
 
 

お
盆
の
は
じ
ま
り
は
、
目
連
さ
ま
が
母
を
救
っ
た
故
事
に
由
来
す

る
。 

『
仏
説
孟
蘭
盆
経
』
と
い
う
経
典
が
も
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
経
典
の
主
人
公
は
、
お
釈
迦
さ
ま
の
弟
子
で
神
通
第
一
と
さ
れ
た
目

連
さ
ま
で
す
。 

 
あ
る
時
、
目
連
さ
ま
は
神
通
力
を
使
っ
て
亡
き
母
が
ど
う
し
て
い
る

か
見
て
み
ま
し
た
。
哀
し
い
こ
と
に
、
母
は
餓
鬼
世
界
で
苦
し
ん
で
い

る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
餓
鬼
世
界
は
食
べ
る
こ
と
も
水
を
飲
む
こ
と

も
で
き
な
い
苦
し
み
の
世
界
で
す
。
母
は
全
身
、
骨
と
皮
ば
か
り
の
姿

に
な
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

ど
う
し
た
ら
母
を
救
え
る
の
か
、
目
連
さ
ま
は
、
お
釈
迦
さ
ま
に
助

け
を
も
と
め
ま
し
た
。
お
釈
迦
さ
ま
は
「
目
連
よ
、
お
前
の
母
は
罪
が

重
い
。
人
に
施
す
こ
と
を
せ
ず
、
自
分
勝
手
な
人
間
だ
っ
た
。
だ
か
ら

餓
鬼
道
に
お
ち
た
の
だ
」
と
さ
と
さ
れ
ま
し
た
。（
目
連
さ
ま
の
母
は
、

決
し
て
悪
人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
だ
、
と
て
も
貧
し
く
、
子

供
も
多
か
っ
た
た
め
、
自
分
の
子
供
た
ち
の
こ
と
で
精
い
っ
ぱ
い
で
、

と
て
も
他
人
の
子
供
の
こ
と
を
考
え
る
ゆ
と
り
な
ど
な
か
っ
た
の
で

す
。
） 

お
釈
迦
さ
ま
の
教
え
に
し
た
が
い
、
目
連
さ
ま
は
、
七
月
十

五
日
に
諸
仏
衆
僧
に
供
養
し
て
、
母
の
追
善
供
養
を
し
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
そ
の
結
果
、
母
は
餓
鬼
道
か
ら
救
わ
れ
ま
し
た
。 

こ
の
話
が

お
盆
の
は
じ
ま
り
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 
 

私
た
ち
が
、
ふ
つ
う
に
お
盆
と
呼
ん
で
い
る
の
は
、
正
式
に
は
孟
蘭

盆
と
呼
び
ま
す
。
孟
蘭
盆
と
は
梵
語
（
昔
の
イ
ン
ド
の
言
葉
） 
の
ウ

ラ
ン
バ
ナ
を
音
訳
し
た
も
の
で
す
。
音
訳
と
は
言
葉
そ
の
も
の
に
意
味

は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
で
も
昔
は
ア
メ
リ
カ
の
こ
と
を
「
亜
米
利
加
」

と
書
い
た
り
し
て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
と
同
様
で
す
。 

 

ウ
ラ
ン
バ
ナ
と
は
、
「
倒
懸
」
と
訳
さ
れ
て
い
ま
す
。
意
味
は
「
さ

か
さ
ま
に
つ
る
さ
れ
た
苦
し
み
」
と
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
も
し
自
分

の
先
祖
が
、
そ
の
よ
う
な
苦
し
み
を
受
け
て
い
る
と
い
た
ら
、
な
ん
と

し
て
も
救
っ
て
や
り
た
い
、
生
き
て
い
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
う
願
わ

な
い
も
の
は
い
ま
せ
ん
。
お
盆
は
苦
し
ん
で
い
る
先
祖
の
霊
を
な
ぐ
さ

め
た
い
と
い
う
心
か
ら
生
ま
れ
た
行
事
だ
と
い
え
ま
す
。 

 

日
本
で
は
、
お
盆
休
み
が
夏
休
み 

 

日
本
で
一
番
長
い
休
み
は
お
盆
休
み
と
正
月
休
み
で
す
。
毎
年
、
お

盆
の
時
期
に
な
る
と
み
ら
れ
る
「
民
族
大
移
動
」
。
都
会
で
働
い
て
い

る
人
々
が
、
こ
の
休
み
を
利
用
し
て
故
郷
に
帰
る
こ
と
を
、
こ
う
呼
ん

で
い
ま
す
。
お
盆
は
帰
っ
て
こ
ら
れ
る
御
先
祖
さ
ま
を
供
養
す
る
期
間

で
す
。
御
先
祖
さ
ま
と
同
時
に
、
こ
の
世
に
あ
る
人
も
帰
っ
て
き
ま
す
。

故
郷
に
は
、
な
つ
か
し
い
父
母
、
兄
弟
、
友
人
、
知
人
が
待
っ
て
い
ま

す
。
い
ま
で
は
、
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
「
ヤ
ブ
入
り
」 

と

い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
嫁
に
い
っ
た
娘
や
商
家
な
ど
で
働
い
て
い
る

子
供
た
ち
が
戻
っ
て
く
る
日
で
す
。
旧
暦
の
七
月
十
六
日
と
正
月
で
し

た
。 

 

い
ま
で
は
信
じ
ら
れ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
昔
の
奉
公
人
は
、

ほ
と
ん
ど
休
み
と
い
う
日
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
待
ち
に
待
っ
た

日
、
そ
れ
が
ヤ
ブ
入
り
で
す
。
「
薮
入
り
」
と
い
う
字
を
見
て
も
、
ま

さ
に
、
都
会
か
ら
緑
深
い
故
郷
に
帰
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
い
え

ま
す
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
日
本
人
の
生
活
習
慣
の
中
に
は
、
お
盆
の
考
え
方
が

根
底
に
あ
る
の
で
す
。 

 
 

迎
え
火
（
十
三
日
） 

精
霊
棚
を
飾
り
、
夕
方
に
な
っ
た
ら
盆
提
燈

に
火
を
と
も
し
、
御
先
祖
を
迎
え
る
た
め
に
、
家
の
門
口
な
ど
で
火
を

焚
き
ま
す
。
ま
た
、
地
方
で
は
、
十
三
日
の
夕
方
に
御
先
祖
が
眠
る
お

墓
に
出
向
い
て
迎
え
火
を
焚
き
、
そ
の
火
を
盆
提
燈
に
入
れ
て
持
ち
帰

る
と
い
う
例
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
「
迎
え
盆
」
と
い
い
ま
す
。 

 

お
墓
参
り
（
十
四
日
、
十
五
日
） 

こ
の
期
間
に
御
先
祖
の
お
墓
参

り
を
さ
れ
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
お
墓
参
り
は
十
四
日
と
十

五
日
に
決
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
都
合
に
よ
っ
て
は
他

の
日
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。 

精
霊
棚
に
も
故
人
の
好
物
な
ど
を
供
え

る
よ
う
に
し
ま
す
。
お
供
え
す
る
も
の
が
決
ま
っ
て
い
る
所
も
あ
る
よ

う
で
す
が
、
家
族
の
食
べ
る
も
の
で
も
よ
い
で
し
ょ
う
。 

 
 

送
り
火
（
十
六
日
） 

 

十
六
日
の
夕
方
、
家
の
門
口
で
焚
く
火
を
、
送
り
火
と
い
い
ま
す
。

こ
の
日
は
十
三
日
に
訪
れ
た
御
先
祖
の
霊
が
お
帰
り
に
な
る
日
で
す
。

送
り
火
は
御
先
祖
が
あ
の
世
に
帰
っ
て
行
く
時
に
迷
わ
な
い
よ
う
に

照
ら
し
て
や
る
わ
け
で
す
。 

 

地
方
に
よ
っ
て
は
村
全
体
で
河
原
な
ど
で
大
き
な
か
が
り
火
を
焚

き
、
村
お
こ
し
の
事
業
と
し
て
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
よ
う
で

す
。
御
先
祖
を
送
る
、
と
い
う
本
来
の
主
旨
は
忘
れ
た
く
な
い
も
の
で

す
。
京
都
の
大
文
字
焼
き
も
、
た
だ
枯
草
を
焼
い
て
い
る
と
い
う
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
れ
も
、
じ
つ
は
送
り
火
な
の
で
す
。 
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仏
教
が
生
ん
だ
日
本
語 

 
 

身
病
の
要
は
、 

 
 

四
大
と
、
鬼
と
、
業
な
り 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
秘
密
曼
荼
羅
十
住
心
論
」 

 

●

●
●
体
の
病
気
の
根
本
は
、
体
を
つ
く
る
四 

   
 

 
  
   

 

つ
の
元
素
と
、
心
の
病
気
と
、
い
ま
ま
で 

 

 
  
   

 

の
行
な
い
の
六
つ
で
あ
る
。 

 
 

肉
体
の
四
苦
と
は 

「
生
老
病
死
」
と
い
っ
て
、
生
ま
れ
る
苦
し
み
、

老
い
る
苦
し
み
、
病
気
に
な
る
苦
し
み
、
死
の
苦
し
み
の
こ
と
で
す
。

そ
の
う
ち
の
「
病
」
で
す
が
、
こ
れ
は
四
百
四
病
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
種

類
が
多
く
、
ど
の
病
気
に
か
か
っ
て
も
嫌
な
も
の
で
す
。 

 

人
間
の
肉
体
は
「
地
水
火
風
」
の
四
大
と
い
う
四
つ
の
要
素
か
ら
成

り
立
っ
て
い
る
、
と
い
わ
れ
ま
す
。
「
地
」
は
骨
と
か
肉
を
つ
く
つ
て

い
る
硬
い
も
の
、
「
水
」
は
水
分
、
「
火
」
は
体
温
、
「
風
」
は
呼
吸

で
す
。
よ
く
弔
詞
で
、
「
四
大
不
調
を
訴
え
て
お
り
ま
し
た
が
、
遂
に

あ
え
な
く
…
…
」
な
ど
と
読
ん
で
お
り
ま
す
が
、
こ
の 

「
四
大
」
と

は
以
上
に
あ
げ
た
四
大
の
こ
と
で
す
。
弘
法
さ
ん
は
、
「
病
気
と
い
う

も
の
は
、
四
大
の
調
子
が
悪
く
な
る
こ
と
だ
け
が
原
因
で
は
な
く
、
鬼

と
業
も
と
も
に
原
因
と
な
る
の
だ
」
と
い
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。 

 

鬼
と
い
う
の
は
、
心
が
鬼
に
な
る
こ
と
、
鬼
の
心
を
も
つ
こ
と
で

す
。 

 
 

次
に
業
と
い
う
の
は
、
人
間
の
生
活
の
、
積
み
重
ね
の
こ
と
を
い
い

ま
す
。
清
潔
で
規
則
正
し
い
生
活
を
し
て
い
れ
ば
、
病
気
に
は
な
り
ま

せ
ん
。
医
者
が
治
せ
る
の
は
身
病
だ
け
で
、
其
の
力
で
は
鬼
病
や
業
病

は
治
ら
な
い
の
で
す
。 


