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法
要
の
ご
案
内

●

日
に
ち

七
月
十
五
日
（
木
）

●

盂
蘭
盆
会

時
間

午
前
十
時
半

～

正
午

内
容

・
正
信
偈
（
草
譜
）
六
首
引
き

・
ご
法
話

※
感
染
症
対
策
の
た
め
「
お
斎
」
は
あ
り
ま
せ
ん
。

申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
。

●

物
故
者
追
悼
法
要

時
間

午
後
一
時
半

～

午
後
三
時
頃

内
容

・
ご
家
族
御
焼
香

・
正
信
偈
（
草
譜
）
六
首
引
き

・
ご
法
話

※
別
途
ご
案
内
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
物
故
者
の

ご
家
族
の
皆
様
は
、
ぜ
ひ
お
参
り
く
だ
さ
い
。

物
故
者
の
ご
家
族
以
外
の
方
も
、
ど
う
ぞ

お
参
り
く
だ
さ
い
。

●

布
教
使

加
藤
学

師
（
三
重
県
・
中
堅
）

●

持
ち
物

必
ず
マ
ス
ク
着
用
の
上
、
御
参
拝
下
さ
い

お
念
珠
、
門
徒
式
章
（
お
持
ち
の
方
）
、

御
仏
前
（
受
付
に
お
渡
し
下
さ
い
）

み
な
さ
ま
、
ぜ
ひ
お
参
り
下
さ
い
‼

（
承
前
）
前
回
か
ら
、
『
歎
異
抄
』
と
い
う
お
書
物
の

「
善
人
な
を
も
て
往
生
を
と
ぐ
、
い
は
ん
や
悪
人
を
や
。
」

（
意
訳
）

「
善
人
さ
え
も
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
浄
土
へ
生
ま
れ
さ
せ
て
も
ら
う

の
だ
か
ら
、
ま
し
て
悪
人
は
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
」

と
い
う
一
説
に
つ
い
て
書
い
て
い
ま
す
。
今
回
書
き
た
い
こ
と
は
、
こ
こ
に
あ

る
「
悪
人
」
と
は
ど
う
い
う
人
の
こ
と
を
言
う
の
か
、
に
つ
い
て
で
す
。

私
た
ち
は
、
ど
う
い
う
人
の
こ
と
を
「
悪
人
」
と
思
う
の
か
。
そ
の
人
を
「
悪

人
」
と
思
う
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
人
が
「
悪
ら
し
い
行
い
」
を
し
た
か
ら
で
し
ょ

う
。
つ
ま
り
、
ど
う
い
う
「
行
い
」
を
「
悪
」
だ
と
思
う
の
か
。
例
え
ば
、
人
を
傷

つ
け
る
行
為
、
こ
れ
は
「
悪
」
だ
と
誰
も
が
認
め
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。
で
は
、
実

際
に
行
動
に
起
こ
し
て
人
を
傷
つ
け
る
わ
け
で
は
な
く
、
心
の
中
で
「
あ
の
人
を

傷
つ
け
た
い
」
と
思
う
だ
け
な
ら
、
そ
の
人
は
「
悪
人
」
に
な
る
の
か
。
基
本
的
に

現
行
の
日
本
国
憲
法
で
は
「
内
心
の
自
由
」
が
守
ら
れ
て
お
り
、
心
の
中
の
こ
と
は

罪
に
問
わ
れ
ま
せ
ん
。
実
際
に
罪
に
問
わ
れ
る
の
は
、
「
行
動
」
を
し
た
と
き
で
す
。

そ
の
基
準
で
い
け
ば
、
心
の
中
で
「
あ
の
人
を
傷
つ
け
た
い
」
と
思
う
こ
と
は
、
私

た
ち
の
社
会
で
は
罪
に
問
わ
れ
る
よ
う
な
「
悪
」
と
は
な
り
ま
せ
ん
。

仏
教
に
は
「
三
業
（
さ
ん
ご
う
）
」
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
す
。
三
業
と
は
、

身
（
し
ん
）
・
口
（
く
）
・
意
（
い
）
の
三
つ
の
行
為
の
こ
と
で
、
身
に
行
う
行
為
、

口
に
言
う
行
為
、
心
に
思
う
行
為
、
の
三
つ
で
す
。
こ
の
三
つ
、
ど
れ
に
あ
ら
わ
れ

て
も
、
そ
れ
は
自
ら
の
業
（
ご
う
）
と
な
り
、
結
果
を
伴
い
ま
す
。
悪
業
（
あ
く
ご

う
）
で
あ
れ
ば
、
悪
果
（
あ
っ
か
）
を
引
き
起
こ
す
タ
ネ
と
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、

心
に
思
う
こ
と
自
体
、
す
で
に
「
悪
い
行
い
」
と
認
定
さ
れ
て
し
ま
う
。
決
し
て
身

に
行
わ
な
く
て
も
、
心
に
思
っ
た
時
点
で
「
悪
」
と
な
る
の
だ
。
仏
教
で
と
ら
え
る

「
悪
い
行
い
」
の
範
囲
は
、
私
た
ち
が
日
常
で
考
え
て
い
る
よ
り
、
も
っ
と
ず
っ
と

広
い
ん
で
す
よ
、
と
聞
か
せ
て
頂
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

親
鸞
聖
人
に
お
か
れ
て
は
、
心
の
中
の
こ
と
の
方
が
大
事
だ
と
思
わ
れ
て
い
た

よ
う
に
感
じ
ま
す
。
親
鸞
聖
人
の
ご
解
釈
に
こ
う
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。

「
外
に
賢
善
精
進
の
相
を
現
ず
る
こ
と
得
ざ
れ
、
内
に
虚
仮
を
い
だ
け
れ
ば
な

り
。
」
と
い
う
お
言
葉
で
す
。
「
外
見
を
善
く
装
っ
た
と
こ
ろ
で
意
味
は
な
い
。
内

に
は
清
ら
か
な
真
実
な
ど
何
も
無
い
の
だ
か
ら
。
」
と
い
う
こ
と
。
比
叡
山
で
も
、

い
く
ら
僧
侶
と
し
て
衣
を
ま
と
い
実
直
に
修
行
を
し
て
も
、
我
が
こ
こ
ろ
の
内
の

虚
仮
不
実
を
見
過
ご
さ
な
か
っ
た
の
が
親
鸞
聖
人
で
す
。
親
鸞
聖
人
は
、
「
外
よ
り

も
内
」
、
「
私
の
こ
こ
ろ
の
内
」
を
重
ん
じ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

で
は
、
私
た
ち
の
こ
こ
ろ
の
内
は
ど
う
で
し
ょ
う
。
身
に
行
う
こ
と
は
な
く
て

も
、
こ
こ
ろ
の
内
で
人
を
傷
つ
け
て
は
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
こ
こ
ろ
の
内

こ
そ
大
切
な
の
で
す
、
と
親
鸞
聖
人
は
仰
っ
て
い
ま
す
。
（
次
号
へ
）

【
コ
ラ
ム
】
（
こ
り
ゃ
な
か
な
か
終
わ
ら
ん
ぞ
？
）

善
人
が
救
わ
れ
る
の
な
ら
、

悪
人
が
救
わ
れ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い

。
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◆

住
職
の
一
言
コ
ー
ナ
ー

◆

ま
ず
は
ご
報
告
で
す
が
、
６
月
１

３
日
、
「
西
覚
寺
責
任
役
員
並
び
に
門

徒
総
代
会
」
を
招
集
し
、
「
２
０
２
０

年
度
活
動
報
告
な
ら
び
に
決
算
」
。

「
２
０
２
１
年
度
活
動
予
定
並
び
に

予
算
」
を
上
程
し
、
適
正
な
運
営
を
ご

確
認
、
ご
承
認
い
た
だ
き
ま
し
た
。

さ
て
、
前
回
の
こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
お

葬
儀
の
「
友
引
」
に
つ
い
て
取
り
上
げ

ま
し
た
。
今
回
も
引
き
続
き
お
葬
儀

に
関
連
す
る
こ
と
を
。

昨
年
か
ら
今
年
に
か
け
て
、
安
城

市
内
以
外
に
も
様
々
な
と
こ
ろ
で
お

葬
儀
を
勤
め
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

刈
谷
、
知
立
、
豊
田
、
岡
崎
、
西
尾
な

ど
の
隣
接
市
は
も
ち
ろ
ん
、
名
古
屋

や
大
府
、
春
日
井
、
知
多
な
ど
へ
も
参

ら
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
も
と
も
と
安

城
に
お
住
ま
い
で
引
っ
越
さ
れ
た
方

な
ど
、
今
は
離
れ
た
と
こ
ろ
に
お
住

ま
い
に
な
ら
れ
て
い
て
も
、
こ
う
し

て
拙
寺
へ
ご
縁
を
頂
け
る
こ
と
、
と

て
も
あ
り
が
た
く
、
そ
の
往
来
の
道

中
の
尊
さ
を
感
じ
て
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
日
程
や
時
間
の
調
整

な
ど
が
必
要
に
な
る
場
合
も
あ
り
ま

す
が
、
市
外
に
お
住
ま
い
で
ご
縁
を

下
さ
っ
て
い
る
方
も
、
ま
ず
は
ご
遠

慮
な
く
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
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▽
お
盆
の

お
参
り
に
つ
い
て
△

お
盆
期
間
の
お
参
り
に

つ
い
て
、
以
前
か
ら
ご
協

力
を
お
願
い
し
て
い
ま
す

こ
と
を
、
茲
許
ご
縁
を
頂

戴
し
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
す
の
で
、
改
め
て
お

知
ら
せ
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

●
８
月
１
２
日

～

８
月
１
５
日
の
間

基
本
的
に
、
ご
希
望
の

お
日
に
ち
は
承
り
ま
す
が
、

時
間
に
つ
い
て
は
こ
ち
ら

で
決
め
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

一
週
間
前
に
は
お
時
間
が

決
ま
っ
て
い
る
か
と
思
い

ま
す
の
で
、
改
め
て
お
電

話
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

●
８
月
１
２
日

こ
の
日
に
関
し
て
は
、

従
前
か
ら
安
城
市
外
の
お

宅
を
重
点
的
に
お
参
り
さ

せ
て
い
た
だ
く
日
に
し
て

お
り
ま
す
の
で
、
安
城
市

内
の
方
は
、
で
き
ま
し
た

ら
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

依
然
と
し
て
コ
ロ
ナ
の

禍
中
で
す
が
、
お
盆
は
亡

き
方
を
偲
び
お
参
り
す
る
、

年
に
一
回
の
大
切
な
機
会

で
す
。
お
近
く
に
お
住
ま

い
の
ご
家
族
だ
け
で
も
構

い
ま
せ
ん
。
ぜ
ひ
お
参
り

さ
せ
て
頂
き
ま
し
ょ
う
。

今
ま
で
お
盆
参
り
を
さ
れ

て
い
な
い
方
も
、
ど
う
ぞ

ご
依
頼
く
だ
さ
い
！

西
覚
寺

初
参
式
並
び
に
小
学
校
入
学
祝
い
の
会

6
月
６
日
（
日
）
1
4
時
か
ら

西
覚
寺
本
堂
に
て
、
『
第
三
回

初
参
式
並
び

に
小
学
校
入
学
祝
い
の
会
』
を
催
し
ま
し
た
。

初
参
式
と
は
、
こ
れ
か
ら
の
人
生
の
支
え
と

な
り
、
み
な
さ
ん
と
と
も
に
人
生
を
歩
ん
で
く

だ
さ
る
『
阿
弥
陀
さ
ま
』
に
、
親
子
そ
ろ
っ
て

改
め
て
ご
挨
拶
さ
せ
て
い
た
だ
く
日
で
す
。
こ

の
行
事
も
三
回
目
と
な
り
ま
し
た
。
み
な
さ
ま

の
中
で
、
少
し
ず
つ
定
着
し
て
、
今
後
の
お
祝

い
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
お
子
様
お
孫
様
と
気
軽

当
日
参
加
し
て
く
れ
た
子
ど
も
た
ち
に
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
年
齢
に
合
わ
せ
た
お
菓
子
の
詰
め
合
わ
せ
を
プ
レ

ゼ
ン
ト
。
そ
し
て
、
記
念
品
も
お
配
り
し
ま
し
た
。
未

就
学
児
の
子
に
は
、
子
ど
も
用
の
お
念
珠
を
。
黄
色
・

水
色
・
ピ
ン
ク
か
ら
好
き
な
色
を
選
ん
で
も
ら
い
ま
す
。

小
学
生
の
子
に
は
、
西
覚
寺
の
名
前
入
り
の
子
ど
も
用

の
門
徒
式
章
で
す
。
そ
し
て
、
中
学
生
の
子
に
は
、
も

う
子
ど
も
用
の
門
徒
式
章
で
は
小
さ
い
の
で
、
ご
門
徒

の
皆
様
と
同
じ
、
大
人
用
の
門
徒
式
章
を
お
渡
し
し
ま

し
た
。
み
な
、
そ
れ
ぞ
れ
に
喜
ん
で
く
れ
て
い
た
よ
う

に
思
い
ま
す
。

さ
て
、
来
年
は
６
月
５
日
（
日
）
を
予
定
し
て
い
ま

す
。
み
な
さ
ま
、
お
子
様
お
孫
様
連
れ
て
、
ぜ
ひ
ご
参

加
く
だ
さ
い
。

に
ご
参
加
く
だ
さ
る
、
そ
の
よ
う
な
行
事
に
し
て
い
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
お
宮
参

り
だ
け
で
な
く
、
ぜ
ひ
お
寺
に
も
お
祝
い
に
来
て
く
だ
さ
い
ね
。

当
日
は
、
３
名
の
子
ど
も
が
受
式
し
、
ご
家
族
の
皆
さ
ま
と
終
始
和
や
か
な
雰
囲

気
で
過
ご
せ
ま
し
た
。
受
式
し
て
く
れ
た
子
ど
も
た
ち
を
紹
介
し
ま
す
。

「
お
寺
に
来
た
こ
と
自
体
が
初
め
て
」
と
い
う
、
と
て
も
貴
重
な
時
間
を
ご
一
緒
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、
莉
久
さ
ん
は
今
ま
で
お
寺
の
法
要
に
も
来
て
く
れ

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
改
め
て
節
目
の
年
を
お
祝
い
す
る
こ
と
が
で
き
て
、
嬉
し

か
っ
た
で
す
。
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