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新
盆
を
迎
え
る 

新
盆
を
迎
え
る 

新
盆
を
迎
え
る    

苦
し
ん
で
い
る
ご
先
祖
の 

霊
を
慰
め
、
供
養
す
る 

  

「
お
盆
」
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
仏
教
の
年
中 

行
事
の
な
か
で
も
最
も
広
く
親
し
ま
れ
、
日

本
人
の
生
活
に
根
づ
い
て
い
る
行
事
の
ひ
と

つ
で
あ
る
。
正
式
に
は
「
孟
蘭
盆
会

う
ら
ぼ
ん
え

」
と
い
う
。 

 

「
孟
蘭
盆
」
と
は
、
イ
ン
ド
の
古
い
言
葉 

で
あ
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
（
梵
語
）
で 

逆
さ
吊
り
の
苦
痛
を
意
味
す
るｳ
ﾗ
ﾝ

ーﾊ
ﾞ
ﾅ

に

漢
字
を
当
て
た
も
の
で
、
も
と
も
と
『
孟
蘭
盆

経
』
と
い
う
お
経
に
出
て
く
る
仏
説
に
由
来

す
る
も
の
と
い
う
。 

 

釈
迦
の
高
弟
の
ひ
と
り
で
あ
る
目
連

も
く
れ
ん

は
、

地
獄
の
餓
鬼
道
に
堕
ち
て
飢
え
と
渇
き
に
苦

し
ん
で
い
る
母
を
見
か
ね
、
釈
迦
の
教
え
に

従
っ
て
、
多
く
の
僧
を
招
き
、
さ
ま
ざ
ま
な
ご

馳
走
を
供
え
て
供
養
し
た
と
こ
ろ
、
母
を
地

獄
か
ら
救
い
出
す
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。

こ
の
話
か
ら
、
祖
先
の
霊
を
わ
が
家
に
迎
え

て
供
養
し
、
そ
の
功
徳
に
よ
っ
て
苦
し
み
の

世
界
か
ら
救
い
出
し
、
浄
土
に
送
り
か
え
す

孟
蘭
盆
会
の
行
事
が
生
ま
れ
た
と
い
わ

れ
る
。 

旧
盆 
七
月
十
三
～
十
六
（
十
五
）
日 

月
遅
れ
盆 

八
月
十
三
～
十
六
（
十
五
）
日 

 

キュウリの馬、 
ナスの牛 

キュウリとナスに苧殻
おから

を刺して馬 
と牛をつくる。先祖の霊が馬に乗 
って早く帰ってきて、牛に乗って 
ゆっくりあの世に戻っていくよう 
にとの願いを込めたもの。 
 

水の子      ｜ 
ナスをさいの目に刻み、洗い米を 
混ぜて、清水を満たした器に入れ 

て供える。祀る人のない無縁仏
むえんぶつ

や 
餓鬼への供え物と考えられてい

る。 
 

 

日
本
で
は
、
「
先
祖
の
霊
が
帰
る
」
と
い
う
古
く
か

ら
の
民
間
信
仰
と
、
仏
教
の
孟
蘭
盆
会
と
が
融
合
し

て
、
現
在
の
お
盆
の
か
た
ち
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。 

 

古
く
は
七
月
十
五
日
を
中
心
に
行
わ
れ
て
い
た

が
、
先
祖
に
長
く
逗
留
し
て
ほ
し
い
と
い
う
気
持
ち

か
ら
期
日
が
延
び
、
七
月
十
三
日
か
ら
十
六
日
（
地
方

に
よ
っ
て
は
十
五
日
）
ま
で
と
す
る
の
が
一
般
的
。 

  

明
治
時
代
に
新
暦
（
太
陽
暦
）
が
採
用
さ
れ
、
七
月

が
農
繁
期
に
当
た
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
一
か

月
遅
ら
せ
て
お
盆
の
行
事
を
行
う
「
月
遅
れ
盆
」
が
多

く
な
っ
て
い
る
。
旧
暦
の
七
月
十
三
～
十
六
日
に
行

う
地
方
も
あ
る
。 

 

い
ず
れ
に
し
て
も
最
初
の
日
を
「
迎
え
盆
（
お
盆
の

入
り
）
」
、
最
後
の
日
を
「
送
り
盆
（
お
盆
の
明
け
）
」

と
い
う
。 

お
盆 


