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今
年
も
夏
が
や
っ
て
参
り
ま
し
た
。
い
よ
い
よ
お
盆
で
す
ね
。 

お
盆
と
言
え
ば
お
墓
参
り
で
す
が
、
こ
こ
数
年
の
八
月
の
暑
さ
は
ひ
と
し
お
で
す
。

容
赦
な
く
照
り
付
け
る
日
差
し
と
、
う
だ
る
よ
う
な
暑
さ
。
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
外
仕

事
を
す
る
だ
け
で
汗
が
滝
の
よ
う
に
流
れ
落
ち
ま
す
。 

お
互
い
熱
中
症
に
は
く
れ
ぐ
れ
も
気
を
付
け
ま
し
ょ
う
。 

ち
な
み
に
私
は
、
梅
干
し
を
お
湯
で
と
い
た
「
梅
干
し
湯
」
な
る
も
の
を
飲
む
こ
と

で
塩
分
を
し
っ
か
り
と
摂
取
す
る
よ
う
に
心
が
け
て
お
り
ま
す
。 

「
夏
場
に
熱
い
飲
み
物
は
ち
ょ
っ
と…

」
と
思
わ
れ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。 

か
く
い
う
私
も
冷
た
い
飲
み
物
が
大
好
き
な
タ
チ
で
す
が
、
温
か
い
も
の
を
飲
む
よ

う
に
心
が
け
て
か
ら
お
腹
の
調
子
が
良
い
気
が
し
ま
す
。 

み
な
さ
ん
も
是
非
お
試
し
あ
れ
。 

 

さ
て
、
ち
ょ
っ
と
話
が
そ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
本
題
に
戻
り
ま
し
ょ
う
。 

み
な
さ
ん
、
「
お
盆
」
っ
て
正
式
に
は
何
と
呼
ぶ
か
御
存
知
で
し
ょ
う
か
。 

実
は
「
お
盆
」
っ
て
略
称
な
ん
で
す
。 

正
し
く
は
「
盂
蘭
盆
（
う
ら
ぼ
ん
）
」
と
い
い
ま
す
。 

「
盂
蘭
盆
」
と
い
う
言
葉
の
響
き
に
、
な
ん
と
な
く
日
本
語
離
れ
し
た
も
の
を
感
じ

た
そ
こ
の
ア
ナ
タ
。
鋭
い
で
す
ね
。 

そ
れ
も
そ
の
は
ず
。 

「
盂
蘭
盆
」
は
「
ウ
ラ
ヴ
ァ
ー
ナ
」
と
い
う
イ
ン
ド
の
言
葉
が
伝
わ
っ
た
中
国
で
、

イ
ン
ド
語
の
発
音
に
漢
字
を
当
て
嵌
め
て
（
「
音
訳
」
と
言
い
ま
す
）
出
来
た
言
葉
な

の
で
す
か
ら
。 

「
ウ
ラ
ヴ
ァ
ー
ナ
」
は
イ
ン
ド
語
で
「
自
恣
（
じ
し
）
」
を
表
す
「
プ
ラ
ヴ
ァ
ー
ナ
」

と
い
う
言
葉
が
訛
っ
た
言
葉
で
す
。 

「
自
恣
」
と
は
何
か…

。
実
は
こ
れ
、
古
代
イ
ン
ド
で
行
わ
れ
て
い
た
お
坊
さ
ん
の

修
行
な
ん
で
す
。 

現
代
風
に
い
う
な
れ
ば
、
“
修
行
の
反
省
会
”
と
で
も
申
し
ま
し
ょ
う
か
。 

古
代
イ
ン
ド
の
お
坊
さ
ん
は
、
普
段
か
ら
お
寺
で
法
務
に
勤
し
ん
で
い
る
今
日
の
日

本
の
お
坊
さ
ん
と
異
な
り
、
基
本
的
に
一
人
な
い
し
二
人
ほ
ど
で
、
特
定
の
宿
を 

夏
で
す
。
お
盆
の
季
節
で
す
。 

水場にはたくさんのいきものたちが集まってきます。 

境内のハス鉢がまさに今、いきものたちの憩いの場となっているようです。 

今年はモリアオガエルが卵を産みまして、元気にハス鉢の中をオタマジャク

シが泳いでおります。 

共存ってなんだろう。常々思いを巡らしておりますが、そのヒントがこの小さ

なハス鉢の中にありそうな気がしている、今日この頃です。 



  
 

持
た
ず
旅
を
し
な
が
ら
修
行
し
て
い
た
そ
う
で
す
。 

日
本
昔
話
に
登
場
す
る
“
旅
の
お
坊
さ
ん
”
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
く
だ
さ
い
。 

し
か
し
、
こ
れ
は
天
気
が
良
い
季
節
の
話
。 

日
本
と
異
な
り
、
イ
ン
ド
版
の
梅
雨
で
あ
る
「
雨
期
」
は
数
カ
月
間
に
わ
た
り
雨
が
降

り
続
け
ま
す
。
こ
の
雨
期
の
間
は
な
か
な
か
外
を
出
歩
け
な
い
で
す
か
ら
、
イ
ン
ド
の

お
坊
さ
ん
た
ち
は
一
か
所
に
集
ま
っ
て
、
み
ん
な
で
修
行
し
て
い
た
そ
う
で
す
。 

こ
れ
を
「
安
居
（
あ
ん
ご
）
」
と
い
い
ま
す
。 

普
段
イ
ン
ド
各
地
を
旅
し
な
が
ら
バ
ラ
バ
ラ
で
修
行
し
て
い
る
お
坊
さ
ん
た
ち
が
一
同

に
会
す
る
わ
け
で
す
か
ら
、
安
居
の
修
行
は
一
般
の
方
々
に
と
っ
て
も
特
別
な
も
の
だ

っ
た
よ
う
で
す
。 

こ
の
安
居
の
修
行
の
最
終
日
に
行
わ
れ
た
の
が
「
自
恣
」
だ
っ
た
ん
で
す
。 

数
か
月
間
に
わ
た
る
集
団
で
の
修
行
で
す
。
規
律
を
保
つ
た
め
、
そ
し
て
せ
っ
か
く
の

修
行
の
成
果
を
次
に
繋
げ
る
た
め
に
も
、
修
行
中
の
反
省
会
は
不
可
欠
だ
っ
た
の
で
し

ょ
う
。 

お
坊
さ
ん
が
各
々
自
分
の
修
行
を
反
省
し
て
悔
い
改
め
る
の
で
、
こ
の
日
は
一
年
の
内

で
心
身
と
も
に
最
も
清
ら
か
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

古
代
イ
ン
ド
で
は
ご
先
祖
さ
ま
の
追
善
を
願
っ
て
、
こ
の
日
に
お
坊
さ
ん
に
食
事
を
ご

供
養
す
る
風
習
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。 

ご
先
祖
さ
ま
を
想
う
気
持
ち
は
古
今
東
西
変
わ
ら
な
い
ん
で
す
ね
。 

 

「
追
善
」
と
は
「
感
謝
の
祈
り
」
で
あ
り
「
応
援
の
祈
り
」
で
も
あ
り
ま
す
。 

ち
ょ
う
ど
今
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
を
会
場
に
、
サ
ッ
カ
ー
女
子

ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
が
開
催
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
ニ
ュ
ー
ス
で
拝
見
す
る
サ
ポ
ー
タ
ー
の

み
な
さ
ん
の
姿
は
本
当
に
熱
気
に
溢
れ
て
お
り
ま
す
。 

遠
く
離
れ
た
日
本
か
ら
、
サ
ポ
ー
タ
ー
の
み
な
さ
ん
が
必
死
に
選
手
た
ち
を
応
援
し
て

勝
利
を
祈
る
の
は
、
ど
れ
だ
け
遠
く
離
れ
て
い
て
も
必
ず
想
い
は
伝
わ
る
と
、
祈
り
の

チ
カ
ラ
を
信
じ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。 

祈
り
は
決
し
て
荒
唐
無
稽
な
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。 

亡
き
親
族
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
人
類
の
歴
史
の
中
で
確
か
に

生
き
て
い
た
、
名
前
も
足
跡
も
分
か
ら
な
い
人
々
に
対
す
る
祈
り
を
是
非
、
お
盆
の
こ

の
機
会
に
捧
げ
て
み
て
く
だ
さ
い
。 

  



  

【
編
集
後
記
】 

昨
年
春
、
満
を
持
し
て
三
十
年
ぶ
り
に
本
土
寺
の
寺
報
を
復
刊
致
し
ま
し
た
。 

し
か
し
、
あ
れ
か
ら
半
年
間
お
寺
を
空
け
た
り
、
な
ん
や
か
ん
や
あ
り
ま
し
て
、

結
局
一
年
ち
ょ
っ
と
発
行
が
滞
っ
て
し
ま
っ
て
お
り
ま
し
た
。 

本
当
に
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
。 

前
回
は
ま
だ
ま
だ
試
験
段
階
で
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
た
だ
け
で
し
た
が
、

今
回
は
紙
媒
体
で
も
配
布
し
て
お
り
ま
す
。
印
刷
技
術
の
進
歩
で
、
デ
ー
タ
さ
え

用
意
す
れ
ば
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
経
由
で
誰
で
も
手
軽
に
冊
子
を
作
る
こ
と
が
出
来

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
本
当
に
便
利
な
時
代
で
す
。
常
在
山
本
土
寺
の
広
報
誌

と
し
て
出
来
る
限
り
た
く
さ
ん
の
方
の
目
に
触
れ
て
、
石
川
県
中
能
登
町
の
山
中

に
ひ
っ
そ
り
と
佇
む
常
在
山
本
土
寺
を
知
っ
て
頂
く
き
っ
か
け
の
一
つ
と
な
れ

ば
、
編
集
者
冥
利
に
尽
き
る
と
い
う
も
の
で
す
。 

七
面
大
明
神
大
祭
の
ご
案
内 

八
月
と
言
え
ば
、
十
七
日
は
当
山
で
お
祀
り
し
て
お
り
ま
す
、「
七
面
大
明
神
」
の
大
祭
で
す
。 

七
面
大
明
神
（
通
称
＝
七
面
様
）
と
は
、
法
華
経
の
守
護
神
と
し
て
、
日
蓮
宗
で
盛
ん
に
信
仰
さ
れ
て
い
る
龍
の

女
神
様
で
す
。
当
山
の
七
面
様
の
御
尊
像
は
寛
延
三
年
（
一
七
五
〇
）
に
奉
安
さ
れ
、
お
堂
自
体
も
文
政
年
間
（
一

八
一
八
～
一
八
三
〇
）
建
立
の
も
の
で
す
。
稲
作
が
盛
ん
な
当
地
で
は
長
ら
く
雨
乞
い
の
神
様
と
し
て
信
仰
を
集

め
て
き
ま
し
た
。
大
正
十
三
年
夏
に
当
地
を
襲
っ
た
大
干
ば
つ
の
際
に
は
、
有
志
の
方
々
が
三
日
三
晩
に
わ
た
る

必
死
の
お
祈
り
を
捧
げ
た
結
果
、
満
願
の
日
に
東
の
空
よ
り
突
如
と
し
て
黒
雲
が
湧
き
あ
が
り
、
大
雨
が
大
地
を

潤
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
際
の
記
念
写
真
が
本
堂
に
飾
っ
て
あ
り
ま
す
の
で
、
気
に
な
る
方
は
ぜ

ひ
御
覧
く
だ
さ
い
。 

当
地
一
円
の
信
仰
を
集
め
て
き
た
七
面
様
の
お
祭
り
と
あ
っ
て
、
以
前
は
大
祭
前
夜
は
お
逮
夜
と
し
て
、
提
灯
に

よ
る
万
灯
供
養
な
ら
び
に
万
灯
練
行
列
な
ど
大
規
模
に
催
し
て
お
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
こ
十
年
間
ほ
ど
万
灯

行
列
は
お
休
み
、
万
灯
供
養
も
提
灯
の
老
朽
化
に
よ
っ
て
コ
ロ
ナ
禍
を
境
に
お
休
み
し
て
お
り
ま
す
。
数
百
年
に

わ
た
っ
て
た
く
さ
ん
の
方
々
の
信
仰
を
集
め
て
き
た
七
面
様
で
す
か
ら
、
や
は
り
年
に
一
回
の
お
祭
り
だ
け
は
賑

や
か
に
出
来
れ
ば
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
現
在
、
有
志
の
方
を
募
っ
て
お
り
ま
す
。 

「
我
こ
そ
は
」
と
い
う
方
は
ど
し
ど
し
お
声
掛
け
く
だ
さ
い
。 

年
中
行
事
の
ご
案
内 

八
月 

一 

日 

魂
迎
会
施
餓
鬼
法
要 

八
月 

十
六
日 

七
面
大
明
神
大
祭
（
お
逮
夜
） 

八
月 

十
七
日 

七
面
大
明
神
大
祭 

九
月
二
十
二
日 

稲
荷
大
明
神
祭
礼 

九
月
二
十
三
日 

秋
季
彼
岸
会
法
要 

十
月 

十
三
日 
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十
一
月 

九 

日 

祠
堂
法
要
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会
式 

十
一
月
二
十
六
日 

徳
前
御
会
式 

十
二
月 
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日 
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