
講
師

当
山
住
職

お
盆

お
盆
は
正
式
に
は
「
盂
蘭
盆
会
（
う
ら
ぼ
ん
え
）
」
と

い
い
ま
す
。
語
源
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
「
ウ
ラ
ン

バ
ナ
」
か
ら
き
て
お
り
、「
逆
さ
づ
り
の
苦
し
み
を
救
う
」

と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。
お
盆
は
仏
教
由
来
の
行
事

で
あ
る
た
め
、
多
く
の
仏
教
宗
派
で
お
つ
と
め
し
ま
す

が
、
宗
派
ご
と
に
供
養
の
形
式
や
考
え
方
に
若
干
の
違

い
が
あ
り
ま
す
。

浄
土
真
宗
は
念
仏
者
は
こ
の
世
で
の
命
を
終
え
る
と

同
時
に
極
楽
浄
土
に
往
生
す
る
と
い
う
教
え
で
す
。
地

獄
の
釜
の
蓋
が
開
い
て
、
霊
が
こ
の
世
に
戻
っ
て
く
る

と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
せ
ん
。

浄
土
真
宗
で
は
迎
え
火
や
送
り
火
の
よ
う
な
習
慣
は

行
わ
ず
、
仏
の
教
え
に
感
謝
し
、
お
聴
聞
を
勧
め
て
阿

弥
陀
様
の
本
願
の
心
を
聴
く
機
会
だ
と
捉
え
ま
す
。

朝
席
の
一
席
で
す
が
、
ど
う
ぞ
お
参
り
く
だ
さ
い
。

夕
方
か
ら
は
楽
し
い
「
夕
す
ず
み
会
」
を
企
画
し
て

い
ま
す
。
お
子
様
連
れ
で
ご
参
加
く
だ
さ
い
。
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晨
朝
の
お
勤
め

じ

ん

じ
よ
う

今
年
も
毎
月
、
第
二
土
曜
日
の

朝
七
時
か
ら
お
勤
め
を
行
い
ま
す
。

八
月
は
九
日
（
土
）
午
前
七
時

よ
り
行
い
ま
す
。



夕
す
ず
み
会
の
翌
日
、
同
じ
浄
土
真
宗
の
お
寺
「
西
楽
寺
」
で
「
サ
マ
ー
ス
ク
ー
ル
」
が
開
か
れ
ま
す
。
参
加
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
の
で
、
勝
光
寺
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

阿
弥
陀
経

舎
利
弗
（
し
ゃ
り
ほ
つ
）
と
い
う
名
前

を
ご
存
じ
で
す
か

お
盆
の
法
座
で
は
、
阿
弥
陀
経
を
お

勤
め
し
ま
す
。

阿
弥
陀
経
を
お
勤
め
し
ま
す
と
、
何

度
も
「
し
ゃ
ー
り
ー
ほ
つ
」
と
い
う
言

葉
が
出
て
き
ま
す
。
調
べ
て
み
る
と
全

部
で
三
十
八
カ
所
も
あ
り
ま
す
。

お
釈
迦
様
に
は
た
く
さ
ん
の
お
弟
子

様
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、
特
に

優
れ
た
十
人
の
お
弟
子
様
を
「
十
大
弟

子
」
と
呼
ば
れ
、
舎
利
弗
様
は
、
そ
の

中
の
お
一
人
で
イ
ン
ド
の
言
葉
で
あ
る

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
は
『
シ
ャ
ー
リ

ー
プ
ー
ト
ラ
』
と
発
音
す
る
よ
う
で
す
。

般
若
心
経
の
中
に
も
舎
利
弗
様
は
登

場
し
ま
す
。

舎
利
弗
様
は
、
「
智
慧
第
一
（
ち
え

だ
い
い
ち
）
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。

お
釈
迦
様
の
仏
教
教
団
を
代
表
す
る
存

在
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
智
慧
第
一
」
と
は
、
認
識
力
、
真
理

を
見
極
め
る
力
の
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、

お
釈
迦
様
が
説
か
れ
る
悟
り
の
内
容
を

正
し
く
理
解
す
る
能
力
に
優
れ
て
い
た

と
い
う
こ
と
で
す
。
舎
利
弗
様
が
、
お

釈
迦
様
に
代
わ
っ
て
説
法
を
す
る
こ
と

も
あ
っ
た
よ
う
で
、
教
団
を
運
営
す
る

面
は
、
お
釈
迦
様
で
は
な
く
、
舎
利
弗

様
が
行
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。し

か
し
、
舎
利
弗
様
は
お
釈
迦
様
よ

り
年
齢
が
若
い
の
に
、
お
釈
迦
様
よ
り

早
く
亡
く
な
り
ま
す
。
一
説
に
は
「
阿

弥
陀
経
」
は
、
命
を
終
え
よ
う
と
し
て

い
る
舎
利
弗
様
に
お
釈
迦
様
が
「
舎
利

弗
よ
」
「
舎
利
弗
よ
」
と
何
度
も
何
度

も
語
り
か
け
る
よ
う
に
し
て
、
こ
れ
か

ら
新
た
に
生
ま
れ
て
い
く
お
浄
土
の
世

界
の
様
子
と
阿
弥
陀
様
の
存
在
に
つ
い

て
説
き
示
さ
れ
て
い
く
お
経
な
の
で
あ

る
と
解
釈
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
舎
利
弗
よ
」
と
何
度
も
呼
び
か
け

ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
『
こ
の
阿

弥
陀
仏
の
教
え
だ
け
は
何
と
し
て
も
伝

え
て
お
き
た
い
』
と
い
う
、
お
釈
迦
様

の
強
い
お
気
持
ち
を
感
じ
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

阿
弥
陀
経
を
お
勤
め
す
る
と
き
、
こ

の
「
舎
利
弗
よ
」
と
い
う
呼
び
掛
け
を
、

自
分
自
身
へ
の
呼
び
掛
け
だ
と
思
い
な
が

ら
お
勤
め
し
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

時
空
を
超
え
て
、
お
釈
迦
様
が
私
に
、
阿

弥
陀
仏
と
お
浄
土
に
つ
い
て
語
り
か
け
て

く
だ
さ
る
。
そ
ん
な
思
い
が
抱
け
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

快
慶
作

舎
利
弗
像


