
棚
経
の
お
知
ら
せ

お
盆
の
時
期
に
は
「
棚
経
」
と
い
っ
て
、
お

寺
か
ら
自
宅
に
伺
っ
て
お
盆
の
お
経
を
差
し
上

げ
ま
す
。
毎
年
「
棚
経
」
で
伺
っ
て
い
る
お
宅

に
は
今
年
も
お
伺
い
す
る
予
定
で
す
が
、
新
た

に
「
棚
経
」
を
ご
希
望
の
方
は
、
お
電
話
で
お

申
込
下
さ
い
。

六
月
の
終
わ
り
頃
に
、
お
葉
書
に
て
伺
う
日

時
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
ご
都
合
の
悪
い
場
合

は
、
日
時
の
変
更
を
ご
相
談
下
さ
い
。
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お
盆
と
は
、
ご
先
祖
の
精
霊
を
お
迎
え
し
て
供

養
す
る
仏
事
で
す
。
お
盆
の
時
期
に
は
ご
先
祖
が

浄
土
か
ら
地
上
に
戻
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
ご
先
祖
を
一
年
に
一
度
自
宅
に
お
迎
え
し

て
共
に
ひ
と
時
を
過
ご
し
、
ご
冥
福
を
お
祈
り
し
、

ご
先
祖
の
霊
を
供
養
し
ま
す
。
新
盆
の
場
合
は
、

絵
柄
の
入
っ
て
い
な
い
白
提
灯
を
玄
関
や
部
屋
、

仏
壇
の
前
に
飾
り
ま
す
。
故
人
が
迷
わ
ず
に
自
宅

に
戻
れ
る
よ
う
に
と
い
う
思
い
か
ら
で
す
。

お
盆
は
、
地
方
や
宗
派
に
よ
っ
て
風
習
が
大
き

く
異
な
る
の
も
特
徴
で
す
。
一
般
的
に
は
十
三
日

に
迎
え
火
を
焚
い
て
お
迎
え
し
、
十
六
日
の
送
り

火
で
あ
の
世
に
お
送
り
し
ま
す
。
お
盆
の
行
事
は
、

（
現
代
語
訳
）

魚
の
卵
か
ら
か
え
る
稚
魚
は
数
が
多
い
け

れ
ど
も
、
成
魚
と
な
る
も
の
は
少
な
く
、
庵

羅
樹
の
花
は
多
く
咲
く
け
れ
ど
も
、
胡
桃
に

似
た
渋
味
の
果
実
に
実
る
の
は
少
な
い
。

人
間
も
ま
た
こ
れ
と
同
様
で
あ
る
。
仏
道

を
求
め
る
心
を
お
こ
す
人
は
多
い
け
れ
ど
も
、

ど
こ
ま
で
も
求
め
つ
づ
け
て
真
実
の
仏
道
に

会
う
者
は
少
な
い
。

凡
人
が
仏
道
を
求
め
る
心
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
邪
悪
な
条
件
に
よ
っ
て
迷
わ
さ
れ
、
事
あ

る
ご
と
に
変
り
や
す
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
ち
ょ
う
ど
、
鎧
を
つ
け
て
い
か
に
も
強
そ

う
に
見
え
る
武
士
は
多
い
け
れ
ど
も
、
い
ざ
、

戦
に
な
っ
て
敵
を
恐
れ
ず
勇
敢
に
戦
う
武
士

が
少
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。

熱
し
や
す
く
、
冷
め
や
す
い
の
が
日
本
人

の
常
で
す
。「
信
心
」
と
い
う
と
、
な
に
か
特

殊
な
振
る
舞
い
に
没
入
す
る
か
の
よ
う
に
受

け
取
ら
れ
か
ね
ま
せ
ん
が
、
一
生
懸
命
に
努

力
す
る
こ
と
が
菩
提
心
で
あ
り
、「
信
心
」
の

道
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
文
章
の
前
に
、
日

蓮
聖
人
の
お
唱
え
に
な
る
お
題
目
の
功
徳
と
、

人
々
の
唱
え
る
お
題
目
の
功
徳
と
は
，
少
し

も
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。
菩
提
心
を
お
こ
せ

よ
と
励
ま
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

新
し
い
元
号
が
「
令
和
」
に
決
ま
っ
た
。

昭
和
天
皇
崩
御
で
国
民
が
喪
に
服
し
た
三
十

年
前
の
改
元
と
は
状
況
が
異
な
り
、
天
皇
陛

下
の
高
齢
に
伴
う
譲
位
で
あ
る
。
新
た
な
時

代
へ
と
向
か
う
慶
祝
の
雰
囲
気
が
高
ま
る
中

で
改
元
を
迎
え
た
。
我
が
国
で
は
古
来
、
天

皇
の
即
位
な
ど
代
始
め
の
改
元
は
言
う
ま
で

も
な
く
，
天
変
地
異
や
疫
病
な
ど
の
災
い
を

断
ち
切
る
為
の
改
元
を
含
め
、
元
号
に
は
常

に
国
や
民
の
繁
栄
と
平
安
の
願
い
が
込
め
ら

れ
て
き
た
。
新
元
号
の
「
令
和
」
も
同
様
で

あ
る
。
決
定
以
降
、
「
令
和
」
の
意
味
を
巡

っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
あ
っ
た
。

読
ん
で
字
の
ご
と
く
「
命
令
に
従
い
、
和
を

乱
す
な
」
と
解
釈
す
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
外
務

省
は
「
ビ
ュ
ー
テ
ィ
フ
ル
、
ハ
ー
モ
ニ
ー
」
な

ど
と
解
説
し
て
い
る
。
こ
の
「
令
和
」
の
元
号

は
、
大
伴
旅
人
が
詠
ん
だ
万
葉
集
の
一
節
「
初

春
令
月
、
気
淑
風
和
」
を
典
拠
と
し
て
お
り
、

梅
が
咲
く
早
春
の
穏
や
か
で
美
し
い
風
景
を
描

写
し
た
も
の
だ
が
、
東
京
大
学
の
品
田
悦
一

教
授
は
、
こ
の
万
葉
集
の
一
節
が
文
選
に
収
め

ら
れ
た
張
衡
の
「
帰
田
賦
」
が
典
拠
と
な
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
「
権
力
者
の
横
暴
を
許
せ
な

い
し
、
忘
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
」
と
い
う
意

味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
解
説
し
て
い
る
。

平
成
の
三
十
年
を
振
り
返
っ
て
阪
神
淡
路
大
震

災
や
東
日
本
大
震
災
な
ど
、
多
く
の
自
然
災
害
を

除
け
ば
、
概
ね
平
和
を
享
受
し
た
時
代
で
あ
っ
た

と
言
え
る
。
し
か
し
、
未
経
験
の
人
口
減
少
社
会

の
到
来
、
気
候
変
動
に
伴
う
自
然
災
害
の
多
発
な

ど
、
我
が
国
を
取
り
巻
く
環
境
は
多
難
を
極
め
て

い
る
。
安
倍
晋
三
首
相
が
記
者
会
見
に
臨
み
、
新

元
号
に
つ
い
て
「
明
日
へ
の
希
望
と
と
も
に
そ
れ

ぞ
れ
の
花
を
大
き
く
咲
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
日

本
で
あ
り
た
い
」
と
語
っ
て
い
る
。
私
も
新
し
い

「
令
和
」
の
年
、
気
持
ち
を
新
た
に
、
初
心
を
思

い
起
こ
し
、
お
檀
家
の
皆
様
の
慰
霊
の
場
・
安
ら

ぎ
の
場
に
な
る
よ
う
心
掛
け
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

前
号
で
も
ご
案
内
し
ま
し
た
、
日
蓮

大
聖
人
の
降
誕
八
〇
〇
年
慶
讃
事
業
（

青
少
幼
年
健
全
育
成
に
向
け
た
活
動
の

促
進
等
）
宗
門
浄
財
勧
募
に
ご
協
力
を

頂
け
る
方
は
、
是
非
宜
し
く
お
願
い
致

し
ま
す
。

一
口

五
、
〇
〇
〇
円

銀
行
名

多
摩
信
用
金
庫

秋
川
支
店

口
座
番
号

一
五
〇
五
八
四
一

受
取
人
名

宗
教
法
人

宝
清
寺

代
表
役
員

石
井

前
琮

発行所 宝清寺

〒197-0821

東京都あきる野市小川101

電話 042-558-2663

(

順
不
同

敬
称
略)

令
和
元
年
五
月
末
日
現
在

ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

矢
﨑
茂
夫
氏
よ
り

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
四
日
に
逝
去

さ
れ
た
妻
、
桂
昌
院
妙
裁
日
良
信
女
の
菩

提
の
た
め
に
と
、
三
回
忌
の
法
要
の
砌
、

五
条
の
御
袈
裟
と
角
帽
子
を
寄
贈
さ
れ
ま

し
た
。

住
職
が
葬
儀
や
法
要
の
時
に
着
用
し
、

大
切
に
使
用
さ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
。

ご
報
告
さ
せ
て
頂
き
、
矢
﨑
氏
の
ご
奇
特

な
お
心
に
謝
意
を
表
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

明
治
時
代
に
旧
暦
か
ら
新
暦
に
変
更
し
た
時

に
、
新
暦
の
七
月
十
五
日
を
中
心
に
行
う
地

域
と
、
旧
暦
の
八
月
十
五
日
を
中
心
に
行
う

地
域
が
あ
り
、
東
京
で
は
七
月
に
実
施
し
た

地
域
が
多
く
、
現
在
も
そ
の
風
習
は
残
っ
て

い
ま
す
。
新
暦
の
七
月
の
時
期
は
、
農
作
業

の
繁
忙
期
で
あ
っ
た
事
も
、
全
国
的
に
八
月

盆
が
多
い
理
由
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

当
山
で
は
、
多
く
の
方
々
に
お
施
餓
鬼
法

要
に
ご
参
加
頂
け
る
よ
う
、

と
八
月
十
二
日(

月)

の
両
日
、
十
一
時
よ
り

お
施
餓
鬼
法
要
を
厳
修
し
て
お
り
ま
す
。
ご

都
合
の
良
い
日
に
ど
う
ぞ
ご
参
列
下
さ
い
。
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お
つ
と
め
に
は
、
一
切
時
・
六
時
・
四
時
・
三

時
・
二
時
が
あ
り
ま
す
。
こ
の「
時」
と
は
、
時
間

で
は
な
く
回
数
の
事
で
す
。
一
般
の
家
庭
で
は

二
時
、
つ
ま
り
朝
夕
二
回
行
う
の
が
良
い
と
さ

れ
て
き
ま
し
た
。

現
実
的
に
実
行
は
難
し
い
と
思
い
ま
す
が
、

ご
先
祖
に
感
謝
の
気
持
ち
を
込
め
、
今
日
も

一
日
無
事
に
過
ご
せ
る
よ
う
、
心
の
中
で
手
を

あ
わ
せ
る
だ
け
で
も
良
い
と
思
い
ま
す
。

毎
日
供
え
る
物
と
し
て
は
、
ご
飯
と
お
茶
の

二
つ
が
あ
れ
ば
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
。
祥
月
命

日
や
年
忌
法
要
に
は
、
果
物
や
菓
子
、
故
人
が

生
前
好
き
だ
っ
た
も
の
を
お
供
え
す
る
。
お
供

物
は
普
通
礼
拝
者
の
方
に
向
け
て
供
え
る
が
、

霊
供
膳
だ
け
は
本
尊
に
向
け
る
。
花
を
礼
拝

者
に
向
け
て
飾
る
の
は
、
仏
様
の
慈
悲
を
意
味

し
て
お
り
、
花
を
見
る
と
人
は
喜
び
、
悲
し
み

や
苦
し
み
が
和
ら
ぐ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

合
掌
は
仏
前
に
お
け
る
基
本
的
な
動
作
で

す
。
右
手
は
悟
り
の
世
界
で
あ
る
仏
様
を
、

左
手
は
迷
い
の
世
界
に
い
る
私
た
ち
人
間
を

表
し
て
い
る
と
い
わ
れ
、
合
掌
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
仏
様
と
一
体
に
な
る
こ
と
を
示
し
て

い
ま
す
。

合
掌
の
仕
方
は
、
胸
の
前
で
両

手
の
ひ
ら
と
指
を
ぴ
っ
た
り
と
合
わ
せ
る
よ

う
に
し
ま
す
。

数
珠
は
仏
前
に
礼
拝
す
る
と
き
の
必
需
品

で
す
。
数
珠
の
珠
は
一
つ
一
つ
が
人
間
の
煩

悩
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
よ
う

に
、
一
〇
八
個
の
も
の
が
正
式
で
、
本
連
と

呼
ば
れ
ま
す
。

半
連
と
呼
ば
れ
る
五
四
個
の
も
の
、
更
に

そ
の
半
分
の
二
七
個
の
も
の
も
あ
り
ま
す
。

平
時
は
数
珠
を
左
手
首
に
掛
け
て
お
き
、
法

要
の
時
は
二
環
に
し
て
左
手
の
親
指
と
人
差

し
指
の
間
に
か
け
合
掌
し
ま
す
。

日
蓮
聖
人
は
、
「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
の

題
目
を
唱
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
々
を
救
わ

れ
、
社
会
が
平
安
に
な
る
と
信
じ
て
教
え
を

説
く
と
同
時
に
、
自
ら
実
践
し
ま
し
た
。
日

蓮
宗
で
は
、
そ
の
教
え
に
従
い
、
唱
題
修
行

す
る
こ
と
を
「
正
行
」(

し
ょ
う
ぎ
ょ
う)

と

呼
ん
で
い
ま
す
。
「
法
華
経
」
を
読
ん
だ
り

暗
記
す
る
こ
と
は
、
「
正
行
」
を
助
け
る
こ

と
に
つ
な
が
る
と
い
う
意
味
で
「
助
行
」(

じ

ょ
ぎ
ょ
う)

と
呼
ん
で
い
ま
す
。
「
南
無
妙

法
蓮
華
経
」
の
「
南
無
」
は
帰
依
す
る
こ
と

で
、
日
蓮
聖
人
は
、
「
お
釈
迦
様
が
菩
薩
と

し
て
修
行
さ
れ
、
仏
に
な
ら
れ
、
人
々
を
救

お
う
と
導
か
れ
よ
う
と
し
た
功
徳
は

”
妙

法
蓮
華
経

”
の
五
字
に
全
て
備
わ
っ
て
い

る
。
我
々
が
こ
の
五
字
を
受
持
す
れ
ば
、
我

々
の
血
肉
と
な
り
、
お
釈
迦
樣
と
我
々
は
一

つ
に
な
る
」
と
説
い
て
い
ま
す
。
唱
題
に
は

地
位
や
名
誉
、
年
齢
や
性
別
な
ど
の
別
は
な

く
、
「
法
華
経
」
の
救
い
を
信
じ
て
、
心
か

ら
お
題
目
を
唱
え
て
こ
そ
、
功
徳
を
受
け
る

こ
と
が
出
来
る
の
で
す
。

「
序
」
と
は
、
い
と
ぐ
ち

の
意
味
で
、

、
、
、
、

広
大
無
辺
な
説
法
の
端
緒
の
こ
と
で
す
。

先
ず
第
一
に
好
ま
し
い
人
間
像
や
尊
敬
す

べ
き
人
間
像
、
そ
の
反
対
の
も
の
な
ど
、
あ

ら
ゆ
る
類
型
の
人
々
や
、
動
植
物
、
海
の
怒

濤
や
空
の
雲
や
風
の
よ
う
な
も
の
さ
え
、
自

分
た
ち
と
同
じ
情
を
持
っ
た
命
あ
る
も
の
と

考
え
ら
れ
て
お
り
、
列
挙
さ
れ
て
い
ま
す
。

は
じ
め
に
「
如
是
我
聞
」
と
あ
り
ま
す
が
、

こ
れ
は
教
典
が
釈
尊
の
滅
後
に
結
集
さ
れ
た

も
の
な
の
で
、
法
華
経
ば
か
り
で
は
な
く
、

総
て
の
経
典
に
通
じ
る
定
ま
っ
た
形
で
あ

り
、
「
お
釈
迦
様
の
説
法
を
私
は
こ
の
よ
う

に
聞
き
ま
し
た
」
と
、
私
は
誤
り
な
く
、
責

任
を
持
っ
て
仏
の
精
神
を
結
集
す
る
と
の
覚

悟
を
示
す
意
味
も
あ
り
ま
す
。

次
に
イ
ン
ド
王
舎
城
の
近
く
霊
鷲
山
と
場

所
が
示
さ
れ
、
大
比
丘
衆(

出
家
の
中
で
も

す
ぐ
れ
た
人)

の
前
で
説
法
を
さ
れ
、
ま
ず
、

比
丘
衆
は
、
道
も
わ
き
ま
え
ず
教
え
を
も
知

ら
ず
、
た
だ
名
誉
や
利
益
を
目
当
て
に
生
き

「
迷
い
」
の
境
地
に
い
る
俗
世
間
の
人
に
比

べ
る
と
、
「
悟
り
」
の
境
地
が
望
ま
し
い
と

修
行
を
重
ね
、
こ
の
世
を
捨
て
て
、
独
り
で

山
野
に
入
っ
て
悟
る
こ
と
が
仏
教
の
極
致
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
比
丘
衆
の
信
仰
の
あ
り

方
は
、
人
間
の
本
質
に
徹
し
た
考
え
で
は
な

い
と
否
定
し
ま
す
。
法
華
経
の
精
神
で
は
、

「
迷
い
」
と
「
悟
り
」
と
は
対
立
し
た
二
つ

の
も
の
で
は
な
く
、
人
間
生
活
の
両
面
に
過

ぎ
な
い
と
考
え
ま
す
。
一
切
衆
生
と
共
に
生

き
て
、
仏
に
な
る
理
想
に
向
か
っ
て
御
心
に

叶
う
よ
う
な
修
行
を
す
る
事
が
「
善
」
で
、

そ
の
反
対
が
「
悪
」
と
説
い
て
い
ま
す
。

ド
イ
ツ
の
神
学
者
で
哲
学
者
の
ア
ル
バ
ー

ト
・
シ
ュ
バ
イ
ツ
ァ
ー
は
、
「
人
間
が
、
真

に
道
徳
的
と
な
る
の
は
、
人
間
の
生
命
の
み

な
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
動
物
も
、
一
切
の
生
命
が

本
質
的
に
全
一
で
あ
り
、
神
聖
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
時
の
み
で
あ
る
。
」
と
「
生
命
へ

の
畏
敬
」
と
い
う
世
界
観
を
述
べ
て
い
ま
す
。

法
華
経
の
序
品
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
世

界
観
は
、
こ
の
生
命
の
一
体
感
で
あ
り
、
仏

の
化
導
を
受
け
る
べ
き
も
の
が
如
何
に
広
い

範
囲
に
わ
た
っ
て
い
る
か
を
知
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
あ
ら
ゆ
る
生
命
あ
る
も
の
が
、
一

人
の
お
釈
迦
様
を
中
心
に
展
開
さ
れ
ま
す
。

た
ち
ば
な
墓
苑
の
管
理
料
平
成
三
十
一
年

度
分
（
二
〇
一
九
年
四
月
一
日
よ
り
二
〇
二

〇
年
三
月
末
日
）
納
入
の
ご
案
内
を
申
し
上

げ
ま
す
。

当
寺
の
墓
苑
管
理
料
（
一
区
画
に
つ
き
一

万
二
千
円
／
年
）
は
、
翌
年
度
分
を
毎
年
三

月
末
ま
で
に
納
付
い
た
だ
く
前
納
制
と
な
っ

て
お
り
ま
す
。

納
入
方
法
は
、
ご
持
参
も
し
く
は
お
振
り

込
み
で
も
可
能
で
す
。

ご
不
明
な
点
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
寺
務
所

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

【
墓
苑
管
理
料
振
込
先
】

銀
行
名

多
摩
信
用
金
庫

秋
川
支
店

口
座
番
号

一
五
一
六
二
四
九

受
取
人
名

宗
教
法
人
宝
清
寺

代
表
役
員
石
井
前
琮

お
盆
に
は
、
ぜ
ひ
ご
家
族
揃
っ
て
お
墓
参

り
を
い
た
し
ま
し
ょ
う
。
お
塔
婆
は
、
故
人

を
偲
び
感
謝
す
る
心
を
形
と
し
て
お
供
え
す

る
も
の
で
、
追
善
供
養
の
大
切
な
一
つ
で
す
。

ご
希
望
の
方
は
、
同
封
の
ハ
ガ
キ
に
ご
記
入

の
上
、
お
早
め
に
ご
投
函
下
さ
い
。

新
寺
務
員
紹
介

昨
年
十
二
月
に
副
住
職
が
退
職
し
ま
し
た

が
、
後
任
に
大
内
慈
久
上
人
に
法
務
を
お
願

い
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
今
後
、
葬
儀

や
ご
法
事
の
お
勤
め
で
お
世
話
を
さ
せ
て
頂

く
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
。
ま
た
、
一
月
末
に
女
性
寺

務
員
の
欠
員
が
出
来
ま
し
た
が
、
四
月
一
日

よ
り
、
田
中
久
美
子
さ
ん
に
勤
務
し
て
頂
く

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

今
後
は
、
坂
井
美
千
代
・
萩
原
宏
恵
と
三

人
で
、
お
世
話
さ
せ
て
頂
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。
墓
地
な
ど
の
外
回
り
は
、
日
部
英
明
・

窪
島
静
男
が
境
内
の
清
掃
管
理
を
担
当
し
ま

す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

令
和
元
年
が
ス
タ
ー
ト
し
、
早
い
も
の
で
、

夏
の
季
節
を
迎
え
ま
し
た
。

平
安
中
期
以
降
、
戦
乱
・
天
災
・
疫
病
が

続
き
世
は
乱
れ
、
民
衆
は
末
法
の
世
に
怯
え

て
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
な
か
天
台
宗
・
真
言

宗
は
国
家
権
力
か
ら
の
自
立
を
は
か
り
、
栄

西
や
道
元
が
宋
か
ら
禅
を
伝
え
、
法
然
や
親

鸞
に
よ
り
浄
土
教
が
隆
盛
、
日
蓮
聖
人
に
よ

っ
て
法
華
信
仰
が
広
ま
り
ま
し
た
。
世
の
乱

れ
を
痛
切
に
感
じ
る
事
件
が
頻
発
し
て
い
る

昨
今
、
授
か
っ
た
素
晴
ら
し
い
命
を
大
切
に
、

合
掌
の
日
々
を
過
ご
し
て
参
り
ま
し
ょ
う
。


