
 
 
  

 
 

 

 

仏仏
教教
のの
行行
事事  
おお
盆盆  

  

「
お
盆
」
は
さ
ま
ざ
ま
な
仏
教
の
年
中
行
事

の
中
で
も
最
も
広
く
親
し
ま
れ
、
日
本
人

の
生
活
に
根
づ
い
て
い
る
行
事
の
ひ
と
つ

で
す
。
正
式
に
は
「
盂
蘭
盆
会
（
う
ら
ぼ

ん
え
）」
と
言
い
ま
す
。
釈
迦
の
高
弟
で
あ

る
目
連
（
も
く
れ
ん
）
は
餓
鬼
道
（
が
き

ど
う
）
に
堕
ち
て
飢
え
と
渇
き
に
苦
し
ん

で
い
る
母
を
見
か
ね
、
釈
迦
の
教
え
に
従

っ
て
多
く
の
僧
侶

を
招
き
、
さ
ま
ざ

ま
な
ご
馳
走
を
供

え
て
供
養
し
た
と

こ
ろ
母
を
地
獄
か

ら
救
い
出
す
こ
と

が
で
き
た
と
い
う
。

こ
の
話
か
ら
祖
先

の
霊
を
迎
え
て
供
養
し
、
そ
の
功
徳
に
よ

っ
て
苦
し
み
の
世
界
か
ら
救
い
出
し
浄
土

に
送
り
か
え
す
盂
蘭
盆
会
の
行
事
が
生
ま

れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
で
は
「
先

亡
の
霊
が
帰
る
」
と
い
う
古
く
か
ら
の
民

間
信
仰
と
、
仏
教
の
盂
蘭
盆
会
が
融
合
し

て
現
在
の
お
盆
の
か
た
ち
に
な
っ
た
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
古
く
は
七
月
一
五
日

を
中
心
に
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
霊
に
長

く
逗
留
し
て
ほ
し
い
と
い
う
気
持
ち
か
ら

期
日
が
延
び
七
月
一
三
日
か
ら
一
六
日

（
地
方
に
よ
っ
て
は
一
五
日
）
ま
で
と
す

る
の
が
一
般
的
で
す
。
最
初
の
日
を
「
迎

え
盆
（
お
盆
の
入
り
）」、
最
後
の
日
を
「
送

り
盆
（
お
盆
の
明

け
）
」
と
言
い
ま
す
。

法
問
寺
で
は
先
亡
の

霊
が
帰
っ
て
く
る
目

印
と
し
て
ロ
ー
ソ
ク

の
光
で
お
迎
え
す
る

「
み
た
ま
お
迎
え
法
要
」
を
行
っ
て
い
ま

す
。
ぜ
ひ
法
要
に
参
加
し
て
、
ご
自
身
み

ず
か
ら
「
み
た
ま
」
を
お
迎
え
下
さ
い
。 

永永永
代代代
供供供
養養養
墓墓墓
ののの
計計計
画画画   

前
回
の
「
こ
う
み
ょ
う
」
で
お
知
ら
せ
い
た

し
ま
し
た
「
永
代
供
養
共
同
墓
」
建
立
に
つ
い

て
、
候
補
地
を
本
堂
前
左
手
の
中
島
家
墓
所
を

提
供
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
中
島
家
の
墓
所

は
中
島
直
美
様
、
中
島
芳
男
様
、
中
島
多
喜
子

様
の
三
軒
の
方
で
お
守
り
い
た
だ
い
て
お
り

ま
し
た
が
永
代
供
養
墓

建
立
案
を
諒
解
し
て
い

た
だ
き
墓
所
提
供
に
ご

協
力
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。
こ
の
旧
中
島
家
墓

所
を
、
永
代
供
養
墓
建

立
地
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
尚
、
三
軒
の

中
島
家
墓
所
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
分
散
し

て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
法
問
寺
境
内
で
の
相
当

墓
所
と
し
て
新
し
く
建
立
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
現
在
は
ど
の
よ
う
な
永
代
供
養
墓
に

す
る
か
検
討
し
て
お
り
ま
す
。 

「「「
写写写
経経経
ののの
会会会
」」」
ごごご
報報報
告告告   

去
る
六
月
二
十
日
に
写
経
の
会
を
開
催
い
た
し
ま

し
た
と
こ
ろ
、
今
回
は
六
名
の
檀
家
の
方
が
参
加
さ

れ
ま
し
た
。
写
経
の
内
容
は
「
三
尊
礼
（
さ
ん
ぞ
ん

ら
い
）
」
と
い
う
普
段
の
ご
法
事
で
も
お
読
み
す
る

お
経
を
お
手
本
と
い
た
し
ま
し
た
。
こ
の
お
経
は
阿

弥
陀
様
、
観
音
菩
薩
様
、
勢
至
菩
薩
様
の
三
尊
を
讃

え
る
お
経
で
、
今
回
は
最

初
の
阿
弥
陀
様
を
讃
え
る

部
分
を
書
き
写
し
ま
し
た
。

あ
と
二
回
分
で
ひ
と
つ
の

お
経
が
完
成
し
ま
す
。
写

経
中
は
声
を
掛
け
る
の
も

遠
慮
す
る
ほ
ど
静
粛
な
雰

囲
気
の
中
で
、
参
加
さ
れ
た
皆
様
は
三
枚
ほ
ど
こ
の

お
経
を
写
さ
れ
、
気
分
、
癒
さ
れ
た
後
に
お
茶
を
飲

み
な
が
ら
談
笑
し
て
散
会
い
た
し
ま
し
た
。
次
回
は

秋
に
予
定
し
て
お
り
ま
す
の
で
参
加
者
が
増
え
る

よ
う
期
待
し
て
お
り
ま
す
。
今
回
の
参
加
者
は
小
野

晃
様
・
佐
藤
キ
ミ
様
・
松
島
フ
ミ
様
・
三
瓶
洋
一
様
・

高
沢
ゆ
き
様
・
渡
辺
忠
昭
様
で
し
た
。 

 

 
「
卯
の
花
の
に
お
う
垣
根
に
」
と
は
じ
ま
る
「
夏
は

来
ぬ
」
と
い
う
曲
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
、
「
卯
の

花
」
と
い
う
の
が
う
つ
ぎ
（
空
木
）
の
こ
と
で
す
。

俳
句
で
は
「
夏
」
の
季
語
で
す
が
、
五
～
六
月
こ

ろ
に
花
を
つ
け
ま
す
。
本
当
の
空
木
は
茎
の
中
が

空
洞
な
こ
と
か
ら
「
空
木
」
（
う
つ
ぎ
つ
ぎ
）
と

呼
ば
れ
、
花
は
細
長
い
五
弁
の
花
び
ら
の
白
い
花

で
す
。
こ
こ
に
紹
介
す
る
の
は
「
梅
花
う
つ
ぎ
」

と
い
う
種
類
の
ま
あ

る
い
、
か
わ
い
い
白
い

花
を
つ
け
る
も
の
で

す
。
ま
た
、
今
年
は
、

念
願
の
「
墨
田
の
花

火
」
を
春
先
に
挿
し
木

し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
た

っ
た
一
〇
セ
ン
チ
程

度
の
枝
が
、
無
事
に
延
び
て
、
み
ご
と
に
大
輪
の

花
を
咲
か
せ
て

く
れ
ま
し
た
。

こ
の
ほ
か
に
も
、

ガ
ク
ア
ジ
サ
イ

や
普
通
の
紫
陽

花
も
段
々
と
育

っ
て
来
て
い
て
、

六
月
の
こ
の
時

期
、
色
を
変
え
つ
つ
楽
し
ま
せ
て
く
れ
て
い
ま
す
。

今
回
は
、
梅
花
う
つ
ぎ
、
墨
田
の
花
火
と
、
白
い

花
、
ふ
た
つ
ご
紹
介
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

▽
編
集
後
記 

住
職 

  

昭昭
和和
三三
十十
年年
代代
のの
頃頃
、、
おお
盆盆
にに
なな
るる
とと
夜夜
遅遅
くく  

まま
でで
（（
多多
分分
八八
時時
頃頃
まま
でで
））
檀檀
家家
のの
方方
々々
がが
提提
灯灯  

をを
もも
っっ
てて
おお
参参
りり
にに
来来
てて
いい
たた
のの
をを
思思
いい
出出
しし
まま
すす
。。  

子子
供供
たた
ちち
はは
空空
きき
缶缶
にに
ロロ
ーー
ソソ
クク
をを
立立
てて
てて
近近
所所  

をを
練練
りり
歩歩
いい
たた
もも
のの
でで
すす
。。蚊蚊
取取
りり
線線
香香
のの
匂匂
いい
とと  

むむ
しし
暑暑
ささ
がが
懐懐
かか
しし
くく
なな
りり
まま
すす
。。現現
在在
でで
はは
提提
灯灯  

をを
持持
っっ
てて
おお
迎迎
ええ
すす
るる
ここ
とと
がが
少少
々々
むむ
ずず
かか
しし
くく
なな  

りり
まま
しし
たた
がが
、、
おお
盆盆
のの
法法
要要
にに
はは
是是
非非
皆皆
様様
おお
揃揃  

いい
でで
おお
参参
りり
しし
てて
下下
ささ
いい
。。  
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