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第
六
十
九
号

会
報

太太太
陽陽陽
ののの
会会会

   
 

   

「 

盂
蘭
盆
会
（う
ら
ぼ
ん
え
）｣  

 

令
和
元
年
八
月
十
三
日(

火)
太
陽
の
会
、
三

階
本
堂
に
て
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。
盂
蘭
盆
会

と
は
、
お
釈
迦
さ
ま
の
弟
子
目
連
尊
者
の
故
事

に
始
ま
り
、
亡
く
な
ら
れ
た
有
縁
の
人
々
を
偲

び
つ
つ
、
仏
法
を
弔
問
す
る
法
会
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
お
盆
に
は
、
家
族
と
一
緒
に
命
の
尊
さ
に

つ
い
て
考
え
、
い

の
ち
の
尊
さ
を
教

え
て
く
れ
た
身
近

な
方
に
感
謝
し
、

私
た
ち
に
道
し
る

べ
を
伝
え
て
く
れ

た
阿
弥
陀
さ
ま
に

感
謝
を
持
つ
こ
と

が
重
要
で
す
。 

本
年
も
多
く
の
ご
縁
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

法
要
に
は
、
午
前
と
午
後
合
わ
せ
て
述
べ
一
八

一
名
の
有
縁
の
方
々
が
ご
参
集
下
さ
い
ま
し
た
。 

   

 

御
導
師
に
は
、
当

会
僧
侶
の
磯
貝
寛
之
師

が
務
め
ら
れ
ま
し
た
。 

法
話
で
は
、
「
生

ま
れ
変
わ
り
と
は
」
と

い
う
題
目
で
、
日
本
人

の
約
４
割
が
「
生
ま
れ

変
わ
り
を
信
じ
て
い

る
」
と
い
う
内
容
か
ら
仏
教
で
の
生
ま
れ
変
わ

り
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
輪
廻
転
生(

六

道
輪
廻)

の
資
料
を
も
と
に
説
明
さ
れ
、
「
六
道

の
全
て
が
迷
い
の
世
界
で
苦
し
み
の
無
い
世
界

へ
は
自
分
の
世
界
で
は
到
底
た
ど
り
つ
け
な
い
。

わ
が
身
を
顧
み
る
と
六
道
輪
廻
の
因
果
は
我
欲

を
つ
の
ら
せ
作
る
日
々
、
阿
弥
陀
さ
ま
は
こ
ん

な
私
た
ち
で
も
一
人
残
ら
ず
極
楽
に
救
い
摂
っ

て
下
さ
る
、
本
願
他
力
の
道
を
成
就
さ
れ
ま
し

た
。
」
と
阿
弥
陀
さ
ま
と
の
尊
い
ご
縁
を
お
話

し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

○午前の部 １１：００～１２：００ 

○午後の部 ２：００～３：００ 

会員様と一緒にお経を拝読し、法話を聴聞しました。 
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｢
広
島
市 

太
陽
の
塔 

高
天
原
」  

 

お
盆
の
供
養
祭
、
盂
蘭
盆
会
と
し
て
令
和
元

年
八
月
十
一
日(
土)

、
十
二
日(

月)

の
２
日
間

太
陽
の
塔 

高
天
原 
法
要
室
に
て
執
り
行
わ
れ

ま
し
た
。
太
陽
の
塔 
高
天
原
で
は
、
十
一
日

午
前
の
部
で
、
真
言
宗
の
供
養
祭
、
十
一
日
午

後
、
十
二
日
午
前
の
部
、
午
後
の
部
と
浄
土
真

宗
で
の
盂
蘭
盆
会
を
開
催
し
多
く
の
会
員
様
に

お
越
し
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。 

 

ご
法
話
い
た
だ
い
た
の
は
、
十
一
日
が
真
言

宗 

妙
光
寺 

岸
野
先
生
、
十
二
日
の
午
後
の
部

は
浄
土
真
宗 

本
願
寺
派 

万
福
寺 

上
野
先
生

か
ら
そ
れ
ぞ
れ
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 ｢
広
島
竜
王
院｣

 
広
島
竜
王
院
で
は
、

盂
蘭
盆
会
を
は
じ
め

様
々
な
法
要
を
さ
せ
て

い
た
だ
き
会
員
の
皆
様

と
の
ご
縁
を
い
た
だ
い 

て
お
り
ま
す
。 

 

｢

ク
イ
ズ
浄
土
真
宗｣ 

 

Ｑ
、
浄
土
に
生
ま
れ
た
人
は
？ 

❶ 

仏
と
な
っ
て
、
日
夜
、
私
た
ち
を 

 
 

救
お
う
と
し
て
い
る 

❷ 

安
ら
か
に
眠
っ
て
い
る 

❸ 

悪
い
こ
と
を
す
る
と
罰
を
あ
て
る 

「
極
楽
浄
土
と
い
う
ぐ
ら
い

だ
か
ら
、
毎
日
愉
快
に
暮
ら
し

て
い
る
ん
だ
ろ
う
」
と
、
思
う

人
が
い
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
極
楽
の
楽
は
、
法

楽
と
い
っ
て
、
真
理
を
味
わ

い
、
心
が
満
ち
足
り
た
状
態

に
な
る
こ
と
で
、
決
し
て
浮

か
れ
た
楽
し
さ
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。 

そ
れ
で
は
、
ど
う
な
る
の

か
と
言
え
ば
、
阿
弥
陀
仏
の

～お知らせ～ 秋彼岸法要 高天原 

9月 22日(日)10時～[真宗]/１時～[真宗] 

9月 23日(土)１時～[真言] 
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救
い
を
信
じ
て
亡
く
な
っ
た
方
は
、
時
を
隔
て

ず
浄
土
に
生
ま
れ
、
阿
弥
陀
仏
と
同
じ
仏
に
な

ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
し
か
も
、
浄
土
に
止
ま

っ
て
、
一
日
中
、
眠
っ
て
い
た
り
、
お
花
畑
で

蝶
々
を
お
い
か
け
ま
わ
し
た
り
は
さ
れ
ま
せ
ん
。

仏
と
な
ら
れ
た
の
で
す
か
ら
、
当
然
、
迷
い
続

け
る
私
た
ち
を
救
う
た
め
に
、
は
た
ら
き
始
め

ら
れ
る
の
で
す
。 

こ
の
よ
う
に
、
亡
き
人
が
浄
土
に
生
ま
れ
て

仏
に
な
ら
れ
る
の
も(

往
相)

、
ま
た
、
浄
土
か

ら
再
び
わ
れ
わ
れ
の
世
界
に
還
っ
て
き
て
、
救

い
の
活
動
を
さ
れ
る
の
も(

還
相)

、
す
べ
て
阿

弥
陀
仏
の
は
た
ら
き
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ

れ
が
阿
弥
陀
仏
の
救
い
の
内
容
な
の
で
す
。
気

に
な
る
人
を
放
っ
て
お
い
て
、
自
分
だ
け
浄
土

で
安
穏
と
暮
ら
す
こ
と
な
ど
で
き
な
い
の
が
私

た
ち
の
心
情
で
す
。
そ
れ
を
解
決
し
て
こ
そ
、

本
当
の
救
い
と
言
え
る
の
で
し
ょ
う
。
③
の
よ

う
な
罰
を
あ
た
え
る
こ
と
は
、
諸
々
の
仏
さ
ま

は
な
さ
い
ま
せ
ん
。 

Ｑ
，
浄
土
に
生
ま
れ
た
人
は
？ 

ク
イ
ズ
の
答
え
・
① 

｢

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
。 

 

往
生
を
ば
と
ぐ
く
る
な
り
と
信
じ
て 

念
仏
申
さ
ん
と 

お
も
ひ
た
つ
こ
こ
ろ
の
お
こ
る
と
き
、 

釋
蓮
如(

『
歎
異
抄
』
第
一
条) 

ま
こ
と
の
言
葉
を
受
け
容
れ
た
時 

生
き
る
方
向
が
定
ま
る 

念
仏
と
い
う
行
為
の
見
返
り
と
し
て
救
い
が

与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
阿
弥
陀
さ
ま
の
言

葉
を
ま
こ
と
と
受
け
容
れ
た
時
、
救
い
が
成
立

す
る
の
で
あ
る
。
救
い
と
は
、
す
な
わ
ち
生
き

る
方
向
が
定
ま
る
こ
と
で
あ
る
。 

｢

お
袈
裟
（け
さ
）｣ 

 

真
宗
の
門
徒
が
、
法
要
や
儀
式
に
参
加
す
る

と
き
つ
け
る
門
徒
式
章
や
略
肩
衣
を
「
お
袈
裟
」

と
呼
ぶ
人
が
あ
り
ま
す
。
形
が
、
僧
侶
の
着
用

す
る
輪
袈
裟
に
似
て
い
る
の
で
混
同
し
や
す
い

よ
う
で
す
が
厳
密
に
言
え
ば
お
袈
裟
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。 

 

袈
裟
と
は
、
ひ
と
く
ち
に
言
う
と
、
布
を
縫

い
合
わ
せ
て
つ
く
っ
た
イ
ン
ド
古
代
仏
教
以
来

の
僧
侶
の
服
装
で
、
こ
れ
を
着
用
す
る
の
が
な

ら
わ
し
と
な
り
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
。
袈
裟

を
つ
け
る
の
は
、
正
式
に
得
度
を
受
け
た
お
坊

さ
ん
に
か
ぎ
ら
れ
る
の
が
、
伝
統
で
す
。 

 

門
徒
式
章
も
略
肩
依
も
、
肩
依
を
変
化
さ
せ

た
も
の
で
」
す
。
肩
依
は
真
宗
の
門
徒
が
仏
前

に
参
上
す
る
と
き
、
最
高
の
敬
意
の
あ
ら
わ
れ

と
し
て
着
用
し
た
伝
統
あ
る
も
の
な
の
で
す
。

今
も
江
戸
時
代
の
習
わ
し
ど
お
り
、
お
寺
の
報

恩
講
や
、
大
切
な
法
要
の
時
に
肩

依
が
用
い
ら
れ
て
い
る
土
地
も
あ

り
ま
す
。 
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[
た
た
み
袈
裟] 

た
た
み
袈
裟
は
、
字
の
と
お
り
、
僧
が
お
つ

と
め
の
と
き
に
着
け
る
五
条
袈
裟
を
折
り
た
た

ん
で
、
首
か
ら
か
け
る
よ
う
工
夫
さ
れ
た
も
の

で
、
江
戸
中
期
か
ら
の
も
の
で
す
。
だ
か
ら
、

た
た
み
袈
裟
は
、
中
に
う
す
い
生
地
が
織
り
込

ま
れ
て
お
り
、
広
げ
る
と
そ
の
ま
ま
五
条
袈
裟

に
な
り
ま
す
。 

 

｢

月
の
こ
と
ば｣

六
月
～
八
月 

 
 

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
経
と
し
て
皆
様
の
お
心
で
味
わ
っ
て
頂
け

た
ら
幸
い
で
す
。 

 

【
六
月
の
こ
と
ば
】 

無
碍
の
光
明 

 

信
心
の
人
を 

常
に
照
ら
し
た
も
う 

「
尊
号
真
像
銘
文
」
よ
り 

 

無
碍
の
光
明
は
、
常
に
照
ら
さ
れ
て
い
る
光

明
で
す
。
し
か
し
信
心
を
持
た
な
い
人
に
は
、

無
碍
の
光
明
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
手
を
合
わ
せ

て
南
無
阿
弥
陀
仏
と
念
仏
申
す
人
に
こ
そ
、「
つ

ね
に
て
ら
し
た
も
う
」
と
い
う

実
感
が
あ
る
の
で
す
。 

 

【
七
月
の
こ
と
ば
】 

浄
土
真
宗
の
な
ら
い
に
は 

念
仏
往
生
と
も
う
す
な
り 

「
一
念
多
念
文
意
」
よ
り 

 

浄
土
真
宗
の
教
え
は
、
念
仏
往
生
で
す
。
一

念
往
生
・
多
念
往
生
と
を
争
う
よ
う
な
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。 

 

【
八
月
の
こ
と
ば
】 

 
 

涅
槃
の
真
因
は 

た
だ
信
心
を
も
っ
て
す 

「
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
」
よ
り 

 

私
た
ち
は
自
身
の
力
で
煩
悩
を
一
つ
ず
つ
潰

し
て
涅
槃
を
め
ざ
す
の
で
は
な
く
、
た
だ
阿
弥

陀
さ
ま
の
力
を
頼
り
に
す
れ
ば
良
い
の
で
す
。 

 

浄
土
真
宗 

太
陽
の
会 

 

令
和
元
年 

行
事
予
定 

  

○
報
恩
講 

合
同
追
悼
法
要 

 
 

開
催
日
11
月
16
日
（
土
）
11
時
よ
り 

(

宗
祖
で
あ
る
親
鸞
聖
人
の
御
恩
に
報
い
て
集

ま
る
法
要
で
す
。
親
鸞
聖
人
は
、
弘
長
２
年
・

１
２
６
２
年
の
11
月
28
日
に
お
亡
く
な
り
に

な
ら
れ
た
の
で
、
11
月
に
報
恩
を
勤
め
ま
す
。

浄
土
真
宗
、
第
三
世
の
覚
如
が
報
恩
講
式
を
つ

く
っ
た
の
が
始
ま
り
で
歴
史
あ
る
法
要
と
な
り

ま
す
。) 

 

※
法
事
や
お
斎

と

き

（
会
食
）
の
会
場
貸
の
予
約
を

承
っ
て
お
り
ま
す
。
込
み
合
う
時
期
が
あ
り
ま

す
の
で
、
早
め
の
ご
予
約
お
願
い
致
し
ま
す
。

な
お
法
要
室
は
宗
旨
・
宗
派
を

問
わ
ず
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。 

(

法
務
担
当
者)

  


