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The new
s of Bansho-ji tem

ple  [ H
akubi report]

◆
お
盆
の
時
期-

お
盆
の
時
期

は
地
方
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で

す
が
七
月
十
五
日
前
後
、
あ

る
い
は
月
遅
れ
盆
と
い
っ
て
八
月

十
五
日
前
後
の
い
ず
れ
か
に
行

わ
れ
る
の
が
一
般
的
で
す
。

馬
牛
に
は
「
キ
ュ
ウ
リ
の
馬

に
乗
っ
て
早
く
来
て
、
ナ
ス

の
牛
で
ゆ
っ
く
り
戻
っ
て
く

だ
さ
い
ね
」
と
い
う
願
い
が

込
め
ら
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。

　
お
盆
は
、
お
彼
岸
と
並
ん

で
昔
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
大

切
な
仏
教
行
事
の
一
つ
で
、

ま
た
お
正
月
と
と
も
に
一
年

の
大
切
な
区
切
り
。
ご
先
祖

様
が
里
帰
り
を
し
、
こ
の
世

に
生
き
る
私
た
ち
と
大
切
な

亡
き
人
と
が
触
れ
合
う
事
の

出
来
る
大
切
に
し
た
い
行
事

で
す
。
久
し
ぶ
り
に
故
郷
に

集
ま
っ
た
家
族
や
親
族
と
共

に
、
生
死
を
越
え
た
「
つ
な

が
り
」
の
尊
さ
を
再
確
認
し

な
が
ら
、
楽
し
い
語
ら
い
の

時
間
を
過
ご
し
ま
し
ょ
う
。

迎
え
方
は
、
地
域
や
各
家
庭

に
よ
っ
て
様
々
で
す
が
、
こ

こ
で
は
、
お
盆
の
迎
え
方
の

一
例
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

万松寺駐車場＆万松寺パーキングがさらに便利に！

駐車場精算機で
クレジットカードが

使用できます！

カードを入れるだけ！サイン不要の簡単精算

タッチるすだけで簡単精算！
電子マネー「楽天Ｅｄｙ」も使えます！

●  昼間（8：00 ～ 20：00）100 円 /15 分
●  夜間（20：00 ～ 8：00）　50 円 /30 分

★24時間最大（平日：1,100 円　土日祝：1,500 円）24時間

年中無休
■旧券の交換は管理事務所（万松寺ビル北館 1階）または万松寺境内の受処へ。

【お問合せ】

052-251-4543
（9時～ 18 時）

ご利用いただける
クレジットカード

発行：萬松寺　〒460-0011　名古屋市中区大須３-２９-１２　℡.052-262-0735

お問合せ

萬松寺萬松
ご祈祷・供養はご祈祷・供養は

◆十一面観世音菩薩：先祖供養、水子供養

◆身代り不動明王：厄除け、無病息災、身体健全

◆白雪稲荷：商売繁盛、家内安全

病気平癒、災難消除

各種ご祈祷を受け付けております。

ご祈祷の受付は午前１０時～４時半まで。

毎月２８日はお不動さんの縁日

午後六時～、境内にて織田信長公ゆかりの由緒を伝える

「身代り餅つき」が行われ、参拝客の方々に振舞われます。

からくり人形『信長』は午前 10時～２時間おきに毎日５回上演しております。雨天強風の際は上演されません。

※2004 年 4/1 より改定しました。

８月２４日 「山門施食会」

◆
お
盆
の
準
備-

お
盆
が
近
づ

い
て
き
た
ら
、
ま
ず
お
仏
壇
の

掃
除
を
し
ま
し
ょ
う
。
お
仏
壇

は
ご
本
尊
様
と
ご
先
祖
様
を
お

祀
り
す
る
大
切
な
場
所
で
す
の

で
心
を
こ
め
て
清
掃
し
ま
す
。

そ
の
際
、
香
炉
の
灰
も
ふ
る
い

に
か
け
、
古
い
線
香
の
残
り
な

ど
も
丹
念
に
取
り
除
き
ま
し
ょ

う
。
お
墓
の
清
掃
も
行
い
ま
す
。

家
族
み
ん
な
で
お
墓
に
出
か

け
、
草
む
し
り
、
墓
石
の
洗

浄
な
ど
を
し
ま
し
ょ
う
。

◆
精
霊
棚
（
盆
棚
）-

精
霊
棚

の
祀
り
方
は
地
方
に
よ
っ
て
異

な
り
ま
す
が
、
上
絵
は
一
例
で

す
。
期
間
中
は
、
お
膳
の
他
、

そ
う
め
ん
や
夏
野
菜
、
ま
た
「
水

の
子
」
と
い
わ
れ
る
生
米
に
茄

子
、
胡
瓜
な
ど
サ
イ
の
目
に
切
っ

て
混
ぜ
た
も
の
も
供
え
ま
す
。

真
菰

（
ま
こ
も
）
の
コ
ザ
を
敷

く
の
は
、
帰
っ
て
来
た
ご
先
祖

様
が
そ
の
上
に
寝
て
い
た
だ
く

為
で
す
。
地
域
、
家
庭
に
よ
っ

て
お
供
え
物
も
異
な
り
ま
す

が
、
慣
習
に
従
っ
て
お
も
て
な

し
の
心
で
準
備
し
ま
し
ょ
う
。

◆
迎
え
火
・
送
り
火

-

十
三

日

（
地
域
に
よ
っ
て
十
二
日
）

は

「
迎
え
盆
」
と
い
い
、
夕
刻

に
ご
先
祖
様
を
お
迎
え
し
ま

す
。
ま
ず
門
口
で

「
迎
え
火
」

を
焚
き
、
ご
先
祖
の
御
霊
を
お

迎
え
し
ま
す
。
地
域
に
よ
っ
て

は
菩
提
寺
と
お
墓
に
お
参
り

し
、
ご
先
祖
様
を
ご
案
内
す
る

気
持
ち
で
提
灯
に
明
か
り

（
迎

え
火
）
を
灯
し
、
家
路
に
つ
き

ま
す
。
家
に
着
い
た
ら
迎
え
火

を
精
霊
棚
の
お
灯
明
に
移
し
、

全
員
で
お
参
り
し
ま
す
。 

十
六

日
（
地
域
に
よ
っ
て
十
五
日
）
は
、

お
迎
え
し
た
ご
先
祖
様
を
お
見

送
り
す
る

「
送
り
盆
」
の
日
で

す
。
こ
の
日
全
国
で
は

「
送
り

火
」
の
意
味
で
灯
篭
流
し
な
ど

が
行
わ
ま
す
。
ま
た
京
都
の
大

文
字
な
ど
も
、
有
名
な
送
り

火
の
一
つ
で
す
。

◆
新
盆-

四
十
九
日
の
忌
明
け

後
、
初
め
て
迎
え
る
お
盆
を
新

盆
と
い
い
、
供
養
を
行
い
ま
す
。

新
盆
に
は
故
人
の
好
物
を
そ
な

え
た
り
、
道
に
迷
う
事
の
な
い

よ
う
目
印
と
し
て
、
家
紋
の
入
っ

た
白
提
灯
を
と
も
す
風
習
も
あ

り
ま
す
。

真菰をしく
水水の子

夏野菜
果物

きゅうりの馬

なすの牛

そ
う
め
ん

白飯

煮物

つけものみそ汁

あえもの

きゅうりの馬
なすの牛

ほおずきなど

精霊棚の例

お
膳
の
例

お膳
（右絵参照）

お
盆
の
迎
え
方

( 盆棚 )
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盂
蘭
盆
会
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

語
の

「ウ
ラ
ン
バ
ナ
」
の
音
訳
で

「
逆
さ
吊
り
に
さ
れ
た
苦
し
み
」

と
い
う
意
味
が
あ
り
、
餓
鬼
地

獄
の
苦
し
み
を
意
味
し
ま
す
。

生
前
に
贅
沢
を
し
、
強
欲
で
嫉

妬
深
い
人
間
が
餓
鬼
地
獄
に
落

ち
、
餓
鬼
に
な
る
と
言
わ
れ
て

母
の
救
済
に
由
来
す
る

　
　
　
　
　
盂
蘭
盆
会

『源氏十二ヵ月之内　孟秋』  歌川豊国（三代）画　安政 3年（1856）刊

上の絵は盆踊りの風景を描いた江戸時代の作品です。盆
踊りはもともと、仏教行事の一つでしたが、江戸時代に
なると、宗教的な意味合いは薄れていき、庶民の娯楽と
いう側面が強くなりました。踊りのルーツには二説あり、
一つは、餓鬼地獄から這い上がってくる衆生の姿を踊り
にしているという説。もう一つは、ご先祖をお迎えする
為の目印になるように踊るという説です。

◎
な
る
ほ
ど
仏
教

　
盂
蘭
盆
会
（
う
ら
ぼ
ん
え
）

は
お
盆
の
正
式
名
称
で
、
ま

た
施
食
会
（
せ
じ
き
え
）
も

多
く
は
お
盆
の
時
期
に
行
わ

れ
る
仏
教
行
事
で
す
。
曹
洞

宗
に
お
い
て
は
盆
月
に
盂
蘭

盆
会
を
含
ん
だ
施
食
会
「
盂

蘭
盆
会
施
食
会
」
を
行
な
う

事
が
定
着
し
て
い
ま
す
が
、

こ
の
二
つ
の
行
事
は
別
の
行

事
で
す
。
そ
し
て
由
来
も
異

な
り
ま
す
が
、
お
釈
迦
様
が

悩
み
苦
し
ん
で
い
る
弟
子
を

救
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
共

通
し
、
主
旨
も
同
じ
先
祖
の

供
養
で
す
の
で
、
混
同
さ
れ

が
ち
で
す
。
し
か
し
各
々
の

意
味
を
知
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ

の
行
事
の
大
切
さ
、
そ
の
迎

え
方
が
よ
り
一
層
わ
か
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

い
ま
が
、
お
盆
の
物
語
の
人
物
で

あ
る
目
連
尊
者
（
モ
ッ
ガ
ラ
ー
ナ
）

の
母
も
餓
鬼
地
獄
に
落
ち
て
い
ま

し
た
。
目
連
様
は
苦
し
む
母
を

助
け
よ
う
と
懸
命
に
食
べ
物
を

与
え
続
け
ま
す
が
母
は
救
わ
れ

ま
せ
ん
。
悩
ん
だ
目
連
様
は
、

ど
う
す
れ
ば
救
わ
れ
る
か
、
お

釈
迦
様
に
教
え
を
乞
い
ま
し
た

が
、
そ
の
教
え
は
、
自
分
の
母

だ
け
に
与
え
る
の
で
は
な
く

「
大

勢
の
僧
侶
を
招
き
多
く
の
供
物

を
す
る
よ
う
に
」
と
い
う
も
の
で

し
た
。
そ
し
て
目
連
様
は
そ
の

教
え
に
従
い
ま
し
た
。
す
る
と

母
は
餓
鬼
の
苦
し
み
か
ら
救
わ

れ
た
と
い
い
ま
す
。
お
盆
の
目
的

は
先
祖
供
養
で
す
が
、
そ
の
心
、

す
な
わ
ち
お
釈
迦
様
の
説
か
れ

て
い
る
の
は
、
慈
悲
の
心
、
布

施
の
精
神
な
の
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
こ
の
目
連
物
語
は
父

母
へ
の
孝
養
も
説
い
て
も
い
ま
す

が
、
お
盆
に
は
多
く
の
方
が
実

家
に
里
帰
り
し
、
父
母
と
の
面

会
を
し
ま
す
。
両
親
に
元
気
な

顔
を
見
せ
る
の
も
立
派
な
親
孝

行
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
盂
蘭

盆
会
の
意
味
を
よ
く
か
み
し
め

て
、
家
族
そ
ろ
っ
て
お
盆
を
迎

え
、
先
祖
の
供
養
を
し
た
い
も

の
で
す
。

施
食
（
施
餓
鬼
）
会
は

　
　
　
　
霊
へ
の
施
し

　

施
食

（
施
餓
鬼
）
会
は
、
弟

子
の
阿
難
尊
者

（
ア
ー
ナ
ン
ダ
）

が
餓
鬼
に

「
三
日
の
後
に
命
が
つ

き
餓
鬼
に
な
る
」
と
予
言
さ
れ

悩
み
、
お
釈
迦
様
の
教
え
に
救

わ
れ
た
物
語
に
由
来
し
ま
す
。

阿
難
様
は
教
え
に
従
い
、
経
文

を
唱
え
な
が
ら
餓
鬼
に
食
べ
物

を
施
し
た
所
、
八
十
歳
余
り
と

い
う
長
寿
を
得
た
と
い
い
ま
す
。

　

そ
ん
な
物
語
に
由
来
す
る
施

食
会
は
、
我
が
家
の
先
祖
だ
け

盆踊りのルーツ

水の子

施食会では「水の子」をお供
えし、甘露門（かんろもん）
というお経を読みます。この
お経を読み上げる事によって
「水の子」は餓鬼の食事になり
ます。水の子は生米に茄子や
胡瓜などをサイの目に切って
まぜたもので、簡単に作る事
が出来ます。火は通しません。

で
な
く
、
三
界
万
霊

（
さ
ん
が

い
ば
ん
れ
い
）
・
有
縁

・
無
縁
の

霊
に
飲
食
を
施
し
供
養
を
し
ま

す
。
こ
の
法
会
は
、
特
定
の
先

祖
を
供
養
す
る
だ
け
に
と
ど
ま

ら
ず
、
供
養
す
る
人
の
い
な
い

無
縁
の
仏
さ
ま
や
、
子
孫
の
途

絶
え
た
仏
様
も
供
養
す
る
の
で

す
。
ま
た
三
界
万
霊
の
三
界
と

は
仏
教
の
世
界
観
で
、
欲
界

（
欲

望
の
世
界
）
、
色
界

（
欲
望
を

離
れ
た
世
界
）
、
無
色
界

（
高

度
な
精
神
の
み
が
存
在
す
る
世

界
）
に
あ
る
、
有
縁
、
無
縁
を

含
む
あ
ら
ゆ
る
霊
で
す
。

　

ま
た
阿
難
物
語
に
出
て
く
る
餓

鬼
は
あ
の
世
に
い
る
餓
鬼
で
す

が
、
餓
鬼
は
あ
の
世
だ
け
に
い
る

存
在
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
欲
深

き
現
生
の
人
間
の
姿
も
ま
た
餓

鬼
で
す
。
施
食
会
は
む
さ
ぼ
り

の
心
を
戒
め
、
分
か
ち
合
う
心

の
大
切
さ
を
も
説
い
て
い
る
と
も

言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

施
食
会
で
は
檀
信
徒
が
菩
提

寺
に
集
ま
り
、
住
職
の
読
経
に

よ
る
法
会
が
営
ま
れ
ま
す
。
亡

き
人
は
餓
鬼
の
苦
し
み
か
ら
、

安
ら
ぎ
の
世
界
に
導
か
れ
る
と

さ
れ
ま
す
の
で
、
毎
年
行
っ
て
い

た
だ
く
の
が
い
い
で
す
が
、
と
り

わ
け
新
盆

（
表
参
照
）
に
は
施

食
会
供
養
を
し
た
い
も
の
で
す
。

◆
迎
え
火

-

八
月
十
二
日
（
火
）

◆
送
り
火

-

八
月
十
五
日
（
金
）

と
も
に
イ
ベ
ン
ト
ス
ペ
ー
ス
に
て

午
後
六
時
よ
り
。

◆
山
門
大
施
食
会-

八
月
二
十
四

日
（
日
）
本
堂
に
て
午
後
一
時
～

午
後
三
時
。

※

詳
し
く
は
萬
松
寺
受
処
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

『
萬
松
寺
お
盆
の
行
事
予
定
』

盂
蘭
盆
会
と
施
食
会
の
話

う
　
　
ら
　
　
ぼ
ん
　
え

せ
　
じ
　
き
　
え

先
祖
供
養
の
行
事
の
心
と
教
え
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