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TOPIC
境内の紫陽花と鐘撞堂

○
八
月
十
三
日
〜
十
六
日
の
間
は
、
盆
棚
（
精
霊

棚
）
を
作
り
、
ご
先
祖
様
を
迎
え
ま
し
ょ
う
。

○
八
月
十
三
日
の
お
盆
迎
え
に
は
、
お
寺
に
お
参

り
し
、
本
堂
の
灯
明
の
火
を
提
灯
な
ど
で
お
持
ち

帰
り
く
だ
さ
い
。
お
墓
か
ら
ご
自
宅
ま
で
ご
先
祖

様
を
導
く
灯
り
と
な
り
ま
す
。

○
八
月
十
三
日
に
は
、
本
堂
に
て
、
お
供
え
用
の

お
茶
を
お
渡
し
し
て
い
ま
す
。
お
盆
期
間
中
は
こ

の
お
茶
を
盆
棚
へ
お
供
え
下
さ
い
。

○
八
月
十
三
日
の
お
盆
迎
え
に
は
迎
え
火
を
焚

き
、
十
六
日
の
送
り
盆
に
は
送
り
火
を
焚
き
ま

し
ょ
う
。

◎
新
盆
法
要
に
つ
い
て

　

該
当
お
檀
家
へ
は
既
に
ご
通
知
の
と
お
り
、

左
記
に
よ
り
「
新
盆
合
同
法
要
」
を
執
り
行
い

ま
す
。
ご
出
欠
未
返
信
の
お
宅
に
は
、
ご
返
信

の
程
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

な
お
、
法
要
当
日
、
境
内
は
「
合
同
法
要
参

列
者
詰
め
込
み
駐
車
」
と
な
り
ま
す
の
で
、
お

墓
参
り
の
方
は
、
南
側
バ
ラ
ス
駐
車
場
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
（
当
日
は
、
交
通
誘
導
員
が
出
て

ご
案
内
を
い
た
し
ま
す
）。

日
時
：
八
月
十
一
日
（
木
）
山
の
日

　
　
　
　
　

第
一
座　

午
前
九
時　

　
　
　
　
　

第
二
座　

午
前
十
一
時

場
所
：
龍
蔵
寺
本
堂

　

法
要
に
て
お
渡
し
す
る
お
塔
婆
は
お
盆
期
間

中
は
盆
棚
の
脇
に
お
供
え
い
た
だ
き
、
十
六
日

の
送
り
盆
で
お
墓
参
り
な
さ
る
際
に
、
お
墓
に

お
立
て
く
だ
さ
い
。

お
盆
の
迎
え
方

お供えの基本は【五供】とされます。お供えを

して、ご先祖様をおもてなしいたしましょう

▲精霊棚の一例（天台宗総合研究センター「お盆のしおり」）

①お香：お線香の香りと煙でご先祖様を導きます

②灯明：ろうそくで明かりをともします

③供花：きれいなお花をお供えしましょう

④浄水：毎日新しいお水をお供えしましょう

⑤食べ物：お膳や季節の野菜をお供えしましょう

門
前
が
綺
麗
に
な
り
ま
し
た

　

赤
門
〜
長
屋
門
間
の
壁
面
沿
い
（
本
堂
向
か
っ
て

右
側
）
に
植
樹
を
行
い
ま
し
た
。

　

た
く
さ
ん
の
種
類
の
草
花
が
植
え
ら
れ
、
季
節
に

応
じ
て
変
化
す
る
花
の
様
子
を
楽
し
め
ま
す
。

　

お
参
り
の
際
に
は
、
龍
蔵
寺
掲
示
板
と
あ
わ
せ
て
、

是
非
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

今
後
、赤
門
〜
仁
王
門
（
本
堂
向
か
っ
て
左
側
）
も
、

同
様
に
整
備
す
る
予
定
で
す
。

青柳大師龍蔵寺

公式ホームページのご案内

行事や活動についての情報や

お寺の歴史・由緒を紹介しております。

是非一度ご覧ください。

←左のコードを

読み取って

いただくか、

「青柳大師」で

検索ください。

発
行
日
：
令
和
四
年
七
月
一
日

発
行
所
：
青
柳
山
談
義
堂
院
龍
蔵
寺

発
行
人
：
眞
木 

興
空

編
集
人
：
眞
木 

興
遼

編
集
後
記

◆法華三部経十巻 修復

◆住職〈法務大臣表彰〉〈天台座主表彰〉受賞のご報告

◆コラム：法華経 ／ 見かえりの弥陀

◆お盆の迎え方

　

幼
い
頃
、
お
盆
に
キ
ュ
ウ
リ
と
ナ
ス
で
馬

と
牛
を
作
る
の
が
好
き
で
し
た
。

　

そ
の
時
に
聞
い
た
「
ご
先
祖
様
は
、
馬
に

乗
っ
て
急
い
で
自
宅
へ
帰
っ
て
き
て
、
帰
り

は
牛
に
た
く
さ
ん
お
土
産
を
載
せ
て
ゆ
っ
く

り
戻
っ
て
い
く
」
と
い
う
話
が
、
子
ど
も
心

に
と
て
も
印
象
に
残
り
、
今
で
も
自
分
の
死

生
観
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
副
）



※

こ
の
記
事
は
、
龍
蔵
寺
墓
地
水
屋
に
掲
示
し
て
い
る
「
お

墓
ま
い
り
の
法
話
」
か
ら
の
転
載
で
す
。「
お
墓
ま
い
り
の

法
話
」
は
随
時
更
新
し
て
い
ま
す
の
で
、門
前
掲
示
板
の
「
今

月
の
こ
と
ば
」
と
共
に
、
ぜ
ひ
お
目
通
し
く
だ
さ
い
。

と
言
い
ま
す
。
驚
い
た
律
師
が
立
ち
止
ま
る
と
、

阿
弥
陀
さ
ま
は
後
ろ
を
振
り
返
り
、「
永
観
、
遅

し
」
と
叱
咤
し
、
共
に
念
仏
行
道
を
な
さ
っ
た

と
の
こ
と
で
、
そ
の
有
難
い
お
姿
を
、
後
の
世

に
長
く
残
す
た
め
に
刻
ま
れ
た
の
が
、「
見
か
え

り
の
阿
弥
陀
さ
ま
」
だ
と
申
し
ま
す
〜

　

振
り
返
り
、
後
ろ
か
ら
来
る
人
を
待
つ
か
の

ご
と
き
そ
の
お
姿
は
、
私
た
ち
に
語
り
か
け
ま

す
。

「
周
囲
を
や
さ
し
く
思
い
や
り
、
自
分
が
誰
に
支

え
ら
れ
て
い
る
か
、
振
り
返
っ
て
ご
ら
ん
な
さ

い
」

「
後
ろ
か
ら
来
る
人
（
子
孫
や
お
嫁
さ
ん
、
部
下

や
後
輩
た
ち
）
の
成
長
を
辛
抱
強
く
待
ち
、
惜

し
み
な
く
愛
情
を
か
け
な
さ
い
」

「
自
ら
の
背
中
を
振
り
返
り
、
自
分
が
正
し
い
道

を
歩
い
て
い
る
か
、
考
え
て
ご
ら
ん
な
さ
い
」

　

さ
て
、
皆
さ
ん
の
心
の
耳
に
は
、
阿
弥
陀
さ

ま
の
語
り
か
け
る
お
声
が
、
ど
の
よ
う
に
聞
こ

え
る
で
し
ょ
う
か…

？

　

京
都
東
山
、
紅
葉
の
名
所
と
し
て
知
ら
れ
る
、

永
観
堂
・
禅
林
寺
様
の
ご
本
尊
は
阿
弥
陀
如
来
。

そ
の
お
姿
は
一
般
的
な
仏
像
と
異
な
る
、
と
て

も
珍
し
い
お
姿
で
す
。
右
の
写
真
→
に
あ
り
ま

す
よ
う
に
、
正
面
か
ら
見
る
と
、
首
を
横
に
向

け
、
後
ろ
を
振
り
返
る
よ
う
な
仕
草
を
さ
れ
て

お
り
、
そ
の
お
姿
か
ら
、「
見
か
え
り
の
阿
弥

陀
さ
ま
」
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ど
の
よ
う
な
所
か
ら
、
こ
う
し
た
お
姿
が
現

さ
れ
た
の
か
？
と
申
し
ま
す
と
、
そ
れ
に
は
次

の
よ
う
な
逸
話
が
残
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

〜
時
は
平
安
時
代
末
期
、
も
う
少
し
で
鎌
倉

幕
府
が
誕
生
す
る
頃
の
お
話
。
永
観
律
師
（
え

い
か
ん
り
っ
し
）
と
い
う
僧
侶
が
、
人
々
を
救

う
道
を
求
め
、
ご
本
尊
の
周
り
を
、
お
念
仏
を

唱
え
な
が
ら
ひ
た
す
ら
巡
る
修
行
を
さ
れ
て
い

た
所
、
突
然
、
阿
弥
陀
如
来
が
現
れ
て
、
永
観

律
師
を
先
導
す
る
か
の
よ
う
に
歩
き
始
め
た
、

ち
ょ
っ
と
寄
り
道

仏
教
コ
ラ
ム
②

見
か
え
り
の
弥
陀

ち
ょ
っ
と
寄
り
道

仏
教
コ
ラ
ム
①

法
華
経
（
ほ
け
き
ょ
う
）

法
華
三
部
経
十
巻 

修
復

法
華
三
部
経
十
巻 

修
復

　

天
台
宗
の
根
本
経
典
で
あ
る

『
法
華
経
（
妙
法
蓮
華
経
）』。

　

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
は
、

「
サ
ッ
ダ
ル
マ
＝
プ
ン
ダ
リ
ー

カ
＝
ス
ー
ト
ラ
」（
白
蓮
華
の

よ
う
な
正
し
い
仏
法
を
述
べ
た

経
）
と
い
い
、
遅
く
と
も
紀
元

後
一
五
〇
年
に
は
イ
ン
ド
に
て

原
典
が
成
立
し
て
い
た
と
さ
れ

　

龍
蔵
寺
本
堂
・
須
弥
壇（
し
ゅ

み
だ
ん
＝
仏
さ
ま
を
お
祀
り
し

て
い
る
高
壇
）
の
、
ご
本
尊
さ

ま
の
前
に
は
、
以
前
よ
り
古
い

経
巻
（
き
ょ
う
か
ん
）
立
て
が

置
か
れ
て
お
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
は
天
台
宗
の
拠
り
ど
こ

ろ
と
な
る
経
典
＝『
法
華
経
』

を
、
巻
物
の
形
に
し
た
も
の
な

の
で
す
が
、
手
入
れ
を
施
さ
ず

年
を
経
た
た
め
、
台
座
に
は
ロ

ウ
が
こ
び
り
つ
き
、
塗
り
も
剥

げ
か
か
っ
て
お
り
、
経
巻
自
体

も
ス
ス
や
ホ
コ
リ
で
黒
ず
ん

で
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ

が
何
な
の
か
判
別
が
つ
か
な
い

状
態
で
し
た
。

　

お
寺
に
と
っ
て
、
ご
本
尊
さ

ま
と
、根
本
と
な
る
経
典
と
は
、

何
よ
り
も
大
切
な
も
の
で
す
の

で
、
信
頼
で
き
る
仏
具
店
に
修

理
の
見
積
も
り
を
依
頼
し
た
と

こ
ろ
、「
こ
の
経
巻
立
て
は
、

も
と
も
と
、
金
箔
と
極
採
色
で

装
飾
さ
れ
た
、
大
変
に
珍
し
い

も
の
で
す
。
ご
本
堂
に
て
代
々

お
祀
り
な
さ
る
も
の
で
す
の

で
、
ぜ
ひ
ご
修
復
を
お
薦
め
し

ま
す
」
と
の
こ
と
。

　

そ
の
言
を
受
け
、
京
都
の
仏

具
修
繕
所
へ
お
預
け
を
し
て
約

半
年
。
こ
の
た
び
修
復
が
完
了

し
、
無
事
に
帰
山
。
改
め
て
ご

本
尊
さ
ま
の
前
に
、
お
祀
り
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

写
真
の
と
お
り
、
台
座
、
経

巻
と
も
に
、
き
ら
び
や
か
な
彩

色
が
よ
み
が
え
り
、
お
檀
家
ご

先
祖
ご
供
養
の
際
に
も
、
功
徳

が
倍
増
す
る
感
が
ご
ざ
い
ま

す
。
ご
参
詣
の
折
、
ぜ
ひ
ご
覧

く
だ
さ
い
ま
せ
。

修繕前の法華経

修繕後の法華経

ま
す
。
そ
の
後
、『
法
華
経
』
は

中
国
に
て
漢
訳
さ
れ
、
日
本
へ

と
伝
わ
り
ま
す
。

　

そ
の
内
容
は
、
イ
ン
ド
の
山
、

霊
鷲
山
（
り
ょ
う
じ
ゅ
せ
ん
）

に
て
、
釈
尊
が
八
万
に
も
及
ぶ

聴
衆
に
教
え
を
説
く
場
面
か
ら

始
ま
り
ま
す
。
そ
こ
で
説
か
れ

る
「
全
て
い
の
ち
は
平
等
に
成

仏
し
救
わ
れ
る
」
と
い
う
教
え

は
、「
特
別
な
修
行
を
経
た
出
家

者
の
み
が
救
わ
れ
る
」
と
い
う

考
え
が
主
流
で
あ
っ
た
当
時
に

お
い
て
、
革
新
的
な
思
想
で
あ

り
、
多
く
の
人
々
の
信
仰
を
あ

つ
め
ま
し
た
。

　

ま
た
、『
法
華
経
』
は
文
学
・

芸
能
・
美
術
に
も
広
く
影
響
を

与
え
た
と
さ
れ
、
そ
の
教
理
の

深
淵
さ
や
表
現
の
豊
か
さ
か
ら
、

「
経
王
（
き
ょ
う
お
う
）」
と
も

称
さ
れ
ま
す
。

　

天
台
宗
の
法
儀
に
も
多
く
用

い
ら
れ
る
『
法
華
経
』。
法
要
に

ご
参
列
の
折
に
は
、『
法
華
経
』

の
持
つ
歴
史
や
奥
深
さ
も
感
じ

て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

『紺紙金字法華経』（奈良国立博物館藏）

過
去
の
荘
厳
美
麗
を
現
代
に

過
去
の
荘
厳
美
麗
を
現
代
に

住
職                         

受
賞
の
ご
報
告

　

い
さ
さ
か
旧
聞
に
属
す
る
事
柄
で
す
が
、
昨

秋
、
保
護
司
勤
続
の
功
労
に
よ
り
、
法
務
大
臣

表
彰
を
受
賞
い
た
し
ま
し
た
。
ま
た
こ
れ
に
併

せ
て
、
第
二
五
八
世
天
台
座
主
猊
下
よ
り
、
同

趣
旨
の
賞
状
な
ら
び
に
、〈
座
主
表
彰
〉
と
織

り
込
ま
れ
た
、記
念
の
輪
袈
裟
を
賜
り
ま
し
た
。

誠
に
お
こ
が
ま
し
い
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
を
励

み
と
し
、
今
後
も
罪
を
犯
し
た
人
た
ち
の
改
善

更
生
に
尽
く
し
て
ま
い
る
所
存
で
す
。

　

お
知
ら
せ
の
と
お
り
、
住
職
に
お
き
ま
し
て

は
現
在
、
保
護
司
（
ほ
ご
し
＝
刑
務
所
等
出
所

後
の
改
善
更
生
を
支
援
）、及
び
、教
誨
師（
き
ょ

う
か
い
し
＝
刑
務
所
内
に
お
け
る
矯
正
教
育
の

支
援
）
の
、
両
職
を
拝
命
し
て
お
り
ま
す
。
こ

の
勤
め
を
通
じ
て
第
一
に
心
が
け
て
い
る
こ
と

は
、
罪
を
犯
し
た
人
た
ち
に
、「
被
害
者
の
心

情
を
理
解
さ
せ
る
」
と
い
う
事
柄
で
す
。

　
（
も
し
も
自
分
が
、
あ
る
い
は
、
自
分
の
家

族
が
、
自
分
が
し
た
こ
と
と
、
同
じ
目
に
あ
っ

た
な
ら
、
ど
の
よ
う
に
感
じ
る
の
か…

？
）

　

と
想
像
を
働
か
せ
る
所
か
ら
、深
い
懺
悔
と
、

生
き
な
お
し
が
始
ま
る
と
考
え
る
か
ら
で
す
。

　

同
時
に
心
が
け
て
い
る
の
は
、「
罪
を
犯
し

た
人
間
の
、
家
族
・
親
族
を
思
い
や
る
」
と
い

う
姿
勢
で
、
い
わ
れ
の
な
い
白
眼
視
や
肩
身
の

狭
さ
を
強
い
ら
れ
る
〈
加
害
者
家
族
〉
に
も
、

慈
し
み
の
眼
を
向
け
た
い
と
思
う
の
で
す
。

　

一
人
で
も
多
く
の
人
が
、
安
ら
ぎ
あ
る
人
生

を
送
れ
る
よ
う
、微
力
を
傾
け
て
ま
い
り
ま
す
。

〈
法
務
大
臣
表
彰
〉

〈
天
台
座
主
表
彰
〉

法務大臣表彰　表彰状並びにメダル 

座主表彰　賞状並びに記念輪袈裟


