
 
 

お
盆
の
由
来 

 

お
盆
は
、
く
わ
し
く
は
、
盂
蘭
盆
会

う

ら

ぼ

ん

え

と
い
い
ま
す
。
古
い
イ
ン
ド
の

言
葉
に
「
さ
か
さ
に
つ
る
さ
れ
る
よ
う
な
苦
し
み
」
と
い
う
意
味
の

「
ウ
ラ
ン
バ
ナ
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
盂
蘭
盆
会
と
は
、
そ

の
よ
う
な
苦
し
み
を
救
う
た
め
の
供
養
と
い
う
こ
と
で
す
。
お
釈
迦

さ
ま
の
十
大
弟
子
の
一
人
で
あ
る
目
連
尊
者
が
、
お
釈
迦
さ
ま
の
教

え
に
従
っ
て
供
養
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
亡
く
な
っ
た
母
親
の
苦
し

み
を
救
っ
た
こ
と
に
由
来
し
て
い
ま
す
。
こ
の
盂
蘭
盆
会
が
、
イ
ン
ド

か
ら
中
国
を
経
て
日
本
に
伝
わ
っ
て
き
た
の
は
今
か
ら
千
三
百
年
以

上
も
前
の
推
古
天
皇
の
頃
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
て
お
盆

は
毎
年
夏
に
行
わ
れ
る
国
民
的
行
事
で
す
。 

 

お
盆
に
は
、
地
方
に
よ
っ
て
、
宗
派
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
習
慣
や

し
き
た
り
が
あ
り
ま
す
。
お
盆
は
、
も
と
も
と
は
旧
暦
の
七
月
に
行
わ

れ
た
の
で
す
が
、
新
暦
が
採
用
さ
れ
て
か
ら
は
、
八
月
に
行
う
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
十
三
日
か
ら
十
六
日
ま
で
行
う
と
こ
ろ
が
多
い
よ
う

で
す
。
一
般
的
に
は
次
の
様
に
行
わ
れ
ま
す
。 

 

ま
ず
、
盆
前
に
墓
掃
除
を
行
い
ま
す
。
そ
し
て
、
十
二
日
か
ら
十
三

日
の
昼
頃
ま
で
に
精
霊
棚
（
盆
棚
）
を
か
ざ
り
ま
す
。
盆
棚
は
ご
先
祖

さ
ま
の
み
魂
を
お
迎
え
す
る
と
こ
ろ
で
、
四
隅
に
青
竹
を
立
て
た
台

の
上
に
真
菰
莚
を
し
い
て
、
先
祖
の
位
牌
を
中
心
に
、
供
物
、
灯
火
、

盆
花
、
線
香
、
お
水
な
ど
を
供
え
ま
す
。
地
方
に
よ
っ
て
は
、
ま
た
、

最
近
で
は
、
盆
棚
を
作
ら
ず
に
、
仏
壇
の
前
に
飾
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま

す
。
十
三
日
の
夕
方
に
は
、
お
墓
の
入
口
や
門
口
で
迎
え
火
を
た
き
、

先
祖
を
家
ま
で
案
内
し
ま
す
。
盆
の
終
わ
り
の
十
六
日
に
は
、
精
霊
送

り
が
行
わ
れ
ま
す
。
先
祖
が
乗
っ
て
帰
る
よ
う
に
と
、
ナ
ス
や
キ
ュ
ウ

リ
の
牛
、
馬
を
川
に
流
し
た
り
、
灯
篭
流
し
や
精
霊
船
な
ど
、
に
ぎ
や

か
に
行
う
地
方
も
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
夕
方
に
送
り
火
を
門
口
で
た

い
て
お
盆
は
終
わ
り
ま
す
。 

   

新
盆
の
お
た
く
へ 

■
亡
く
な
っ
た
方
を
、
初
め
て
迎
え
る
お
盆
の
こ
と
を
「
新
盆
」
と
か

「
初
盆
」
と
い
っ
て
、
特
に
て
い
ね
い
に
供
養
を
営
み
ま
す
。 

■
「
盆
供
養
」
と
は
、
先
祖
の
霊
を
、
年
一
回
あ
の
世
か
ら
お
迎
え
し

て
供
養
す
る
こ
と
で
す
か
ら
、
七
七
日
忌
（
四
十
九
日
）
を
過
ぎ
て
か

ら
初
め
て
迎
え
る
お
盆
が
、
ほ
ん
と
う
の
意
味
で
の
「
新
盆
」
と
な
り

ま
す
。
つ
ま
り
、
亡
く
な
っ
た
日
が
六
月
末
な
ど
で
、
七
七
日
忌
（
四

十
九
日
）
を
終
え
て
い
な
い
新
仏
の
場
合
は
、
翌
年
を
待
っ
て
初
盆
と

す
る
の
が
普
通
で
す
。 

■
新
盆
に
は
、
決
ま
っ
た
お
供
え
物
の
ほ
か
に
、
故
人
の
好
物
な
ど
を

で
き
る
だ
け
た
く
さ
ん
供
え
ま
す
。 

■
新
盆
の
ち
ょ
う
ち
ん
は
、
白
一
色
の
も
の
を
用
い
ま
す
。 

連
綿
と
続
い
て
き
た
わ
が
生
命
の
由
来
を
思
い
起
す
に
ふ
さ
わ
し
い

日
本
の
祭
り
・
お
盆
。
さ
あ
、
家
族
そ
ろ
っ
て
ご
先
祖
を
供
養
し
ま

し
ょ
う
。 

  

ハ
ス
の
花 

 

都
市
化
が
進
む
我
が
国
で
は
、
ハ
ス
が
生
え
る
沼
も
少
な
く
な
り

ま
し
た
。
日
本
料
理
に
用
い
ら
れ
る
レ
ン
コ
ン
（
蓮
根
）
も
、
今
で
は

外
国
か
ら
た
く
さ
ん
輸
入
さ
れ
て
い
る
と
い
い
ま
す
、
で
す
か
ら
、
実

際
に
ハ
ス
が
生
え
て
い
る
情
景
を
知
っ
て
い
る
人
も
、
だ
ん
だ
ん
少

な
く
な
り
ま
し
た
■
『
花
果
同
時
』
と
い
う
よ
う
に
、
ハ
ス
は
花
が
咲

い
た
と
き
に
は
、
花
の
中
に
既
に
実
が
稔
っ
て
い
る
、
と
い
い
ま
す
。

ま
た
、
ハ
ス
は
泥
沼
か
ら
生
え
て
栄
養
を
摂
取
し
な
が
ら
、
泥
に
染
ま

ら
ぬ
清
ら
か
な
花
を
開
き
ま
す
。 
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仏
教
が
生
ん
だ
日
本
語 

 
 

道
を
学
ん
で
、 

 
 
 
 

利
を
謀は

か

ら
ず 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
性
霊
集
」 

 

●

●
●
学
問
は
世
の
中
の
役
に
立
つ
人
間
に
な
る
た
め 

 

 
 

に
す
る
の
で
あ
っ
て
、
金
儲
け
の
た
め
に
す
る
の
で 

 

 
 

は
な
い
。 

  
 

人
間
が
ど
ん
な
に
財
産
を
積
ん
で
も
、
位
が
ど
ん
な
に

上
が
っ
て
も
、
ど
ん
な
名
誉
に
輝
い
て
も
、
ど
ん
な
権
力

を
手
に
い
れ
て
も
、
死
ん
で
し
ま
え
ば
何
も
残
ら
な
い
で

は
な
い
か
。
こ
ん
な
こ
と
の
た
め
に
学
問
を
す
る
の
な

ら
、
わ
た
く
し
は
辞
め
だ
。 

 

独
学
で
も
い
い
、
世
の
中
の
す
べ
て
の
人
び
と
の
幸
せ

の
た
め
に
、
大
宇
宙
の
法
則
で
あ
る
「
道
理
」
と
や
ら
を

研
究
す
る
ぞ
！ 

 

と
、
弘
法
さ
ん
は
、
決
心
し
た
の
で
す
。 

 

そ
し
て
、
ひ
た
す
ら
「
人
間
の
心
」
に
つ
い
て
深
く
探

求
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。 

 


