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「

盂
蘭
盆
御
書
」 

 《
意
味
》
生
前
中
の
大
悪
は
、
生
き
な
が
ら

そ
の
罰
を
受
け
る
の
み
な
ら
ず
、
子
や
孫

七
代
ま
で
も
降
り
掛
か
る
。
大
善
も
同
じ

で
、
法
華
経
を
信
じ
た
目
連
尊
者
の
大
善

は
両
親
ま
で
も
成
仏
さ
せ
た
。
法
華
経
を

信
じ
る
こ
と
で
先
祖
も
子
孫
も
仏
に
成
れ

る
と
い
う
。
法
華
経
の
精
神
は
悉
皆
成
仏

の
教
え
。
縁
あ
る
全
て
の
人
々
を
成
仏
に

導
き
ま
す
。
有
り
難
い
法
華
経
と
の
縁
を
、

く
だ
さ
っ
た
先
祖
様
に
感
謝
で
す
ね
。 

 

精霊棚 (仏壇 )にお盆の飾りつけをし、最初はお水をお供えします。キュ

ウリで作った馬と、ナスで作った牛は、ご先祖様の乗り物です。  

13 日の夕方に迎え火を焚き、ご先祖様はキュウリの馬に乗って急いで

会いに来ます。その日の夕食から、三食と二回のおやつを供えしてご

先祖様を接待し、15 日の夕方に送り火を焚き、ご先祖様はナスの牛

で名残惜しみながらお帰りになります。供物の一部を川に流す精霊流

しをしたり、今はお寺 (精霊送りの時 )に収め、先祖供養をします。 

円

頓

寺

だ

よ

り 

令 和 ５ 年 
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長久山円頓寺  検索  

悪
の
中
の
大
悪
は
我
が
身
に
そ

の
苦
を
受
く
る
の
み
な
ら
ず
、

子
と
孫
と
末
七
代
ま
で
も
か
か

り
候
け
る
な
り
。
善
の
中
の
大

善
も
又
々
か
く
の
如
し
。
目
連

尊
者
が
法
華
経
を
信
じ
ま
い

ら
せ
し
大
善
は
我
が
身
仏
に

成
る
の
み
な
ら
ず
、
父
母
仏
に

成

り
給

う
。
上

七

代

下

七

代
、
上
無
量
生
、
下
無
量
生

の
父

母

た
ち
、
存

外

に
仏

に

成

り
給

う
。
乃

至

、
子

息

、

夫
妻
、
所
従
、
檀
那
、
無
量
の

衆
生
、
三
悪
道
を
離
る
る
の
み

な
ら
ず
、
皆
初
住
妙
覚
の
仏

と
成
り
ぬ
。
故
に
法
華
経
の
第

三

に
曰

く
「
願

く
は
此

の
功

徳
を
以
て
普
く
一
切
に
及
ぼ

し
、
我

等
と
衆

生
と
皆

共

に

仏
道
を
成
ぜ
ん
」 

お盆の飾付一例  

 

先祖に感謝！ 

先祖に合掌！ 

塔婆を立てて 

先祖供養を 

しましょう。  

about:blank
about:blank
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お
盆
の
季
節
を
迎
え
ま
す
。
今
年
の
お
盆
施
餓 

鬼
は
コ
ロ
ナ
前
の
法
要
形
態
に
戻
り
、
制
限
な 

く
お
参
り
い
た
だ
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

当
日
来
て
い
た
だ
い
て
も
、
後
日
塔
婆
を
受 

取
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
判
断
に
お
任
せ
し
ま 

す
。
た
だ
、
体
調
不
良
の
方
は
ご
遠
慮
い
た 

だ
い
た
り
、
感
染
不
安
の
方
は
マ
ス
ク
を
着
用 

し
て
参
拝
い
た
だ
い
た
り
、
自
分
に
で
き
る
範 

囲
で
の
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

コ
ロ
ナ
禍
で
参
拝
が
少
な
い
今
だ
か
ら
で
き
る
こ
と
は
何
か

と
い
う
こ
と
で
、
円
頓
寺
内
外
で
気
に
な
る
と
こ
ろ
を
チ
ェ
ッ

ク
し
ま
し
た
。 

第
一
弾
の
女
性
ト
イ
レ
洋
式
化
か
ら
始
ま
り
、
昨
年
暮
れ
か

ら
春
の
お
彼
岸
中
に
は
墓
地
の
改
装
工
事
を
行
い
ま
し
た
。 

お
寺
の
歴
代
聖
人
の
お
墓
を
ま
と
め
、
合
祀
の
供
養
塔
も
移

設
し
ま
し
た
。
こ
ち
ら
の
供
養
塔
に
は
た
く
さ
ん
の
方
が
お
参

り
に
な
っ
て
お
り
、
お
花
が
絶
え
ず
新
し
い
も
の
な
っ
て
い
ま

す
。
あ
る
方
が
母
の
命
日
に
お
参
り
す
る
と
、
い
つ
も
誰
か
先
に

お
参
り
に
な
っ
て
い
て
、
私
の
持
っ
て
き
た
お
花
は
手
水
桶
に

入
れ
て
い
る
と
い
う
方
が
お
い
で
だ
っ
た
の
で
、
三
組
の
お
花

立
を
設
置
し
、
階
段
を
上
ら
な
く
て
も
お
供
え
で
き
る
よ
う 

に
し
ま
し
た
。
ま
た
墓
誌
が
三
枚
重
な
っ
て
い
た
の
を 

重
な
ら
な
い
よ
う
に
設
置
し
直
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の 

墓
誌
前
で
お
参
り
で
き
る
よ
う
に
幅
を
広
く
し
ま 

し
た
。
お
参
り
の
皆
さ
ん
に
お
墓
が
き
れ
い
に 

な
っ
た
と
喜
ん
で
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。 

そ
し
て
五
月
中
に
境
内
地
の
敷
石
を
滑
り
に
く
い
加
工
を
し

ま
し
た
。
長
年
の
檀
信
徒
さ
ん
の
お
参
り
で
敷
石
も
凹
凸
が
な

く
ピ
カ
ピ
カ
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
雨
が
降
る
と
滑
り
や
す
く
、

万
が
一
に
も
転
倒
事
故
が
起
き
な
い
よ
う
に
と
の
工
事
で
す
。

現
在
の
敷
石
に
何
と
も
言
え
な
い
情
緒
を
感
じ
ま
す
。
と
い
う

の
も
お
寺
創
建
当
時
に
敷
い
た
石
の
状
態
に
戻
っ
た
ん
だ
と
思

う
と
、
遥
か
三
百
五
十
年
の
昔
に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
た
気
持

ち
に
な
り
ま
す
。
お
盆
の
行
事
に
参
拝
の
折
に
は
「
三
百
五
十
年

前
の
景
色
は
こ
ん
な
ふ
う
だ
っ
た
の
か
な
。
ご
先
祖
様
も
同
じ

風
景
を
ご
覧
に
な
っ
た
の
か
な
」
と
思
い
な
が
ら
境
内
を
眺
め

て
み
て
く
だ
さ
い
。
先
祖
様
を
思
う
、
こ
れ
も
ま
た
供
養
の
一
端

だ
と
信
じ
て
い
ま
す
。
コ
ロ
ナ
禍
も
ひ
と
ま
ず
落
ち
着
き
、
整
備

さ
れ
た
お
寺
と
お
墓
の
参
り
に
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。 

さ
て
墓
地
整
備
も
あ
っ
て
、
お
墓
に
行
く
機
会
が
増
え
、
お
墓

に
出
か
け
た
あ
る
雨
の
日
、
あ
ま
り
顔
を
合
わ
せ
た
と
こ
と
の

な
い
方
が
、
毎
月
の
お
参
り
に
行
く
お
宅
の
お
墓
を
お
参
り
な

さ
っ
て
い
ま
し
た
。
次
の
日
は
ち
ょ
う
ど
そ
の
お
宅
の
法
事
。
声

を
か
け
る
と
施
主
の
妹
さ
ん
で
し
た
。
参
列
者
に
遠
方
か
ら
一

人
で
来
る
弟
さ
ん
が
い
ま
す
。
明
日
の
法
事
が
終
わ
っ
て
お
墓

に
お
参
り
に
来
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
弟
が
手
ぶ
ら 

で
そ
の
ま
ま
お
参
り
で
き
る
よ
う
に
花
を
お
供
え
に
来
た
と 

い
う
の
で
す
。
雨
な
の
に
タ
オ
ル
で
お
墓
を
拭
き
、
花
の

水
を
入
れ
替
え
、
水
を
お
供
え
し
、
線
香
、
ろ
う
そ
く
に

火
を
つ
け
て
、
お
参
り
し
て
お
帰
り
に
な
り
ま
し
た
。
両 

親
や
先
祖
を
思
い
、
兄
弟
を
思
い
お
参
り
さ
れ
て
い

る
姿
に
、
す
が
す
が
し
さ
を
覚
え
ま
し
た
。 
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〈
日
朗
身
代
わ
り
の
弁
〉
三
十
五 

 

大
聖
人
様
は
刑
場
に
到
着
さ
れ
ま
し
た
。 

青
竹
を
め
ぐ
ら
す
十
間
四
面
に
北
条
家
の 

紋
を
染
め
抜
い
た
幕
が
張
ら
れ
、
荒
砂
の 

上
に
は
荒
筵
が
敷
か
れ
、
役
人
は
大
聖
人 

を
そ
の
上
に
降
ろ
し
ま
し
た
。
平
左
衛
門 

尉
頼
綱
が
検
視
の
役
と
し
て
正
面
に
座
し
、 

太
刀
取
り
は
依
智
三
郎
直
重
、
タ
ス
キ
掛 

け
に
て
待
っ
て
お
り
ま
す
。
い
よ
い
よ
刑 

の
執
行
か
。
大
上
段
に
振
り
上
げ
た
一
刹
那
、
大
聖
人
様
は 

「
我
此
土
安
穏 

天
人
常
充
満
・
・
・
」 

泰
然
自
若
と
読
経
の
声
。
こ
の
様
子
を
見
て
い
た
日
朗
上
人
。 

「
し
ば
ら
く
お
待
ち
を
。
私
は
日
蓮
の
弟
子
日
朗
と
申
す
も
の
。

最
後
の
お
別
れ
を
さ
せ
て
は
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
！
」 

依
智
三
郎
は
、 

「
さ
も
あ
ら
ん
。
苦
し
ゅ
う
な
い
、
入
ら
れ
よ
」 

日
朗
上
人
、
矢
来
に
入
ら
れ
、 

「
師
匠
日
蓮
は
世
上
の
罪
科
が
あ
る
わ
け
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

た
だ
た
だ
妙
法
蓮
華
経
に
て
天
下
太
平
を
願
う
大
慈
大
悲
の
僧
侶

で
ご
ざ
い
ま
す
。
ど
う
か
師
匠
を
お
助
け
く
だ
さ
い
。
代
わ
り
こ

の
日
朗
が
頚
を
は
ね
て
い
た
だ
い
て
結
構
で
す
」 

「
な
ら
ぬ
わ
」 

「
身
代
わ
り
が
か
な
わ
ぬ
こ
と
な
ら
ば
、
師
匠
と
と
も
に
頚
を
お

は
ね
く
だ
さ
い
。
師
匠
の
唱
え
る
念
仏
無
間
と
弟
子
の
唱
え
る
念

仏
無
間
と
い
か
に
違
い
ま
す
か
。
ど
う
か
同
罪
に
」 

「
な
ら
ぬ
、
な
ら
ぬ
。
邪
魔
を
す
る
な
」 

と
足
蹴
に
し
、
日
朗
上
人
を
縄
で
ぐ
る
ぐ
る
巻
き
に
。 

「
邪
魔
者
が
入
っ
た
。
い
ざ
打
た
ん
」 

と
そ
こ
に
四
条
金
吾
頼
基
。
矢
来
の
外
よ
り 

「
し
ば
ら
く
お
待
ち
く
だ
さ
い
。
日
蓮
が
第
一
の
信

者
、
四
条
金
吾
、
最
後
の
お
別
れ
が
し
た
い
」 

大
聖
人
と
と
も
に
刑
場
ま
で
来
た
四
条
殿
は
、 

「
法
華
経
の
現
世
安
穏
の
経
文
が
空
言
で
な
け
れ
ば

お
釈
迦
様
の
ご
守
護
が
あ
る
は
ず
。
さ
も
な
く
は
私

も
こ
こ
で
切
腹
し
大
聖
人
の
お
供
を
い
た
そ
う
と
決 

意
で
お
り
ま
す
」 

と
。
刑
執
行
を
待
つ
大
聖
人
は
、
落
ち
着
い
た
口
調
に
て 

「
弟
子
檀
信
徒
方
々
、
日
蓮
が
日
頃
の
教
化
を
お
忘
れ
に
な
っ
た

か
。
日
蓮
、
建
長
五
年
四
月
二
十
八
日
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱

え
た
そ
の
日
よ
り
、
杖
で
も
っ
て
打
た
れ
、
刃
の
下
に
座
ら
さ
れ

る
こ
と
は
覚
悟
の
こ
と
。
我
が
頭
を
法
華
経
の
た
め
に
捧
げ
る
こ

と
は
、
砂
を
黄
金
に
か
え
、
石
を
玉
に
か
え
る
ほ
ど
価
値
あ
る
こ

と
。
日
蓮
は
じ
め
弟
子
檀
那
が
迫
害
に
会
う
の
は
法
華
経
が
広
ま

る
吉
兆
。
哀
れ
な
の
は
今
の
日
本
国
の
万
人
。
我
ら
を
み
て
嘲
笑

う
者
は
、
昨
日
は
人
の
上
、
今
日
は
我
が
身
と
思
わ
れ
よ
。
今
は

日
蓮
も
弟
子
檀
那
も
日
影
の
霜
露
、
命
も
ま
ま
な
ら
ぬ
状
況
。
し

か
し
必
ず
仏
果
が
報
い
ら
れ
て
仏
の
寂
光
浄
土
に
居
住
し
、
自
受

法
楽
も
か
な
う
で
あ
ろ
う
。
嘲
笑
っ
て
お
る
者
た
ち
は
ど
れ
ほ
ど

う
ら
や
む
こ
と
か
。
ど
う
か
そ
れ
ま
で
、
退
転
せ
ぬ
よ
う
」
。 

と
弟
子
檀
那
に
言
っ
て
聞
か
さ
れ
、
覚
悟
を
決
め
て 

「
直
重
殿
、
夜
も
明
け
れ
ば
見
苦
し
い
。
早
や
頚
打
ち
な
さ
れ
」 

と
刑
の
執
行
を
催
促
な
さ
い
ま
し
た
。 
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