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八
月
の
盆
が
近
づ
く
と
『
じ
ゃ
ん
が
ら
念
仏

踊
り
』
の
季
節
と
な
る
。
波
に
千
鳥
を
白
く
ぬ

い
た
濃
紺
の
浴
衣
。
白
い
手
拭
い
で
前
鉢
巻
を

き
り
り
と
し
め
、
幅
広
い
白
の
両
た
す
き
を
背

で
結
ん
で
端
を
長
く
た
ら
す
。
白
い
手
中
と
白

足
袋
に
草
履
。
み
る
か
ら
に
派
手
な
面
々
が
、

紋
付
き
羽
織
り
姿
で
提
灯
を
持
っ
た
会
長
の
後

に
続
く
。「
締
め
太
鼓
」
を
首
か
ら
下
げ
た
太
鼓

打
ち
三
人
。
大
鼓
に
は
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と

染
め
ぬ
い
た
布
が
胴
を
巻
い
て
い
る
。
そ
の
後

に
、
木
枠
に
吊
る
し
た
鉦
を
首
か
ら
下
げ
た
鉦

摺
十
二
人
が
「
道
中
は
や
し
」
を
奏
し
な
が
ら

従
う
。
い
わ
き
地
方
（
福
島
県
浜
通
り
）
な
ら
、

ど
こ
で
も
盆
月
十
三
日
か
ら
十
四
日
に
か
け
て

行
わ
れ
る
新
盆
供
養
の
行
事
で
、
約
百
団
体
も

あ
る
と
い
う
。 

 

会
長
の
焼
香
が
す
む
と
、
太
鼓
打
ち
を
囲
ん

で
輪
を
作
り
念
仏
と
な
る
。
こ
の
と
き
は
鉦
を

打
た
ず
、
太
鼓
に
合
せ
て
歌
い
な
が
ら
手
踊
り

を
す
る
。
「
ナ
ァ
ハ
ァ
ハ
ァ
、
メ
ェ
ヘ
ェ
ヘ
ェ
」

と
い
う
情
緒
あ
ふ
れ
る
前
歌
に
続
き
、「
盆
て
ば

米
の
飯 

お
つ
け
で
ば
ナ
ス
汁 

十
六
サ
サ
ゲ

の
よ
ご
し
は
ど
う
だ
い
」
と
か
、「
今
年
し
ゃ
豊

年 

穂
に
穂
が
咲
い
て 

道
の
小
草
に
ゃ
米
が

な
る
」
な
ど
、
即
興
的
に
作
ら
れ
た
と
思
わ
れ

る
本
歌
が
歌
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
大
鼓
が
激
し

く
打
た
れ
て
テ
ン
ポ
を
早
め
る
と
歌
は
や
め
鉦

摺
り
は
鉦
を
激
し
く
叩
き
、
後
ろ
向
き
に
回
り

な
が
ら
踊
り
続
け
、
と
き
ど
き
「
や
れ 

や
れ 

や
れ 

や
れ
」
と
い
っ
て
囃
す
。
こ
れ
を
「
ブ

ッ
ツ
ケ
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
や
が
て
太
鼓
打

ち
は
手
を
か
ざ
し
な
が
ら
「
曲
打
ち
」
を
す
る
。

体
を
柔
軟
に
く
ね
ら
せ
な
が
ら
、
先
に
白
い
毛

の
つ
い
た
太
鼓
の
バ
チ
を
上
下
左
右
に
動
か
す
。

ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
見
せ
場
で
あ
る
。
そ
の
後
、

な
り
も
の
は
静
か
に
な
り
、「
止
め
太
鼓
」
に
な

る
。
こ
う
し
て
念
仏
踊
り
が
終
る
と
再
び
会
長

を
先
頭
に
、
行
列
を
し
て
次
の
新
盆
の
家
を
ま

わ
る
。「
じ
ゃ
ん
が
ら
念
仏
踊
り
』
は
、
祐
天
上

人
が
、
信
仰
の
薄
い
、
い
わ
き
地
方
の
人
々
に

念
仏
を
布
教
す
る
た
め
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
六

字
の
名
号
を
頭
に
お
り
こ
み
、「
ナ
ァ
ハ
ァ
ハ
ァ
、

メ
ェ
ヘ
ェ
ヘ
ェ
」
と
歌
わ
せ
て
、
知
ら
ず
知
ら

ず
の
う
ち
に
お
念
仏
を
と
な
え
さ
せ
る
よ
う
に

し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
最
近
の
研
究

に
よ
る
と
、
江
戸
時
代
の
は
じ
め
ご
ろ
に
は
、

す
で
に
念
仏
踊
り
が
行
わ
れ
て
い
た
。
平
藩
主

で
あ
っ
た
『
内
藤
家
記
録
』
に
は
、
明
暦
二
年

（
一
六
五
六
）
に
行
わ
れ
て
い
た
記
述
が
あ
る
。

こ
の
『
じ
ゃ
ん
が
ら
念
仏
踊
り
』
は
、
こ
と
の

ほ
か
、
い
わ
き
の
人
々
に
喜
こ
ば
れ
、
急
速
に

広
ま
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
内
容
も
派
手
に
な

っ
て
い
っ
た
。
そ
の
た
め
寛
文
十
一
年
（
一
六

七
一
）
に
は
、『
じ
ゃ
ん
が
ら
』
を
踊
る
こ
と
は

よ
い
が
、
大
勢
で
派
手
に
行
っ
て
は
な
ら
な
い
」

と
い
う
藩
か
ら
の
命
令
ま
で
出
で
い
る
。
寛
文

十
一
年
と
い
う
と
、
修
行
中
の
祐
天
上
人
が
、

常
陸
国
で
累
を
救
済
し
た
前
年
に
当
る
。
こ
の

こ
ろ
に
は
藩
令
ま
で
出
さ
れ
る
ほ
ど
の
流
行
ぶ

り
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
現
在
の
よ
う
な
一
糸

乱
れ
ぬ
整
然
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
非
常
に

土
く
さ
い
庶
民
的
な
も
の
で
あ
っ
た
に
相
違
な

い
。
お
そ
ら
く
念
仏
踊
り
の
輪
の
中
に
、
た
く

さ
ん
の
老
若
男
女
が
加
わ
っ
て
踊
り
続
け
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
や
が
て
、
そ
の
中
に
は
男
装
や

女
装
を
し
た
り
、
武
士
の
仮
装
を
す
る
も
の
や

ふ
ん
ど
し
の
ひ
も
を
結
び
つ
け
て
踊
っ
て
い
た

も
の
ま
で
出
る
有
様
で
あ
っ
た
。
各
自
が
パ
フ

ォ
ー
マ
ン
ス
を
楽
し
む
う
ち
は
よ
い
が
、
そ
れ
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が
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
ゆ
き
、
目
に
あ
ま
る
も

の
と
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
こ
ろ
都
で
流
行
し

た
女
歌
舞
伎
も
、
も
と
は
念
仏
踊
り
で
あ
っ
た
。

役
者
は
「
光
明
遍
照
十
方
世
界
念
仏
衆
生
摂
取

不
捨
」
と
い
う
損
益
文
を
称
え
、
南
無
阿
弥
陀

佛
と
念
仏
し
な
が
ら
花
道
を
出
て
く
る
。
や
が

て
舞
台
中
央
に
進
み
、
そ
こ
で
踊
る
の
が
基
本

で
あ
る
。
芝
居
で
見
て
い
る
観
客
が
興
に
の
る

と
、
自
分
も
舞
台
に
か
け
の
ぼ
り
、
好
き
な
役

者
と
一
緒
に
な
っ
て
踊
る
。
だ
か
ら
爆
発
的
な

人
気
に
な
り
、
や
が
て
禁
止
令
が
出
る
。
今
で

も
人
気
の
あ
る
若
者
の
コ
ン
サ
ー
ト
に
は
沢
山

の
人
々
が
お
し
か
け
、
怪
我
人
ま
で
出
る
こ
と

が
多
い
。
あ
る
い
は
地
方
巡
業
の
役
者
さ
ん
に
、

多
額
の
お
金
を
は
ず
ん
だ
り
、
次
か
ら
次
へ
と

巡
業
先
を
追
い
か
け
、
高
価
な
プ
レ
ゼ
ン
ト
を

す
る
オ
バ
ン
も
少
な
く
な
い
と
い
う
。
今
も
昔

も
変
り
は
な
い
が
、
そ
れ
を
過
ぎ
る
と
風
俗
問

題
に
発
展
し
、
悲
劇
が
お
こ
る
結
果
に
な
る
。

楽
し
み
の
少
な
か
っ
た
江
戸
時
代
に
、
公
然
と

老
若
男
女
が
踊
り
あ
か
す
『
じ
ゃ
ん
が
ら
念
仏

踊
り
』
が
流
行
し
た
こ
と
は
当
た
り
ま
え
で
あ

る
。
し
か
し
、
だ
ん
だ
ん
横
道
に
そ
れ
、
明
治

六
年
（
一
八
七
三
）
に
は
禁
止
令
が
出
た
。
そ

の
後
す
ぐ
復
活
し
た
が
、
江
戸
時
代
の
エ
ネ
ル

ギ
ッ
シ
ュ
な
姿
は
消
え
、
男
性
中
心
の
現
行
の

も
の
と
な
っ
た
。 

 

念
仏
踊
り
と
い
う
の
は
、
口
で
念
仏
を
と
な

え
な
が
ら
、
太
鼓
や
鉦
を
打
ち
な
ら
し
て
踊
躍

す
る
踊
り
で
あ
る
。
そ
の
目
的
は
災
厄
退
散
と

亡
魂
鎮
送
で
あ
り
、
五
穀
豊
穣
や
虫
送
り
念
仏

の
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
庶
民
の
娯
楽
と
し
て

大
流
行
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
伝
え
ら
れ

る
よ
う
に
、
祐
天
上
人
が
そ
こ
に
目
を
つ
け
て

念
仏
布
教
の
一
助
と
し
た
こ
と
は
、
あ
る
意
味

で
は
、
も
っ
と
も
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
事
実

は
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
、
い
わ
き
地
方
で

は
、
古
く
か
ら
郷
土
の
名
僧
と
し
て
祐
天
上
人

を
尊
敬
し
、
良
い
こ
と
は
何
で
も
祐
天
上
人
が

指
導
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
江
戸
中
期

の
『
じ
ゃ
ん
が
ら
念
仏
踊
り
』
に
は
、
歌
舞
伎

の
影
響
が
少
な
く
な
い
と
私
は
考
え
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
人
気
の
根
本
を
祐
天
上
人
に
お

い
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
い
わ
き
地
方
の
特
色
が

あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
こ
ま
で
く
れ
ば
祐
天

信
仰
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。 


