
 
 

 

今
さ
ら
聞
け
な
い
『
お
盆
』
の
作
法 

 

令
和
元
年
の
お
盆
月
を
迎
え
ま
し
た
。
８
月

の
仏
教
行
事
と
言
え
ば
、
全
国
の
ご
寺
院
様
で

行
わ
れ
る
先
祖
供
養
の
法
要
、
い
わ
ゆ
る
『
御

施
餓
鬼
法
要
（
お
せ
が
き
ほ
う
よ
う
）』
で
す
。

富
山
県
は
８
月
１
３
日
が
「
お
盆
の
入
り
」、
１

６
日
が
「
お
盆
明
け
」
で
す
。
え
？
富
山
県

は･･･

っ
て
事
は
、
他
県
の
お
盆
の
時
期
っ
て

違
う
の
？
お
盆
と
言
え
ば
、
全
国
的
に
８
月
の

１
３
日
～
１
６
日
だ
と
思
っ
て
い
た
け
ど
、
違

う
の
？
そ
う
思
わ
れ
る
方
も
お
ら
れ
る
と
思

い
ま
す
。
今
月
号
で
は
、
そ
ん
な
素
朴
な
問
い

を
ま
と
め
て
み
ま
し
た
。 

 

●
【
お
盆
の
時
期
に
つ
い
て
】 

 
 

日
本
に
は
様
々
な
行
事
が
あ
り
ま
す
が
、「
お

盆
」
は
何
時
の
時
期
を
言
う
の
で
し
ょ
う
か
？

実
は
、
地
域
に
よ
っ
て
時
期
が
違
い
ま
す
。
東

京
都
や
一
部
の
地
域
で
は
７
月
に
お
盆
を
迎

え
ま
す
が
、
地
方
で
は
８
月
に
お
盆
を
迎
え
る

事
が
多
い
の
で
す
。
そ
れ
は
「
新
盆
（
に
い
ぼ

ん
）」
と
「
旧
盆
（
き
ゅ
う
ぼ
ん
）」
の
２
通
り

が
あ
る
か
ら
で
す
。「
旧
盆
」の
こ
と
を
俗
に「
月

遅
れ
の
お
盆
」
と
も
言
い
ま
す
。
こ
の
「
旧
盆
」

が
８
月
１
３
日
（
迎
え
日
＝
盆
の
入
り
）
～
１
６

日
（
送
り
日
＝
盆
明
け
）
の
事
を
言
い
ま
す
。
一

方
の
「
新
盆
」
が
７
月
１
３
日
（
迎
え
日
＝
盆
の

入
り
）
～
１
６
日
（
送
り
日
＝
盆
明
け
）
と
な
り

ま
す
。 

 
 

一
般
的
に
「
お
盆
休
み
」
と
呼
ば
れ
る
時
期
は

「
旧
の
お
盆
」
や
「
月
遅
れ
の
お
盆
」
で
あ
る
８

月
１
３
日
～
１
６
日
を
指
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て

令
和
元
年
の
今
年
は
、
大
型
９
連
休
の
方
も
お
ら

れ
る
よ
う
な
の
で
す
。
８
月
１
１
日
（
日
）
の
「
山

の
日
」
の
振
替
休
日
で
１
２
日
（
月
）
も
お
休
み

な
の
で
、
お
盆
の
期
間
に
お
休
み
が
取
れ
る
場
合

は
、
８
月
１
０
日
（
土
）
～
８
月
１
８
日
（
日
）

の
最
大
９
連
休
に
な
る
よ
う
で
す
。お
寺
は
勿
論
、

休
み
は
あ
り
ま
せ
ん
笑
。 

 
●
【
迎
え
火
・
送
り
火
に
つ
い
て
】 

 
こ
こ
で
は
、
全
国
的
に
多
い
「
旧
盆
」
の
日
取

り
で
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
お
盆
の
風

物
詩
で
も
あ
る
「
迎
え
火
」
と
「
送
り
火
」
で
気

に
な
る
意
味
や
、
日
に
ち
、
言
い
伝
え
な
ど
を
ご

紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

お
盆
期
間
の
「
迎
え
火
」
は
、
８
月
１
３
日
。「
送

り
火
」
は
、
１
６
日
と
な
り
ま
す
。
一
般
的
に
は
、

盆
入
り
の
８
月
１
３
日
の
夕
方
に
は
、
先
祖
の
霊

が
迷
わ
な
い
よ
う
に
、
目
印
と
し
て
火
を
焚
く
お

盆
の
風
習
「
迎
え
火
」
を
行
い
ま
す
。
そ
し
て
盆

明
け
と
な
る
８
月
１
６
日
の
夕
方
、
場
合
に
よ
っ

て
は
１
５
日
の
夕
方
に
「
送
り
火
」
を
焚
い
て
先

祖
の
霊
を
見
送
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。い
わ
ゆ
る
、

お
盆
の
期
間
に
一
緒
に
過
ご
し
た
霊
を
送
り
出
す

行
事
で
す
。 

「
迎
え
火
」
と
「
送
り
火
」
の
日
程
は
、
地
域

の
風
習
や
家
庭
に
よ
っ
て
は
、早
め
に「
迎
え
火
」

を
行
っ
て
調
整
す
る
事
も
あ
り
ま
す
。
一
般
的
な 

 

 

ご
家
庭
で
は
玄
関
先
で
「
迎
え
火
・
送
り
火
」
を

行
い
ま
す
。
ち
な
み
に
真
成
寺
で
は
、
１
３
日
の

夕
方
１
８
時
に
「
迎
え
火
」
を
、
１
５
日
の
夕
方

１
８
時
に
「
送
り
火
」
を
、
境
内
で
行
っ
て
お
り

ま
す
。
ど
な
た
で
も
ご
参
詣
で
き
ま
す
の
で
、
お

時
間
タ
イ
ミ
ン
グ
が
合
う
方
は
、
皆
で
一
緒
に
送

迎
い
た
し
ま
し
ょ
う
。 

地
域
に
よ
っ
て
様
々
な
風
習
が
あ
る
よ
う
な

の
で
、
２
，
３
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。 

東
京
都
な
ど
の
都
市
部
で
は
、「
迎
え
火
」
や

「
送
り
火
」
の
火
を
「
ま
た
ぐ
」
と
い
う
文
化
が

あ
る
よ
う
で
す
。
焚
い
て
い
る
お
が
ら
の
上
を
３

回
ま
た
ぐ
こ
と
で
「
病
気
か
ら
身
を
守
る
こ
と
が

で
き
る
」
と
信
じ
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
「
迎

え
火
・
送
り
火
」
を
焚
く
と
き
は
、
各
自
の
宗
派

の
お
経
や
お
題
目
を
唱
え
た
り
、
地
域
に
伝
わ
る

伝
統
的
な
言
葉
を
唱
え
る
こ
と
も
あ
る
そ
う
で
す
。 

あ
と
「
送
り
火
」
は
、
地
域
の
伝
統
行
事
と
し

て
定
着
し
て
い
る
場
合
も
多
く
、
京
都
市
の
「
五

山
の
送
り
火
」
は
特
に
有
名
で
す
ね
。
他
に
も
長

崎
市
や
盛
岡
市
で
有
名
な
灯
籠
流
し
や
精
霊
流
し

も
故
人
の
霊
を
送
り
出
す
お
盆
の
風
習
の
１
つ
で

す
。 

 
こ
の
よ
う
に
各
地
で
独
特
の
根
強
い
信
仰
態
度

が
見
受
け
ら
れ
ま
す
が
、
た
だ
、
各
ご
家
庭
で
「
迎

え
火
」
や
「
送
り
火
」
が
難
し
い
場
合
も
あ
り
ま

し
ょ
う
。
そ
ん
な
時
は
、
先
祖
を
想
う
心
を
大
切

に
し
て
、
盆
棚
の
用
意
や
、
お
仏
壇
の
掃
除
、
お
墓

の
掃
除
と
お
参
り
な
ど
、
心
を
込
め
て
無
理
な
く

で
き
る
こ
と
を
行
え
れ
ば
宜
し
い
か
と
思
い
ま
す
。 

 

 

●
【
初
盆
・
新
盆
に
つ
い
て
】 

 

四
十
九
日
を
過
ぎ
て
、
忌
明
け
後
に
初
め
て 

迎
え
る
お
盆
を
「
初
盆
（
は
つ
ぼ
ん
）・
新
盆
（ 

に
い
ぼ
ん
）」
と
言
い
、
身
内
や
親
し
い
方
を
招 

い
て
盛
大
に
供
養
す
る
の
が
一
般
的
で
す
。
初 

盆
・
新
盆
の
準
備
を
通
し
て
、
故
人
を
思
い
起 

こ
し
ま
す
。
色
々
な
準
備
は
大
変
だ
と
思
い
ま 

す
が
、
ど
ん
な
形
で
あ
れ
、
自
分
達
が
故
人
や 

ご
先
祖
様
に
で
き
る
最
大
限
の
ご
供
養
、
つ
ま 

り
感
謝
の
気
持
ち
を
伝
え
る
こ
と
が
大
切
な
の 

で
す
。
初
盆
・
新
盆
は
、
亡
く
な
っ
て
か
ら
故 

人
が
始
め
て
里
帰
り
す
る
機
会
で
す
。
盆
棚
（ 

精
霊
棚
）
を
準
備
す
る
際
に
は
、
故
人
の
好
物 

や
好
き
だ
っ
た
花
な
ど
を
思
い
起
こ
し
、
故
人 

を
偲
ぶ
時
間
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

ま
た
、親
戚
の
方
な
ど
か
ら
提
灯（
ち
ょ
う
ち
ん
）

が
届
い
た
場
合
は
、
組
み
立
て
て
、
お
花
な
ど 

と
一
緒
に
飾
り
ま
し
ょ
う
。 

 

お
盆
の
準
備
は
大
変
か
と
思
い
ま
す
が
、
年 

に
１
度
の
「
命
の
黄
泉
が
え
り
」
で
す
。
故
人 

や
御
先
祖
様
へ
感
謝
の
念
を
込
め
、
命
の
繋
が 

り
や
、
人
と
人
と
の
ご
縁
を
感
じ
る
機
会
に
し 

て
頂
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。 

 

●
【
盆
棚
・
お
供
え
物
に
つ
い
て
】 

 

全
国
の
各
地
方
で
も
、
仏
壇
と
は
別
に
盆
棚 

（
精
霊
棚
＝
し
ょ
う
り
ょ
う
だ
な
）
を
設
置
さ 

れ
る
こ
と
が
多
い
で
し
ょ
う
。
御
先
祖
様
の
霊 

を
迎
え
る
盆
棚
（
精
霊
棚
）
は
、
１
３
日
の
朝 

に
設
置
し
ま
す
。
お
位
牌
（
い
は
い
）
を
安
置
し
、 

 



 
そ
う
め
ん
や
水
、
季
節
の
果
物
や
、
生
前
中
に

故
人
が
好
き
だ
っ
た
好
物
な
ど
を
お
供
え
し

ま
す
。
ま
た
、
ほ
う
ず
き
や
栗
な
ど
を
吊
し
た

り
、
笹
だ
け
や
色
紙
、
五
如
来
幡
を
飾
っ
た
り
、

ゴ
ザ
を
敷
い
た
り
し
ま
す
。 

 
 

ま
た
、
お
花
、
ロ
ウ
ソ
ク
や
お
線
香
な
ど
の

供
養
に
必
要
な
物
を
揃
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

送
り
日
に
精
霊
流
し
を
行
う
場
合
は
、
精
霊
船

（
舟
）
や
灯
籠
の
準
備
も
必
要
で
す
ね
。 

 

●
【
精
霊
馬
や
牛
に
つ
い
て
】 

キ
ュ
ウ
リ
や
ナ
ス
で
作
る
馬
や
牛
は
、
お
盆

の
風
物
詩
の
１
つ
で
す
。
正
式
名
称
は
「
精
霊

馬
（
し
ょ
う
り
ょ
う
う
ま
）・
精
霊
牛
（
し
ょ
う

り
ょ
う
う
し
）」
と
言
い
ま
す
。 

ナ
ス
で
作
っ
た
牛
や
キ
ュ
ウ
リ
の
馬
が
一

般
的
で
す
が
、
地
域
に
よ
っ
て
は
ゴ
ー
ヤ
を
用

い
た
り
、
ナ
ス
と
キ
ュ
ウ
リ
以
外
の
野
菜
を
用

い
る
地
域
も
あ
る
よ
う
で
す
。 

精
霊
馬
・
精
霊
牛
に
は
「
御
先
祖
様
の
霊
が

牛
に
荷
物
を
引
か
せ
、
馬
に
乗
っ
て
行
き
来
す

る
」
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

キ
ュ
ウ
リ
の
馬
は
来
る
と
き
用
の
乗
り
物
と

し
て
、「
馬
は
足
が
速
い
動
物
な
の
で
、
早
く
帰

っ
て
き
て
ほ
し
い
」
と
い
う
思
い
が
込
め
ら
れ

て
い
た
り
、
一
方
の
牛
は
、
歩
み
が
遅
い
の
で
、

「
ナ
ス
の
牛
が
あ
の
世
へ
帰
る
た
め
の
乗
り
物

と
し
て
、
ゆ
っ
く
り
あ
の
世
へ
帰
っ
て
ほ
し
い
」

と
い
う
名
残
惜
し
さ
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と

も
言
わ
れ
ま
す
ね
。
ま
た
牛
に
は
沢
山
荷
物
を 

 

 

積
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
お
帰
り
用
に
牛
を 

使
っ
て
い
た
だ
い
て
、
お
供
え
物
を
沢
山
持
ち
帰

っ
て
頂
き
た
い
と
い
う
思
い
が
あ
る
と
か
。 

 

と
思
え
ば
、
真
逆
の
意
味
合
い
で
考
え
る
地
域

も
あ
る
よ
う
な
の
で
、
こ
こ
に
も
地
域
柄
が
出
る

よ
う
で
す
。い
ず
れ
に
し
て
も
、精
霊
馬
と
牛
は
、

御
先
祖
様
と
一
緒
に
お
盆
を
過
ご
し
た
い
と
い
う

思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
共
通
点
が
あ
り

ま
す
。 

 

●
【
御
霊
供
膳
に
つ
い
て
】 

正
式
に
は
御
霊
供
膳
（
お
り
ょ
う
ぐ
ぜ
ん
・
お

り
く
ぜ
ん
）
と
言
い
、
仏
様
や
御
先
祖
様
に
お
供

え
す
る
精
進
料
理
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。
一
汁
一

菜
の
精
進
料
理
を
た
く
さ
ん
盛
り
付
け
ま
す
。
精

進
料
理
と
は
、
肉
、
魚
、
五
辛
（
ご
し
ん
）
な
ど

が
入
っ
て
い
な
い
料
理
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。
五

辛
と
言
う
の
は
、
ネ
ギ
、
ニ
ン
ニ
ク
、
ニ
ラ
、
ら

っ
き
ょ
う
、
は
じ
か
み
（
し
ょ
う
が
・
さ
ん
し
ょ

う
）
の
こ
と
で
す
。
肉
や
魚
な
ど
を
食
べ
る
と
、

仏
教
に
お
け
る
殺
生
「
生
き
と
し
生
け
る
も
の
を

殺
す
こ
と
」
に
繋
が
り
、
ま
た
五
辛
を
食
べ
る
と

情
欲
（
じ
ょ
う
よ
く
＝
欲
に
執
着
す
る
心
）
や
、

憤
怒
（
ふ
ん
ぬ
＝
激
し
く
怒
る
心
）
な
ど
の
煩
悩

（
ぼ
ん
の
う
）
を
増
進
さ
せ
る
こ
と
か
ら
、
精
進

料
理
に
は
入
れ
な
い
の
が
一
般
的
で
す
。 

い
つ
も
尋
ね
ら
れ
る
御
霊
供
膳
の
並
べ
方
で
す

が
、
お
箸
は
仏
様
に
向
け
て
並
べ
る
の
か
？
そ
れ

と
も
、
手
前
の
自
分
の
方
に
向
け
て
並
べ
る
の
が

正
し
い
の
か
？
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

 

仏
様
側
を
正
面
と
し
て･･･

手
前
中
央
に
お
箸

（
は
し
）。
左
側
に
ご
飯
（
飯
椀
＝
め
し
わ
ん
）。

右
側
に
味
噌
汁
（
汁
椀
＝
し
る
わ
ん
）。
中
央
に
は

漬
物
（
香
の
物
）。
左
側
奥
は
煮
物
。
右
側
奥
は
煮

豆
や
和
え
物
。 

つ
ま
り
御
霊
供
膳
は
、
仏
様
の
お
供
え
で
す
の

で
、
お
膳
を
置
く
向
き
は
仏
様
が
召
し
上
が
る
よ

う
に
、
仏
壇
か
ら
正
面
に
な
る
様
に
お
供
え
す
る

の
が
正
式
で
す
。
仏
様
側
か
ら
見
て
、
ご
飯
と
汁

物
側
に
お
箸
を
置
き
ま
す
。 

仏
様
と
御
先
祖
様
に
そ
れ
ぞ
れ
お
供
え
す
る

場
合
は
、
箸
を
二
膳
分
用
意
す
る
の
が
正
式
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
ご
飯
は
親
椀
に
山
盛
り
に
盛
り
付

け
て
、
盛
り
方
は
し
ゃ
も
じ
で
一
度
す
く
っ
て
、

て
ん
こ
盛
り
に
盛
り
付
け
ま
し
ょ
う
。 

 ●
【
お
盆
の
由
来
と
お
盆
の
行
事
に
つ
い
て
】 

 

日
本
の
お
盆
は
、
仏
教
の
盂
蘭
盆
会
（
う
ら
ぼ
ん

え
）
に
神
道
の
祖
先
崇
拝
や
、
豊
作
に
感
謝
す
る
な

ど
の
農
耕
儀
礼
な
ど
古
く
か
ら
の
様
々
な
風
習
が

合
わ
さ
っ
て
形
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

「
お
盆
休
み
」
と
い
う
慣
習
は
、
遠
い
昔
、
奉

公
人
が
主
人
か
ら
休
暇
を
も
ら
っ
て
田
舎
に
里
帰

り
す
る「
藪
入
り
」が
起
源
で
あ
る
と
い
う
説
や
、

仏
教
に
お
い
て
地
獄
の
看
守
も
休
み
を
取
る
「
閻

魔
の
賽
日
（
え
ん
ま
の
さ
い
じ
つ
）」
が
、
お
盆
の

時
期
だ
っ
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
と
い
う
説
が

あ
り
ま
す
。 

 

お
盆
の
風
習
は
地
域
に
よ
っ
て
特
徴
が
あ
り
ま

す
が
、
全
国
的
な
恒
例
イ
ベ
ン
ト
と
な
っ
て
い
ま 

 

 

す
。
長
崎
の
精
霊
流
し
や
、
京
都
の
五
山
の
送 

り
火
が
有
名
な
例
で
す
。
盆
踊
り
も
、
は
る
か 

昔
に
お
盆
期
間
に
踊
っ
て
念
仏
を
唱
え
て
い
た 

仏
教
の
行
事
が
由
来
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

自
分
の
地
域
の
お
盆
の
風
習
に
つ
い
て
改
め
て 

見
つ
め
直
し
て
み
て
は
如
何
で
し
ょ
う
か
。
面 

白
い
事
実
に
気
付
く
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 
 

合
掌 

副
住
職 

谷
川
寛
敬 

 
 

     

◎
秋
季

し
ゅ
う
き

彼
岸
会

ひ

が

ん

え

法
要

ほ
う
よ
う

（
お
講
） 

九
月
二
十
三
日
（
月
） 

・
午
前
十
時
半 

・
午
後
一
時 

お
給
仕
（
お
講
）
当
番
は
、
魚
津
三
班
の 

方
々
で
す
。 

来月の 
ご案内です 


