
「
玉
ま
つ
り
」
は
七
月
中
元
の
孟
蘭
盆
会
。「
蓮
池
」
の
「
蓮
」
を
「
折

ら
で
」、「
池
」
全
体
を
そ
の
ま
ま
仏
前
に
供
え
よ
う
と
い
う
趣
向
。

季
語
は
「
玉
ま
つ
り
」
で
秋
〉。

　
さ
す
が
、
俳
聖
。
蓮
の
花
は
夏
だ
か
ら
、
蓮
池
で
逃
げ
た
の
か
。

と
い
う
か
、「
蓮
が
綺
麗
だ
か
ら
折
ら
な
い
で
そ
の
ま
ま
お
盆
の
供

花
に
し
よ
う
」
と
い
う
句
意
で
す
が
、
綺
麗
だ
か
ら
折
ら
な
い
の
で

は
な
く
て
、
蓮
の
花
と
い
う
の
は
折
っ
た
ら
最
後
。
ど
ん
な
に
う
ま

く
活
け
て
も
、
す
ぐ
に
な
よ
な
よ
と
し
ぼ
ん
で
し
ま
う
の
で
す
。
も

ち
ろ
ん
、
芭
蕉
さ
ん
は
そ
ん
な
こ
と
は

ご
存
じ
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
折

ら
な
か
っ
た
？

　
厳
密
に
突
き
詰
め
て
い
く
と
、
白
黒

の
は
っ
き
り
し
な
い
グ
レ
ー
ソ
ー
ン
も

出
て
く
る
の
に
、
現
代
人
は
、
白
か
黒

か
は
っ
き
り
さ
せ
な
い
と
満
足
で
き
な

い
。
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
と
い
え
ば
、
仏
壇

に
お
供
え
す
る
花
は
一
つ
か
、
あ
る
い

は
対
が
よ
い
の
か
。
明
確
な
答
え
を
私

は
持
っ
て
い
な
い
。

　
た
と
え
ば
、
ま
た
も
や
「
前
に
」
が
で
て
き
ま
す
が
、
前
に
話
題

に
し
た
、
お
正
月
の
松
飾
り
、
こ
れ
は
対
で
す
よ
ね
。
で
も
茶
の
湯

の
茶
花
は
、
ひ
と
つ
。
茶
花
が
ひ
と
つ
の
由
来
に
は
、
釈
尊
の
「
拈

華
微
笑
」
が
あ
る
と
い
う
け
れ
ど
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
一
つ
で
も
二

つ
で
も
、
そ
の
場
に
あ
っ
て
い
れ
ば
、
ど
ち
ら
で
も
よ
い
の
で
は
。

そ
の
う
ち
に
、「
拈
華
微
笑
」
に
つ
い
て
は
書
か
な
く
て
は
。
た
ぶ
ん
、

「
以
前
書
き
ま
し
た
が
」
と
い
う
迷
惑
な
始
ま
り
方
に
な
る
と
思
い

ま
す
。（
お
わ
り
）

　
接
客
業
を
仕
事
と
す
る
方
か
ら
聞
い
た
の
で
す
が
、「
前
と
同

じ
や
つ
」
と
い
う
の
は
迷
惑
な
注
文
な
ん
だ
そ
う
だ
。
本
人
は
前

が
わ
か
っ
て
い
て
も
、
聞
く
方
は
前
が
な
ん
だ
か
記
憶
し
て
な
い

か
ら
。
わ
か
っ
ち
ゃ
い
る
け
ど
、
次
の
よ
う
に
書
き
始
め
ま
す
。

　
前
に
お
仏
壇
の
花
は
、
季
節
の
花
を
供
え
る
の
が
基
本
と
、
書

き
ま
し
た
。
春
に
は
春
の
花
を
。
夏
に
は
夏
の
花
を
と
い
っ
た
具

合
で
す
が
、
こ
こ
で
ひ
と
つ
注
意
が
あ
り
ま
す
。
お
盆
の
花
で
す
。

現
在
の
お
盆
は
七
月
、
あ
る
い
は
月
遅
れ
の
八
月
盆
で
す
。
季
節

観
の
目
安
と
な
る
、
俳
句
歳
時
記
で

「
お
盆
」
に
関
連
す
る
言
葉
を
調
べ
る

と
、
秋
の
季
語
に
な
り
ま
す
。
例
を

あ
げ
る
と
、「
盆
踊
り
」「
盆
供
」「
棚

経
」「
ほ
お
ず
き
」「
み
そ
は
ぎ
」。
み

な
、
秋
の
季
語
で
す
。
だ
か
ら
、
僧

侶
用
の
仏
教
行
事
の
指
南
書
『
法
式

梵
唄
抄
（
ほ
っ
し
き
ぼ
ん
ば
い
し
ょ

う
）』
で
は
、「
お
盆
に
は
秋
の
花
を

供
え
る
べ
し
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　
で
も
、「
蓮
の
花
」
と
「
蓮
の
葉
」
は
、
夏
の
季
語
で
す
。
ミ

ソ
ハ
ギ
が
秋
の
花
だ
と
い
う
の
に
、「
蓮
の
葉
」
は
夏
の
花
。
松

尾
芭
蕉
に
次
の
俳
句
が
あ
り
ま
す
。

　
蓮
池
や
折
ら
で
そ
の
ま
ま
玉
ま
つ
り

　
解
説
を
『
日
本
秀
歌
秀
句
の
辞
典
』（
小
学
館
刊
行
）
か
ら
引

い
て
み
ま
す
。

〈
貞
享
五(

一
六
八
八)

年
七
月
、
鳴
海
の
知
足
亭
滞
在
中
で
の
作
。
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ず
い
ぶ
ん
と
昔
の
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
学
校
の
テ
ス
ト

に
『
陰
翳
礼
讃
』
と
書
い
て
な
ん
と
読
む
か
。
そ
ん
な
問
題

が
あ
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。「
い
ん
え
い
ら
い
さ
ん
」
が

正
解
で
す
。

「
翳
」
の
字
は
ま
ず
書
け
な
い
な
。
書
け
な
い
ば
か
り
か
、
谷

崎
潤
一
郎
（
一
八
八
六
〜
一
九
六
五
）
の
『
陰
翳
礼
讃
』
を

知
ら
な
け
れ
ば
、
読
む
の
も
困
難
な
熟
語
で
は
。

　

作
家
は
冒
頭
の
こ
と
ば
の
前
に
次
の
よ
う
書
い
て
い
ま
す
。

「
夏
な
ど
、
ま
だ
明
る
い
う
ち
か
ら
点
灯
す
る
の
は
無
駄
で
あ
る
以
上
に
暑
く
も
あ
る
」。

　

そ
し
て
、
暑
さ
を
消
す
わ
ざ
と
し
て
、「
自
分
の
家
で
四
方
の
雨
戸
を
開
け
放
っ
て
、
真
っ
暗
な
中
に
蚊
帳
を
は
っ

て
こ
ろ
が
っ
て
い
る
の
が
、
涼
を
納
れ
る
最
上
の
法
だ
と
心
得
て
い
る
」。

　

ま
た
ま
た
、読
み
方
テ
ス
ト
で
す
。「
涼
を
納
れ
る
」
の
「
納
」
は
な
ん
と
読
む
の
か
。
漢
和
辞
典
を
引
く
と
、「
納
」

の
字
に
は
、「
い
れ
る
」
と
い
う
読
み
が
あ
る
の
で
「
リ
ョ
ウ
を
イ
れ
る
」
と
読
む
の
だ
ろ
う
か
。

『
陰
翳
礼
讃
』
は
昭
和
八
年
に
書
か
れ
た
随
筆
の
よ
う
だ
け
ど
、
そ
の
頃
作
家
は
神
戸
市
に
住
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
。

四
方
に
雨
戸
が
あ
る
部
屋
な
ん
て
い
う
の
は
、
ど
ん
な
部
屋
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
部
屋
を
開
け
放
し
て
、
蚊
帳

を
は
っ
て
寝
る
な
ん
て
い
う
の
は
、
物
騒
な
現
代
で
は
防
犯
上
か
ら
も
で
き
な
い
し
、
そ
も
そ
も
蚊
帳
も
な
い
。

　

私
は
蚊
帳
を
か
ろ
う
じ
て
、
知
っ
て
い
る
世
代
で
す
が
、
蚊
が
侵
入
し
て
こ
な
い
ほ
ど
、
ち
い
さ
な
編
み
目
の
布

を
天
井
か
ら
つ
り
さ
げ
る
わ
け
で
、
蚊
も
入
っ
て
こ
な
い
け
れ
ど
、
風
も
入
っ
て
は
こ
な
い
。
四
方
が
開
い
て
い
る

よ
う
な
部
屋
な
ら
ば
、
風
が
通
っ
て
涼
し
い
だ
ろ
う
け
れ
ど
、
恐
く
て
落
ち
つ
か
な
い
か
ら
安
眠
な
ん
て
で
き
な
い

だ
ろ
う
な
、
と
思
う
。

　

さ
て
、
八
月
は
月
遅
れ
の
お
盆
で
す
。
お
盆
の
風
習
と
い
う
の
は
、
地
域
で
千
差
万
別
。
民
俗
学
の
研
究
材
料
の

宝
庫
な
の
で
し
ょ
う
が
、
松
岩
寺
で
は
、
八
月
十
三
日
の
未
明
に
提
灯
を
も
っ
て
墓
地
へ
行
き
、
盆
迎
え
を
す
る
。

こ
れ
っ
て
、
珍
し
い
の
で
は
な
い
か
な
ぁ
ー
。
ゆ
れ
る
提
灯
の
と
も
し
び
に
、
し
み
じ
み
と
哀
れ
を
感
じ
る
の
は
、

ま
わ
り
が
暗
い
か
ら
。Ｌ
Ｅ
Ｄ
電
球
に
照
ら
さ
れ
て
明
る
い
な
か
で
は
、
味
気
な
い
。
お
盆
で
お
仏
壇
に
灯
明
を
つ
け

る
こ
と
も
多
く
な
る
季
節
。
ま
わ
り
を
暗
く
し
て
、
ろ
う
そ
く
の
灯
り
を
楽
し
ん
で
み
て
は
。
で
も
、
く
れ
ぐ
れ
も

火
の
要
慎
。
つ
け
っ
ぱ
な
し
は
厳
禁
で
す
。

八
月
の
こ
と
ば

元
来
室
内
の
灯
し
火
は
、

冬
は
幾
ら
か
明
る
く
し
、

夏
は
幾
ら
か
暗
く
す
る
べ
き
で
あ
る
。

谷
﨑
潤
一
郎
『
陰
翳
礼
讃
』

写真 千田完治


