
彫
り

に
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
教
え
が
あ

っ
て
、
自
分
た
ち
の
姿
が
あ
る
べ

き
姿
で
は
な
い
こ
と
が
知
ら
さ
れ

る
。
菩
薩
の
生
き
方
が
真
実
だ
か

ら
、
真
実
に
背
い
て
い
る
我
が
身

の
あ
り
方
が
照
ら
し
出
さ
れ
る
。

し
か
も
法
蔵
菩
薩
は
自
ら
の
楽

を
求
め
て
他
に
苦
を
押
し
つ
け
て

生
き
て
い
る
よ
う
な
私
た
ち
を
救

う
て
、
そ
の
罪
を
除
き
、
悟
り
の

智
慧
を
完
成
さ
せ
て
、
利
他
の
菩

薩
に
し
よ
う
と
さ
れ
る
。
そ
れ
が

南
無
阿
弥
陀
仏
の
働
き
で
あ
る
。

単
に
私
た
ち
を
救
う
て
苦
を
除

く
だ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
他
の

衆
生
を
救
う
徳
を
完
成
さ
せ
、
返

っ
て
衆
生
の
苦
を
引
き
受
け
る
菩

薩
に
し
て
く
だ
さ
る
、
そ
れ
こ
そ

が
如
来
法
蔵
の
衆
生
救
済
の
目
的

で
あ
る
。

親
殺
し
の
阿
闍
世
は
釈
尊
の
大

悲
に
救
わ
れ
た
が
、
そ
の
阿
闍
世

世
尊
、
我
常
に
阿
鼻
地
獄

に

「
、

に
在
り
て
、
無
量
劫
の
中
に
も
ろ

も
ろ
の
衆
生
の
た
め
に
苦
悩
を
受

」

け
し
む
と
も
、
も
っ
て
苦
と
せ
ず

と
い
う
願
心
が
起
こ
る
。

阿
弥
陀
仏
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る

と
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
が
こ

こ
に
出
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
現

在
の
私
ど
も
が
お
念
仏
を
頂
い
た

か
ら
と
い
っ
て
、
と
て
も
と
て
も

菩
薩
の
よ
う
な
生
き
方
が
で
き
る

と
い
う
の
で
は
な
い
。
生
き
様
は

昔
と
変
わ
ら
な
い
と
い
っ
て
も
過

言
で
は
な
か
ろ
う
。
た
だ
、
凡
夫

の
現
在
の
生
き
方
が
、
あ
る
べ
か

ら
ざ
る
生
き
方
を
し
て
い
る
の
で

あ
り
、
お
は
ず
か
し
い
生
き
方
を

し
て
い
る
の
で
あ
り
、
あ
さ
ま
し

い
生
き
方
を
し
て
い
る
こ
と
を
知

ら
さ
れ
、
慚
愧
せ
し
め
ら
れ
る
。

そ
れ
と
同
時
に
、
こ
の
一
生
を

終
え
て
浄
土
に
生
ま
れ
さ
せ
て
い

た
だ
く
な
ら
、
菩
薩
と
し
て
の
徳

を
身
に
つ
け
て
菩
薩
の
働
き
を
さ

せ
て
い
た
だ
け
る
こ
と
を
喜
ば
せ

て
い
た
だ
く
。
そ
れ
は
ま
た
こ
の

世
の
人
生
に
お
い
て
も
、
あ
る
べ

き
菩
薩
の
生
き
方
に
微
々
た
る
も

の
で
あ
っ
て
も
、
身
近
な
生
活
の

中
で
習
い
た
い
も
の
だ
と
願
わ
れ

る
の
で
あ
る

（
了
）

。

「
わ
れ
を
一
心
に
た
の
ま
ん
衆

生
を
ば
必
ず
救
う
べ
し
と
仰
せ
ら

れ
る
御
意
は
、
後
生
の
仕
度
は
要

ら
ぬ
ぞ
よ
、
そ
の
ま
ま
唯
の
唯
で

連
れ
て
ゆ
く
ぞ
よ
の
、
親
の
真
実

に
嘘
は
な
い
ぞ
よ
と
の
替
え
言
葉

で
あ
る
。
た
の
む
と
御
淨
土
と
引

き
替
え
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
、
嬉
し
い
こ
と
ぢ
ゃ
」

（
『

』

）

信
者
め
ぐ
り

よ
り

こ
れ
は
厚
信
の
妙
好
人
と
い
わ
れ
た
吉
蔵

同
行
の
言
葉
で
あ
る

『
信
者
め
ぐ
り
』
の

。

中
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
「
わ
れ
を

一
心
に
た
の
ま
ん
衆
生
を
ば
必
ず
救
う
べ
し

と
仰
せ
ら
れ
る
」
と
い
う
、
こ
の
で
ど
こ
は

蓮
如
上
人
の
御
文
で
あ
る
が
、
こ
と
に
〈
疫

癘
の
御
文
〉
に

、

「
阿
弥
陀
如
来
の
お
お
せ
ら
れ
け
る
よ
う
は

〈
末
代
の
凡
夫
、
罪
業
の
わ
れ
ら
た
ら
ん
も

の
、
つ
み
は
い
か
ほ
ど
ふ
か
く
と
も
、
わ
れ

を
一
心
に
た
の
ま
ん
衆
生
を
ば
、
か
な
ら
ず

す
く
う
べ
し
〉
と
お
お
せ
ら
れ
た
り
」

御
文
に
は

と
あ
る
。
ま
た
、

末
代
無
智
の
、
在
家
止
住
の
男
女
た
ら
ん

「と
も
が
ら
は
、
こ
こ
ろ
を
ひ
と
つ
に
し
て
、

阿
弥
陀
仏
を
ふ
か
く
た
の
み
ま
い
ら
せ
て
、

さ
ら
に
余
の
か
た
へ
こ
こ
ろ
を
ふ
ら
ず
、
一

心
一
向
に
、
仏
た
す
け
た
ま
え
と
も
う
さ
ん

衆
生
を
ば
」

「
一
心
一
向
に
阿
弥
陀
仏
を
ふ
か
く
た
の
み

ま
い
ら
せ
て
、
後
生
た
す
け
た
ま
え
と
も
う

さ
ん
ひ
と
を
ば
、
み
な
み
な
御
た
す
け
あ
る

べ
し
」

な
ど
、
弥
陀
を
ふ
た
ご
こ
ろ
な
く
た
の
む
信

心
が
く
り
か
え
し
ま
き
か
え
し
説
か
れ
て
い

る
。
ふ
た
ご
こ
ろ
な
く
弥
陀
を
た
の
む
衆
生

の
信
心
は

「
一
心
に
弥
陀
を
た
の
め
」
と

、

の
弥
陀
の
仰
せ
が
ま
ず
あ
っ
て
、
そ
の
心
を

頂
い
た
信
心
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
阿
弥
陀
仏
が
「
つ
み
は
い
か

ほ
ど
ふ
か
く
と
も
、
わ
れ
を
一
心
に
た
の
ま

ん
衆
生
を
か
な
ら
ず
救
う

と
い
う
仰
せ

第

」

（

十
八
願
）
を
聞
く
と

「
一
心
に
弥
陀
を
た

、

の
め
ば
助
け
て
く
だ
さ
る
、
た
の
ま
な
け
れ

ば
助
か
ら
ぬ
」
と
受
け
取
り
、
何
と
か
し
て

「
弥
陀
を
た
の
も
う

「
弥
陀
に
お
任
せ
し

」

よ
う

「
弥
陀
に
ゆ
だ
ね
よ
う
」
と
計
ら
う

」

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
こ
に
あ
る
の
は
、
吉
蔵
同
行
の
い
わ
れ

る
よ
う
に
「
た
の
む
と
お
浄
土
を
引
き
替
え

に
す
る
」
よ
う
に
、
知
ら
ず
知
ら
ず
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

「
信
じ
た
ら
助
け
て
く
だ
さ
る

「
た
の

」

ん
だ
ら
救
わ
れ
る

「
称
え
た
ら
助
け
て
く

」

だ
さ
る

「
自
覚
し
た
ら
助
か
る
」
な
ど
な

」

ど
、
私
の
側
の
「
信
じ
る

「
称
え
る

「
ま

」

」

か
せ
る

「
自
覚
す
る
」
こ
と
と
引
き
替
え

」

に
お
助
け
や
ら
救
い
や
ら
が
あ
る
よ
う
に
思

っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
吉
蔵
同
行
は
、
そ
う
で
は
な
い

と
い
い

「
我
を
一
心
に
た
の
め
」
と
い
う

、

こ
と
は
「
後
生
の
支
度
は
い
ら
ぬ
ぞ
」
と
い

う
こ
と

「
そ
の
ま
ま
唯
の
唯
で
つ
れ
て
ゆ

、

く
ぞ
よ
」
と
い
う
丸
々
の
お
助
け
の
御
慈
悲

を
伝
え
る
言
葉
で
あ
っ
て

「
後
生
の
支
度

、

は
い
ら
ぬ
と
い
う
親
の
真
実
に
嘘
は
な
い

ぞ
」
と
い
う
思
し
召
し
の
言
い
換
え
た
も
の

で
あ
る
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

わ
れ
ら
凡
夫
の
方
か
ら
、
助
か
る
た
め
の

用
意
も
準
備
も
い
ら
ぬ
、
条
件
も
つ
け
ぬ
、

〈
そ
の
ま
ま
な
り
で
引
き
受
け
る
か
ら
、
心

配
す
る
な

と
い
う
大
慈
悲
の
お
言
葉
が

我

〉

「

を
一
心
に
た
の
ま
ん
衆
生
を
か
な
ら
ず
救

う
」
と
の
仰
せ
で
あ
る
。

、

、

も
う
一
つ
い
え
ば

た
の
め
ぬ
奴
だ
か
ら

我
を
た
の
め
と
の
仰
せ
で
あ
る
。
信
じ
ら
れ

、

。

ぬ
奴
だ
か
ら

我
に
任
せ
よ
の
仰
せ
で
あ
る

任
せ
ら
れ
ぬ
奴
だ
か
ら
、
そ
の
ま
ま
引
き
受

け
る
と
の
仰
せ
で
あ
る
。
自
覚
で
き
ぬ
奴
だ

、

。

か
ら

我
が
丸
々
受
け
持
つ
の
仰
せ
で
あ
る

こ
の
阿
弥
陀
仏
の
仰
せ
は
ま
こ
と
に
逃
げ

る
者
を
ど
こ
ど
こ
ま
で
も
お
っ
か
け
て
捨
て

ぬ
と
い
う
大
慈
大
悲
で
あ
る

（
了
）

。

信
仰
夜
話



お
の
お
の
十
余
か
国
の
さ
か
い
を
こ
え

て
、
身
命
を
か
え
り
み
ず
し
て
、
た
ず
ね

き
た
ら
し
め
た
ま
う
御
こ
こ
ろ
ざ
し
、
ひ

と
え
に
往
生
極
楽
の
み
ち
を
と
い
き
か
ん

が
た
め
な
り
。
し
か
る
に
念
仏
よ
り
ほ
か

に
往
生
の
み
ち
を
も
存
知
し
、
ま
た
法
文

等
を
も
し
り
た
る
ら
ん
と
、
こ
こ
ろ
に
く

く
お
ぼ
し
め
し
て
お
わ
し
ま
し
て
は
ん
べ

ら
ん
は
、
お
お
き
な
る
あ
や
ま
り
な
り
。

も
し
し
か
ら
ば
、
南
都
北
嶺
に
も
、
ゆ
ゆ

し
き
学
生
た
ち
お
お
く
座
せ
ら
れ
て
そ
う

ろ
う
な
れ
ば
、
か
の
ひ
と
に
も
あ
い
た
て

ま
つ
り
て
、
往
生
の
要
よ
く
よ
く
き
か
る

べ
き
な
り
。

（
歎
異
抄
第
二
章
よ
り
）

現
代
語
訳
（
あ
な
た
が
た
が
は
る
ば
る
十
余
り
も

の
国
境
を
こ
え
て
、
命
が
け
で
わ
た
し
を
訪
ね
て

こ
ら
れ
た
の
は
、
た
だ
ひ
と
え
に
極
楽
浄
土
に
往

生
す
る
道
を
問
い
た
だ
し
た
い
と
い
う
一
心
か
ら

で
す
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
わ
た
し
が
念
仏
の
ほ
か
に

往
生
す
る
道
を
知
っ
て
い
る
と
か
、
ま
た
そ
の
教

え
が
説
か
れ
た
も
の
な
ど
を
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う

そ
れ
は

か
と
か
お
考
え
に
な
っ
て
い
る
の
な
ら
、

。

、

大
変
な
誤
り
で
す

そ
う
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば

奈
良
や
比
叡
山
に
も
す
ぐ
れ
た
学
僧
た
ち
が
い

く
ら
で
も
お
い
で
に
な
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
人

た
ち
に
お
会
い
に
な
っ
て
、
浄
土
往
生
の
か
な

め
を
詳
し
く
お
尋
ね
に
な
る
と
よ
い
の
で
す
）

歎
異
抄
講
座
は
一
応
終
わ
っ
た
の
で
す
が
、

第
二
章
の
こ
の
部
分
の
解
説
が
欠
け
て
い
ま
し

た
の
で
、
追
加
い
た
し
ま
す
。

歎
異
抄
講
座

京
都
に
お
ら
れ
た
聖
人
の
も
と
に
、
北
関
東

か
ら
ご
門
弟
た
ち
が
何
人
か
の
グ
ル
ー
プ
で
、

生
死
の
問
題
に
お
け
る
惑
い
を
は
ら
し
た
い

と
、
命
が
け
で
来
ら
れ
た
の
で
し
た
。
聖
人
は

こ
の
頃
は
八
十
才
を
越
え
て
お
ら
れ
た
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
人
た
ち
の
中
に
歎
異
抄
の

著
者
唯
円
房
も
い
た
の
で
し
ょ
う
。
と
い
う
の

は
、
歎
異
抄
第
二
章
の
記
述
は
当
人
で
な
け
れ

ば
書
け
な
い
ほ
ど
の
リ
ア
ル
な
臨
場
感
が
あ
る

か
ら
で
す
。

北
関
東
か
ら
来
ら
れ
た
の
で
す
か
ら
、
東
海

道
を
通
っ
て
き
た
と
す
る
と
、
そ
れ
こ
そ
十
余

か
国
で
、
常
陸
・
下
総
・
武
蔵
・
相
模
・
伊
豆

・
駿
河
・
遠
江
・
三
河
・
尾
張
・
美
濃
・
近
江

・
山
城
と
十
二
カ
国
を
経
過
す
る
こ
と
に
な
り

。

、

、

ま
す

日
数
は
二
十
日
前
後

往
復
す
る
と
四

五
十
日
は
か
か
っ
た
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
街
道

筋
を
、
時
に
は
強
盗
が
横
行
す
る
こ
と
も
あ
っ

、

。

た
し

食
料
に
困
る
こ
と
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う

長
旅
の
疲
れ
、
水
あ
た
り
、
流
行
病
や
風
土
病

な
ど
、
危
険
が
い
っ
ぱ
い
で
し
た
。

現
に
、
聖
人
の
弟
子
で
、
上
京
の
途
中
で
病

、

、

に
か
か
り

よ
う
や
く
京
都
に
た
ど
り
着
い
て

聖
人
の
も
と
で
往
生
の
素
懐
を
と
げ
た
高
田

（
栃
木
県
）
の
覚
信
房
の
よ
う
な
方
も
い
ま
し

た
。
ま
た
高
田
の
顕
智
上
人
も
、
上
京
の
途
中

船
が
突
風
に
あ
い
、
遭
難
し
そ
う
に
な
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

で
す
か
ら
「
身
命
を
か
え
り
み
ず
」
と
い
う

の
は
決
し
て
誇
張
さ
れ
た
表
現
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。こ

の
よ
う
な
関
東
の
ご
門
弟
た
ち
が
聖
人
を

尋
ね
て
く
る
と
い
う
背
景
に
、
関
東
の
ご
門
弟

や
そ
の
も
と
で
聴
聞
し
て
い
る
人
た
ち
の
間

に
、
念
仏
に
た
い
す
る
疑
惑
が
生
じ
、
道
を
見

失
っ
て
い
た
人
々
が
た
く
さ
ん
で
た
か
ら
で

す
。
そ
れ
は
何
故
か
と
い
う
と
、
念
仏
者
へ
の

弾
圧
が
在
地
の
権
力
者
か
ら
な
さ
れ
た
こ
と
や

こ
と
に
善
鸞
の
ま
ど
わ
し
に
よ
っ
て
今
ま
で
聞

い
て
き
た
真
宗
の
教
え
に
た
い
す
る
信
頼
を
う

し
な
っ
て
い
っ
た
の
で
し
た
。

聖
人
の
お
子
さ
ん
で
あ
る
善
鸞
は
京
都
に
お

ら
れ
る
老
い
た
聖
人
の
名
代
と
し
て
、
聖
人
が

関
東
に
派
遣
さ
れ
て
、
教
化
に
あ
た
っ
て
い
た

の
で
す
が

〈
父
親
鸞
か
ら
夜
中
に
他
の
人
に

、

は
語
ら
れ
て
な
い
法
門
を
自
分
だ
け
教
え
て
も

ら
っ
た
〉
と
い
っ
て
、
布
教
し
た
と
い
わ
れ
、

関
東
の
門
弟
た
ち
は
、
聖
人
か
ら
長
年
聞
い
き

た
教
法
と
違
う
こ
と
を
、
善
鸞
が
「
父
親
鸞
の

教
え
」
と
い
っ
て
語
る
も
の
で
す
か
ら
、
大
き

な
惑
い
を
生
じ
た
の
で
し
た
。

そ
う
い
う
信
仰
上
の
惑
い
を
解
決
し
た
い
と

い
う
こ
と
で
、
意
を
決
し
て
京
都
ま
で
い
の
ち

が
け
で
聖
人
を
尋
ね
ら
れ
た
の
が
こ
の
人
た
ち

で
し
た
。

聖
人
は
こ
う
し
た
人
た
ち
を
前
に
、
ま
ず
こ

の
人
た
ち
の
問
い
を
「
我
が
身
の
往
生
極
楽
の

道
を
問
い
に
来
ら
れ
た
」
の
だ
と
は
っ
き
り
と

さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

こ
れ
は
当
然
そ
う
な
の
で
す
が
、
私
た
ち
が

真
宗
の
聞
法
を
す
る
場
合
、
や
や
も
す
る
と
、

仏
法
聴
聞
が
単
な
る
「
人
生
に
と
っ
て
役
に
た

つ
い
い
話
を
聞
こ
う
」
と
か
、
仏
教
の
孝
養
を

深
め
た
い
と
か
、
真
宗
の
教
義
を
知
り
た
い
と

か
、
あ
る
い
は
住
職
や
友
達
に
誘
わ
れ
て
と
い

う
風
な
、
要
す
る
に
自
己
一
身
の
ぬ
き
さ
し
な

ら
ぬ
「
生
死
の
一
大
問
題
を
解
決
し
た
い
」
と

い
う
よ
う
な
問
い
を
持
っ
て
聞
い
て
い
な
い
こ

と
が
多
い
の
で
す
。

「
人
生
生
活
の
上
で
た
め
に
な
る
お
話
を
聞

く
」
と
い
う
よ
う
な
真
宗
の
聴
聞
で
は
、
い
ま

だ
法
を
聞
く
態
度
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
人
間

関
係
を
良
く
す
る
た
め
の
方
法
と
か
、
あ
る
い

は
人
生
を
よ
り
充
実
さ
せ
る
た
め
に
聞
く
と

か
、
あ
る
い
は
こ
の
社
会
を
良
く
す
る
た
め
に

真
宗
を
学
ぶ
と
い
う
の
は
、
聴
聞
に
入
る
縁
と

し
て
は
そ
れ
で
い
い
の
で
す
が
、
ま
だ
自
分
自

身
の
「
人
生
そ
の
も
の
」
が
問
題
に
な
っ
て
い

な
い
の
で
す

「
自
分
と
は
何
か

「
人
生
と

。

」

は
何
か

「
こ
の
自
分
は
い
っ
た
い
ど
う
な
る

」

の
か

「
ど
こ
に
本
当
の
や
す
ら
ぎ
が
あ
る
の

」

か
」
と
い
う
よ
う
な
根
源
的
な
問
題
に
な
っ
て

い
な
い
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
ど
う
し
て
も
真
宗
の
聴
聞
が
、

私
の
死
活
の
問
題
を
聞
く
と
い
う
態
度
に
な
ら

な
い
の
で
、
お
念
仏
の
話
を
聞
い
て
も
、
な
か

な
か
響
い
て
こ
な
い
の
で
す
。

古
来
、
往
生
極
楽
の
道
と
か
生
死
出
離
の
道

を
求
め
る
と
い
う
の
は
、
こ
れ
を
い
た
だ
か
な

く
て
は
生
き
る
こ
と
も
死
ぬ
こ
と
も
で
き
な

い
、
そ
う
い
う
「
一
大
事
」
で
あ
り
ま
す
。

そ
う
い
う
問
題
を
抱
え
て
関
東
か
ら
来
ら
れ

た
こ
と
を
、
聖
人
は
こ
こ
で
「
往
生
極
楽
の
道

を
問
い
に
こ
ら
れ
た
の
だ
」
と
問
題
を
明
確
化

さ
れ
、
聞
く
人
の
姿
勢
を
今
一
度
た
だ
し
て
お

ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

（
了
）

《 》焼香について

お焼香は法要の時に行いますが、報恩講や

彼岸会の外に、葬儀式や年回法要（ご法事）

の時などに行います。祥月命日の法要に行う

こともあります。月命日の法要や毎日の勤行

の時には普通は焼香はいたしません。

ご法事で焼香をする場合は、住職が読経す

る前に、炭に火をつけて香炉に入れ、焼香で

きるように準備をしておくようにします。


