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「
盂
蘭
盆
会
報
告｣ 

八
月
十
二
日
（月
）に
盂
蘭
盆
会
を
開
催
し
ま

し
た
。
当
日
は
、
空
の
青
さ
が
真
夏
の
到
来
を

告
げ
る
中
、
多
く
の
会
員
様
に
お
参
り
頂
く
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
亀
谷
好
慧
先
生
を
導
師
に

迎
え
て
読
経
と
法
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

盂
蘭
盆
会
は
、
７
世
紀
ご
ろ
か
ら
伝
わ
る
習

慣
で
中
国
の
仏
教
思
想
と
日
本
古
来
か
ら
あ
る

祖
霊
信
仰
と
い
う
先
祖
を
敬
い
感
謝
す
る
信
仰

が
合
わ
さ
り
日
本
独
自
の
か
た
ち
に
な
っ
た
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
『
日
本
書
記
』
に
は
斉
明

天
皇
の
時
に
盂
蘭
盆
会

を
催
し
た
記
録
が
残
っ

て
い
ま
す
。
奈
良
、
平

安
時
代
に
は
宮
中
の
行

事
と
し
て
行
わ
れ
る
よ

う
に
な
り
、
恒
例
行
事

と
し
て
毎
年
行
わ
れ
て

い
ま
し
た
。
次
第
に
貴

族
や
武
家
な
ど
に
広
ま

り
鎌
倉
時
代
の
終
わ
り

に
は
民
衆
に
も
広
が
り

江
戸
時
代
に
は
現
在
の

か
た
ち
が
定
着
し
て
き

ま
し
た
。
こ
の
頃
に
は

家
庭
で
の
お
盆
飾
り
や

迎
え
火
・
送
り
火
な
ど

今
と
殆
ど
変
わ
ら
な
い

供
養
の
か
た
ち
が
整
っ

て
き
た
よ
う
で
す
。 

竜
王
別
院
で
も
、
継
続
的
な
毎
月
読
経
会
と

８
月
に
は
盂
蘭
盆
会
開
催
し
ま
し
た
。 

｢

能
登
半
島
地
震
支
援
募
金 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

御
礼
と
報
告｣ 

太
陽
の
会
で
は
、
１
階
ロ
ビ
ー
に
て
今
回
の

地
震
に
よ
り
被
災
さ
れ
た
方
々
へ
の
支
援
と
し

て
募
金
活
動
を
行
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

皆
さ
ま
か
ら
１
０
４
，
２
９
４
円
も
の
、
多
大

な
ご
協
力
を
賜
り
ま
し
た
。
お
預
か
り
し
た
支

援
金
は
日
本
赤
十
字
社
を
通
じ
て
被
災
さ
れ
た

方
々
に
お
届
け
い
た
し
ま
す
。
被
災
地
の
、
一

日
も
早
い
復
興
を
お
祈
り
し

ま
す
と
と
も
に
、
ご
協
力
い

た
だ
き
ま
し
た
皆
さ
ま
に
御

礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

  〖 

令
和
六
年 

行
事
予
定 

〗 

○
本
山
（
福
山
） 

 

秋
季
彼
岸
会 

九
月
二
十
二
日
（日
） 

 

午
前
の
部 

開
式 

十
時
半
～ 

 

午
後
の
部 

開
式 

十
三
時
半
～ 

〇
竜
王
別
院
（
広
島
） 

 

読
経
会  

 

 

九 

月
十
一
日
（
水
）
九
時
～ 

 

十 

月
十
一
日
（
金
）
九
時
～ 

 

 

十
一
月
十
一
日
（
月
）
九
時
～ 

 

十
二
月
十
一
日
（
水
）
九
時
～ 

○
川
上
太
陽
霊
園
（鹿
児
島
） 

  

秋
季
彼
岸
会  

九
月
十
四
日
（土
）十
時
～ 

  

追
悼
法
要 

   

十
二
月
八
日
（日
） 

 

第
八
十
号 

会
報
会
報
会
報   

 

太
陽
太
陽
太
陽
ののの
会会会 
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｢

今｣ 
 

 
 

 
 

 

坂
村
真
民
氏 

 
  

大
切
な
の
は 

 
 

か
つ
て
で
も
な
く 

 
  

こ
れ
か
ら
で
も
な
い 

 
  

一
呼
吸 

一
呼
吸
の 

 
 
 

今
で
あ
る 

 

暑
い
日
が
続
き
ま
す
が
、
皆
さ
ま
い
か
が
お

過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。
さ
て
、
今
回
は
坂
村
真

民
さ
ん
の
「
今
」
と
い
う
詩
を
紹
介
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。
わ
か
っ
て
い
て
も
日
々
の
生
活

の
中
で
「
明
日
や
れ
ば
良
い
だ
ろ
う
」
と
い
う

怠
け
心
が
芽
生
え
て
し
ま
い
今
日
で
き
る
事
を

明
日
、
ま
た
次
の
日
と
つ
い
つ
い
後
回
し
に
し

て
し
ま
う
事
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
悪
い
習
慣
が

身
に
付
い
て
し
ま
う
と
人
生
の
多
く
の
時
間
を

無
駄
に
し
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。 

お
釈
迦
さ
ま
の
お
言
葉
に
『
出
息
入
息
不
待

命
終
』
と
あ
り
ま
す
。
命
の
長
さ
は
、
吸
う
息
、

吐
く
息
の
今
し
か
な
く
、
そ
の
一
瞬
、
一
瞬
に 

命
の
尊
さ
が
あ
り
ま
す
。
今
日
で
き
る
事
は
今

日
片
づ
け
て
今
と
い
う
一
瞬
、
一
瞬
に
か
け
が

い
の
な
い
命
を
感
じ
て
生
き
て
い
き
た
い
も
の

で
す
。 

教
え
て
仏
事
の
事
⑤ 

「法
事
の
参
拝
者
は
お
客
さ
ま
？
」 

 

法
事
は
、
主
催
者
で
あ
る
施
主
と
そ
の
家
族

が
中
心
と
な
っ
て
準
備
し
営
ま
れ
る
わ
け
で
す

が
、
同
時
に
、
案
内
を
受
け
て
参
拝
す
る
人
た

ち
も
法
事
を
営
む
一
員
で
あ
る
こ
と
を
心
得
て

い
た
だ
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。 

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
事
を
お
話
し
す
る
か
と
い

う
と
「
法
事
は
喪
主
の
勤
め
で
、
我
々
は
そ
こ

に
招
待
さ
れ
た
招
待
客
だ
」
と
い
う
意
識
が
参

拝
者
の
中
に
あ
る
よ
う
に
思
え
る
か
ら
で
す
。

す
な
わ
ち
、
施
主
が
招
待
す
る
側
で
、
そ
の
他

の
参
加
者
が
招
待
さ
れ
た
お
客
さ
ま
で
あ
る
と

い
う
ふ
う
に
捉
え
が
ち
で
は
と
思
い
ま
す
。 

し
か
し
、
法
事
の
趣
旨
か
ら
い
う
と
そ
れ
は

間
違
い
で
す
。
法
事
は
過
去
に
故
人
に
縁
の
あ

る
人
た
ち
が
参
集
し
て
、
僧
侶
を
招
き
、
と
も

に
仏
法
を
聞
き
味
わ
う
と
こ
ろ
に
意
義
が
あ
り

ま
す
。
で
す
か
ら
、
施
主
も
参
拝
し
た
人
も
同

じ
立
場
に
あ
る
わ
け
で
、
法
事
に
集
ま
っ
た
す

べ
て
の
人
々
が
共
に
法
事
を
営
む
一
員
だ
と
い

う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。 

も
っ
と
も
、
具
体
的
な
形
に
表
れ
る
準
備
や

進
行
は
、
施
主
や
そ
の
家
族
が
行
う
こ
と
に
な

り
ま
す
の
で
、
参
拝
者
は
側
面
か
ら
協
力
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
親
の
年
忌
法

要
で
あ
れ
ば
、
子
で
あ
る
施
主
の
兄
弟
で
費
用

を
分
担
し
て
も
良
い
で
し
ょ
う
し
、
参
拝
者
全

員
に
配
る
粗
供
養
の
品
を
負
担
し
あ
っ
て
も
良

い
で
し
ょ
う
。 

こ
の
「
粗
供
養
」
で
す
が
「
○
○
回
忌
志
」

と
も
表
書
き
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
単
な
る
引
き

出
物
で
は
な
く
、本
来
は
ご
仏
前
に
お
供
え
し
、

仏
さ
ま
か
ら
の
お
下
が
り
と
し
て
い
た
だ
く
も

の
で
す
。 

参
拝
者
が
当
日
お
供
え
す
る
も
の
と
し
て
は
、

一
般
的
に
「
御
仏
前
」
や
お
花
、
お
菓
子
、
果

物
と
い
っ
た
供
物
類
が
あ
り
ま

す
。
「
御
仏
前
」
が
施
主
へ
の

お
礼
で
は
な
い
こ
と
は
い
う
ま

で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
報
謝
の
心

か
ら
仏
さ
ま
に
お
供
え
す
る
も

の
で
あ
り
供
物
類
も
同
様
で
す
。 

ま
た
、
地
域
に
よ
っ
て
は
「
添
布
施
」
と
い

う
の
が
あ
り
、
こ
れ
は
僧
侶
へ
の
施
主
の
御
布

施
に
、
他
の
参
拝
者
が
添
え
る
布
施
の
こ
と
で

す
。 い

ず
れ
も
参
拝
者
と
し
て
お
客
様
で
い
る
の

で
は
な
く
、
積
極
的
に
法
事
に
参
加
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。 
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｢
ク
イ
ズ
浄
土
真
宗｣

 

Ｑ
、
臨
終
の
と
き
、
仏
壇
は
ど
う
す
る
？ 

❶ 

酷
い
姿
を
見
せ
な
い
た
め
閉
め
る 

❷ 

遺
体
は
別
室
な
の
で
い
つ
も
の
ま
ま 

❸ 

開
け
て
、
灯
明
を
さ
さ
げ
荘
厳
す
る 

 

自
宅
で
亡
く
な
ら
れ
た
と
き
、
ま
た
病
院
か

ら
自
宅
に
戻
ら
れ
た
と
き
の
遺
体
は
、
で
き
れ

ば
仏
壇
の
あ
る
部
屋
に
安
置
し
、
仏
壇
の
扉
は

開
け
る
よ
う
に
し
ま
す
。 

し
き
た
り
か
ら
言
え
ば
、
閉
め
る
の
は
神
棚

の
方
で
す
。
死
を
忌
み
嫌
う
神
に
配
慮
し
て
、

白
い
紙
で
覆
っ
た
り
す
る
よ
う
で
す
。し
か
し
、

仏
さ
ま
は
、
生
も
死
も
な
く
、
我
々
の
煩
悩
と

い
う
濁
り
に
も
左
右
さ
れ
ず
、
す
べ
て
の
存
在

を
受
け
入
れ
、
救
済
の
は
た
ら
き
を
発
揮
さ
れ

て
い
ま
す
。
亡
き
人
は
も
ち
ろ
ん
、
嘆
き
悲
し

ん
で
い
る
遺
族
の
方
が
た
に
も
、
お
心
を
か
け

て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
が
仏
さ
ま
な
の
で
す
。 

し
た
が
っ
て
、
仏
壇
の
扉
を
開
い
て
、
仏
さ

ま
の
大
悲
の
は
た
ら
き
を
仰
ぐ
の
は
、
む
し
ろ

私
た
ち
の
自
然
な
反
応
と
い
う
こ
と
が
言
え
る

で
し
ょ
う
。
仏
壇
の
御
本
尊
・
阿
弥
陀
さ
ま
に

灯
明
を
さ
さ
げ
、
香
を
焚
き
、
花
を
供
え
て
、

そ
の
お
心
を
い
た
だ
き
ま
す
。
臨
終
に
あ
た
っ

て
、
僧
侶
ら
と
お
勤
め
す
る
臨
終
勤
行
（
枕
経
）

も
遺
体
に
向
か
っ
て
で
は
な
く
、
仏
壇
の
仏
さ

ま
に
我
が
心
を
向
け
て
行
う
も
の
で
す
。
部
屋

の
都
合
で
仏
壇
が
な
い
部
屋
に
安
置
し
た
際
や
、

仏
壇
と
ご
遺
体
が
同
じ
側
に
こ
な

い
場
合
な
ど
は
、
別
に
お
名
号
の

本
尊
を
懸
け
る
と
良
い
で
し
ょ
う
。 

ま
た
、
「
北
枕
」
の
由
来
は
お

釈
迦
さ
ま
が
息
を
引
き
取
っ
た
際

に
、
頭
北
面
西
右
脇
臥
（
頭
が
北

側
、
顔
が
西
側
、
右
側
の
脇
を
し

た
に
し
て
寝
る
こ
と
）
の
お
姿
で

覚
り
の
境
地
に
至
っ
た
と
言
わ
れ
る
こ
と
か
ら

そ
の
よ
う
な
習
慣
が
根
付
い
て
い
ま
す
。 

  Ｑ
、
臨
終
の
と
き
、
仏
壇
は
ど
う
す
る
？ 

ク
イ
ズ
の
答
え
・
③ 

｢

歎
異
抄

た
ん
に
し
ょ
う

を
読
む｣ 

『
歎
異
抄
』は
、親
鸞
聖
人
が
亡
く
な
っ
た
後
、

門
弟
の
間
に
真
実
の
信
心
に
背
く
異
議
が
生
じ

た
こ
と
か
ら
、
聖
人
か
ら
口
伝
を
受
け
た
著
者

が
、
同
心
の
行
者
の
不
審
を
除
く
た
め
に
著
し

た
親
鸞
聖
人
の
言
語
録
で
す
。 

 

念
仏
を
と
り
て
信
じ
た
て
ま
つ
ら
ん
と
も
、 

 
 

ま
た
す
て
ん
と
も
、 

 

面
々
の
御
は
か
ら
ひ
な
り
と
云
々 

 
 

釋
蓮
如(

『
歎
異
抄
』
第
二
条) 

｢

僧
侶
奉
職
に
つ
い
て
」 

宗
教
法
人 

太
陽
の
会
に
、
新
た
な
僧
侶
が

奉
職
し
て
い
た
だ
く
運
び
と
な
り
ま
し
た
。 

こ
れ
か
ら
太
陽
の
会
の
顔
と
し
て
、
精
進
し

て
参
り
ま
す
の
で
皆
様
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た

し
ま
す
。 

  

江﨑 宗一郎 先生 
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｢
五
月
～
八
月
の
こ
と
ば
」 

  
 

太
陽
の
会
で
は
、
館
内
入
口
・
本
堂
入
口
に

「
月
の
こ
と
ば
」
を
掲
載
さ
せ
て
頂
い
て
お
り

ま
す
。
お
経
は
難
し
い
と
思
わ
れ
る
方
も
い
ら

っ
し
ゃ
る
と
は
思
い
ま
す
が
、
身
近
な
や
さ
し

い
お
言
葉
と
し
て
皆
様
の
お
心
で
味
わ
っ
て
頂

け
た
ら
幸
い
で
す
。 

  

【
五
月
の
こ
と
ば
】 

仏
さ
ま
の
光
に
照
さ
れ
て 

私
の
心
に
明
り
が
つ
く 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「
山
本
仏
骨
」 

智
慧
の
念
仏
。
信
心
の
智
慧
は
真
っ
暗
な
絶

望
の
長
き
夜
に
あ
っ
て
、
消
え
る
事
の
な
い
大

き
な
灯
火
で
す
。
ひ
と
り
夜
道
を
帰
る
町
の
灯

の
下
に
、
い
つ
も
の
日
常
の
中
に
、
そ
こ
に
仏

の
心
が
通
い
、
仏
の
心
が
う
つ
っ
て
い
る
の
で

す
。
お
念
仏
は
お
寺
や
お
仏
壇
の
中
だ
け
で
は

な
く
、
一
人
一
人
の
い
か
な
る
さ
さ
や
か
な
生

活
の
中
に
も
、
生
き
て
光
っ
て
い
る
の
で
す
。

お
念
仏
を
唱
え
る
ご
と
に
自
分
の
心
の
中
の
佛

心
の
灯
火
が
強
く
明
か
り
を
放
つ
の
で
す
。 

 

【
六
月
の
こ
と
ば
】 

い
い
人 

い
い
雨 

い
い
天
気 

み
ん
な
私
中
心 

 
 

「
大
神
信
章
」 

 

善
い
人
悪
い
人
と
い
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
そ

の
時
の
私
の
都
合
や
そ
の
時
の
気
分
で
決
め
て

い
る
の
が
、
私
の
現
実
で
す
。
だ
か
ら
、
同
じ

人
や
同
じ
雨
な
の
に
、
私
の
置
か
れ
た
状
況
に

よ
っ
て
、
善
い
人
や
悪
い
人
、
い
い
雨
や
困
る

雨
に
変
わ
り
ま
す
。
し
か
も
、
そ
れ
で
当
然
だ

と
思
っ
て
い
る
私
が
い
ま
す
。
念
仏
を
称
え
聞

法
す
る
者
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
大
慈
悲
心
に
育

ま
れ
る
こ
と
で
、
自
分
だ
け
の
し
あ
わ
せ
を
求

め
て
い
る
愚
か
さ
に
き
づ
か
せ
て
い
た
だ
き
、

仏
心
を
学
び
、
仏
意
に
か
な
っ
た
生
き
方
を
し

よ
う
と
す
る
の
で
す
。 

 

【
七
月
の
こ
と
ば
】 

 

行
い
と
言
葉
の
背
後
に 

 

世
間
が
あ
る
か
如
来
が
あ
る
か 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「
深
川
倫
雄
」 

も
の
ご
と
を
冷
静
に
、
か
つ
客
観
的
に
捉
え

る
こ
と
が
良
い
こ
と
と
教
わ
り
な
が
ら
日
常
を

過
ご
す
こ
と
が
多
い
の
が
私
た
ち
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
一
面
で
は
正
し
い
こ
と
で

は
あ
り
ま
す
が
、
自
ら
の
煩
悩
に
よ
っ
て
引
き

起
こ
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
自
身
の
煩
悩
を
、
他

者
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
り

替
え
て
し
ま
う
こ
と
も
起
こ
り
え
ま
す
。
「
南

無
阿
弥
陀
仏
」
の
生
活
が
、
私
た
ち
の
容
易
に

は
拭
い
去
れ
な
い
煩
悩
と
、
そ
こ
か
ら
起
こ
る

苦
悩
を
解
消
さ
せ
て
く
れ
る
の
で
す
。 

 【
八
月
の
こ
と
ば
】 

 

私
た
ち
の
人
生
の
争
い
は 

い
つ
も
善
と
善
と
の
争
い
だ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「
宮
城 

顗
」 

 

こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
た
「
善
」
は
、
解
脱
（
苦

悩
か
ら
の
解
放
・
覚
り
）
を
得
る
た
め
に
大
切

な
も
の
、
必
要
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。
お
釈
迦
さ
ま
は
人
生
の
根

本
苦
を
解
決
し
た
く
て
出
家
し
た
の
で
す
か

ら
、
そ
の
釈
尊
が
求
め
た
「
善
」
と
は
苦
の
解

決
、
あ
る
い
は
解
決
に
結
び
つ
く
も
の
と
考
え

ら
れ
る
も
の
の
は
ず
で
す
。
そ
の
「
善
」
は
、

自
分
の
心
を
浄
め
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
煩
悩
を

断
っ
て
覚
り
を
得
る
た
め
に
は
、
罪
を
犯
さ
ず

「
善
」
を
身
に
具
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と

い
う
仏
陀
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
教
え
に
見
ら
れ

る
「
善
」
と
同
じ
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
す
。 


