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235 ◎
供
華
薫
る
盆
の
仏
間
や
経
の
声

　
　
　
　
　
　
　
　
上
田
正
久
日

　
文
月
と
も
い
う
今
月
は
七
夕
の

星
祭
や
、
ご
先
祖
さ
ま
を
お
迎
え

す
る
お
盆
の
月
で
も
あ
り
、
大
切

な
国
民
行
事
の
行
わ
れ
る
月
で

す
。

　
願
い
ご
と
を
書
い
た
文
を
笹
に

結
び
、
七
夕
に
あ
げ
る
の
で
文
月

の
名
が
つ
け
ら
れ
た
と
も
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
ご
先
祖
を
お
迎

え
す
る
た
め
に
お
経
文
を
書
い
た

旗
を
立
て
る
こ
と
か
ら
文
月
と
い

わ
れ
た
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
で
大
変

な
時
に
、
こ
の
時
期
を
迎
え
て
し

ま
い
ま
し
た
が
、
疫
病
退
散
の
祈

願
を
こ
め
て
星
祭
や
お
盆
の
行
事

を
大
切
に
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
お
盆
の
頃
は
最
も
暑
い
日
が
続

き
ま
す
。
21
日
が
「
土
用
の
丑
」

で
22
日
が
「
大
暑
」
で
す
。
夏
バ

テ
で
体
調
を
崩
し
が
ち
に
な
る
の

で
、
栄
養
分
が
あ
る
も
の
を
食
し

て
体
力
を
つ
け
る
こ
と
か
ら
、
鰻

を
食
べ
る
習
わ
し
と
な
り
ま
し

た
。
土
用
と
い
う
の
は
「
土ど

旺お
う

用よ
う

事じ

」
と
い
う
語
か
ら
出
た
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
土
地
は
生
物
が
生

き
る
た
め
の
基
本
の
１
つ
で
す
の

で
大
切
で
す
。
土
の
上
で
暮
ら
す

生
物
は
、
当
然
、
土
地
を
離
れ
て

は
存
在
し
え
ま
せ
ん
。

　
地
方
に
よ
っ
て
は
８
月
や
旧
暦

で
お
盆
を
迎
え
る
と
こ
ろ
も
あ
り

ま
す
。
故
郷
へ
帰
っ
て
、
お
墓
参

り
を
す
る
こ
と
も
生
き
て
い
る
人

の
重
要
な
務
め
で
す
。

【
行
事
】

１
日　
「
半は

ん

夏げ

生し
ょ
う」

　
　
　
国
民
安
全
の
日

　
　
　
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動

７
日　
「
小
暑
」、
七
夕

13
日
　
お
盆
迎
え
火

14
日
　
盆
踊
り
、
納
涼
大
会

16
日
　
お
盆
送
り
火

21
日　
土
用
の
丑
、
旧
６
月
１
日

22
日　
「
大
暑
」

23
日　
「
海
の
日
」

24
日　
「
ス
ポ
ー
ツ
の
日
」

28
日
　
い
の
り
の
日

〈
今
月
の
大
安
〉

３
日
、
９
日
、
15
日
、
26
日

〈
今
月
の
友
引
〉

６
日
、
12
日
、
18
日
、
23
日
、
29

日

月
の
暦こ

よ

み

７ 　

〽︎
鳰に

お

の
海
の
岸
辺
つ
つ
じ

の
盛
り
に
て
な
お
美
し
き
姿

か
ざ
り
ぬ

　

比
叡
山
頂
か
ら
琵
琶
湖

（
鳰
の
海
）
を
望
む
眺
望
に
、

私
の
心
は
大
き
な
感
動
を
覚

え
ま
す
。

　

一
方
で
、
日
蓮
聖
人
修
学

の
霊
場
・
比
叡
山
横よ

川か
わ

定
じ
ょ
う

光こ
う

院い
ん

に
続
く
ド
ラ
イ
ブ
ウ
ェ

イ
で
、
雪
や
氷
で
閉
ざ
さ
れ

た
冬
か
ら
一
気
に
草
花
が
芽

吹
く
姿
を
観
る
と
、
す
べ
て

の
物
に
生
命
が
あ
る
と
実
感

し
、
さ
ら
な
る
感
動
を
覚
え

ま
す
。

　

比
叡
山
延
暦
寺
は
、
伝で

ん

教ぎ
ょ
う

大だ
い

師し

最さ
い

澄ち
ょ
う

に
よ
り
約
１

２
０
０
年
前
に
開
か
れ
ま
し

た
。
鎌
倉
期
に
入
り
、
日
蓮

聖
人
を
は
じ
め
各
宗
の
宗
祖

を
輩
出
し
ま
し
た
。
中
で
も

特
筆
す
べ
き
は
天
台
法
華
経

思
想
を
初
め
て
日
本
国
に
も

た
ら
し
た
伝
教
大
師
の
ま
こ

と
を
継
ぐ
日
蓮
聖
人
で
す
。

横
川
定
光
院
は
、
日
蓮
聖
人

が
若
き
日
に
勉
学
修
行
に
励

ま
れ
た
と
こ
ろ
な
の
で
す
。

　

千
葉
県
安あ

房わ

小こ

湊み
な
と

に
生
を

享
け
ら
れ
た
聖
人
は
、
16
歳

の
時
に
清
澄
寺
で
出
家
。
鎌

倉
遊
学
に
次
ぎ
、
21
歳
の
時

に
比
叡
山
に
登
ら
れ
ま
し

た
。
横
川
定
光
院
を
拠
点
と

さ
れ
、
奈
良
・
南
都
六
宗
・

高
野
山
・
四
天
王
寺
な
ど
を

訪
ね
、
仏
教
の
研
鑽
に
励
ま

れ
、
「
法
華
経
」
こ
そ
が
釈

尊
の
真
実
の
教
え
で
あ
る
こ

と
を
確
信
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
横
川
定
光
院
に
お
け

る
12
年
間
に
及
ぶ
遊
学
研
鑽

こ
そ
が
、
建
長
５
年
４
月
28

日
に
清
澄
寺
で
「
南
無
妙
法

蓮
華
経
」
と
高
ら
か
に
唱
え

ら
れ
た
日
蓮
宗
の
誕
生
へ
と

つ
な
が
り
ま
す
。

　

晩
年
籠
も
ら
れ
た
身
延
山

は
９
ヵ
年
な
の
で
、
横
川
定

光
院
は
、
日
蓮
聖
人
が
ご
生

涯
の
中
で
最
も
長
く
滞
在
さ

れ
た
法
華
信
仰
の
道
場
な
の

で
す
。

　

昭
和
56
年
、
日
蓮
聖
人
７

０
０
遠
忌
の
年
に
定
光
院
奉

賛
会
が
結
成
さ
れ
、
平
成
５

年
に
横
川
定
光
院
護
持
顕
彰

会
が
発
足
。
同
７
年
に
は
日

蓮
宗
の
宗
門
史
跡
に
指
定
さ

れ
ま
し
た
。
現
在
、
宗
門
史

跡
横
川
定
光
院
主
監
・
橋
本

一
妙
師
、
顕
彰
会
会
長
・
阪

田
兼
光
師
を
中
心
に
近
畿
教

区
12
管
区
の
僧
侶
の
皆
さ
ん

で
同
院
の
維
持
管
理
と
運
営

が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

１
人
で
も
多
く
の
人
に
、

日
蓮
聖
人
修
学
の
霊
場
の
横

川
定
光
院
に
ご
参
拝
い
た
だ

く
こ
と
を
願
い
ま
す
。
全
国

遠
近
の
皆
さ
ま
に
団
体
参

拝
・
個
人
参
拝
を
い
た
だ
き
、

日
蓮
聖
人
が
人
び
と
の
た
め

に
勉
学
に
励
ま
れ
た
往
時
を

偲
ぶ
こ
と
で
、
新
た
な
人
生

の
指
針
と
い
う
べ
き
宝
物
を

心
に
持
ち
ま
し
ょ
う
。
そ
し

て
い
の
ち
に
合
掌
し
、
と
も

に
報
恩
の
お
題
目
を
お
唱
え

し
ま
し
ょ
う
。

　

来
年
の
令
和
３
年
に
日
蓮

聖
人
ご
降
誕
８
０
０
年
、
そ

の
10
年
後
に
は
ご
入
滅
７
５

０
年
の
ご
正
当
を
迎
え
ま

す
。
全
国
檀
信
徒
協
議
会
は

教
区
・
管
区
を
連
携
し
、
宗

門
の
応
援
団
と
し
て
、
今
こ

そ
宗
祖
へ
の
報
恩
と
し
て
日

頃
の
善
行
と
功
徳
を
積
み
重

ね
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。
全
国
の
僧
侶
檀
信
徒

は
ひ
と
つ
心
で
、
い
の
ち
に

合
掌
、
人
と
人
と
が
お
互
い

に
敬
い
合
い
、
慈
悲
の
心
を

持た
も

ち
、
人
の
た
め
、
世
の
た

め
に
日
々
精
進
し
ま
し
ょ

う
。
少
し
で
も
世
の
中
が
平

和
で
安
穏
に
な
る
よ
う
に
と

も
に
精
進
し
て
い
き
ま
し
ょ

う
。

全国の檀信徒をお迎えしたい

日
蓮
聖
人
ご
修
学
の
霊
場

　
　
　
　
　
比
叡
山
横よ

川
か

わ

定
じ

ょ

う

光
こ

う

院
い

ん

全
国
檀
信
徒
協
議
会
常
任
委
員
　
有
賀
　
一
夫

有賀　一夫（85）
近畿教区檀信徒協議会長

京都府第１部檀信徒協議会長
京都市本妙寺総代

昭和10年10月２日生まれ
趣味：俳句、短歌

教
誌『
正
法
』お
盆（
第
１
６
２
）号

特
集
・
日
蓮
聖
人
の
ご
生
涯〈
特
別
編
〉

　
　
　
ご
降
誕
八
百
年
に
向
け
て

介
さ
れ
る
人
物
と
し
て
は
最
年
少
と
な
る
。

中
村
潤
一
師
に
よ
る
「
マ
ゴ
に
聞
か
せ
る
日

蓮
さ
ま
」
は
今
回
が
２
回
目
。
今
号
で
も
中

村
節
が
さ
え
わ
た
る
。

（
日
蓮
宗
新
聞
社
発
行
。
定
価
３
５
０
円
・

税
込
み
）

割
を
担
っ
て
き
た
身
延
山
の
降
誕

八
百
年
を
控
え
、
新
た
な
時
代
に

向
け
て
の
動
き
な
ど
を
紹
介
。
誕

生
寺
は
他
に
代
わ
る
こ
と
の
な
い

特
別
な
名
称
で
あ
り
、
聖
地
で
あ

る
こ
と
を
再
確
認
さ
せ
る
論
考

が
。
両
本
山
の
歴
史
と
未
来
へ
の

動
き
に
注
目
。

　
歴
史
散
策
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
東

京
都
・
幸
國
寺
の
「
疫
病
退
散
の

日
蓮
聖
人
像
」
を
紹
介
す
る
。
さ

ま
ざ
ま
な
世
界
で
活
躍
す
る
人
を

紹
介
す
る
コ
ラ
ム
「
色し

き

香こ
う

美み

味み

」

に
は
中
学
生
の
民
謡
歌
手
・
石
黒

加
恩
さ
ん
が
登
場
。
こ
の
欄
で
紹

　
教
誌
『
正
法
』
お
盆
号
が
発
売
中
。
日
蓮

聖
人
降
誕
八
百
年
に
む
け
て
連
載
し
て
き
た

「
日
蓮
聖
人
の
ご
生
涯
を
た
ど
る
シ
リ
ー

ズ
」
は
特
別
編
と
し
て 

、
総
本
山
身
延
山

久
遠
寺
と
生
誕
の
地
・
誕
生
寺
に
ス
ポ
ッ
ト

を
当
て
る
。
日
蓮
宗
の
信
仰
の
中
心
的
な
役

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
の
感
染
拡
大
を
受

け
、
「
オ
ン
ラ
イ
ン
◯

◯
」
と
い
う
言
葉
を
耳

に
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
青
年
僧
の
会
議
で

も
早
々
に
ウ
ェ
ブ
会
議

が
導
入
さ
れ
、
当
初
は

会
話
の
時
間
差
に
と
ま

ど
っ
た
が
、
回
を
重
ね

る
こ
と
で
違
和
感
が
な

く
な
っ
た
。
３
密
を
避

け
る
こ
と
は
寺
院
も
例

外
で
は
な
く
、
無
参
拝

オ
ン
ラ
イ
ン
法
要
を
執

り
行
っ
た
寺
院
や
、

Y

ユ

ー

チ

ュ

ー

ブ

o
u

T
u

b
e

デ
ビ
ュ
ー

を
果
た
し
た
僧
侶
も
い

る
よ
う
だ
。

　

か
く
言
う
私
も
、「
オ

ン
ラ
イ
ン
葬
儀
」
を
導

師
の
立
場
で
経
験
し

た
。

　

県
境
を
越
え
る
移
動

自
粛
が
求
め
ら
れ
て
い

る
最
中
の
こ
と
。
父
親

と
の
別
れ
に
子
と
し
て

は
何
と
し
て
も
参
列
し

た
い
が
、
母
親
や
親
戚

を
感
染
さ
せ
る
か
も
し

れ
な
い
。
そ
こ
で
本
人

と
家
族
が
お
互
い
の
た

め
を
考
え
て
オ
ン
ラ
イ

ン
で
の
参
列
と
な
っ

た
。
時
に
は
ご
遺
族
の

手
に
持
た
れ
、
時
に
は

導
師
机
に
置
か
れ
た
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
。
そ
の

間
は
ず
っ
と
テ
レ
ビ
電

話
で
繋
が
っ
た
ま
ま
。

仏
さ
ま
と
故
人
に
意
識

を
向
け
る
べ
き
葬
儀
で

あ
る
が
、
こ
の
時
ば
か

り
は
電
話
口
の
本
人
に

も
想
い
が
巡
り
、
で
き

る
限
り
分
か
り
や
す
い

文
言
で
回え

向こ
う

、
聞
き
取

り
や
す
い
口
調
で
法
話

を
心
が
け
た
。

　

「
離
れ
て
い
て
も
、

一
緒
に
お
題
目
を
唱
え

ら
れ
て
よ
か
っ
た
」
と

電
話
口
か
ら
の
感
想
。

移
動
自
粛
が
緩
和
さ

れ
、
初
盆
に
は
帰
省
す

る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ

う
。
「
お
題
目
を
唱
え

れ
ば
い
つ
で
も
お
父
さ

ん
と
オ
ン
ラ
イ
ン
で

す
。
帰
省
で
き
る
ま
で

お
題
目
の
祈
り
を
続
け

て
く
だ
さ
い
ね
」
と
応

え
、
こ
の
た
び
の
葬
儀

を
納
め
た
。

　

出
棺
、
火
葬
、
通
夜

の
す
べ
て
が
オ
ン
ラ
イ

ン
だ
っ
た
こ
と
は
賛
否

両
論
が
あ
る
か
も
し
れ

な
い
が
、
「
今
で
き
る

こ
と
」
と
し
て
オ
ン
ラ

イ
ン
葬
儀
と
な
っ
た
。

こ
れ
も
ビ
デ
オ
通
話
と

い
う
便
利
な
ツ
ー
ル
が

普
及
し
た
か
ら
な
し
得

た
の
で
あ
る
。

　

た
だ
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
が
落
ち
着
い
た

頃
、
「
参
拝
す
る
こ
と

の
大
切
さ
」
と
い
う
本

質
が
な
お
ざ
り
に
な
っ

て
し
ま
う
の
で
は
な
い

か
と
危
惧
す
る
。
業
者

や
他
宗
派
僧
侶
が
「
低

価
格
で
オ
ン
ラ
イ
ン
法

要
配
信
サ
ー
ビ
ス
」
と

い
う
名
の
事
業
を
始
め

た
こ
と
を
メ
デ
ィ
ア
で

知
っ
た
。
本
堂
や
墓
へ

の
参
拝
は
、
寿じ

ゅ

量り
ょ
う

ご
本

仏
、
諸
天
善
神
、
ご
先

祖
さ
ま
へ
、
両
親
か
ら

戴
い
た
身
体
で
親
孝
行

を
す
る
こ
と
。
利
便
性

を
押
し
出
し
た
サ
ー
ビ

ス
で
簡
単
に
済
ま
せ
て

し
ま
う
の
は
、
親
孝
行
、

報
恩
行
と
い
え
な
い
。

あ
く
ま
で
も
一
時
し
の

ぎ
の
「
オ
ン
ラ
イ
ン
葬

儀
」
で
あ
る
こ
と
を
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
と
強

く
感
じ
た
。

コロナでの一時的なものと忘れないで

行くぜ！ 全日青！

　
全
日
青
副
会
長
・
秋
田
堯
慶

オ
ン
ラ
イ
ン
◯
◯

秋田堯慶＝全日青
副会長、青森県妙
現寺副住職。昭和
52年生まれ

聖地の再確認


