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敬うもののある暮らし ―儀式の大切さ―横田管長のお話

お
盆
が
近
づ
く
と
、今
か
ら
も
う
半
世
紀
以
上
前

の
ふ
る
さ
と
の
精
霊
流
し
の
光
景
を
思
い
起
こ
し

ま
す
。
私
が
二
歳
の
時
、祖
父
が
亡
く
な
り
、そ
の

夏
に
初
盆
を
迎
え
た
の
で
し
た
。当
時
ふ
る
さ
と
で

は
、一
家
の
主
が
亡
く
な
る
と
、初
盆
に
船
を
造
っ

て
御
霊
を
送
る
と
い
う
風
習
が
あ
り
ま
し
た
。船
に

は
灯
籠
や
ち
ょ
う
ち
ん
な
ど
を
飾
っ
て
、熊
野
川
の

川
原
ま
で
引
い
て
ゆ
き
ま
す
。
そ
こ
で
み
ん
な
で

手
を
合
わ
せ
て
お
見
送
り
を
す
る
の
で
す
。

夕
暮
れ
の
頃
、あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
送
り
火
が
焚

か
れ
、お
坊
さ
ん
の
読
経
の
声
も
聞
こ
え
て
い
ま

し
た
。
船
に
手
を
合
わ
せ
て
い
る
と
、母
が
、祖
父

は
こ
の
船
に
乗
っ
て
あ
ち
ら
の
世
界
に
帰
っ
て
ゆ

く
の
だ
と
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、そ
の
船
は
専
門
の
船
大
工
の
造
っ
た

も
の
で
は
な
か
っ
た
た
め
、私
た
ち
の
見
て
い
る
目

の
前
で
沈
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。私
は
そ
の
時
ま
だ

二
歳
で
し
た
が
、祖
父
は
い
っ
た
い
ど
こ
に
行
く
の

だ
ろ
う
か
と
大
き
な
疑
問
を
抱
き
ま
し
た
。三
つ
子

の
魂
百
ま
で
と
申
し
ま
す
が
、人
は
死
ん
で
い
っ
た
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い
ど
こ
に
行
く
の
か
と
い
う
こ
と
が
私
に
と
っ
て

生
涯
を
貫
く
大
問
題
と
な
っ
た
の
で
し
た
。

小
学
生
の
頃
に
は
、親
し
く
し
て
い
た
友
人
が

白
血
病
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。
当
時
は
同
級
生
が

亡
く
な
る
と
は
夢
に
も
思
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
う
し
て
死
の
問
題
は
私
に
と
っ
て
抜
き
差
し
な

ら
ぬ
も
の
と
な
っ
た
の
で
す
。

そ
ん
な
中
で
、お
寺
に
行
っ
て
坐
禅
を
し
ま
し

た
。
ま
だ
十
歳
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
お
寺
が
清

閑
院
と
い
う
臨
済
宗
の
お
寺
で
あ
り
、初
め
て
坐

禅
を
教
わ
っ
た
の
が
当
時
住
職
で
あ
っ
た
後
藤
牧

宗
和
尚
で
し
た
。

お
寺
の
坐
禅
会
に
は
、由
良
町
興
国
寺
か
ら
目

黒
絶
海
老
師
が
お
見
え
に
な
っ
て
お
話
を
し
て
く

だ
さ
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
老
師
の
お
姿
に
接
し

て
、私
は
子
ど
も
心
に
、こ
の
禅
の
道
に
死
の
問
題

を
解
決
す
る
道
が
あ
る
と
思
っ
た
の
で
す
。
老
師

の
洒
脱
な
風
貌
、立
ち
居
振
る
舞
い
、と
り
わ
け
仏

前
に
焼
香
し
て
恭
し
く
三
拝
な
さ
れ
る
お
姿
に
感

動
し
ま
し
た
。

当
時
学
校
の
先
生
は
偉
い
も
の
で
あ
り
、尊
敬

す
べ
き
も
の
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
お
寺

の
和
尚
も
ま
た
そ
れ
以
上
に
偉
く
尊
敬
す
べ
き
と

思
っ
て
い
ま
し
た
。
清
閑
院
の
和
尚
は
、学
校
の
先

生
も
な
さ
っ
て
い
た
の
で
、幼
い
私
に
と
っ
て
は

こ
れ
以
上
な
い
尊
い
方
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
、禅
の
老
大
師
と
呼
ば
れ
る
方
が
お

見
え
に
な
る
と
、そ
の
和
尚
が
実
に
平
身
低
頭
し

て
お
出
迎
え
を
し
た
の
で
す
。
私
は
そ
の
お
姿
に

も
感
動
し
ま
し
た
。そ
う
し
て
、い
つ
も
偉
い
方
だ

と
思
っ
て
い
る
方
よ
り
も
も
っ
と
お
偉
い
方
が
い

ら
っ
し
ゃ
る
の
だ
と
知
っ
た
の
で
す
。そ
し
て
、そ

の
も
っ
と
お
偉
い
老
師
は
、仏
様
の
前
で
、実
に
丁

寧
に
心
を
込
め
て
礼
拝
さ
れ
て
い
た
の
で
し
た
。

心
か
ら
敬
う
も
の
を
も
っ
て
い
る

姿
は
美
し
い
と
思
い
ま
し
た
。
こ
う

い
う
世
界
は
素
晴
ら
し
い
と
感
動
し

ま
し
た
。
私
が
こ
の
禅
の
道
を
学
ん

で
み
よ
う
と
思
っ
た
の
は
、そ
ん
な
出

会
い
が
も
と
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

そ
し
て
絶
海
老
師
が
お
話
を
始
め

ら
れ
る
と
、「
今
日
こ
こ
に
お
集
ま
り

の
皆
さ
ん
は
仏
様
で
す
」と
い
っ
て

手
を
合
わ
せ
て
拝
ま
れ
ま
し
た
。
偉

い
と
思
っ
て
い
た
和
尚
よ
り
、も
っ

と
お
偉
い
老
師
が
手
を
合
わ
せ
て
拝

ま
れ
た
の
は
、な
ん
と
私
た
ち
だ
っ

た
の
で
す
。
こ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う

い
う
こ
と
な
の
か
、大
き
な
疑
問
と

な
っ
て
坐
禅
を
始
め
た
の
で
し
た
。

以
来
半
世
紀
近
い
歳
月
を
か
け
て
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坐
禅
し
て
き
て
、な
る
ほ
ど
老
師
の
仰
っ
た
通
り

だ
と
い
う
の
が
結
論
で
あ
り
ま
す
。

森
信
三
先
生
の
言
葉
に
、「
尊
敬
す
る
人
が
無
く

な
っ
た
時
、そ
の
人
の
進
歩
は
止
ま
る
。
尊
敬
す
る

対
象
が
、年
と
共
に
は
っ
き
り
し
て
来
る
よ
う
で

な
け
れ
ば
、真
の
大
成
は
期
し
難
い
」と
い
う
の
が

ご
ざ
い
ま
す
。

常
に
敬
う
も
の
を
も
っ
て
い
る
暮
ら
し
と
い
う

の
は
尊
い
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
私
の
両
親
は
特

別
の
信
仰
を
も
っ
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、毎
朝
ご
飯
を
炊
く
と
お
仏
壇
に
供
え
て
手
を

合
わ
せ
て
い
ま
し
た
。
神
棚
も
お
祀
り
し
て
い
ま

し
た
。お
彼
岸
や
お
盆
、月
命
日
な
ど
折
に
ふ
れ
て

お
墓
参
り
も
欠
か
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
手
を
合
わ

せ
敬
う
も
の
を
も
っ
て
い
る
暮
ら
し
の
中
に
あ
っ

た
の
で
し
た
。

こ
の
頃
は
ど
う
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
学
校
の

先
生
は
、尊
敬
さ
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
敬
わ
れ

て
い
る
こ
と
も
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、昨
今
の
モ

ン
ス
タ
ー
ペ
ア
レ
ン
ト
な
る
言
葉
を
聞
く
と
、敬

う
こ
と
か
ら
遠
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
と
懸
念
し

ま
す
。
お
寺
の
和
尚
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
敬
っ

て
く
だ
さ
る
方
も
多
い
と
は
思
い
ま
す
が
、色
々

と
批
判
さ
れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
か
と
察
し
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、批
判
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は

謙
虚
に
反
省
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
が
、敬
う
心
ま

で
が
失
わ
れ
る
と
し
た
ら
、残
念
な
気
が
し
て
い

ま
す
。

京
都
に
あ
る
花
園
大
学
に
通
う
よ
う
に
な
っ
て

早
く
も
六
年
が
経
ち
ま
す
。
総
長
と
い
う
職
を
い

た
だ
い
て
い
ま
す
。
大
学
の
実
務
は
経
験
豊
富
な

学
長
が
担
っ
て
く
れ
て
い
る
の
で
す
。
た
だ
い
ま

は
磯
田
文
雄
学
長
で
あ
り
ま
す
。
磯
田
学
長
と
話

を
し
て
い
て
、あ
る
時
に
儀
式
の
大
切
さ
に
つ
い

て
語
り
合
い
ま
し
た
。
卒
業
式
の
時
だ
っ
た
か
と

思
い
ま
す
。

磯
田
学
長
は
、東
京
大
学
を
卒
業
さ
れ
て
文
部

省
に
お
勤
め
に
な
っ
て
い
た
方
で
す
。
そ
の
磯
田

学
長
か
ら
興
味
深
い
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

な
ん
で
も
東
大
で
は
一
時
期
入
学
式
や
卒
業
式

が
な
か
っ
た
の
だ
そ
う
で
す
。
東
大
で
学
園
紛
争

が
起
き
て
、昭
和
四
十
四
年
一
月
安
田
講
堂
を
学

生
た
ち
が
占
拠
し
、さ
ら
に
警
視
庁
が
封
鎖
を
解

除
し
た
の
で
す
。

学
生
た
ち
が
立
て
こ
も
っ
て
い
た
講
堂
は
使
え

る
状
態
で
は
な
く
な
り
、入
学
式
も
卒
業
式
も
開

催
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
入
学
式
は
六

年
後
に
武
道
館
で
再
開
さ
れ
た
の
で
す
が
、卒
業

式
は
な
ん
と
平
成
三
年
に
再
開
さ
れ
る
ま
で
二
十
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年
以
上
に
わ
た
っ
て
挙
行
さ
れ
な
か
っ
た
と
う
か

が
い
ま
し
た
。

し
か
し
、そ
れ
で
も
や
は
り
入
学
式
、卒
業
式
と

い
う
儀
式
は
大
切
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で

す
。
磯
田
学
長
か
ら
い
た
だ
い
た
ご
著
書『
教
育
行

政
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
）に
は
、「
各
学
校
で
実
践

さ
れ
て
い
る
音
楽
祭
、文
化
祭
、体
育
祭
、さ
ま
ざ

ま
な
体
験
活
動
、特
別
活
動
、こ
れ
ら
は
秘
儀
化
機

能
の
回
復
と
い
う
観
点
か
ら
見
て
も
大
い
に
教
育

的
意
義
が
あ
る
。
子
ど
も
達
は
社
会
と
の
関
係
に

お
い
て
、他
者
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
自
分
の

価
値
を
見
出
し
、自
分
の
顔
を
獲
得
し
て
い
く
の

で
あ
る
」と
書
か
れ
て
い
ま
す
。い
ろ
ん
な
儀
式
を

通
じ
て
人
間
は
お
互
い
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー

を
確
か
め
合
う
の
で
あ
り
ま
す
。

コ
ロ
ナ
禍
の
間
に
は
、文
化
祭
や
体
育
祭
な
ど

儀
式
を
行
う
の
が
難
し
い
時
が
あ
り
ま
し
た
。
入

学
式
や
卒
業
式
も
色
々
対
策
を
取
ら
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
で
し
た
。し
か
し
、決
し
て
無
く
て
も
い

い
と
い
う
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
こ
で
磯
田
学
長
が
私
に
言
わ
れ
た
の
が「
人

生
で
一
番
大
切
な
儀
式
は
葬
儀
で
は
あ
り
ま
せ
ん

か
。
こ
の
葬
儀
を
軽
ん
じ
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」と
い
う
こ
と
で

あ
り
ま
し
た
。

コ
ロ
ナ
禍
の
間
に
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
時
に

は
十
分
な
お
葬
儀
を
で
き
な
か
っ
た
の
は
や
む
を

得
な
い
こ
と
で
す
。そ
れ
で
も
、そ
の
時
で
き
る
限

り
の
こ
と
を
務
め
た
は
ず
で
あ
り
ま
す
。

身
内
だ
け
の
お
別
れ
会
と
い
う
の
も
増
え
て
い

る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、お
寺
の
和
尚
を
お
招

き
し
て
お
勤
め
す
る
こ
と
に
も
大
き
な
意
義
が
あ

り
ま
す
。
和
尚
を
敬
っ
て
お
招
き
す
る
姿
が
ま
た

尊
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
姿
が
子
ど
も
た

ち
に
も
良
い
影
響
を
与
え
る
と
信
じ
ま
す
。

お
寺
の
行
事
も
簡
略
化
が
進
み
ま
し
た
。
や
む

を
得
な
い
事
情
も
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
儀
式

に
導
師
を
お
迎
え
す
る
和
尚
の
姿
に
は
尊
い
も
の

が
あ
り
ま
す
。そ
し
て
、お
寺
の
儀
式
は
仏
様
や
亡

く
な
っ
た
方
を
敬
う
場
で
す
。
私
は
幼
い
頃
、そ
ん

な
心
か
ら
敬
う
も
の
を
持
っ
て
い
る
和
尚
の
姿
に

感
動
し
て
こ
の
道
に
入
り
ま
し
た
。「
尊
敬
す
る
人

が
無
く
な
っ
た
時
、そ
の
人
の
進
歩
は
止
ま
る
」の

一
言
を
胸
に
刻
み
ま
す
。　

も
っ
と
も
絶
海
老
師
が「
み
ん
な
が
仏
様
で
す
」

と
拝
ま
れ
た
よ
う
に
、総
て
の
人
を
敬
う
こ
と
が
で

き
た
ら
、そ
れ
こ
そ
真
の
仏
様
な
の
で
あ
り
ま
す
。

お
盆
を
迎
え
ま
す
。
心
か
ら
敬
う
気
持
ち
を

持
っ
て
ご
先
祖
を
お
迎
え
し
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て

和
尚
が
お
参
り
く
だ
さ
る
処
で
は
、ど
う
か
丁
寧

に
お
迎
え
を
し
て
く
だ
さ
い
。

7 6


