
八
月
、
お
盆
の
季
節
を
迎
え
ま

し
た
。
鞍
岡
で
は
八
月
十
五
日
を

最
終
日
に
十
三
日
か
ら
三
日
間
で

「
初
盆
」
の
ご
縁
を
つ
と
め
ま
す
。

組
長
に
な
っ
て
知
っ
た
の
で
す

そ

ち
ょ
う

が
、
宮
崎
市
な
ど
で
は
、
七
月
十

五
日
を
最
終
日
に
そ
の
日
以
前
か

ら
一
週
間
ほ
ど
お
盆
の
ご
縁
（
初

盆
を
問
わ
な
い
）
を
つ
と
め
ら
れ

る
よ
う
で
す
。
そ
し
て
そ
の
理
由

が
八
月
は
農
作
業
が
忙
し
く
、
そ

う
忙
し
く
な
い
七
月
に
つ
と
め
ら

れ
る
と
聞
き
ま
し
た
。

『
仏
説
盂
蘭
盆
経
』
に
は
お
釈

ぶ
っ
せ
つ

う

ら

ぼ
ん
ぎ
ょ
う

迦
さ
ま
の
弟
子
目
連
尊
者
が
餓
鬼

も
く
れ
ん
そ
ん
じ
ゃ

が

き

道
に
落
ち
た
母
親
を
救
う
方
法
と

ど
うし

て
お
釈
迦
さ
ま
か
ら
お
示
し
い

た
だ
い
た
「
七
月
十
五
日
自
恣

じ

し

（
雨
安
居
の
最
終
日
の
行
事
）
の

う

あ
ん

ご

日
に
食
事
を
お
盆
に
の
せ
て
僧
侶

た
ち
に
施
し
な
さ
い
」
と
の
ア
ド

バ
イ
ス
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
行

事
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。

宮
崎
市
な
ど
の
お
盆
は
『
盂
蘭

盆
経
』
ど
お
り
の
七
月
十
五
日
に
、

日
本
全
体
の
一
般
的
な
お
盆
は
八

月
十
五
日
（
旧
暦
七
月
十
五
日
）

に
つ
と
め
ら
れ
ま
す
。

お
盆
の
常
識
と
し
て
私
が
学
ん

で
き
た
の
は
『
盂
蘭
盆
』
は
ウ
ラ

ン
バ
ナ
と
い
い
「
逆
さ
吊
り
（
倒

さ
か

づ

と
う

懸
）
」
の
苦
し
み
の
こ
と
で
し
た
。

け
んと

こ
ろ
が
、
近
年
、
こ
の
常
識
が

覆
さ
れ
る
学
説
が
発
表
さ
れ
、
今

は
そ
の
学
説
が
主
流
に
な
っ
て
い

る
と
の
こ
と
で
す
。

こ
の
こ
と
を
知
っ
た
の
は
「
季

刊
せ
い
て
ん
」
（
本
願
寺
出
版
社

発
行
）
一
二
三
号
に
掲
載
さ
れ
た

龍
谷
大
学
非
常
勤
講
師
・
打
本
和

う
ち
も
と

か
ず

音
氏
の
「
『
盂
蘭
盆
経
』
の
誤
解
」

ねと
い
う
論
文
で
し
た
。

で
は
、
打
本
和
音
氏
の
主
張
と

は
『
盂
蘭
盆
経
』
に
出
て
く
る

「
盂
蘭
盆
」
は
ど
の
よ
う
に
登
場

す
る
の
か

経
典
後
半
部
に

①
（
僧
侶
た
ち
に
）
盂
蘭
盆
を
捧

げ
な
さ
い

②

百

味
の
飲
食
物
を
盂
蘭
盆
に
入

ひ
ゃ
く

み

れ
て
（
僧
侶
た
ち
に
施
し
な
さ

い
）

③
父
母
の
た
め
に
盂
蘭
盆
を
作
り
、

仏
と
僧
侶
に
施
し
な
さ
い

と
三
カ
所
出
て
き
て
、
文
脈
か
ら

は
、
お
坊
さ
ん
に
食
物
を
施
す
た

め
の
容
器
を
盂
蘭
盆
と
呼
ん
で
い

る
こ
と
、
決
し
て
逆
さ
吊
り
の
話

は
し
て
い
な
い
こ
と
、
単
語
で
は

な
く
、
文
脈
を
意
識
す
る
こ
と
で

今
ま
で
の
「
お
盆
の
常
識
」
と
は

違
う
事
実
が
見
え
て
く
る
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
『
盂
蘭
盆
経
』

は
、
『
（
お
供
え
の
）
ご
飯
を
入

れ
た
鉢
の
経
』
と
い
う
意
味
に
な

は
ち

ると
述
べ
ら
れ
ま
す
。

今
年
は
二
十
八
軒
、
三
十
人
の

方
を
偲
び
「
初
盆
」
の
ご
縁
を
つ

と
め
ま
す
。
息
子
と
二
人
で
お
参

り
を
し
ま
す
。
お
斉
の
準
備
を
さ

と
き

れ
て
い
る
ご
家
庭
に
は
申
し
訳
あ

り
ま
せ
ん
が
、
時
間
を
設
定
し
て

い
ま
す
し
、
お
参
り
を
終
え
る
と

次
の
お
宅
に
移
動
し
ま
す
の
で
、

お
斉
の
席
に
は
座
れ
ま
せ
ん
。
お

許
し
く
だ
さ
い
。

お
盆
の
新
し
く
知
っ
た
常
識
を

お
伝
え
し
な
が
ら
、
「
精
霊
」
と

し
ょ
う
ろ
う

し
て
お
墓
か
ら
お
帰
り
に
な
ら
れ

た
故
人
で
は
な
く
、
「
道
を
誤
る

な
と
お
導
き
く
だ
さ
る
」
還
相
の

げ
ん
そ
う

菩
薩
と
し
て
、
お
浄
土
か
ら
お
還

ぼ

さ
つ

か
え

り
に
な
ら
れ
た
仏
さ
ま
で
す
よ
と

お
取
り
次
ぎ
し
た
い
と
思
う
こ
と

で
す
。
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り
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で
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と
仰
せ
に
な
り
ま
し
た
。
一
同
が
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と
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ま
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が
重
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お
救
い
く

し
ょ
う
に
ん

つ
づ

つ
み

お
も

あ

み

だ

す
く

だ
さ
る
の
で
あ
る
」
と
仰
せ
に
な
り
ま
し
た
。

お
お



八
月
、
お
盆
の
季
節
を
迎
え
ま

し
た
。
鞍
岡
で
は
八
月
十
五
日
を

最
終
日
に
十
三
日
か
ら
三
日
間
で

「
初
盆
」
の
ご
縁
を
つ
と
め
ま
す
。

組
長
に
な
っ
て
知
っ
た
の
で
す

そ

ち
ょ
う

が
、
宮
崎
市
な
ど
で
は
、
七
月
十

五
日
を
最
終
日
に
そ
の
日
以
前
か

ら
一
週
間
ほ
ど
お
盆
の
ご
縁
（
初

盆
を
問
わ
な
い
）
を
つ
と
め
ら
れ

る
よ
う
で
す
。
そ
し
て
そ
の
理
由

が
八
月
は
農
作
業
が
忙
し
く
、
そ

う
忙
し
く
な
い
七
月
に
つ
と
め
ら

れ
る
と
聞
き
ま
し
た
。

『
仏
説
盂
蘭
盆
経
』
に
は
お
釈

ぶ
っ
せ
つ

う

ら

ぼ
ん
ぎ
ょ
う

迦
さ
ま
の
弟
子
目
連
尊
者
が
餓
鬼

も
く
れ
ん
そ
ん
じ
ゃ

が

き

道
に
落
ち
た
母
親
を
救
う
方
法
と

ど
うし

て
お
釈
迦
さ
ま
か
ら
お
示
し
い

た
だ
い
た
「
七
月
十
五
日
自
恣

じ

し

（
雨
安
居
の
最
終
日
の
行
事
）
の

う

あ
ん

ご

日
に
食
事
を
お
盆
に
の
せ
て
僧
侶

た
ち
に
施
し
な
さ
い
」
と
の
ア
ド

バ
イ
ス
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
行

事
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。

宮
崎
市
な
ど
の
お
盆
は
『
盂
蘭

盆
経
』
ど
お
り
の
七
月
十
五
日
に
、

日
本
全
体
の
一
般
的
な
お
盆
は
八

月
十
五
日
（
旧
暦
七
月
十
五
日
）

に
つ
と
め
ら
れ
ま
す
。

お
盆
の
常
識
と
し
て
私
が
学
ん

で
き
た
の
は
『
盂
蘭
盆
』
は
ウ
ラ

ン
バ
ナ
と
い
い
「
逆
さ
吊
り
（
倒

さ
か

づ

と
う

懸
）
」
の
苦
し
み
の
こ
と
で
し
た
。

け
んと

こ
ろ
が
、
近
年
、
こ
の
常
識
が

覆
さ
れ
る
学
説
が
発
表
さ
れ
、
今

は
そ
の
学
説
が
主
流
に
な
っ
て
い

る
と
の
こ
と
で
す
。

こ
の
こ
と
を
知
っ
た
の
は
「
季

刊
せ
い
て
ん
」
（
本
願
寺
出
版
社

発
行
）
一
二
三
号
に
掲
載
さ
れ
た

龍
谷
大
学
非
常
勤
講
師
・
打
本
和

う
ち
も
と

か
ず

音
氏
の
「
『
盂
蘭
盆
経
』
の
誤
解
」

ねと
い
う
論
文
で
し
た
。

で
は
、
打
本
和
音
氏
の
主
張
と

は
『
盂
蘭
盆
経
』
に
出
て
く
る

「
盂
蘭
盆
」
は
ど
の
よ
う
に
登
場

す
る
の
か

経
典
後
半
部
に

①
（
僧
侶
た
ち
に
）
盂
蘭
盆
を
捧

げ
な
さ
い

②

百

味
の
飲
食
物
を
盂
蘭
盆
に
入

ひ
ゃ
く

み

れ
て
（
僧
侶
た
ち
に
施
し
な
さ

い
）

③
父
母
の
た
め
に
盂
蘭
盆
を
作
り
、

仏
と
僧
侶
に
施
し
な
さ
い

と
三
カ
所
出
て
き
て
、
文
脈
か
ら

は
、
お
坊
さ
ん
に
食
物
を
施
す
た

め
の
容
器
を
盂
蘭
盆
と
呼
ん
で
い

る
こ
と
、
決
し
て
逆
さ
吊
り
の
話

は
し
て
い
な
い
こ
と
、
単
語
で
は

な
く
、
文
脈
を
意
識
す
る
こ
と
で

今
ま
で
の
「
お
盆
の
常
識
」
と
は

違
う
事
実
が
見
え
て
く
る
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
『
盂
蘭
盆
経
』

は
、
『
（
お
供
え
の
）
ご
飯
を
入

れ
た
鉢
の
経
』
と
い
う
意
味
に
な

は
ち

ると
述
べ
ら
れ
ま
す
。

今
年
は
二
十
八
軒
、
三
十
人
の

方
を
偲
び
「
初
盆
」
の
ご
縁
を
つ

と
め
ま
す
。
息
子
と
二
人
で
お
参

り
を
し
ま
す
。
お
斉
の
準
備
を
さ

と
き

れ
て
い
る
ご
家
庭
に
は
申
し
訳
あ

り
ま
せ
ん
が
、
時
間
を
設
定
し
て

い
ま
す
し
、
お
参
り
を
終
え
る
と

次
の
お
宅
に
移
動
し
ま
す
の
で
、

お
斉
の
席
に
は
座
れ
ま
せ
ん
。
お

許
し
く
だ
さ
い
。

お
盆
の
新
し
く
知
っ
た
常
識
を

お
伝
え
し
な
が
ら
、
「
精
霊
」
と

し
ょ
う
ろ
う

し
て
お
墓
か
ら
お
帰
り
に
な
ら
れ

た
故
人
で
は
な
く
、
「
道
を
誤
る

な
と
お
導
き
く
だ
さ
る
」
還
相
の

げ
ん
そ
う

菩
薩
と
し
て
、
お
浄
土
か
ら
お
還

ぼ

さ
つ

か
え

り
に
な
ら
れ
た
仏
さ
ま
で
す
よ
と

お
取
り
次
ぎ
し
た
い
と
思
う
こ
と

で
す
。

第２６５号 慧 光 ２０２３（令和 ５）年 ８月

2

第２６５号 慧 光 ２０２３（令和 ５）年 ８月

3

《
原

文
》

仰
せ
に
い
は
く
、
坊
主
衆
等
に
対
せ
ら
れ
仰
せ
ら
れ
候
ふ
。
坊
主

お
お

ぼ
う

ず

し

ゅ

ら

た
い

お
お

そ
う
ろ

ぼ
う

ず

と
い
ふ
も
の
は
大
罪
人
な
り
と
仰
せ
ら
れ
候
ふ
。
そ
の
時
み
な
み
な

だ
い
ざ
い
に
ん

お
お

そ
う
ろ

と
き

迷
惑
申
さ
れ
候
ふ
。
さ
て
仰
せ
ら
れ
候
ふ
。
罪
が
ふ
か
け
れ
ば
こ
そ
、

め
い
わ
く

も
う

そ
う
ろ

お
お

そ
う
ろ

つ
み

阿
弥
陀
如
来
は
御
た
す
け
あ
れ
と
仰
せ
ら
れ
候
ふ
と
云
々
。

あ

み

だ

に
ょ
ら
い

お
ん

お
お

そ
う
ろ

う
ん
ぬ
ん

（
『
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
』

二
百
八
十
七
）

れ
ん
に
ょ
し
ょ
う
に
ん

ご

い
ち
だ
い

き

き
き
が
き

《
現
代
語
訳
》

蓮
如
上
人
が
僧
侶
た
ち
に
対
し
て
、
「
僧
侶
と
い
う
も
の
は
大
罪

れ
ん
に
ょ

し
ょ
う
に
ん

そ
う
り
ょ

た
い

そ
う
り
ょ

だ
い
ざ
い

人
で
あ
る
」
と
仰
せ
に
な
り
ま
し
た
。
一
同
が
戸
惑
っ
て
お
り
ま
す
と
、

に
ん

お
お

い
ち
ど
う

と

ま
ど

上
人
は
続
け
て
「
罪
が
重
い
か
ら
こ
そ
、
阿
弥
陀
さ
ま
は
お
救
い
く

し
ょ
う
に
ん

つ
づ

つ
み

お
も

あ

み

だ

す
く

だ
さ
る
の
で
あ
る
」
と
仰
せ
に
な
り
ま
し
た
。

お
お


