
孟
欝
盆
を
迎
え
て

お
訟
を
迎
え
ま
し
た
。
正
式
に
は
「
定
繭
盆

(
う
ら
ぼ
ん
)
」
と
一
一
還
っ
て
、
古
来
よ
り
亡
き
ご

先
損
保
が
ご
自
宅
に
戻
っ
て
こ
ら
れ
る
日
で
あ

る
と
云
わ
れ
て
い
る
期
間
で
す
。
一
一
一
一
一
口
に
詑
関

訟
と
一
言
っ
て
も
、
そ
の
時
期
は
地
方
に
よ
っ
て

異
な
り
ま
す
。
一
般
的
に
は
お
裁
は
八
月
十
三

i

十
六
臼
に
な
り
ま
す
が
、
羽
村
や
近
隣
の
地

域
の
お
盆
は
七
月
十
一
一
一
日1
十
六
日
に
な
り
ま

す
。
私
が
六
年
間
お
註
話
に
な
っ
た
龍
樺
寺
の

あ
る
つ
.
島
や
近
隣
の
伊
一
口
爪
半
島
北
部
地
域
で
は
、

七
月
と
八
月
に
加
え
、
義
筆
業
の
繁
忙
期
を
避

け
る
意
味
で
、
晦
日
盆
(
み
そ
か
ぽ
ん
七
月
三

十
一
日
1

八
月
一
てB
)
の
地
域
も
あ
り
ま
し
た
。

お
金
飾
り
の
支
度
は
、
始
ま
る
訴
の
ロ
μ
ま
で

に
済
ま
す
地
域
と
、
お
盆
入
り
の
日
に
す
る
地
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羽
村
臨
済
会

域
の
両
方
が
あ
る
よ
う
で
す
。
机
や
専
用
の
棚

の
上
に
真
菰
(
ま
こ
も
)
の
む
し
ろ
を
敷
い
て
精

霊
搬
を
支
度
し
ま
す
。
精
霊
棚
に
お
位
牌
を
安

置
し
て
い
た
だ
き
、
ご
先
祖
様
の
行
き
帰
り
の

乗
り
物
に
な
る
潟
と
牛
を
ナ
ス
と
キ
ュ
ウ
リ
で

作
っ
て
い
た
だ
き
、
帰
っ
て
く
る
時
の
目
印
の

た
め
に
鬼
灯
(
ほ
お
ず
き
)
や
提
灯
で
お
飾
り

致
し
ま
す
。

仏
教
の
お
供
え
物
は
お
膳
と
お
菓
子
と
果
物

と
生
花
が
一
般
的
で
す
が
、
お
盆
に
は
特
別

に
「
水
の
子
」
と
い
っ
て
、
洗
米
に
ナ
ス
と
キ
ュ

ウ
リ
を
細
か
く
寄
の
自
に
切
っ
た
も
の
を
蓮
の

葉
を
敷
い
た
お
血
に
用
意
し
た
り
、
素
麺
や
夏

野
菜
も
お
供
え
し
た
り
し
ま
す
。
ま
た
、
食
べ
物

を
お
供
え
す
る
時
は
、
故
人
が
お
好
き
だ
っ
た

食
べ
物
を
特
別
に
ご
用
意
し
て
い
た
だ
く
と
、

よ
り
良
い
供
養
に
な
り
ま
す
。

精
霊
棚
慌
の
準
備
が
で
き
、
お
盆
期
間
を
迎
え

た
ら
、
夕
刻
(
黄
昏
時
)
に
迎
え
火
を
焚
き
ま
す
。

ご
自
宅
の
立
関
先
で
焚
く
の
が
一
般
的
で
す
が
、

ご
先
組
様
の
墓
地
部
で
火
を
林
氏
き
、
そ
の
火
を

蝋
燭
に
移
し
て
、
ご
自
宅
に
持
っ
て
婦
っ
て
精

霊
棚
の
蝋
燭
に
移
す
嵐
習
も
あ
り
ま
す
。

供
養
の
仕
方
は
お
線
香
を
焚
く
だ
け
で
は
な

く
、
模
萩
(
み
そ
は
ぎ
)
の
花
束
(
五
1

六
本
)
の

先
端
を
水
に
浸
し
て
、
そ
の
水
を
お
供
え
物
に

手
向
け
て
あ
げ
る
や
り
方
が
一
般
的
で
、
こ
れ

を
水
向
け
と
言
い
、
お
寺
の
お
盆
供
養
で
あ
る
、

施
餓
鬼
法
嬰
で
も
水
向
け
が
さ
れ
て
い
ま
す
。

お
盆
の
最
終
日
に
は
送
り
火
を
焚
い
て
ご
先

祖
様
を
お
見
送
り
で
す
。
ご
自
宅
に
帰
っ
て
く

る
時
は
馬
に
乗
っ
て
早
く
来
て
い
た
だ
き
、
向

こ
う
へ
の
お
婦
り
は
、
牛
に
乗
っ
て
ゆ
っ
く
り

と
お
帰
り
い
た
だ
く
の
で
す
。

最
近
で
は
、
お
盆
飾
り
が
ス
ー
パ
ー
な
ど
で

売
ら
れ
て
お
り
、
使
利
な
時
代
に
な
り
ま
し
た
。

便
利
な
れ
ど
も
、
支
度
は
お
一
人
で
す
る
の
で

は
な
く
、
ご
家
族
皆
様
で
行
な
っ
て
い
た
だ
き
、

み
ん
な
で
お
盆
を
お
迎
え
し
て
い
た
だ
け
る
と

有
り
難
い
で
す
。(

宗
禅
寺

住
職

ロ
向
井
和
正
)
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自
偲
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坐
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一
坐
の
功
を
成
す
人
も

積
み
し
無
四
一
単
一
の
罪
ほ
ろ
ぶ

悪
趣
向
処
に
有
り
ぬ
べ
き

浄
土
即
ち
遠
か
ら
ず

(
自
穏
禅
部
坐
禅
和
議
よ
り
抜
粋
)

O
悪
趣
i
i

悪
業
を
積
ん
だ
後
、
趣
く
と
さ
れ

る
世
界
の
こ
と
。
地
獄
界
・
餓
鬼
界
・
畜
生
界

を
一
一
一
悪
趣
と
い
う
(
修
羅
界
を
含
め
て
盟
悪
趣

と
も
い
う
場
合
が
あ
る
)
。

(
意
訳
)

た
と
え
一
日
の
内
の
僅
か
な
時
間
で
あ
っ
て
も
、

坐
禅
を
す
れ
ば
、
積
ん
で
し
ま
っ
た
悪
業
に
よ

る
罪
は
消
え
失
せ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

地
獄
な
ど
、
一
体
ど
こ
に
有
る
と
い
う
の
だ

ろ
う
か
?
極
楽
浄
土
も
ま
た
同
じ
で
、
ど
こ
か

遠
く
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
宮
の
前

に
あ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
?

坐
禅
と
は
?

坐
禅
和
讃
は
白
隠
禅
師
に
よ
る
「
坐
禅
の
ス

ス
メ
」
と
も
言
え
る
お
経
で
す
。
ご
誌
の
内

の
わ
ず
か
な
時
間
で
も
坐
禅
を
し
て
み
て
は
い

か
が
で
し
ょ
う
か
」
と
、
白
隠
禅
師
が
お
っ
し

ゃ
っ
て
い
ま
す
。
禅
宗
は
坐
一
禅
宗
と
も
言
い
ま

す
が
、
で
は
肝
心
の
坐
禅
と
は
一
体
何
な
の
で

し
ょ
う
か
?

ア
ニ
メ
に
も
な
っ
た
禅
宗
の
有
名
な
和
尚
さ

ん
に
一
休
さ
ん
が
お
ら
れ
ま
す
。
そ
の
一
休
さ

ん
が
次
の
よ
う
な
言
葉
を
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

ご
寸
の
線
香
一
寸
の
仏
寸
々
積
み
成
す

丈
六
の
身
三
十
二
相
八
十
種
好
自
然
に
荘

厳
す
本
来
の
人
」

三
十
二
相
や
八
十
種
好
は
仏
様
の
特
徴
の
こ

と
で
、
お
線
香
が
一
寸
煤
る
問
、
誠
の
坐
禅
を

す
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
仏
と
な
れ
る
と
お
っ
し
ゃ

っ
て
い
ま
す
。

仏
像
は
心
の
象
徴

仏
の
お
姿
を
形
と
し
て
具
現
化
し
た
も
の
に
、

仏
像
が
あ
り
ま
す
。
お
釈
迦
様
や
観
音
様
や
お

地
蔵
様
な
ど
、
様
々
な
仏
様
が
宗
禅
寺
に
は
お

ら
れ
ま
す
。
鎌
倉
の
大
仏
様
や
建
の
お
地

蔵
様
な
ど
、
ほ
と
ん
ど
の
仏
様
に
通
し
て
い

る
の
は
、
そ
の
御
姿
、
表
情
の
認
や
か
さ
で
す
。

実
際
に
固
と
ム
向
か
っ
て
手
を
合
わ
せ
て
み
る
と
、

自
分
の
心
が
落
ち
着
い
た
り
、
逆
に
自
分
の
慌

た
だ
し
い
心
に
気
付
い
た
り
と
、
仏
像
を
拝
む

こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
心
を
振
り
返
る
こ
と
に

も
な
る
よ
う
で
す
。

坐
禅
を
す
る
と
い
う
こ
と
も
同
じ
こ
と
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
坐
禅
を
す
る
こ
と
が
も
た

ら
し
て
く
れ
る
も
の
は
、
心
の
平
穏
で
す
。
人

間
に
は
誰
し
も
喜
怒
哀
楽
の
感
情
が
あ
り
ま
す
。

感
情
は
時
と
し
て
人
生
を
豊
か
に
し
て
は
く
れ

ま
す
が
、
時
と
し
て
は
他
人
や
他
な
ら
ぬ
自
分

自
身
を
も
傷
つ
け
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

一
日
の
う
ち
、
わ
ず
か
な
時
間
で
も
坐
禅
を

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
感
情
に
揺
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
自
分
の
本
来
持
っ
て
い
る
穏
や
か
な
心

と
出
会
え
る
こ
と
を
白
穏
禅
師
が
お
っ
し
ゃ
っ

て
い
ま
す
。
自
分
の
、
心
、
が
穏
や
か
で
あ
る
な
ら

ば
、
・
自
分
が
そ
の
ま
ま
極
楽
浄
土
に
な
れ
る
の

で
す
。
(
宗
禅
寺
住
職
高
井
和
正
)
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松
尾
芭
蕉

V

臨
済
禅
と
接
し
、
そ
の
精
神
性
や
美
意
識
に

感
化
さ
れ
る
事
に
よ
り
、
自
分
自
身
を
高
め
、

偉
大
な
功
績
を
残
し
た
先
人
達
を
紹
介
す
る
と

い
う
趣
留
で
進
め
て
い
こ
う
と
い
う
こ
の
項
で

す
が
、
前
回
に
引
き
続
き
江
戸
時
代
前
期
に
生

き
、
E

本
の
俳
諮
(
俳
句
)
を
芸
術
的
域
に
ま

は
い
せ
い

で
高
め
大
成
さ
せ
た
「
俳
聖
」
と
も
呼
ば
れ
る

「
松
尾
芭
蕉
」
に
つ
い
て
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

「
野
ざ
ら
し
紀
行
い

ぶ
っ
ち
ょ
う
ぜ
ん
じ

仏
頂
禅
師
と
の
出
会
い
で
禅
の
道
に
入
り
、

俳
階
に
新
た
な
表
現
を
模
索
し
て
い
た
苦
蕪
に

一
筋
の
光
が
見
え
て
来
た
と
こ
ろ
に
不
幸
が
お

す
ま
、
一
ば
し
よ
う
あ
ん

と
ず
れ
ま
す
。
住
と
し
て
い
た
芭
蕉
庵
が
焼
失

し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
冬
空
の
寒
風
の
下
、

焼
け
出
さ
れ
て
し
ま
っ
た
芭
蕉
は
強
い
無
常
観

い
お
り

に
お
そ
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
庵
は
再
建
さ

れ
た
の
で
す
が
、
無
常
観
は
失
せ
る
事
無
く
笹

の
胸
中
に
残
っ
た
の
で
し
た
。

カ
さ

こ
の
頃
、
苦
蕉
は
さ
か
ん
に
「
笠
」
を
を
題
材

と
し
た
句
を
残
し
て
い
ま
す
。
ま
た
笠
を
自
ら

竹
を
さ
い
て
作
っ
た
り
も
し
ま
し
た
。
「
笠
」

い
お
り

を
最
小
の
「
蕗
」
と
考
え
、
風
前
か
ら
身
を
守

る
点
で
同
じ
な
の
だ
か
ら
笠
を
絡
が
、
旅
の
中

に
身
を
霊
き
た
い
と
考
え
る
様
に
な
っ
た
の
で

し
た
。

美
濃
(
岐
阜
)
の
俳
句
仲
間
に
誘
わ
れ
た
の

を
き
っ
か
け
に
、
四
十
一
歳
の
芭
蕉
は
旅
に
出

ま
し
た
。
前
年
に
母
が
他
界
し
、
そ
の
墓
参
も

か
ね
て
の
も
の
で
し
た
。
こ
の
旅
に
芭
蕉
は
強

の
引
で

い
覚
悟
を
持
っ
て
臨
み
ま
し
た
。

野
ざ
ら
し
を
心
に
風
の
し
む
身
か
な

ト
ふ

旅
立
っ
た
あ
た
り
、
そ
の
心
境
を
詠
ん
だ
と

ゆ
き
だ
お

さ
れ
る
匂
で
す
。
野
ざ
ら
し
は
行
倒
れ
の
人
の

頭
骨
の
意
で
す
。
で
は
芭
蕉
は
死
を
覚
濯
し
て

こ
の
旅
に
出
た
の
で
し
ょ
う
か
?
い
や
、
そ
う

か
く
り
つ

で
は
無
く
、
自
ら
の
俳
訟
を
確
立
す
る
と
い
う

ふ
た
い
て
ん

不
退
転
の
覚
培
を
表
明
し
た
の
で
し
た
。
放
浪

ぽ
賦
の
環
境
に
身
を
置
い
て
、
自
ら
の
可
偽
傾
向
引
っ

勘
右
高
め
る
、
つ
ま
り
悟
り
を
得
る
の
だ
と
い

う
覚
嬬
と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
。

実
際
こ
の
「
野
ざ
ら
し
紀
行
」
の
旅
で

し
上
う
ら
う

は
「
蕉
風
」
と
呼
ば
れ
る
告
ら
の
ス
タ
イ
ル
を

確
立
し
ま
し
た
。
旅
の
途
中
で
除
々
に
作
風
が

か
わ
っ
て
い
く
の
で
す
が
、
そ
れ
は
と
り
も
甚しさ

さ
ず
、
芭
蕉
の
禅
的
境
躍
の
高
ま
り
を
示
唆
し

て
い
る
の
で
す
。

ぶ
つ
が
い
っ
ち

「
物
我
一
致
」

物
と
は
自
分
以
外
の
全
て
、
つ
ま
り
対
象
を

指
し
ま
す
。
そ
れ
が
我
と
一
致
す
る
、
自
分
と

他
者
を
分
け
な
い
無
分
別
の
境
程
、
こ
れ
を
苗

蕉
は
こ
の
旅
で
得
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

無
分
別
と
は
自
分
が
無
い
状
態
、
つ
ま
り
無
我

の
境
地
で
す
。
そ
こ
で
物
だ
け
が
残
る
、
自
ら

が
物
に
な
り
き
る
、
こ
れ
が
「
物
我
一
致
(
芭
蕉

は
一
智
と
も
表
し
た
ご
の
境
涯
で
す
。
こ

の
境
涯
か
ら
見
え
る
景
色
を
俳
句
と
し
て
詠
む

こ
と
で
笛
蕉
は
俳
諮
と
い
う
も
の
に
新
た
な
地

平
を
も
た
ら
し
た
の
で
し
た
。
以
下
次
号

二
峰
義
紹
)

む
く
げ
く

・
道
の
ベ
の
木
撞
は
馬
に
食
は
れ
け
け
ツ
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一
五
守
勢
一
作
帳

A
W今
年
も
あ
っ
と
い
う
間
に
半
年
が
終
わ
り
、

お
盆
と
な
り
ま
し
た
。
先
祖
や
亡
く
な
ら
れ
た

家
族
が
皆
接
の
元
に
帰
っ
て
く
る
の
で
す
。
家

の
内
外
を
清
浄
に
し
て
、
心
も
締
一
顧
に
し
て
気

持
よ
く
お
迎
え
を
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

A
V先
日
テ
レ
ピ
で
拝
見
し
た
歌
手
、
俳
優
の
加

山
雄
三
さ
ん
が
心
が
け
て
い
る
「
人
生
の
三
冠

(
カ
ン
)
王
」
が
素
敵
だ
っ
た
の
で
ご
紹
介
し

ま
す
。

O
関
心
在
持
つ
(
そ
し
て
感
心
す
る
)

O
感
動
す
る

O
感
謝
す
る

の
三
つ
を
意
識
し
て
生
活
す
る
、
と
い
う
も
の

で
す
。
今
年
で
八

O
歳
に
な
ら
れ
た
そ
う
で
す

が
、
見
た
目
も
若
々
し
く
、
今
で
も
精
力
的
に

コ
ン
サ
ー
ト
を
行
う
な
ど
本
当
に
素
敵
な
お
年

の
散
り
方
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
秘
訣
が
こ

。コ

「
三
冠
王
」
な
の
七
し
よ
う
。

。
加
山
さ
ん
は
高
校
生
の
頃
、
お
寺

A
通
っ
て

修
行
を
さ
れ
た
と
も
お
話
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

三
十
代
で
事
業
に
失
敗
し
、
二
十
三
億
円
も
の

負
績
を
拍
問
え
た
こ
と
も
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
し

か
し
そ
の
修
行
経
験
か
ら
、

「
ど
ん
底
は
絶
対
あ
る
。
そ
う
い
う
事
を
経
験

し
て
乗
り
越
え
て
い
く
為
に
今
生
の
生
命
は
あ

る
ん
だ
」

「
回
蕊
初
か
ら
楽
で
楽
し
い
こ
と
だ
け
や
る
ん
だ

っ
た
ら
、
こ
の
生
命
は
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
だ

ろ
う
」

き
る
の
で
す
。
下
座
を
す
る
頭

を
蹴
ら
れ
で
も
自
分
が
惑
い
の
だ
か
ら
と
考
え
、

「
こ
の
野
郎
」
と
思
っ
た
ら
負
け
だ
と
自
分
に

苦
い
関
か
せ
て
堪
え
た
そ
う
で
す
。
お
金
が
無

く
て
何
も
無
い
中
、
奥
様
が
中
古
の
ピ
ア
ノ
を

買
っ
て
く
れ
て
、
そ
の
ピ
ア
ノ
で
「
海
そ
の
愛
」

等
の
曲
を
作
る
こ
と
が
出
来
、
そ
の
印
税
収
入

や
、
来
た
仕
事
は
選
ば
ず
に
何
で
も
受
け
る
こ

し
で
見
事
、
借
金
を
完
済
す
る
の
で
す
。

こ
う
い
う
経
験
を
ふ
ま
え
た
上
で
の
「
人
生
の

三
冠
王
」
に
は
、
本
当
に
説
得
力
が
あ
り
ま
す
。

と
必
死

A
W今
年
も
「
羽
村
灯
篭
流
し
」
が
、
八
月
五
日

(
土
)
十
八
時
三
十
分
か
ら
行
な
わ
れ
ま
す
。
場

所
は
宮
ノ
下
グ
ラ
ン
ド
で
す
。
大
勢
の
和
尚
方

が
唱
え
る
お
施
餓
鬼
の
お
経
と
、
鎌
倉
流
御
詠

歌
の
皆
さ
ん
の
奉
詠
の
中
、
多
摩
川
に
灯
篭
を

流
し
て
供
養
す
る
伝
統
行
事
で
す
。
先
視
供
養

だ
け
で
な
く
、
家
内
安
全
、
交
通
安
全
、
青
少

年
の
健
全
育
成
な
ど
の
祈
願
も
す
る
素
晴
ら
し

い
行
事
で
す
。

一
年
で
も
っ
と
も
暑
い
時
期
で
す
が
、
川
を

吹
き
渡
る
風
は
涼
し
く
、
夕
焼
け
空
と
漆
黒
'
の

川
川
面
に
灯
篭
が
流
れ
て
い
く
綾
子
は
言
葉
に
あ

ら
わ
せ
な
い
趣
き
が
あ
り
ま
す
。
未
だ
参
加
し

た
事
の
無
い
方
は
是
非
こ
の
素
晴
ら
し
さ
を
実

感
し
て
み
て
下
さ
い
。

4 

当
日
来
ら
れ
な
い
方
で
も
、
頼
ん
で
お
け
ば

当
日
に
故
人
の
戒
名
な
ど
を
書
い
た
灯
篭
を
流

し
て
頃
く
こ
と
が
出
来
ま
す
。
一
基
千
円
で
す
。

詳
細
は
各
菩
提
寺
に
お
尋
ね
下
さ
い
。

な
お
雨
天
の
場
合
翌
六
日
に
な
り
ま
す
。

(
禅
林

恭
山
)


