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孟
蘭
盆
会
に
お
も
う

小
さ
い
花
や
大
き
な
花
一
つ
と
し
て
同
じ
も
の

は
な
い
か
ら
、
N
0
、
1
に
な
ら
な
く
て
も
い
い

も
と
も
と
特
別
な
O
n
－
y
O
n
e

と
い
う
、
あ
る
有
名
な
グ
ル
ー
プ
の
歌
の
歌
詞
が
あ
る
。

何
と
な
く
、
曲
を
聴
い
て
い
た
と
き
は
、
「
い
い
な
」
と

思
っ
て
い
た
が
、
ど
う
も
、
こ
こ
数
日
、
そ
の
歌
詞
が
、

私
の
中
で
、
ひ
っ
か
か
っ
て
い
る
。
大
乗
仏
教
の
考
え
方

は
、
「
悉
有
仏
性
」
と
い
っ
て
、
こ
と
ご
と
く
に
、
「
仏

の
い
の
ち
」
が
宿
さ
れ
て
い
る
と
説
く
。
木
も
動
物
も

虫
も
人
間
も
、
「
い
の
ち
」
　
と
し
て
は
、
平
等
で
あ
る
。

歌
詞
が
、
ひ
と
つ
、
ひ
と
つ
の
「
い
の
ち
」
　
の
尊
さ
を

説
い
て
い
る
か
ら
、
納
得
は
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
も

う
少
し
、
踏
み
込
ん
で
、
私
は
そ
の
歌
詞
を
受
け
と
め

たい。私
は
、
「
O
E
y
O
コ
e
」
を
、
精
進
、
努
力
あ
っ
て
の
も

の
と
し
て
受
け
止
め
た
い
。
言
い
訳
ば
か
り
を
し
て
、
煩

悩
だ
ら
け
の
「
○
コ
ー
y
O
n
e
」
で
は
、
仕
方
が
な
い
。
つ
き

つ
め
て
い
く
と
、
そ
の
辺
に
転
が
っ
て
い
る
石
こ
ろ
で
も
、

「
O
n
－
y
O
コ
e
」
に
な
る
。
私
達
は
、
普
段
、
「
O
n
－
y
O
コ
e
」

と
い
う
言
葉
の
意
味
を
履
き
違
え
て
は
い
な
い
か
。
き
っ

と
、
普
段
、
私
達
は
、
個
性
と
し
て
の
「
O
n
－
y
O
コ
e
」
を
、

人
か
ら
言
わ
れ
た
い
の
だ
ろ
う
。
普
段
、
人
か
ら
言
わ

れ
な
い
か
ら
、
歌
手
が
代
わ
っ
て
言
っ
て
く
れ
て
、
喜
ん

で
い
る
。
そ
し
て
、
歌
詞
の
中
に
、
「
N
0
、
1
に
な
ら

な
く
て
も
い
い
」
と
あ
る
。
し
か
し
、
か
つ
て
の
日
本
に
は
、

ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
を
目
指
し
て
い
た
時
代
が
あ
っ
た
は
ず
で

あ
る
。
も
う
一
度
、
私
達
は
、
足
も
と
を
見
て
、
自
分

自
身
を
見
つ
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

「
腹
を
た
て
る
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
私
は
、
腹
を

た
て
て
も
い
い
、
で
も
怒
っ
て
は
い
け
な
い
と
思
う
。
発

憤
し
て
、
精
進
・
努
力
す
る
こ
と
が
、
大
切
で
あ
る
。

私
の
知
人
が
言
っ
て
い
た
。
「
う
ち
の
子
供
は
今
、
幼
稚

園
に
通
っ
て
い
る
ん
だ
け
ど
、
か
け
っ
こ
を
し
て
、
勝
つ

と
い
う
こ
と
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
解
ら
な
い
ら
し
い
。
」

と
。
か
け
っ
こ
を
す
る
ん
だ
け
ど
、
友
達
と
お
し
ゃ
べ
り

し
な
が
ら
走
る
ら
し
い
。
私
は
、
そ
の
こ
と
を
聞
い
て
、

そ
の
子
が
発
憤
し
な
い
不
安
を
覚
え
た
。
発
憤
さ
せ
て
、

人
に
や
る
気
に
さ
せ
る
こ
と
を
、
仏
教
で
は
、
「
菩
提
心

を
抱
か
せ
る
」
と
い
う
。
禅
の
修
行
で
は
、
一
番
大
切
な

こ
と
だ
。
釈
尊
は
、
い
ろ
ん
な
讐
喩
を
使
い
、
修
行
者

達
に
菩
提
心
を
抱
か
せ
た
。
私
達
も
日
々
の
生
活
か
ら
、

色
々
な
気
づ
き
を
感
じ
取
り
た
い
。

生
ま
れ
て
、
数
え
る
く
ら
い
し
か
い
か
な
い
、
カ
ラ
オ

ケ
だ
が
、
色
々
な
気
づ
き
を
み
つ
け
た
日
で
あ
っ
た
。

き
っ
と
こ
れ
も
、
緑
な
の
で
あ
ろ
う
。



経
　
蔵
　
寄
　
付

金
五
万
円
也

金
五
万
円
也

金
三
万
円
也

野
島
博
子
殿

鎮
日
大
三
殿

葛
谷
俊
夫
殿

北
軽
井
沢

金
五
万
円
也

日
月
庵
坐
禅
堂
寄
付

武
内
隆
幸
殿

か
は
り
殿

ウ

ラ

ボ

ン

法

要

一
、
七
月
十
日
（
木
曜
日
）
午
前
十
一
時
か
ら

一
、
法
　
話

一
、
斎
　
座

・
新
盆
の
法
要
を
行
い
ま
す
。

・
ご
家
族
そ
ろ
っ
て
お
参
り
く
だ
さ
い
。

あ

り

が

と

う

ご

ざ

い

ま

し

た

＊
経
蔵
建
立
の
こ
と

泰
道
和
尚
か
ら
三
代
続
く
境
内
整
備
の
事
業
を
引

き
続
き
、
私
の
代
で
も
継
承
し
、
将
来
は
、
境
内
の

一
角
に
　
『
大
般
若
経
』
を
納
め
る
経
蔵
を
建
立
し
た

い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
『
大
般
若
経
』
を
納
め
る

所
以
は
、
泰
道
師
・
哲
明
師
が
、
『
般
若
心
経
』
を

説
き
続
け
て
き
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。
『
大
般
若

経
』
　
の
写
経
も
順
調
に
進
ん
で
お
り
ま
す
。
ご
寄
進

は
、
そ
の
基
金
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

●
お
車
で
の
来
寺
に
は
、
駐
車
場
が
あ
り
ま
せ
ん
。

龍
源
寺
へ
の
交
通
の
便
（
地
¶
執
）

●
都
営
三
田
線
（
目
黒
ま
た
は
三
田
、
南
北
線
は
白
金
高
輪
駅
下
車
。
徒
歩
五
分
）

●
2
番
出
口
か
ら
地
上
に
出
る
と
案
内
看
板
に
「
龍
源
寺
」
名
あ
り

龍
源
寺
へ
の
交
通
の
便
（
都
バ
ス
）

●
田
8
7
　
　
渋
谷
駅
－
田
町
駅
　
　
魚
ラ
ン
坂
下
下
車

●
都
0
6
　
　
渋
谷
駅
1
新
橋
駅
　
　
古
川
橋
下
車

●
品
9
7
　
　
品
川
駅
－
新
宿
駅
西
口
　
　
魚
ラ
ン
坂
下
・
古
川
橋
下
車

●
反
9
6
　
　
五
反
田
駅
－
品
川
駅
－
六
本
木
ヒ
ル
ズ
（
循
環
）

魚
ラ
ン
坂
下
・
古
川
橋
下
車

●
東
9
8
　
　
東
京
駅
丸
の
内
南
ロ
ー
目
黒
駅
　
　
魚
ラ
ン
坂
下
下
車



新
　
刊
紹
　
介

北
軽
井
沢
　
日
月
庵
坐
禅
堂
　
禅
の
会

龍
源
寺
の
定
例
会

『
野
菜
の
ご
ち
そ
う

お
寺
の
常
備
菜
と
お
か
ず
』

松
原
真
紗
子

大
和
出
版

定
価
千
二
百
円
＋
税

『
お
寺
の
お
く
さ
ん
が
作
る
お
か
ず
』

の
改
訂
版
。
普
段
、
龍
源
寺
の
食
卓
に

あ
が
る
料
理
を
掲
載
。
通
常
、
大
人
数

を
対
象
に
つ
く
る
た
め
、
二
人
分
と
い

う
本
の
設
定
に
苦
慮
し
ま
し
た
。
私
個

人
的
に
は
、
「
に
ん
じ
ん
と
油
揚
げ
の

煮
物
」
が
、
大
好
物
で
す
。
本
を
読
ま
れ
、

実
際
に
作
ら
れ
た
方
に
、
何
が
美
味
し

か
っ
た
か
お
聞
き
し
た
い
で
す
。

（住職）

北
軽
井
沢
日
月
庵
坐
禅
堂
に
て
毎
年
恒
例

の
「
禅
の
会
」
を
開
催
い
た
し
ま
す
。
日
月

庵
禅
の
会
は
、
作
務
（
布
団
の
整
理
・
枝
打

ち
な
ど
）
・
坐
禅
・
そ
し
て
、
さ
さ
や
か
な
親

睦
会
を
行
い
ま
す
。
坐
禅
の
時
間
は
、
さ
ほ

ど
と
れ
ま
せ
ん
が
、
坐
禅
初
心
者
の
方
に
は

よ
ろ
し
い
機
会
か
と
思
い
ま
す
。
万
障
お
繰

り
合
わ
せ
の
上
、
是
非
ご
参
加
い
た
だ
け
れ

ば
と
思
い
ま
す
。

【
日
時
】
　
平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
三
日
（
土

曜
日
）
～
二
十
四
日
（
日
曜
日
）
一
泊
二
日

日
月
庵
に
現
地
集
合
・
現
地
解
散

ベ
テ
ラ
ン
の
方
は
、
八
月
二
十
二
日
（
金
曜
日
）

よ
り
、
ご
参
加
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

八
月
二
十
三
日
‥
午
前
十
一
時
、
星
雲
苑
研

修
所
集
合
　
※
昼
食
は
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

八
月
二
十
四
日
‥
午
前
十
時
頃
解
散

会
費
‥
三
千
円

持
ち
物
‥
シ
ー
ツ
と
タ
オ
ル
2
枚

禅
の
会
（
坐
禅
体
験
）

指
導
‥
松
原
信
樹

定
例
日
‥
毎
月
第
一
土
曜
日
。
（
一
月
は
、

午
後
の
部
の
み
開
催
）

時
間
（
二
回
）
‥
午
前
十
時
～
十
二
時
、

午
後
一
時
三
十
分
～
三
時
三
十
分

内
容
‥
坐
禅
と
お
話

会
費
‥
来
会
の
時
二
百
円

そ
の
他
‥
晩
夏
又
は
初
秋
に
北
軽
井
沢
・

日
月
庵
で
も
開
催

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
方
・
女
性
の
方
・
学
生
・

会
社
の
社
長
さ
ん
様
々
で
す
。
大
体
五
十
人

～
八
十
人
位
。
年
二
回
春
と
秋
に
行
わ
れ
る

軽
井
沢
「
作
務
の
会
」
も
長
年
に
わ
た
る
恒

例
行
事
の
ひ
と
つ
で
す
。



五
月
は
八
日
か
ら
二
週
間
ほ
ど
、

京
都
の
本
山
、
妙
心
寺
に
詰
め
て

お
り
ま
し
た
。
皆
様
に
、
ご
迷
惑

を
お
か
け
い
た
し
ま
し
た
。
境
内

の
お
花
は
今
、
亡
き
祖
母
が
植
え

た
ジ
ャ
ス
ミ
ン
の
一
種
で
あ
る
マ
ツ
リ
カ
が

咲
き
誇
っ
て
い
ま
す
。
▼
住
職
一
人
と
い
う
こ

と
で
、
今
ま
で
通
り
の
行
程
で
、
棚
経
の
お

参
り
が
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。
旧
来
か
ら

伺
わ
せ
て
頂
い
て
い
る
お
檀
家
様
に
は
、
お

参
り
の
日
に
ち
を
、
い
つ
も
通
り
六
月
中
に

お
は
が
き
で
お
知
ら
せ
致
し
ま
す
。
皆
様
に

は
七
月
十
日
・
午
前
十
一
時
よ
り
龍
源
寺
本

堂
に
て
厳
修
さ
れ
る
孟
蘭
盆
会
・
お
施
餓
鬼

の
法
要
に
ご
出
席
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
た
く
さ
ん
の
お
寺
さ
ん
に
御
出
頭
い
た

だ
く
龍
源
寺
で
一
番
大
き
な
行
事
で
す
。
▼
お

檀
家
様
で
、
お
葬
式
を
だ
さ
れ
る
場
合
、
知

っ
て
い
る
葬
儀
社
が
な
い
方
は
、
葬
儀
社
を

紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
い
ざ
、
ご
家

族
が
亡
く
な
る
と
、
な
す
べ
き
事
が
た
く
さ

ん
あ
り
す
ぎ
て
、
慌
た
だ
し
い
の
が
現
状
で
す
。

仏
事
に
慣
れ
て
い
る
僧
侶
の
私
で
さ
え
、
非

常
に
慌
た
だ
し
い
体
験
を
し
ま
し
た
。
も
し
、

お
葬
式
を
だ
さ
れ
る
場
合
、
僧
侶
が
い
な
い

と
お
葬
式
が
で
き
な
い
ゆ
え
に
、
ま
ず
、
一

番
は
じ
め
に
龍
源
寺
に
お
電
話
を
入
れ
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
龍
源
寺
本
堂
も

し
く
は
、
花
園
会
館
を
使
用
し
て
の
お
葬
式
・

家
族
葬
・
密
葬
も
執
り
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
本
堂
・
花
園
会
館
使
用
の
際
は
、
指
定
業
者

と
な
り
ま
す
。
）
又
、
生
前
の
ご
相
談
も
う
け

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
▼
渋
谷
区
広
尾
に
あ

る
東
北
寺
内
龍
源
寺
墓
地
・
合
同
船
は
、
墓

地
の
継
承
者
を
気
に
し
な
く
て
も
よ
い
永
代

供
養
塔
で
す
。
龍
源
寺
の
規
則
を
守
っ
て
い

た
だ
け
れ
ば
、
ど
な
た
で
も
こ
の
お
墓
を
使

用
で
き
ま
す
。
▼
来
年
、
早
い
も
の
で
、
泰
道

和
尚
・
志
ず
の
七
回
忌
を
迎
え
ま
す
。
法
事

の
準
備
を
少
し
ず
つ
進
め
て
お
り
ま
す
。
▼
緑

が
あ
っ
て
、
母
方
の
祖
母
と
同
居
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
境
内
の
草
も
抜
い
て
い
た

だ
け
る
、
留
守
番
も
し
て
い
た
だ
け
る
、
裁

縫
も
し
て
い
た
だ
け
る
、
一
緒
に
住
ん
で
、

い
い
こ
と
ば
か
り
の
毎
日
で
す
。
お
友
達
も

多
い
よ
う
で
、
お
ば
あ
さ
ん
を
訪
ね
に
来
ら

れ
る
方
も
、
た
く
さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

ま
さ
に
、
「
老
い
た
る
は
、
な
お
、
う
る
わ
し
」

で
す
。
▼
母
は
茶
道
の
先
生
・
民
生
委
員
と
活

躍
中
で
す
。
約
五
年
前
の
お
料
理
の
本
の
改

訂
版
が
出
版
さ
れ
ま
し
た
。
前
回
の
本
の
装

丁
を
新
た
に
し
た
も
の
で
す
。
妻
、
亜
矢
も

会
社
の
仕
事
と
龍
源
寺
の
仕
事
と
家
庭
を
両

立
し
て
、
が
ん
ば
っ
て
お
り
ま
す
。
四
月
に
は
、

北
軽
井
沢
・
日
月
庵
で
の
研
修
中
の
お
食
事

作
り
な
ど
を
し
ま
し
た
。
弟
二
人
も
元
気
に

し
て
お
り
、
二
人
と
も
家
庭
と
仕
事
を
大
切

に
し
て
お
り
ま
す
。
戸
塚
で
住
職
を
し
て
い

る
弟
も
、
二
週
間
、
一
緒
に
妙
心
寺
に
詰
め

ま
し
た
。
従
兄
弟
の
龍
雲
寺
住
職
も
一
緒
で

し
た
の
で
、
大
変
貴
重
な
時
間
を
本
山
、
妙

心
寺
で
過
ご
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
▼
お

盆
を
前
に
、
本
堂
の
お
位
牌
拭
き
を
、
六
月

三
十
日
、
朝
よ
り
行
い
ま
す
。
お
手
伝
い
い

た
だ
け
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
ら
、

宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
孟

蘭
盆
会
の
七
月
九
日
、
十
三
時
よ
り
、
ち
ら

し
寿
司
に
使
う
、
お
野
菜
の
刻
み
を
行
い
ま
す
。

お
手
伝
い
い
た
だ
け
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
し
た
ら
、
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

孟
蘭
盆
会
に
お
会
い
で
き
る
の
を
楽
し
み
に

し
て
お
り
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
（
松
原
信
樹
）


