
 

●
お
盆
「
地
方
の
風
習
」

　

『
盆ぼ

ん

の
砂す

な

盛も

り
』（
神
奈
川
県
）

家
々
の
門
口
に
砂
を
盛
っ
て
、

ご
先
祖
様
の
精
霊
を
お
出
迎
え

　秦
野
市
や
相
模
原
市
、平
塚
市
な
ど
、主

に
神
奈
川
県
の
中
部
か
ら
南
部
に
か
け
て
、

毎
年
、お
盆
の
入
り
の
八
月
十
三
日
に
な

る
と
、家
々
の
門
口
に
、土
や
砂
を
盛
り
上

げ
た
土
壇
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。こ
れ

は
『
盆
の
砂
盛
り
』、あ
る
い
は
『
辻
』、『
塚
』

な
ど
と
呼
ば
れ
る
お
盆
の
風
習
で
、こ
の
土

壇
に
お
線
香
を
立
て
て
造
花
な
ど
を
挿
し
、

『
ア
ラ
イ
ア
ゲ
』と
呼
ば
れ
る
刻
ん
だ
ナ
ス

な
ど
も
お
供
え
し
て
、そ
の
脇
で
迎
え
火
や

送
り
火
を
焚
く
の
で
す
。た
だ
し
、こ
の
砂

盛
り
の
形
に
決
ま
っ
た
も
の
は
な
く
、木
の

枠
に
砂
が
入
っ
て
い
る
も
の
や
、湿
ら
せ
た

砂
を
台
の
形
に
盛
っ
て
あ
る
も
の
、階
段
が

つ
い
て
い
る
も
の
な
ど
、各
家
ご
と
に
趣
向

が
凝
ら
さ
れ
ま
す
。『
盆
の
砂
盛
り
』は
、静

岡
県
な
ど
で
も
行
な
わ
れ
る
と
い
わ
れ
ま

す
が
、現
在
で
は
ほ
と
ん
ど
見
か
け
ら
れ
な

い
こ
と
か
ら
、神
奈
川
県
を
代
表
す
る
風
習

と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

大野屋　お彼岸 検索

真言律宗小田原山　浄瑠璃寺
住所　〒619-1135　京都府木津川市加茂町西小
電話　0774-76-2390
交通　JR奈良駅か近鉄奈良駅から奈良交通バスで約25分
参拝　午前9時～午後5時（12月～2月は午前10時～午後4時）
入山　午前9時～午後5時（通年）
■秘仏と開扉日
●秘仏・吉祥天女像／開扉日：1月1日～1月15日、3月21日～5月
20日、10月1日～11月30日

●秘仏・薬師如来像／開扉日：毎月8日、彼岸の中日、正月3が日、1
月のみ8、9、10日（＊ただし好天日に限る）

●秘仏・大日如来像／開扉日：1月8日、9日、10日

﹇
Ｑ
﹈六
月
に
逝
去
し
た
故
人
の
新に
い
ぼ
ん盆
は

い
つ
に
な
り
ま
す
か
？

﹇
Ａ
﹈地
域
の
習
慣
に
も
よ
り
ま
す
が
、一
般
的

に
は
お
盆
日
に
四
十
九
日
忌
が
過
ぎ
て
い
れ

ば
、そ
の
年
に
新
盆
を
執
り
行
い
、過
ぎ
て
い
な

け
れ
ば
翌
年
に
行
い
ま
す
。

　

ま
た
新
盆
の
準
備
に
つ
い
て
は
、基
本
的
に
普

段
の
お
盆
と
そ
う
大
き
く
変
わ
り
ま
せ
ん
が
、地

域
に
よ
っ
て
、白
張
り
提
灯
を
家
人
が
飾
り
、ま

た
親
戚
や
縁
者
の
方
が
贈
っ
て
こ
ら
れ
た
柄
の

つ
い
て
い
る
提
灯
を
飾
る
事
が
多
い
よ
う
で
す
。

飾
る
時
期
は
特
に
決
ま
っ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、八

月
の
七
日
頃
が
目
安
に
な
り
ま
す
。

﹇
Ｑ
﹈お
盆
と
は
ど
ん
な
行
事
で
す
か
？

﹇
Ａ
﹈お
盆
は
、故
人
の
精
霊
が
浄
土
か
ら
帰
り
、

ご
家
族
と
一
緒
に
過
ご
す
と
い
う
、日
本
古
来

の
行
事
で
す
。お
寺
で
は
『
盂う
ら
ぼ
ん
え

蘭
盆
会
』と
い
う

法
要
を
執
り
行
い
ま
す
。

﹇
Ｑ
﹈お
盆
の
期
間
は
い
つ
か
ら
？

﹇
Ａ
﹈お
盆
の
期
間
は
地
域
に
よ
っ
て
、七
月
に

行
う
と
こ
ろ
と
、八
月
に
行
う
と
こ
ろ
が
あ
り

ま
す
。仏
教
に
お
い
て
は
本
来
、七
月
に
行
う
べ

き
も
の
と
さ
れ
ま
す
が
、農
作
業
の
繁
忙
期
に

重
な
る
た
め
、農
業
が
盛
ん
な
地
域
で
は
、月
遅

れ
の
八
月
に
行
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。ま
た
、

七
月
八
月
ど
ち
ら
の
場
合
で
も
、多
く
は
十
三

日
か
ら
十
六
日
の
間
に
行
わ
れ
ま
す
。

　湧
水
を
湛た

た

え
た
池
を
中
心
と
し
た
庭
園
は
、

久き
ゅ
う
あ
ん安
六
年（
一
一
五
〇
）
に
興
福
寺
か
ら
こ
の

地
に
入
っ
た
伊い

ず
そ
う
じ
ょ
う

豆
僧
正
恵え

し
ん信
が
、
池
の
周
辺

に
石
な
ど
を
立
て
て
増
築
し
た
の
が
始
ま
り
。

伽が
ら
ん藍
や
坊ぼ

う
し
ゃ舎
の
整
備
な
ど
を
し
、
阿あ

み

だ

ど

う

弥
陀
堂

を
東
に
向
け
、
池
を
間
に
配
し
て
東
に
薬や

く
し師

仏ぶ
つ

を
祀ま

つ

っ
た
浄じ

ょ
う
ど
し
き
て
い
え
ん

土
式
庭
園
と
な
っ
て
い
ま
す
。

今
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
江
戸
時
代
の
絵
地
図

に
よ
る
と
、
境
内
の
南
西
に
神
社
が
描
か
れ
、

そ
の
横
に
社
務
所
の
様
な
も
の
が
描
か
れ
て

い
ま
す
。
そ
こ
に
新
た
に
四あ

ず
ま
や阿（

東
屋
）
が
造

ら
れ
ま
し
た
。

　「
池
の
周
り
を
散
策
し
た
と
き
に
ゆ
っ
く

り
座
っ
て
眺
め
て
頂
け
る
場
所
が
無
か
っ
た

の
で
、
こ
の
四
月
に
造
り
ま
し
た
。
突
然
の

雨
を
し
の
い
だ
り
、
じ
っ
く
り
お
庭
を
眺
め

て
頂
け
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
」

　本
堂
と
三
重
塔
の
前
、
池
の
ほ
と
り
の
石い

し

灯ど
う
ろ
う籠（
重
文
・
南
北
朝
時
代
）
は
阿あ

み

だ

に

ょ

ら

い

弥
陀
如
来

と
薬や

く
し
に
ょ
ら
い

師
如
来
の
お
灯と

う
み
ょ
う明
で
、
池
の
趣

お
も
む
きを
い
っ

そ
う
深
め
て
い
ま
す
。

　作
家
・
堀ほ

り
た
つ
お

辰
雄
が『
浄
瑠
璃
寺
の
春
』
の

中
で
、
馬あ

し

び

酔
木
を
見
る
た
め
に
浄
瑠
璃
寺
に

来
た
と
書
い
て
い
る
こ
と
、
俳
人
の
水み

ず
は
ら原

秋し
ゅ
う
お
う
し

桜
子
が
浄
瑠
璃
寺
の
馬あ

し

び

酔
木
を
詠
ん
だ
こ

と
か
ら
、
馬あ

し

び

酔
木
の
寺
と
も
言
わ
れ
る
浄
瑠

璃
寺
。「
関
西
花
の
寺
霊
場
」
に
も
指
定
さ
れ

て
い
る
花
の
寺
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　「四
季
折
々
に
花
は
咲
き
ま
す
が
、花
の
量

と
し
て
は
多
く
な
い
ん
で
す
。先
代
の
ポ
リ
シ

ー
で
、自
然
の
花
は
自
然
に
咲
く
の
が
一
番
と

言
う
こ
と
な
の
で
、農
薬
は
ま
き
ま
せ
ん
。

　世
間
の
雑
踏
か
ら
離
れ
て
、
自
分
を
見
直

す
た
め
に
お
参
り
し
て
頂
く
の
が
浄
瑠
璃
寺

の
本
来
の
在
り
方
で
す
。
慌あ

わ

た
だ
し
い
日
常

か
ら
抜
け
出
し
て
、
ゆ
っ
く
り
お
参
り
し
て

頂
け
た
ら
い
い
な
と
思
い
ま
す
」

﹇
Ｑ
﹈盆ぼ
ん
だ
な棚
の
飾
り
方
を
教
え
て
下
さ
い
。

﹇
Ａ
﹈盆
棚
の
飾
り
方
は
地
域
の
慣
習
、宗
派
、住

宅
事
情
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
が
、こ
こ
で
は

標
準
的
な
盆
棚
を
ご
紹
介
し
ま
す
。ま
ず
、ま
こ

も
を
敷
い
た
祭
壇
を
設
け
、台
の
四
隅
に
葉
の

つ
い
た
青
竹
を
立
て
、竹
の
上
部
に
し
め
縄
を

張
り
ま
す
。用
意
す
る
も
の
は
、ま
こ
も
の
ゴ

ザ
、青
竹
、し
め
縄
、素
麺
、昆
布
、ほ
お
ず
き
、生

花
、ナ
ス
の
牛
・
リ
ュ
ウ
リ
の
馬
、水
の
子
（
ナ

ス
、キ
ュ
ウ
リ
を
サ
イ
コ
ロ
状
に
切
り
、洗
っ
た

お
米
と
と
も
に
蓮
の
葉
も
し
く
は
里
芋
の
葉
の

上
に
乗
せ
た
も
の
）、み
そ
は
ぎ
の
花
、百
味
五

果（
夏
の
野
菜
・
果
物
）な
ど
で
す
。こ
こ
に
位
牌
、

供
物
、故
人
の
好
物
な
ど
を
備
え
、盆
棚
の
脇
に

は
、灯
り
を
と
も
し
た
盆
提
灯
を
飾
り
ま
す
。
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奈良県

卍般若寺【さまざまな砂盛りのスタイル】

　浄
瑠
璃
寺
本
堂
、九き

ゅ
う
た
い
あ
み
だ
に
ょ
ら
い
ぞ
う

体
阿
弥
陀
如
来
像
の
間
に
、厨ず

し子

に
入
っ
た
吉き

っ
し
ょ
う
て
ん
に
ょ
ぞ
う

祥
天
女
像
（
重
文
・
鎌
倉
時
代
）
が
安
置

さ
れ
て
い
ま
す
。
五ご

ご
く
ほ
う
じ
ょ
う

穀
豊
穰
、
天て

ん
か
た
い
へ
い

下
泰
平
、
豊
か
な
暮

ら
し
と
平
和
を
授
け
る
幸
福
の
女
神
で
す
。
ま
た
「
一

度
は
見
た
い
、
日
本
の
秘
仏
五
選
」
に
も
選
ば
れ
て
い

ま
す
。
色
白
で
、
微
笑
ん
で
い
る
か
の
よ
う
な
優
し
い

お
顔
、
そ
の
美
し
さ
は
見
た
人
の
誰
を
も
魅
了
す
る
ほ

ど
。
衣
服
の
鮮
や
か
な
色
彩
も
見
事
に
残
っ
て
い
ま
す
。

　秘
仏
と
し
て
年
に
三
回
の
期
間
の
み
公
開
さ
れ
て
い

る
の
で
、
こ
の
美
し
さ
が
保
た
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
今
年
は
、
東
京
・
三
井
記
念
美
術
館
で
開
催

さ
れ
る
「
奈
良

　西
大
寺
展
」
で
、
平
成
二
十
九
年
六

月
六
日
〜
六
月
十
一
日
ま
で
特
別
展
示
さ
れ
ま
す
。

美
し
さ
で
知
ら
れ
る
招
福
の
女
神

　秘
仏
・
吉き

っ
し
ょ
う
て
ん
に
ょ
ぞ
う

祥
天
女
像

■
浄
瑠
璃
寺
「
吉
祥
天
女
像
」
特
別
展
示

●「
奈
良　

西
大
寺
展
」　

開
催
日
／
平
成
二
十
九
年
四
月
十
五
日
〜
六
月
十
一
日

●
三
井
記
念
美
術
館
（
東
京
都
中
央
区
日
本
橋
室
町
）

＊
浄
瑠
璃
寺「
吉
祥
天
女
像
」特
別
展
示
は
、平
成
二
十
九
年
六
月
六
日
〜
六
月
十
一
日

夏
の
仏
事

6月
【事前の手配】

7月12日
【直前準備】

7月13日
【迎え盆】

7月14／15日
【お　盆】

7月16日
【送り盆】

中旬にお寺へ棚経や卒塔婆をお願いし、下旬になったら
盆棚や盆飾り、盆提灯などを注文しましょう。

お花、お供物、お仏具、お線香などを揃え、盆棚、盆提
灯を組み立て、飾り付けを済ませます。

お位牌をお仏壇から盆棚に移し、お仏具やお花、精霊馬
などをお供えします。提灯やお供物、生花などを持って
家族そろってお墓参りをし、夕方になったら自宅の門口
や玄関などで『迎え火』を焚き、個人やご先祖様の霊を
迎えます。『迎え火』は焙烙 (ほうろく )と呼ばれる素焼
きのお皿の上で麻幹 (おがら )を炊きます。

朝夕に、水の子、ご霊膳などのごちそうを作り、お供え
します。僧侶を迎えて法要を開き、読経をいただきます。
親族や知人をお招きし、故人を偲びながら会食をするこ
ともあります。

15日または 16日の夜、『迎え火』を焚いた場所で『送り
火』を焚き、精霊のお見送りをします、地方によっては
飾り物や供物を盆船に乗せ、川や海に流します。

お盆のスケジュール

お
盆
の
常
識

　

 

Ｑ
＆
Ａ

45


