
  

 

盂
蘭
盆
会 

文
化
講
座 

 

七
月
十
六
日
（
日
） 

 
 
 
 

昼
一
時
半
～
三
時
半 

 

石
屋
さ
ん
か
ら
見
た 

現
代
の
お
墓
事
情 

大
橋
石
材
店 

講
師 

 

大
橋 

理
宏 

氏 
 

お
経
本
と
お
念
珠
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。 

 

 

法
座
の
案
内  

コ
ロ
ナ
対
応
が
五
類
に
引
き
下
げ
ら
れ
て
ひ
と
月
、 

そ
ろ
そ
ろ
法
座
を
再
開
い
た
し
ま
す
。 

 

安
ら
ぎ
法
座 

六
月
二
十
三
日
㈮
十
時
半
～ 

 
 
 
 
 
 
 

光
輪
会
総
会
・
追
悼
会 

 

光
輪
法
座 

 
 

七
月
三
日
㈪
十
三
時
半
～ 

今
回
の
御
講
師
は
常
光
寺
『
光
寿
廟
』

を
作
っ
て
い
た
だ
い
た
横
須
賀
市
平
作
に

あ
る
大
橋
石
材
店
の
社
長
さ
ん
で
す
。 

日
本
中
あ
ち
こ
ち
で
ご
講
演
を
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
今
回
の
文
化
講
座
へ
の

ご
出
講
を
お
願
い
い
た
し
ま
し
た
。 

か
つ
て
は
岩
下
志
麻
さ
ん
主
演
で
「
お

墓
が
な
い
！
」
と
い
う
、
お
墓
が
欲
し
い

と
い
う
コ
メ
デ
ィ
映
画
が
つ
く
ら
れ
た
こ

と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
常
光
寺
に
も
少
子

化
の
波
と
転
勤
定
着
に
よ
り
、
墓
じ
ま
い

を
希
望
さ
れ
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

致
し
方
な
い
こ
と
と
は
い
え
残
念
な
こ
と

で
す
。 

ご
門
徒
目
線
で
も
お
寺
目
線
で
も
な
い
、

第
三
者
目
線
で
現
代
の
お
墓
事
情
を
お
話

し
い
た
だ
き
ま
す
。 

ど
う
ぞ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。 

  

 

ト
ル
コ
地
震
義
援
金  

災
害
が
起
き
る
と
お
賽
銭
箱
を
募
金
箱
に

し
て
、
そ
の
お
金
を
義
援
金
と
し
て
寄
付
す

る
こ
と
を
始
め
て
し
ば
ら
く
た
ち
ま
す
。 

寄
付
を
募
る
張
り
紙
を
お
賽
銭
箱
に
張
っ

た
後
で
、
日
本
で
も
痛
ま
し
い
事
態
が
起
き

ま
し
た
が
、
張
り
紙
の
と
お
り
に
日
本
赤
十

字
社
を
通
じ
て
７
万
６
２
６
０
円
を
寄
付
い

た
し
ま
し
た
。 

明
日
あ
り
と 

 

思
う
心
の
仇
桜 

 

夜
半
に
嵐
の 

 

吹
か
ぬ
も
の
か
は 

親
鸞
聖
人
が
九
歳
で
お
得
度
す
る
時
に
詠

ん
だ
と
伝
わ
る
歌
で
す
が
、
五
十
歳
を
超
え

た
私
の
心
に
は
、
今
日
も
仇
桜
が
咲
き
誇
り
、

嵐
の
吹
か
ぬ
こ
と
を
願
う
ば
か
り
の
生
活
を

し
て
い
ま
す
。 

災
害
の
度
に
、
夜
半
の
嵐
は
老
少
不
定
で

あ
る
と
教
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
が
・
・
・
。 

２０２３．６ 

ねん    

 

 

en 

 

 

年 



 

御
供
物
は
何
を
？  

ご
法
事
の
際
お
供
物
を
お
持
ち
い
た
だ
き

ま
す
が
、「
何
を
用
意
す
れ
ば
い
い
の
で
し
ょ

う
か
？
」
と
い
う
ご
質
問
を
さ
れ
る
こ
と
が

増
え
て
ま
い
り
ま
し
た
。 

 

御
供
物
は
仏
さ
ま
に
お
供
え
す
る
も
の
で

あ
り
本
堂
を
御
荘
厳
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

お
香
、
燈
明(

ロ
ウ
ソ
ク)

、
お
花
。
こ
れ
ら
も

お
供
物
で
は
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
場
で
は
本

堂
に
お
持
ち
い
た
だ
く
一
般
に
言
わ
れ
る
お

供
物
の
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

今
か
ら
三
十
年
ほ
ど
前
、
学
生
時
代
に
先

生
か
ら
「
ご
門
徒
さ
ん
に
聞
か
れ
た
ら
、
昔
か

ら
こ
う
い
わ
れ
て
い
ま
す
と
答
え
た
ら
い
い
」

と
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 『
お
供
物
は
、
大
事
な
物
、
貴
重
な
物
、 

故
人
の
好
き
だ
っ
た
物
を
お
供
え
く
だ
さ
い
』 

大
事
な
物
と
は
私
の
命
を
つ
な
い
で
い
く

た
め
に
大
事
な
物
で
あ
り
、「
米
」
や
「
野
菜
」

な
ど
に
代
表
さ
れ
ま
す
。「
モ
チ
」
や
「
赤
飯
」

な
ど
も
あ
り
ま
し
た
。
昔
は
畑
で
出
来
た
そ

の
年
最
初
の
野
菜
を
お
寺
へ
お
持
ち
い
た
だ

く
こ
と
は
全
国
的
に
よ
く
あ
っ
た
そ
う
で
す
。 

貴
重
な
物
と
は
な
か
な
か
手
に
入
ら
な
い

物
で
す
の
で
、「
果
物
」「
菓
子
」
な
ど
の
甘
味

や
「
酒
」
な
ど
が
多
か
っ
た
そ
う
で
す
。
現
代

で
果
物
・
お
菓
子
・
お
酒
を
お
供
物
と
さ
れ
る

の
が
多
い
の
は
、
こ
の
流
れ
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。 

故
人
の
好
き
だ
っ
た
物
と
な
る
と
色
々
で

す
ね
。
お
好
き
だ
っ
た
お
菓
子
や
お
酒
、
庭
で

丹
精
さ
れ
て
い
た
お
花
・
野
菜
等
々
・
・
・
。 

和
洋
の
別
や
語
呂
合
わ
せ
、
花
言
葉
の
類

は
気
に
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

実
際
に
は
こ
れ
ら
以
外
に
も
、
地
域
の
風

習
、
我
が
家
は
昔
か
ら
コ
レ
と
い
う
定
番
の

物
、
実
用
的
な
物
、
お
寺
さ
ん
が
お
好
き
だ
か

ら
と
気
遣
わ
れ
た
物
な
ど
、
様
々
な
も
の
が

お
供
物
と
し
て
お
供
え
さ
れ
ま
す
。
と
も
教

え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 
 

マ
ニ
ュ
ア
ル
時
代
、
ネ
ッ
ト
時
代
で
簡
単

に
正
し
い
答
え
を
求
め
が
ち
な
現
代
で
す
が
、

「
御
供
物
」
の
精
神
は
、
仏
様
に
私
が
手
に
入

れ
ら
れ
る
最
良
の
物
を
、
お
か
げ
さ
ま
、
も
っ

た
い
な
い
、
あ
り
が
と
う
の
気
持
ち
と
共
に
、

お
供
え
す
る
こ
と
で
す
。 

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
ご
法
事
の
ご
縁
を

結
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。 

如
来
大
悲
の
恩
徳
は 

身
を
粉
に
し
て
も
報
ず
べ
し  

師
主
知
識
の
恩
徳
も  

ほ
ね
を
く
だ
き
て
も
謝
す
べ
し 

   

お
寺
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
寺
報

を
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。 

下
記
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
よ
り
お
入
り
く
だ

さ
い
。 


