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ぼ

ん

えヽお
盆
は
正
式
に
は
、
孟
蘭
盆
会
と

い
い
ま
す
。
略
し
て

「お
盆
」
と
な

り
ま
し
た
。
中
国
で
作
ら
れ
た
お
経

で
あ
る

「仏
説

・
孟
蘭
盆
経
」
が
由

来
と
さ
れ
ま
す
が
、
中
国
の
祖
霊
信

仰
に
日
本
の
農
耕
儀
礼
が
交
じ
り
仏

教
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
中
国
と
日
本

で
広
ま
り
ま
し
た
。
現
在
ま
で
に
約

千
五
百
年
の
歴
史
を
有
す
る
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。

お
盆
に
は
、
亡
き
人
々
も
、
生
き

て
い
る
人
々
も
み
な
里
帰
り
し
ま
す
。

み
な
が
盆
棚

・
仏
壇
を
中
心
に
集
ま

る
懐
し
く
楽
し
い
一
時
で
す
。

二
年
目
の
コ
ロ
ナ
禍
中
で
す
が
、

お
盆
の
大
切
な

一
時
を
み
な
で
語
り
、

先
祖
と
わ
た
し
た
ち
、
そ
し
て
生
き

て
い
る
も
の
の

「絆
」
を
か
み
し
め

て
過
ご
し
た
い
も
の
で
す
。

本
年
も
、
不
特
定
多
数
参
加

の
行
事
は
中
止
と
な
り
ま
す
。

（需
護
哺
ｈ
ｆ
天
ム
〓
（長
秀
院
護
持
会
主
催
）

新
型

コ
ロ
ナ
肺
炎
感
染
拡
大
防

止
の
た
め
中
止
と
い
た
し
ま
す
。

仏

教

会

主

催

と

う

ろ

う
流

し

八
月
十
七
日

霜
島
市
仏
教
会
主
じ

本
年
は
無
参
列
者

（無
観
客
）

の
法
要
を
行

い
ま
す
。

ま
た
、
皆
様
の
と
う
ろ
う
も
申

し
受
け
ま
す
。

令
和
三
年
　
孟
蘭
盆
会

山
主
拝

一
　

ｒ
　
　
　
　
●

ま
す
。
　
　

　

　

一

一
一

1 
驚

―

暑
十

お
見
弄
申

レ
上
げ
ま
す
―

・
終
息
を

ン

ピ

ッ

ク

の



０
乙

東
京
は
梅
雨
が
明
け
て
一
気
に
夏
模
様
と
な
り

ま
し
た
。
皆
様
い
か
が
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。

今
号
か
ら
は
、
永
平
寺
で
の
出
来
事
を
上
山
か

じ

ぞ
う

い
ん

ら
順
に
振
り
返
り
ま
す
。
上
山
当
日
、
地
蔵
院
に

到
着
し
た
日
の
こ
と
で
す
。

地
蔵
院
と
は
永
平
寺
の
門
の
横
に
あ
る
小
さ
な

お
寺
で
す
。
永
平
寺
の
修
行
を
希
望
し
て
も
最
初

は
中
に
通
さ
れ
ず
、
ま
ず
地
蔵
院
で
着
物
の
着
方

や
お
拝
の
仕
方
な
ど
、
僧
侶
と
し
て
の
基
本
的
な

作
法
を
叩
き
込
ま
れ
る
の
で
す
。

上
山
当
日
、
門
前
町
の
長
い
坂
を
上
っ
て
い
く

と
、
住
民
の
方
々
の
温
か
い
声
援
を
割

っ
て
怒
号

が
飛
ん
で
き
ま
し
た
。

「名
前
聞
こ
え
な
い
！
声
が
小
さ
い
―
や
り
直

し
、
も
う

一
回
！
」

先
に
到
着
し
た
も
の
が
、
鬼
の
よ
う
な
迫
力
の

修
行
僧
に
ど
や
し
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
名
乗
り

の
声
が
小
さ
い
、
そ
ん
な
こ
と
で
こ
ん
な
に
怒
ら

れ
る
の
か
？
と
戦
慄
し
な
が
ら
、
地
蔵
院
の
前
に

並
び
ま
し
た
。
指
導
僧
か
ら

一
言
、

「こ
れ
か
ら
本
版
を
打

っ
て
も
ら
い
ま
す
。
引

き
返
す
な
ら
今
で
す
よ
」

本
版
は
い
わ
ば
イ
ン
タ
ー
ホ
ン
。
玄
関
や
山
門

な
ど
に
つ
る
さ
れ
て
い
て
、
木
の
板
を
打
ち
鳴
ら

し
て
到
着
を
知
ら
せ
ま
す
。
曹
洞
宗
の
到
着
に
お

け
る
正
式
な
作
法
で
、
鳴
ら
せ
ば

「や
っ
ぱ
り
や

め
た
」
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

自
分
の
番
に
な
っ
て
、
木
版
の
前
に
進
み
出
ま

し
た
。
見
よ
う
見
ま
ね
で
や
ろ
う
と
す
る
と
、
持

ち
方
が
違
う
と
い
う
声
に
思
わ
ず
振
り
返
り
、
指

導
役
の
修
行
僧
と
目
が
合

っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

「な
に
を
し
て
い
る
。　
一
度
で
覚
え
ろ
！
作
法

を
覚
え
て
な
い
の
か
Ｈ
」

自
分
は
と
ん
で
も
な
い
と
こ
ろ
に
来
て
し
ま
っ

た
、
と
遅
ま
き
な
が
ら
後
悔
し
ま
し
た
。
帰
り
た

い
け
ど
、
見
送

っ
て
く
だ
さ
っ
た
檀
信
徒
の
方
々
、

家
族

。
親
戚
の
皆
さ
ん
の
姿
が
頭
を
よ
ぎ
り
、
帰

る
に
帰
れ
ま
せ
ん
。
恐
怖
と
あ
き
ら
め
を
胸
に
、

そ
の
日
自
分
が
打
ち
鳴
ら
し
た
本
版
の
高
く
澄
ん

だ
音
を
聞
い
た
の
で
し
た
。

少
し
時
間
が
過
ぎ
て
三
か
月
ほ
ど
経

っ
た
こ

ろ
、
地
蔵
院
で
指
導
役
だ
っ
た
修
行
僧
に
ば

っ
た

り
会
い
ま
し
た
。
思
わ
ず
身
構
え
た
私
に
、
修
行

僧
は
朗
ら
か
に
話
し
か
け
て
き
ま
し
た
。

「あ
、
地
蔵
院
の
時
の
！
あ
の
時
は
ご
め
ん
ね
～
」

新
入
の
僧
に
厳
し
く
当
た
る
の
は
、
自
分
が
こ

れ
ま
で
の
日
常
を
捨
て
、
修
行
に
来
た
こ
と
を
実

感
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
儀
式
。
そ
の
た
め
に
は

迎
え
る
側
も
、
恨
ま
れ
よ
う
と
も
般
若
の
仮
面
を

被
る
。
厳
し
さ
は
や
さ
し
さ
の
裏
返
し
な
の
で
す
。

鰈

⑫
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八
月
十
七
日
福
島
市
仏
教
会
主
催

嘔

八

「ど
う
ろ
う
流
し
」
隈
畔
で
開
催

現
在
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開
催
さ
れ
熱
戦
が
繰
り
ひ
ろ
げ
ら

れ
、
多
く
の
人
が
テ
レ
ビ
の
前
で
観
戦
し
て
い
ま
す
。
（七
月
二

十
七
日
現
在
）
。

高
齢
者
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
は
順
調
に
進
ん
だ
よ
う
で
す
が
、
六

十
四
歳
以
下
の
方
々
に
は
接
種
の
ス
ピ
ー
ド
が
遅
く
な
っ
て
い
る

よ
う
で
す
。
ま
た
第
五
波
は
大
き
な
拡
が
り
と
な
り
全
国
で
新
た

に
罹
患
し
た
方
々
が
九
〇
〇
〇
人
を
越
え
ま
し
た

（七
月
二
十
八

日
現
在
）
。

ワ
ク
チ
ン
接
種
に
よ
り
高
齢
者
の
死
亡
と
重
篤
化
は
明
ら
か
に

減
っ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
率
が
全
国
民
の
三
割

程
の
状
況
で
は
、
感
染
防
止
策
は
維
持
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
変
異
株
主
体
と
な
っ
た
現
在
、
さ
ら
に
気
を
つ
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
状
況
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

今
後
と
も
し
ば
ら
く
は
寺
院
の
対
応
も
ゆ
る
め
る
こ
と
な
く
続

け
て
ま
い
り
ま
す
。

何
と
か
早
く
全
て
の
感
染
が
下
火
と
な
る
こ
と
を
願
う
ば
か
り

で
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（住
職
　
拝
記
）

※
た
だ
し
い
無
参
拝

（無
観
客
）
法
要
　
　
　
　
　
．ミ

と
う
ろ
う
の
申
込
み
は
例
年
通
り
、
各
寺
院
へ
申
込
み
を
お
願
い
し
ま
す
。

（当
日
受
付
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
各
自
持
込
み
も
あ
り
ま
せ
ん
。）一

．．

鍼
と
感

1染
防
止
に
つ

慾亀

コロナ感染
防止のため

と
う
ろ
う
現
地

受
付
の
中
止

河
川
敷
入
場
禁
止

′

真
心
を

一
灯
に
託
し
て

コ
ロ
ナ
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、
実
行
委

員
以
外
の

一
般
の
方
の
入
場
を
禁
止
い
た

し
ま
す
“

入
場
禁
止
に
伴
い
、
灯
籠
を
希
望
さ
れ
る

方
は
菩
提
寺
か
最
寄
り
の
お
寺
に
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。



(4)

7月 30日 開催予定 (7月 17日現在)

蓬末学習センター こども広場

燿
島
県
慕
務
所
関
擦
衛
・事
に
つ
い
て

本
山
研
修
会

（大
本
山
線
持
寺
）

（九
月
上
旬
）

中
止

中
止

梅
花
流
福
島
県
奉
詠
大
会

（十
月
下
旬
）

い
ず
れ
も
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
の
た
め
本
年
度

も
中
止
と
な
り
ま
し
た
。

八
月
七
日
（土
）
午
後
四
時

（※
本
年
も
人
数
制
限
を
い
た
し
ま
す
）

長
秀
院
孟
蘭
盆
供
養
会

然
供
養
。新
盆
供
養
を
行
い
ま
↓

八
月
十
三
日
（金
）
午
後
四
時

（※
本
年
も
人
数
制
限
を
い
た
し
ま
す
）

仲

興
寺

孟
蘭

盆

供
養

会

然

供
養

。
新
盆
供
養
を
行
い
ま
↓

八
月
十
三
日
（金
）
～
十
六
日
（月
）

孟
蘭
盆
会

八
月
十
五
日
（日
）

長
秀
院
盆
踊
り
大
会

穴
月
十
五
日
の
夕
０

‥
…
。中
止

八
月
十
七
日
（火
）
（仏
教
会
僧
侶
関
係
者
の
み
に
て
開
催

釜
小参
拝
法
要
と

流

灯

会

と
う

ろ

う

流

し

霜

島
市
仏
教
会
工ヽ
じ

お

ね

が

い

お
盆
前
後
は
行
事
も
多
く
、
住
職
が
不
在
が
ち
に
な
り
ま
す
。
種
々
の

相
談
等
で
お
急
ぎ
の
場
合
は
電
話
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
て
ご
確
認
下
さ
い
。



竜 お鐵の行豪

お盆の正式な名称は「孟蘭盆会」と言います。サンスクリッ

ト語 (古代インド語)の「ウランバーナ」という言葉に由

来すると言われています。やがて「ウランバーナ」が中国

において音をまねて「孟蘭盆」という言葉に漢訳され、日

本に伝わり、略されて通称「お盆」と言われるようになり

ました。日本においては特にご先祖方や各精霊が家庭に里

帰 りされゆっくりと過し、家族親族で供養の誠を尽 くし、

またお見送りをする時と考えています。

あら はん

2‐ 新盆のご供養

「新盆」は、当地福島では「あらぼん」と呼びます。その

ほか全国的には「にいぼん」「しんぼん」とも言い、また「初

盆」とも言います。

亡き精霊がご先祖になり、初めて迎えるお盆であり、特別

にねんごろにご供養いたします。ほとけ様の世界から、初

めての里帰りと考えての供養です。
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孟蘭盆会総供養のしおり



・ 3.お盆のご供養の流れと呼び方

・盆中 ………

08月 16日 :・

8月 20日

8月 24日

8月 30日

*「七月盆」 。̈7月 13日 から7月 16日 までが、正式なお

盆期間です。東京をはじめ関東を中心に、全国に七月盆

の地域があります。別名「新盆 (しんぼん)」 、全国の2

～ 3割が七月盆です。

*「八月盆」 。̈別名では「旧盆、月遅れのお盆」とも言わ

れます。

農業関係の収穫に由来するとも、また旧暦にあわせてと

も、さらに夏休み休暇による帰省に好都合だったから等、

諸説ありますが、広く全国で行われています。

大切なときですので、亡き方々に夏の季節のもの、好物

をお供えし、心からなる供養をおつとめいたしましょう。

七 日盆 (なのかぼん)お盆の飾 りつけをする

迎盆 (むかえlrん)夕方迎え火を軒先で焚き、 ほ

ご先祖をお迎えする

盆踊 り等の行事 盆踊 りは先祖を囲んでの行事

送盆 (お くりぼん)ご先祖がほとけの世界にお帰 り

になるので、お見送 りをする

二十日盆 (はつかぼん)実家に帰ってのお盆行事

地蔵盆 (じぞうぼん)お地蔵様を中心にお盆供養 |

晦日盆 (みそかぼん)収穫等の関係で、遅いお盆 ‐

仄
■珀

孟入月量の流れだ

8月 7日

8月 13日


