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お仏壇とは？
仏
を
ま
つ
る

　

お
仏
壇
は
、
ご
先

祖
様
を
お
ま
つ
り
す

る
だ
け
で
な
く
、
仏

様
の
お
い
で
に
な
る

世
界
「
須
弥
山
」
を

あ
ら
わ
し
、
仏
様
を

お
ま
つ
り
致
し
ま
す
。

　

仏
様
と
は
、
曹
洞

宗

の

場

合

「

一

仏

両

祖

」

で

す

。

中

央
の
ご
本
尊
様
に
仏

教
開
祖
の
釈
迦
牟
尼
仏
。
右
に

曹
洞
宗
開
祖
の
道
元
禅
師
。

左
に
曹
洞
宗
発
展
の
基
を
つ
く

ら
た
瑩
山
禅
師
で
す
。
こ
れ

は
、
お
寺
の
本
堂
の
形
式
と
同

様
で
す
。
つ
ま
り
、
お
仏
壇
は
、

家
庭
の
中
の
お
寺
な
の
で
す
。

　

古
代
イ
ン
ド
で
は
、
土
を
積

み
上
げ
て
壇
を
作
り
、
そ
こ
を

神
聖
な
場
所
と
し
て
神
仏
を
ま

つ
り
ま
し
た
。
や
が
て
風
雨
を

し
の
ぐ
た
め
土
壇
の
上
に
屋
根

が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
た

め
土
偏
「
壇
」
を
用
い
仏
壇

と
い
い
ま
す
。
一
方
、
木
偏
の

「
檀
」
を
用
い
て
仏
檀
と
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
「
檀
」

と
は
、
施
す
（
布
施
）
や
帰
依

信
仰
す
る
と
い
う
意
味
で
す
。

　

日
本
に
仏
壇
が
広
ま
っ
た
の

は
、
六
八
五
年
に
天
武
天
皇
が

「

諸

国

の

家

毎

に

仏

舎

を

作
り
、
乃
ち
仏
像
及
び
経
を
置

き
て
以
て
礼
拝
供
養
せ
よ
」

（
日
本
書
紀
）
と
の
詔
を
出
さ

れ
ま
し
た
こ
と
か
ら
で
す
。

　

日
本
の
仏
壇
の
起
源
は
、

持
仏
堂
と
魂
棚
が
あ
り
ま
す
。

貴
族
等
の
上
流
階
級
が
、
仏

像
を
造
り
屋
敷
内
で
ま
つ
っ
て

い
た
の
が
持
仏
堂
で
す
。
そ
れ

が
、
縮
小
し
て
屋
内
に
取
り
込

み
仏
間
を
経
て
仏
壇
に
変
化
し

た
と
い
わ
れ
ま
す
。

　

も
う
一
つ
は
、
お
盆
に
ご
先

祖
様
や
新
仏
の
霊
を
迎
え
る
祭

壇
を
魂
棚
（
盆
棚
・
水
棚
）

と
い
い
ま
す
。
地
域
や
時
代
に

よ
り
様
々
で
す
が
、
四
隅
に
竹

や
木
で
柱
を
建
て
、
板
な
ど
を

渡
し
棚
を
作
り
ま
す
。
現
在
も

作
州
で
は
、
お
盆
に
床
の
間
や

縁
側
に
お
位
牌
を
出
し
ま
つ
る

習
慣
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　

お
仏
壇
が
、
一
般
庶
民
に
普

及
し
た
の
は
、
江
戸
時
代
の
檀

家
制
度
後
の
よ
う
で
す
。

　

釈
尊
は
、
人
が
ど
の
よ
う

に
生
き
れ
ば
よ
い
の
か
を
示
さ

れ
ま
し
た
。
私
た
ち
仏
教
徒
が

生
き
る
信
仰
実
践
の
よ
り
ど
こ

ろ
が
お
仏
壇
で
あ
り
ま
す
。

　

曹
洞
宗
の
信
仰
実
践
の
基
本

は
、
端
坐
・
合
掌
・
礼
拝
で

ぶ
つ
だ
ん

ぶ
つ
だ
ん

ほ
と
け
の
み
や

ふ　

せ　
　
　
　

き　

え

じ
ぶ
つ
ど
う 

 
 
 

た
ま
だ
な

じ
ぶ
つ
ど
う

た
ま
だ
な　

 

ぼ
ん
だ
な　

 

み
ず
だ
な

し
ゅ
み
せ
ん

い
ち
ぶ
つ

り
ょ
う
そ

け
い
ざ
ん

ど
う
げ
ん

し
ゃ

か
む

に
ぶ
つ

一 

仏 

両 

祖

【
お
仏
壇
の
起
源
】

ぶ
つ
だ
ん

た
ん
ざ　
　

が
っ
し
ょ
う　

ら
い
は
い

【
お
仏
壇
の
意
義
】

す
。
身
と
呼
吸
を
整
え
静
か
な

心
で
、
仏
様
に
合
掌
礼
拝
す
る

こ
と
で
す
。
日
々
の
生
活
を
反

省
し
、
悪
行
を
正
し
善
行
に
勤

め
る
教
え
を
生
活
の
中
で
実
践

す
る
の
で
す
。
そ
の
実
践
が
心

の
安
ら
ぎ
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

　

私
の
存
在
は
ご
先
祖
様
の
お

陰
で
す
。
ご
先
祖
様
か
ら
生
命

が
受
け
継
が
れ
今
の
私
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
報
恩
感
謝
の
実
践

が
信
仰
で
す
。
私
は
、
一
人
で

生
き
て
い
る
の
で
は
な
く
、
多

く
の
生
命
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ

て
い
る
の
で
す
。
こ
の
ご
恩
を

忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。　

　

お
仏
壇
は
、
仏
様
へ
の
信
仰

と
ご
先
祖
様
へ
感
謝
の
意
味
が

あ
り
ま
す
。
新
家
で
、
亡
く
な
っ

た
方
が
い
な
く
て
も
お
仏
壇
に

ご
本
尊
様
と
ご
先
祖
様
を
お
ま

つ
り
す
る
こ
と
は
素
晴
ら
し
い

こ
と
で
す
。

　

仏
壇
上
段
中
央
は
、
ご
本
尊

様
を
お
ま
つ
り
し
ま
す
。
お
位

牌
は
、
そ
の
脇
ま
た
は
二
段
目

以
下
に
お
ま
つ
り
し
ま
す
。
お

位
牌
の
ま
つ
り
順
は
、
内
側
右

→
内
側
左
→
外
側
右
→
外
側
左

→
下
段
（
手
前
）
の
順
番
に
古

い
方
の
お
位
牌
か
ら
お
ま
つ
り

し
ま
す
。
お
位
牌
が
多
く
な
り
、

ま
つ
る
場
所
が
な
い
場
合
は
、

合
同
位
牌
等
に
ま
と
め
る
こ
と

が
出
来
ま
す
の
で
ご
相
談
下
さ

い
。

　

お
供
え
物
は
、
ご
本
尊
様
、

ご
先
祖
様
、
故
人
様
が
居
ら
れ

る
が
ご
と
く
お
供
え
し
ま
す
。

五
つ
の
お
供
え
が
基
本
で
す
。

香
り
（
線
香
）
、
花
、
灯
明
、

水
（ 

蜜
湯
・
茶
） 

、
飲
食

（
お
霊
膳
・
果
物
・
菓
子
等
）

で
す
。
皆
様
が
召
し
あ
が
る
も

の
や
頂
き
も
の
は
必
ず
先
に
お

仏
壇
に
お
供
え
す
る
よ
う
に
致

し
ま
し
ょ
う
。
お
供
え
の
食
べ

物
は
無
駄
に
せ
ず
（
捨
て
な
い
）

頂
き
ま
し
ょ
う
。

　

お
参
り
は
、
ま
ず
、
姿
勢
を

正
し
、
呼
吸
を
整
え
、
気
持
ち

を
落
ち
着
か
せ
ま
す
。
次
に
合

掌
し
て
仏
様
を
仰
ぎ
ま
す
。
そ

し
て
、
礼
拝
し
ま
す
。

　

お
仏
壇
は
、
心
の
よ
り
ど
こ

ろ
で
す
。
毎
日
の
お
勤
め
の
積

み
重
ね
が
、
ま
ご
こ
ろ
に
生
き

る
心
を
育
て
、
皆
様
自
身
を
支

え
、
生
き
る
力
と
な
る
で
し
ょ

う
。

【
お
仏
壇
の
ま
つ
り
方
】
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まつり方は、仏壇の大きさ・位牌や道具の数等により各家で多少違います。一例をご紹介致します。
この図は、仏壇内陣を電気蝋燭。手前にて点燭致します。
各家の状況に応じてまつり、火元に十分お気を付け下さい。
※燭と花が各1つの場合は、向って右に燭。左に花。

【霊膳の一例】　※霊膳の箸は仏様側に向けます。
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【
現
文
】　

【
読
み
下
し
文
】

自
帰
依
仏…

自
ら
仏
に
帰
依
し
た
て
ま
つ
る

当
願
衆
生…

当
に
願
わ
く
は
衆
生
と
と
も
に

体
解
大
道…

大
道
を
体
解
し
て

発
無
上
意…

無
上
意
を
発
さ
ん

自
帰
依
法…

自
ら
法
に
帰
依
し
た
て
ま
つ
る

当
願
衆
生…

当
に
願
わ
く
は
衆
生
と
と
も
に

深
入
経
蔵…

深
く
経
蔵
に
入
り
て

智
慧
如
海…

智
慧
海
の
如
く
な
ら
ん

自
帰
依
僧…

自
ら
僧
に
帰
依
し
た
て
ま
つ
る

当
願
衆
生…

当
に
願
わ
く
は
衆
生
と
と
も
に

統
理
大
衆…

大
衆
を
統
理
し
て

一
切
無
礙…

一
切
無
礙
な
ら
ん

じ

き

え

ぶ

つ
　

み
ず
か　

 
ほ
と
け　

   

き

 

え

と
う
が
ん
し
ゅ
じ
ょ
う   

ま
さ      

ね
が                 

し
ゅ
じ
ょ
う

た
い
げ
だ
い
ど
う       

だ
い
ど
う       

た
い
げ

ほ
つ
む
じ
ょ
う
い     

む
じ
ょ
う
い       

お
こ

三
帰
礼
文

さ

ん

き

ら

い

も

ん

じ

き

え

ほ

う

    

み
ず
か       

ほ
う       

き  

え

【
現
代
語
訳
】

　

自
分
の
意
志
で
仏
に
帰
依
（
信
仰
）
し
、
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
ま

す
。
人
々
と
共
に
祈
る
こ
と
は
、
大
い
な
る
仏
の
道
を
体
得
し
、

無
上
の
悟
り
に
向
か
う
心
を
起
こ
し
ま
す
よ
う
に
。

　

自
分
の
意
志
で
法
（
仏
の
教
え
）
に
帰
依
（
信
仰
）
し
ま
す
。

人
々
と
共
に
祈
る
こ
と
は
、
深
く
経
典
（
教
え
）
を
学
ん
で
、

海
の
よ
う
な
大
い
な
る
智
慧
を
得
ら
れ
ま
す
よ
う
に
。

　

自
分
の
意
志
で
僧
（
仲
間
）
を
帰
依
（
信
じ
る
）
し
ま
す
。

人
々
と
共
に
祈
る
こ
と
は
、
人
々
が
争
わ
な
い
和
合
の
集
い
を

も
ち
、
な
に
も
の
に
も
妨
げ
ら
れ
な
い
自
由
な
境
地
を
得
ら
れ

ま
す
よ
う
に
。

と
う
が
ん
し
ゅ
じ
ょ
う   

ま
さ      

ね
が                 

し
ゅ
じ
ょ
う

じ
ん
に
ゅ
う
き
ょ
う
ぞ
う    

ふ
か     

き
ょ
う
ぞ
う

ち

え

に

ょ

か

い

       

ち  

え  

う
み

じ

き

え

そ

う

  

み
ず
か       

そ
う       

き   

え

い

っ

さ

い

む

げ      

い
っ
さ
い 

む   

げ

と
う
り
だ
い
し
ゅ
う     

だ
い
し
ゅ
う      

と
う
り

少
林
寺
霊
苑
（
墓
地
）

      

使
用
者
へ
お
願
い

ゴ
ミ
の
お
持
ち
帰
り
に
ご
協
力
下
さ
い

　

ど
う
し
て
も
ゴ
ミ
の
持
ち
帰
り
が
難
し
い
方
は
、

　

分
別
を
し
て
下
さ
い
。

　

【
分
別
方
法
】※

各
箱
へ
分
け
て
下
さ
い

①
花
、
花
枝
（
自
然
、
山
に
還
し
ま
す
）

　

ビ
ニ
ー
ル
、
新
聞
紙
、
輪
ゴ
ム
な
ど
は
全
て
取
り
除
き
下
さ
い

②
古
新
聞
（
リ
サ
イ
ク
ル
に
出
し
ま
す
）

　

綺
麗
に
畳
ん
で
下
さ
い

③
燃
え
る
ご
み
（
自
然
に
還
ら
な
い
燃
え
る
ゴ
ミ
）

　

ビ
ニ
ー
ル
、
輪
ゴ
ム
、
紙
な
ど

④
燃
え
な
い
ゴ
ミ

　

ビ
ン
、
カ
ン
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

と
う
が
ん
し
ゅ
じ
ょ
う   

ま
さ      

ね
が                 

し
ゅ
じ
ょ
う

第６号 3



　

少
林
寺
御
詠
歌
講
二
十
周

年
に
あ
た
り
、
創
立
か
ら
の

講
員
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

住
職　

創
立
は
い
つ
で
す
か
？

講
員　

少
林
寺
御
詠
歌
講
は
、

平
成
六
年
六
月
十
六
日
に
第

一
期
生
十
三
名
か
ら
始
ま
り

ま
し
た
。

　

平
成
十
三
年
三
月
二
十
二

日
に
第
二
期
生
八
名
が
加
入
。

二
期
生
は
、
数
年
間
所
作
を

学
ぶ
た
め
一
期
生
と
は
別
に

練
習
致
し
ま
し
た
。

　

平
成
二
十
一
年
に
一
名
、

平
成
二
十
三
年
に
三
名
が
加

入
し
た
第
三
期
生
は
、
最
初

か
ら
古
参
組
と
一
緒
に
練
習

を
致
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
に
、
亡
く
な
っ

た
方
や
体
調
等
の
理
由
で
辞

め
ら
れ
た
方
も
い
ま
す
。
現

在
は
、
少
林
寺
講
十
一
名
と

瑞
景
寺
講
五
名
、
極
楽
寺
講

一
名
、
善
福
寺
講
一
名
の
四
ヶ

寺
の
講
員
と
合
同
で
計
十
八

名
が
練
習
し
て
い
ま
す
。

住
職　

御
詠
歌
を
始
め
た
き
っ

か
け
は
何
で
す
か
？

講
員　

私
は
、
元
々
歌
が
好

き
だ
っ
た
事
と
御
詠
歌
に
興

味
が
あ
り
始
め
ま
し
た
。
最

初
の
頃
は
、
先
生
の
声
を
録

音
し
練
習
を
し
て
検
定
を
受

け
ま
し
た
。
ま
た
、
東
京
で

一
万
人
の
参
加
者
が
あ
る
全

国
大
会
や
各
地
方
大
会
や
講

習
会
に
よ
く
参
加
し
ま
し
た
。

そ
の
脚
で
、
観
光
し
た
の
も

楽
し
い
思
い
出
で
す
。

　

練
習
の
合
間
に
、
先
生
が

御
詠
歌
以
外
に
仏
事
の
作
法

等
も
教
え
て
下
さ
い
ま
す
。

正
直
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
が

多
か
っ
た
私
に
と
っ
て
は
、

と
て
も
よ
か
っ
た
で
す
。

　

例
え
ば
、
数
珠
は
左
手
に

か
け
ま
す
。
曹
洞
宗
の
お
焼

香
は
、
通
常
二
回
で
す
。
一

回
目
は
額
に
頂
き
、
二
回
目

は
巡
香
（
添
香
）
と
い
い
そ

の
ま
ま
焚
き
ま
す
。
参
列
者

が
多
い
時
に
は
丁
寧
に
一
回

の
み
で
す
。

住
職　

先
生
を
教
え
て
下
さ

い
。

講
員　

先
生
は
、
創
立
か
ら

平
成
二
十
二
年
十
二
月
迄
十

六
年
半
の
間
を
極
楽
寺
前
御

住
職
與
木
淳
恵
先
生
。
お
話

し
や
す
い
方
で
色
々
な
事
を

教
え
て
下
さ
い
ま
し
た
。
突

然
亡
く
な
ら
れ
た
こ
と
は
と

て
も
残
念
で
す
。

　

平
成
二
十
三
年
四
月
か
ら

は
、
現
在
の
源
福
寺
御
住
職

小
谷
典
尚
先
生
。
最
初
は
、

お
若
い
方
で
話
が
合
う
か
な

と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
お

互
い
す
ぐ
に
慣
れ
、
心
配
い

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
小
谷
先

生
は
い
つ
も
私
た
ち
に
合
わ

せ
て
お
話
を
し
て
下
さ
り
、

と
て
も
い
い
和
尚
さ
ん
で
す
。

住
職　

御
詠
歌
は
楽
し
い
で

す
か
？

講
員　

は
い
。
楽
し
い
で
す
。

歌
詞
が
と
て
も
わ
か
り
や
す

い
た
め
、
仏
教
の
歴
史
や
思

想
、
お
釈
迦
様
や
祖
師
方
の

人
物
像
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

茶
の
み
話
も
楽
し
い
で
す
。

皆
で
好
き
な
事
を
話
し
て
賑

や
か
に
し
て
い
ま
す
。

　

も
っ
と
も
っ
と
皆
が
御
詠

歌
を
さ
れ
た
ら
い
い
の
に
ね
。

私
は
、
御
詠
歌
の
御
縁
で
様
々

な
事
を
学
び
ま
し
た
。
こ
れ

か
ら
も
御
詠
歌
を
続
け
て
い

き
た
い
で
す
。

少林寺御詠歌講 創立20周年

ご

え

い

か

こ

う

じ

ょ

う

こ

う
　

そ

え

こ

う

こ

た

に

て

ん

し

ょ

う

よ

ぎ

じ

ゅ

ん

け

い
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御
詠
歌

宮
川
美
子　

　

先
輩
の
熱
心
な
奨
め
に
導

か
れ
て
賛
同
者
数
名
と
共
に

参
加
し
て
十
数
年
が
経
過
し

ま
し
た
。
熱
心
な
ご
指
導
の

も
と
厳
粛
な
中
に
も
楽
し
い

雰
囲
気
が
漂
い
月
二
回
の
練

習
が
待
ち
遠
し
く
感
じ
ら
れ

ま
す
。

　

練
習
は
、
合
掌
「
お
誓
い
」

の
こ
と
ば
か
ら
始
ま
り
「
お

誓
い
」
の
唱
和
に
背
筋
が
伸

び
緊
張
感
が
高
揚
し
ま
す
。

御
詠
歌
を
唱
え
る
中
に
雑
念

の
入
る
隙
を
作
ら
ず
、
ひ
と

え
に
教
典
を
追
い
鈴
鉦
に
神

経
を
集
中
す
る
瞬
間
で
あ
り

至
福
の
時
で
す
。

　

お
寺
の
年
中
行
事
に
参
加

さ
せ
て
頂
き
、
ご
先
祖
様
へ

の
感
謝
の
念
を
込
め
お
唱
え

さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
詩
歌
に

感
銘
し
目
頭
の
潤
む
こ
と
が

数
で
す
。

　

現

在

十

八

名

の

仲

間

と

和
気
藹
々
学
び
、
練
習
時
間
・

休
憩
時
間
共
に
幸
せ
な
時
間

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

御
詠
歌
は
、
心
の
拠
り
所

で
あ
り
救
い
と
な
っ
て
い
ま

　

御
詠
歌
講
員　

募
集
中

　

講

師

、

源

福

寺

御

住

職

小
谷
典
尚
師
ご
指
導
の
も
と
、

講
員
十
八
名
で
お
唱
え
し
て

お
り
ま
す
。

　

毎
月
二
回
（
一
回
一
五
〇

〇
円
）
で
す
。
御
詠
歌
は
仏

様
の
教
え
を
歌
に
し
た
も
の

で
す
。
お
経
よ
り
意
味
が
解

り
易
く
、
気
軽
に
仏
様
の
教

え
に
触
れ
る
こ
と
が
出
来
き

ま
す
。
趣
味
と
し
て
如
何
で

し
ょ
う
か
？

見

学

も

出

来

ま

す

の

で

、

お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
下

さ
い
。

す
。
み
ん
な
元
気
で
、
ず
っ

と
学
び
続
け
る
こ
と
を
願
っ

て
い
ま
す
。

『
無
常
御
和
讃
』
の
一
節

昨
日
の
人
は
今
日
は
な
く

会
え
ば
別
る
る
世
の
な
ら
い

夜
半
の
あ
ら
し
に
散
る
花
の

も
ろ
き
は
人
の
命
な
り

●
ご
意
見
ご
感
想
、
次
回
の

少
林
寺
た
よ
り「
澤
龍
」

　

投
稿
募
集
中
で
す
！

（
歴
史 

・ 

俳
句 

・ 

川
柳 

・

短
歌 

・ 

豆
知
識 

・ 

活
動
等

ジ
ャ
ン
ル
は
問
い
ま
せ
ん
）

晃輝和尚のブログ「覚禅堂」
http://ameblo.jp/seiryo-koki/

少林寺ホームページ更新中
http://www.shorinzenji.com/

曹洞宗澤龍山少林寺フェイスブック
https://www.facebook.com/shorinzenji

れ

い

し

ょ

う

し

ば

し

ば

わ

き

あ

い

あ

い

よ

 

わ

こ

た

に

て

ん

し

ょ

う

わ

か
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い
月
の
と
き
で
し
た
）
。

　

し
か
し
断
然
多
い
の
は
や
は
り

新
月
と
満
月
前
後
の
こ
と
。
２
０

０
４
年
の
ス
マ
ト
ラ
地
震
以
来
イ

ン
ド
洋
や
南
太
平
洋
で
多
発
す
る

地
震
が
そ
う
で
す
し
、
最
近
の
３

月
１
４
日
愛
媛
、
４
月
１
日
チ
リ
、

４
月
１
３
日
ソ
ロ
モ
ン
諸
島
、
と

い
う
よ
う
に
連
続
し
た
大
き
な
地

震
も
そ
う
で
し
た
。

　

大
地
震
は
被
害
が
甚
大
で
す
か

ら
月
の
力
は
厄
介
な
も
の
で
も
あ

る
わ
け
で
す
が
、
以
上
の
事
実
、

そ
し
て
今
日
の
月
が
ど
ん
な
月
か

を
毎
日
知
っ
て
い
る
こ
と
は
と
て

も
有
利
な
こ
と
で
す
。

　

海
洋
生
物
は
月
の
力
を
借
り
て

生
命
を
営
ん
で
い
る
こ
と
が
よ
く

知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

で
は
私
た
ち
人
間
に
は
ど
う
で
し
ょ

う
？

　

興
味
尽
き
な
い
課
題
な
の
で
す

が
、
実
は
生
命
科
学
の
分
野
で
は

解
明
の
取
り
組
み
が
ほ
と
ん
ど
な

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
お
金
に
直
接

つ
な
が
ら
な
い
研
究
は
見
向
き
も

さ
れ
な
い
か
ら
で
す
が
、
サ
ン
ゴ

（
サ
ン
ゴ
は
動
物
）
の
例
を
あ
げ

て
想
像
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

世
界
最
大
の
サ
ン
ゴ
礁
が
あ
る

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
グ
レ
ー
ト
バ

リ
ア
リ
ー
フ
に
は
満
月
に
産
卵
す

る
サ
ン
ゴ
が
い
ま
す
。
２
０
０
７

年
に
そ
の
産
卵
の
仕
組
み
が
突
き

止
め
ら
れ
、
月
光
の
中
の
青
い
光

を
受
容
す
る
遺
伝
子
が
あ
り
、
そ

れ
が
満
月
の
一
斉
産
卵
に
み
ち
び

い
て
い
る
と
い
う
発
見
が
な
さ
れ

ま
し
た
。
お
ど
ろ
き
の
発
見
で
し

た
。

　

こ
の
遺
伝
子
は
サ
ン
ゴ
以
後
の

す
べ
て
の
動
物
が
持
っ
て
い
て
、

私
た
ち
に
も
あ
る
と
の
こ
と
。
サ

ン
ゴ
の
出
産
に
益
し
た
も
の
は
私

た
ち
に
も
有
用
な
は
ず
で
、
こ
の

発
見
以
来
私
は
、
月
の
光
を
浴
び

る
こ
と
は
身
体
に
い
い
は
ず
だ
、

と
月
見
の
機
会
に
語
り
続
け
て
い

ま
す
。

　

身
体
へ
の
影
響
は
未
知
の
こ
と

で
は
あ
り
ま
す
が
、
心
に
対
す
る

月
の
働
き
か
け
は
古
来
和
歌
や
俳

　

地
球
に
及
ぼ
す
月
の
力
は
新
月

や
満
月
の
と
き
が
な
ん
と
い
っ
て

も
一
番
で
、
そ
の
と
き
に
発
生
す

る
大
潮
の
海
面
落
差
を
見
れ
ば
そ

の
力
が
納
得
さ
れ
ま
す
。
そ
の
差

は
優
に
二
メ
ー
ト
ル
を
越
え
ま
す
。

　

新
月
、
満
月
は
地
震
に
も
関
係

し
て
い
ま
す
。
ソ
ウ
ル
・
フ
ラ
ワ
ー
・

ユ
ニ
オ
ン
の
曲
に
「
満
月
の
夕
」

が
あ
り
ま
す
が
、
阪
神
淡
路
大
震

災
が
起
き
た
満
月
に
ち
な
ん
だ
歌

で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

地
震
は
そ
れ
以
外
の
月
の
相
で

も
も
ち
ろ
ん
発
生
す
る
わ
け
で
す

が
、
そ
れ
は
地
域
の
地
学
的
条
件

が
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
（
た
と
え
ば
東
日
本
大
震

災
は
、
七
日
月
と
い
う
半
月
に
近

h t t p : / / t s u k i g o y o m i . j p

『
新
月
、
満
月
の
力
』

句
の
形
で
証
明
さ
れ
て
い
る
通
り

で
す
。
新
月
の
と
き
に
見
え
な
い

月
を
想
い
、
満
月
の
と
き
そ
の
光

に
接
す
る
こ
と
は
精
神
に
歓
び
を

も
た
ら
し
ま
す
。

　

岡
山
県
曹
洞
宗
青
年
会
が
「
満

月
弁
道
会
」
を
計
画
な
さ
っ
て
い

る
と
の
話
を
伺
い
、
月
の
力
、
と

り
わ
け
新
月
と
満
月
に
つ
い
て
思

い
を
め
ぐ
ら
せ
た
次
第
で
す
。

（
文　

志
賀
勝
）

◎
「
月
と
季
節
の
暦
」

　

カ
レ
ン
ダ
ー
発
売
中
で
す
！

　

月
か
ら
季
節
を
学
ん
で
み
ま
せ

　

ん
か
？

◎

是

非

、

下

記

サ

イ

ト

ご

　

覧
下
さ
い
。
月
の
面
白
さ
、

　

暦
の
大
切
さ
が
満
載
で
す
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覚
　
禅
　
会

か

く

ぜ

ん

か

い

　

●
九
時
～
坐
禅
、
行
茶

　

●
十
時
～
読
経
、
写
経

参
加
費
無
料
。

坐
禅
と
写
経
の
二
部
制
で
す
。

一
方
の
参
加
も
可
能
で
す
。

初
め
て
の
方
ご
指
導
致
し
ま
す
。

足
の
不
自
由
な
方
の
坐
禅
は
、
椅
子
に
座
り
足

を
組
ま
な
く
て
も
で
き
ま
す
。

写
経
は
、
椅
子
と
机
が
ご
ざ
い
ま
す
。
道
具
も

あ
り
ま
す
。

（
使
い
慣
れ
た
道
具
が
あ
れ
ば
持
参
下
さ
い
）

檀
家
、
年
齢
性
別
は
問
い
ま
せ
ん
。

ど
な
た
様
も
お
気
軽
に
お
越
し
下
さ
い
。

※

団
体
の
場
合
は
ご
連
絡
下
さ
い

（
個
別
の
日
程
は
要
相
談
）

※
個
人
、
団
体
、
企
業
な
ど
出
張
で
坐
禅
会
・

写
経
会
を
致
し
ま
す
。

勝
手
な
が
ら
、
急
な
日
程
変
更
も
あ
り
ま
す
の

で
事
前
に
ご
確
認
頂
け
れ
ば
幸
甚
で
す
。

　

夜
の
坐
禅
会
『
夜
坐
』
下
記
の
日
程
で
行
っ

て
お
り
ま
す
。

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
で
も
予

定
を
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。
（
三
頁
参
照
）

《
覚
禅
会
六
月
～
一
月
の
予
定
》

　

毎
月　

第
二
土
曜
日　

開
催

●　

六
月　

十
四
日
（
土
）
九
時

●　

七
月　

十
二
日
（
土
）
九
時

●　

九
月　

十
三
日
（
土
）
九
時

●　

十
月　

十
一
日
（
土
）
九
時

●
十
一
月　
　

八
日
（
土
）
九
時

●
十
二
月　

十
三
日
（
土
）
九
時

●　

一
月　
　

十
日
（
土
）
九
時

　

※

八
月
は
禅
道
場
体
験
で
す

《
覚
禅
会　

夜
坐
》　

夜
の
坐
禅
会

●　

五
月　

十
五
日
（
木
）
十
九
時
半

　

満
月

●　

九
月　
　

八
日
（
月
）
十
九
時
半

　

中
秋
の
名
月
お
月
見
会

●　

十
月　
　

四
日
（
土
）
十
九
時
半

　

達
磨
忌
逮
夜
（
達
磨
大
師
命
日
前
夜
）

●
十
一
月　

十
二
日
（
水
）
十
九
時
半

　

少
林
寺
開
山
忌
逮
夜

●
十
二
月　
　

七
日
（
日
）
十
九
時
半

　

摂
心
会
（
釈
尊
成
道
会
前
夜
）

　

六
月
十
五
日
（
日
）
十
四
時

　

毎
年
恒
例
の
皆
様
の
ご
先
祖

様
の
供
養
と
住
職
に
よ
る
法
話
。

　

立
石
憲
利
師
に
よ
る
民
話
。

　

現
在
、
岡
山
民
俗
学
会
理
事

長
、
日
本
民
話
の
会
運
営
委
員
。

著
書
『
中
国
山
地
の
昔
話
』
な

ど
多
数
。

　

と
て
も
愉
快
で
す
。
子
供
か

ら
大
人
ま
で
楽
し
め
ま
す
。

　

八
月
十
八
日
（
月
）
十
六
時

　

毎
年
恒
例
、
法
話
と
お
盆
の

大
法
要
。
特
に
、
初
盆
の
お
宅

は
お
参
り
下
さ
い
。

　

八
月
二
十
一
日
（
木
）

　

七
時
半
～
十
六
時
半
頃

　

少
林
寺
で
修
行
を
体
験
し
て

み
ま
せ
ん
か
？

掃
除
、
坐
禅
、
読
経
、
写
経
、

お
話
し
な
ど
修
行
致
し
ま
す
。

子
供
か
ら
大
人
ま
で
檀
家
は
問

い
ま
せ
ん
。
親
子
・
お
友
達
等

お
誘
い
合
わ
せ
の
上
ご
参
加
下

●
総
供
養

●
盂
蘭
盆
大
施
食
会

●
禅
道
場
体
験

さ
い
。

・
参
加
資
格
や
る
気
あ
る
人

・
対
象
小
学
生
以
上

（
お
一
人
様
か
ら
参
加
可
能
）

・
予
約
制
（
先
着
七
十
名
）

・
申
込
み
方
法

　

少
林
寺
に
て
「
禅
道
場
体
験

　

入
門
願
」
に
ご
記
入
下
さ
い

・
参
加
費
無
料

・
〆
切
八
月
十
日
迄

　

十
二
月
三
十
一
日

　
　

二
十
三
時
半
頃
か
ら

　

元
旦
～
三
日

　

随
時
、
御
祈
祷
を
受
け
付
け

て
お
り
ま
す
。
厄
年
、
お
祓
い

な
ど
新
年
の
ご
祈
願
致
し
ま
す
。

（
お
札
・
お
守
り
ご
ざ
い
ま
す
）

　

六
月
十
五
日
（
日
）

　
　

中
北
上
地
区

　

八
月
十
七
日
（
日
）

　
　

中
北
下
地
区

　

十
二
月
二
十
一
日
（
日
）

　
　

坪
井
上
地
区

※

遠
方
の
お
檀
家
さ
ん
の
お
手

　

伝
い
も
大
歓
迎
で
す
。

●
二
年
参
り
（
除
夜
の
鐘
）

●
修
正
会

●
婦
人
会
清
掃
活
動

平
成
二
十
六
年
　

　
主
な
行
事
予
定

う

ら

ぼ

ん

だ

い

せ

じ

き

え

そ

う

く

よ

う

し
ゅ
し
ょ
う
え
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棚
経
（
盆
経
）
の

お
知
ら
せ

第６号 10

平
成
二
十
六
年
五
月
十
二
日
発
行

　

今
年
も
棚
経
（
お
盆
の
お
経
）

に
お
伺
い
致
し
ま
す
。　
　
　

　

美
作
地
区
外
の
方
は
例
年
通

り
、
お
電
話
に
て
日
程
を
ご
連

絡
致
し
ま
す
。　
　
　
　
　
　

　

美
作
地
区
の
方
は
、
勝
手
乍

ら
下
記
の
予
定
表
通
り
お
勤
め

さ
せ
て
頂
き
ま
の
で
宜
し
く
お

願
い
致
し
ま
す
。
た
だ
し
、
葬

儀
な
ど
で
急
な
予
定
変
更
も
ご

ざ
い
ま
す
の
で
、
そ
の
折
は
何

卒
ご
理
解
下
さ
い
。　
　
　
　

　

ま
た
、
ご
都
合
の
悪
い
方
は

ご
連
絡
頂
け
れ
ば
日
程
の
変
更

も
可
能
で
す
の
で
ご
遠
慮
な
く

お
申
し
出
下
さ
い
。　
　
　
　

　

お
留
守
の
場
合
は
、
略
儀
乍

ら
外
か
ら
ご
回
向
さ
せ
て
頂
き

ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　

午
前
は
七
時
～
十
三
時
頃　

午
後
は
十
二
時
～
二
十
時
頃

の
予
定
で
す　
　
　
　
　
　

（
早
朝
よ
り
、
昼
食
時
、
日
暮

れ
時
に
訪
問
す
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
が
何
卒
ご
協
力
下
さ
い
。
）

た
な
ぎ
ょ
う

日にち 曜日 時間 地域（仏壇の安置場所で表記）

6月上旬頃 関東、中部地域

6月中～下旬頃 関西地域

7月上～中旬頃 中国（岡山県外）四国地域

7月上～中旬頃 岡山県南地域

7月中旬頃 新見市、勝央町、美作市

午前 加茂町、上横野、苫田郡鏡野町、宮部下

午後 宮尾、久米川南、神代、福田下、桑上、桑下、戸脇、久米郡美咲町

午前 山方、一宮、大田、沼

午後 上河原、北園町、山下、椿高下、総社、小原

午前 林田、野介代、川崎、中原、高野本郷、横山、昭和町

午後 大谷、南新座、福渡町、坪井町、鉄砲町、小田中、二宮、院庄

7月31日 木 午前 真庭市

午前 畝西、政友

午後 追分、原（上）

午前 原（下）、安清（上）

午後 安清（下）、福本

午前 明谷

午後 岩谷、磯尾、寺城

午前 坪井（１）（２）

午後 坪井（２）（３）（４）

午前 大宮、岡、寺岡、

午後 三成（１）（２）

午前 千代、多田、領家

午後 木原、向山根

午前 山根（東）（中）（西）

午後 奈義

8月8～12日 <予備日>

8月13日～15日頃 <初盆>  ※ご予約がまだの方は、お早めにご連絡下さい

秋彼岸頃 九州地域

8月2日

平成２6年 棚経（盆経）予定表
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