
遊行
の盆
うたまくら‘10

藤沢の夏、遊行の盆。今年も盆踊りの季節がやってきました！

読んで・聴いて・歩いてたのしむ！

さ
あ
さ
み
な
さ
ま
踊
ろ
じ
ゃ
な
い
か

や
ぐ
ら
囲
ん
で

輪
に
な
って

盆
よ
盆
よ
と
待
ち
る
が
盆
よ

盆
が
す
ぎ
れ
ば

秋
が
く
る 「うたまくら」とはー

和歌の題材となった名
所・旧跡のこと。ここ
では盆踊り歌の歌詞に
登場する名所や地名の
意味で使っています。

藤沢の夏、遊行の盆。今年も盆踊りの季節がやってきました！

遊行の盆の踊り歌には、藤沢の地で歌い継がれてきたふるい盆踊り歌の歌詞や、盆踊りの
歴史を踏まえた唄、藤沢の名所にまつわる詩がたくさん取り入れられています。
踊りのにぎわいのなかで耳をすませば、藤沢に暮らしたひとびとが愛した地名、自慢の名
所が、いくつも聞こえてきます。聞いて楽しむもよし、マップ片手に歩いてみるもよし。
あなたもこの夏、遊行の盆と藤沢のちょっと“冴えた”楽しみ方を体験してみませんか？
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や

照
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の
姫
は

夫
の
た
め
と
て

車
曳
く

（遊
行
ば
や
し

第
３
番
）

こ
こ
は
何
処
か
と

駕
籠
衆
に
聞
け
ば

こ
こ
は
名
高
い

遊
行
坂

(

遊
行
ば
や
し

第
３
番
）

逢
い
は
せ
ぬ
か
よ

東
海
道
で

一
夜
ど
ま
り
の

旅
の
人

(

遊
行
ば
や
し

第
６
番
）

藤
沢
よ
い
と
こ

踊
り
の

名
所

(

遊
行

遊
行
坂
を
下
れ
ば
、
そ
こ
が
東
海
道
屈
指
の
宿
場
・

藤
沢
宿
の
入
口
で
す
。

当
時
、
宿
場
に
は
、
飯
盛
女
（
め
し
も
り
お
ん
な
）
と
呼
ば

れ
る
、
い
う
な
れ
ば
接
待
業
の
女
性
た
ち
が
お
り
ま

し
た
。
時
に
は
、
一
日
か
ぎ
り
の
旅
人
が
忘
れ
ら
れ

な
く
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
街
道
を
歩
い

て
い
れ
ば
、
ふ
と
ま
た
出
逢
う
の
で
は
な
い
か
し
ら
、

と
い
う
切
な
い
歌
詞
に
な
っ
て
い
ま
す
。
盆
踊
り
の

輪
の
中
で
、
な
か
な
か
会
い
に
こ
な
い
恋
人
に
あ
て

つ
け
て
歌
う
の
に
ち
ょ
う
ど
い
い
感
じ
で
す
。

藤
沢
の
伝
説
の
中
で
も

の
ひ
と
つ
に
、
西
行
法
師

が
あ
り
ま
す
。

昔
、
西
行
法
師
が
旅
の

会
っ
た
少
女
に
ど
こ
へ

「
冬
ま
い
て
夏
か
れ
草

行
く
、
と
い
う
意
味
）
」

恐
れ
を
な
し
て
こ
こ
か
ら

う
話
で
す
。

歌
の
名
人
・
西
行
法
師

瀬
っ
子
の
活
躍
、
「
し
て
や
っ
た
り

じ
で
す
ね
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は

り
歌
に
採
り
い
れ
ら
れ
ま
し
た

一
遍
上
人
と
踊
り
念
仏

て
も
遊
行
寺
所
有
の
国
宝

れ
た
、
片
瀬
の
浜
の
踊

鎌
倉
に
入
ろ
う
と
し
て

上
人
た
ち
は
、
片
瀬
の

た
と
こ
ろ
、
こ
れ
が
大

わ
た
る
ロ
ン
グ
ラ
ン
興
行

に
は
、
踊
り
念
仏
に
熱
狂

が
、
イ
キ
イ
キ
と
描
か
れ
て
い
ま
す

た
い
そ
う
立
派
だ
っ
た
と
い
う
む
か
し
の

枯
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が

目
（
地
図
ｈ
）
に
は
、

何
代
目
か
の
小
さ
な
松

中
世
の
物
語
・
説
教
節
の
中
で
最
も
有
名
な
の
が

「
小
栗
（
お
ぐ
り
）
」
。
暗
殺
さ
れ
た
小
栗
は
変
わ

り
果
て
た
姿
で
こ
の
世
に
戻
り
ま
す
。
そ
ん
な
夫
を

土
車
に
の
せ
、
供
養
の
旅
を
す
る
妻
・
照
手
姫
。
そ

の
姿
は
、
人
々
の
涙
を
さ
そ
い
ま
し
た
。
遊
行
寺
の

僧
の
導
き
な
ど
、
藤
沢
が
物
語
の
重
要
な
舞
台
。

こ
の
歌
は
よ
ほ
ど
愛
唱
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
、
江
戸

時
代
の
全
国
の
盆
踊
歌
を
集
め
た
有
名
な
「
山
家
鳥

虫
歌(

さ
ん
か
ち
ょ
う
ち
ゅ
う
か
）
」
に
も
収
録
さ
れ
、
藤
沢

の
盆
踊
り
歌
を
代
表
す
る
名
歌
と
な
っ
て
い
ま
す
。

今
も
歌
舞
伎
や
宝
塚
で
人
気
の
オ
グ
リ
。
遊
行
寺
奥

の
長
生
院
（
通
称
・
小
栗
堂

地
図
ｄ
）
は
、
晩
年
、

照
手
が
夫
の
冥
福
を
祈
っ
た
所
と
さ
れ
、
関
連
遺
跡

も
多
数
。
今
も
フ
ァ
ン
の
足
音
が
た
え
ま
せ
ん
。
俣

野
に
は
「
小
栗
塚
」
跡
（
地
図
ｅ
）
も
あ
り
ま
す
。

東
海
道
を
ゆ
く
旅
人
が
カ
ゴ
か
き
に
た
ず
ね
る
と

「
こ
こ
が
あ
の
名
高
い
遊
行
坂
で
す
よ
！
」
と
誇
ら

し
げ
な
答
え
が
返
っ
て
き
ま
す
。
藤
沢
宿
を
拠
点
と

す
る
駕
籠
衆
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
遊
行
坂
（
地
図

ｆ
）
を
の
ぼ
る
彼
ら
の
息
づ
か
い
が
聞
こ
え
て
く
る

よ
う
で
す
。
鬼
平
犯
科
帳
「
お
し
ゃ
べ
り
源
八
」
で

は
、
鬼
平
た
ち
が
こ
こ
で
大
捕
物
を
展
開
し
ま
す
。

遊
行
寺
の
脇
を
藤
沢
橋
に
抜
け
る
旧
東
海
道
の
遊
行

坂
は
、
い
ま
も
交
通
の
要
所
。
正
月
の
箱
根
駅
伝
で

は
、
復
路
８
区
屈
指
の
難
所
と
し
て
全
国
に
Ｔ
Ｖ
中

継
さ
れ
ま
す
。

永
勝
寺
（
地
図
ｇ
）
に
は
、
珍
し
い
飯
盛
女
の
お
墓

が
残
り
、
は
か
な
く
短
命
だ
っ
た
女
性
た
ち
を
と
む

ら
う
藤
沢
宿
の
人
々
の
温
か
さ
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

遊
行
寺
周
辺
に
は
、
宿
場
の
面
影
を
し
の
ば
せ
る
蔵

造
り
の
建
物
も
見
ら
れ
ま
す
。

お
ぐ
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ど
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そ
の
一
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島

そ
の
五

西
行
戻
り
松

地
蔵
堂
跡

戻
り
の
松
は

れ
て
も

名
を
残
す

遊
行
ば
や
し

第
５
番
）

わ
た
し
ゃ
江
の
島

浜
風
そ
だ
ち

潮
の
満
ち
干
で

恋
を
知
る

(

遊
行
ば
や
し

第
４
番
）

名
所

遊
行
ば
や
し

第
２
番
）

で
も
、
ひ
ろ
く
知
ら
れ
た
も
の

西
行
法
師
と
「
戻
り
松
」
の
伝
説

の
途
中
に
こ
の
松
の
下
で
出

に
ど
こ
へ
行
く
か
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、

草
を
刈
り
に
ゆ
く
（
麦
刈
り
に

」
と
見
事
な
歌
で
答
え
ら
れ
、

れ
を
な
し
て
こ
こ
か
ら
都
へ
逃
げ
帰
っ
た
と
い

西
行
法
師
を
歌
で
追
い
返
し
た
片

し
て
や
っ
た
り
」
と
い
う
感

も
ち
ろ
ん
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
盆
踊

り
い
れ
ら
れ
ま
し
た
。

今
も
昔
も
藤
沢
を
代
表
す
る
観
光
名
所
・
江
ノ
島
。

（
地
図
ｉ
〉
や
は
り
歌
枕
と
し
て
と
り
あ
げ
な
い
わ

け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。

「
わ
た
し
ゃ
○
○
そ
だ
ち
」
と
い
う
の
は
盆
踊
り
の

恋
歌
の
パ
タ
ー
ン
の
ひ
と
つ
。
「
田
舎
娘
で
も
、
恋

の
サ
イ
ン
は
見
逃
さ
な
い
よ
」
と
い
っ
た
か
ん
じ
の

歌
で
す
。
江
ノ
島
の
汐
風
に
焼
け
た
湘
南
娘
は
、

き
っ
と
む
か
し
も
魅
力
的
だ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

本
来
仏
教
の
修
行
だ
っ
た
踊
り
念
仏
は
、
中
世
の
な

か
ば
以
降
、
お
盆
に
村
々
で
踊
ら
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
や
が
て
江
戸
時
代
に
は
、
庶
民
の
楽
し
み

と
し
て
の
性
格
を
も
つ
「
盆
踊
り
」
が
全
国
に
ひ
ろ

ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

藤
沢
は
盆
踊
り
の
ふ
る
さ
と
な
ん
だ
よ
と
つ
い
自
慢

し
た
く
な
り
ま
す
ね
。

念
仏
と
い
え
ば
、
な
ん
と
い
っ

国
宝
「
一
遍
聖
絵
」
に
描
か

踊
り
念
仏
の
シ
ー
ン
が
有
名
。

ろ
う
と
し
て
幕
府
に
拒
否
さ
れ
た
一
遍

の
地
蔵
堂
で
踊
り
念
仏
を
し

大
ブ
レ
イ
ク
。
数
か
月
に
も

興
行
と
な
り
ま
し
た
。
聖
絵

熱
狂
す
る
ひ
と
び
と
の
表
情

か
れ
て
い
ま
す
。

西行戻り松

江ノ島の参道

地蔵堂跡と聖絵片瀬浜
のシーン

だ
っ
た
と
い
う
む
か
し
の
松
は

れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
い
ま
も
片
瀬
３
丁

、
む
か
し
を
し
の
ば
せ
る

松
が
立
っ
て
い
ま
す
。

「
江
ノ
島
道
」
は
遊
行
寺
か
ら
石
上
、
片
瀬
を
抜

け
る
参
詣
の
道
で
し
た
。
遊
行
寺
前
に
あ
っ
た
江

ノ
島
神
社
一
の
鳥
居
は
そ
の
ス
タ
ー
ト
で
、
広
重

の
浮
世
絵
に
も
そ
の
立
派
な
姿
が
描
か
れ
て
い
ま

す
。
今
年
遊
行
お
ど
り
の
会
場
と
な
る
遊
行
通
り

（
地
図
ｊ
）
も
フ
ァ
ミ
リ
ー
通
り
（
ｋ
）
も
、
旧

江
の
島
道
な
の
で
す
。

一
遍
が
踊
り
念
仏
を
行
っ
た
と
い
う
片
瀬
地
蔵
堂

跡
（
地
図
ａ
）
、
湘
南
海
岸
公
園
駅
そ
ば
に
あ
り

ま
す
。
素
朴
な
公
園
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
盆
踊

り
の
ル
ー
ツ
と
し
て
大
事
に
し
た
い
場
所
で
す
。

遊
行
寺
で
は
、
保
存
会
に
よ
る
「
踊
り
念
仏
」
や

９
月
の
「
薄
（
す
す
き
）
念
仏
」
な
ど
の
踊
り
に

か
か
わ
る
行
事
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

さ
い
ぎ
ょ
うど

う

あ
と

で
ど
こ

ひ

し
お



一
遍
上
人
と
盆
踊
り
の
歴
史

「
盆
踊
り
」
が
踊
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、

だ
い
た
い
５
０
０
年
く
ら
い
た
っ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
西
暦
１
５
０
０
年
位
の
室
町
時

代
の
日
記
に
、
お
盆
に
踊
っ
た
記
録
が
残
っ
て
い

ま
す
。
そ
の
前
は
ど
う
だ
っ
た
で
し
ょ
う
？

盆
踊
り
の
元
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
も
の
に
踊
り

念
仏
が
あ
り
ま
す
。
藤
沢
の
遊
行
寺
は
時
宗
と
い

う
仏
教
宗
派
の
一
つ
で
す
が
、
時
宗
を
始
め
た
方

が
一
遍
上
人
（
い
っ
ぺ
ん
し
ょ
う
に
ん
）
。
一
遍

上
人
の
一
生
を
絵
と
物
語
で
書
い
た
も
の
が
遊
行

寺
の
保
有
す
る
国
宝
「
一
遍
聖
絵
」
（
い
っ
ぺ
ん

ひ
じ
り
え
）
で
す
。
約
７
０
０
年
前
に
書
か
れ
た

も
の
が
今
で
も
残
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
こ
に
、

長
野
県
や
藤
沢
の
片
瀬
で
踊
り
念
仏
を
行
っ
た
絵

が
あ
り
ま
す
。

こ
の
踊
り
念
仏
が
、
色
々
な
変
化
を
経
て
、
お
盆

行
事
と
も
合
流
し
、
室
町
時
代
に
盆
踊
り
に
な
っ

た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

戦
国
時
代
に
は
、
織
田
信
長
が
盆
踊
り
で
仮
装
し

た
と
い
う
記
録
が
あ
り
ま
す
。
江
戸
時
代
の
良
寛

さ
ん
は
盆
踊
り
が
大
好
き
だ
っ
た
よ
う
で
す
し
、

明
治
の
有
名
な
作
家
、
小
泉
八
雲
や
森
鴎
外
、
石

川
啄
木
も
盆
踊
り
に
つ
い
て
書
い
て
い
ま
す
。
歴

史
上
の
色
々
な
人
も
楽
し
ん
だ
踊
り
と
考
え
る
と

楽
し
い
で
す
よ
ね
。

盆
踊
り
っ
て
何
？

盆
踊
り
で
思
い
浮
か
べ
る
も
の
は

東
京
音
頭
、
炭
坑
節
、
ド
ラ
え
も
ん

実
は
盆
踊
り
に
は
、
大
き
く
わ
け
て

の
と
、
新
作
系
の
も
の
が
あ
り
ま
す

伝
統
系
の
も
の
は
、
例
え
ば

み
の
、
秋
田
の
西
馬
音
内
盆
踊

も
江
戸
時
代
以
前
か
ら
続
い
て
い
る
も
の
で
す

沢
に
も
遠
藤
・
葛
原
の
盆
踊

い
う
伝
統
系
盆
踊
り
が
存
在

り
は
名
前
の
と
お
り
、
「
お

な
が
っ
て
い
ま
す
。

新
作
系
の
も
の
は
、
皆
さ
ん
ご

た
も
の
な
ど
が
、
代
表
例
で
す

大
正
時
代
、
日
本
の
よ
い
も
の
を

運
動
が
い
ろ
い
ろ
お
こ
り
ま
す

か
ら
あ
る
民
謡
を
楽
譜
に
と
っ
て
い
く
と
い
う

や
、
新
し
い
民
謡
風
の
曲
を

お
こ
り
ま
す
。
新
民
謡
の
最
初

野
口
雨
情
作
詞
の
須
坂
小
唄

て
、
最
も
売
れ
た
新
民
謡
は

は
中
山
晋
平
作
曲

西
条
八
十
作
詞

実
は
藤
沢
に
も
晋
平
・
八
十

頭
」
、
晋
平
作
曲
で
、
盆
踊

融
吉
作
詞
の
「
江
ノ
島
小
唄

伝
統
系
は
後
継
者
の
問
題
で
ど
ん
ど
ん

て
き
て
い
ま
す
。
新
作
系
も

限
ら
れ
て
い
ま
す
。
ど
ち
ら
も

の
盆
は
、
新
作
の
「
遊
行
お
ど
り

の
数
々
、
い
ず
れ
も
大
切
に
し
た
い
と
い
う

り
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

盆おどり あれこれ

か
べ
る
も
の
は
何
で
し
ょ
う
？

ド
ラ
え
も
ん
音
頭
・
・
・
。

き
く
わ
け
て
、
伝
統
系
の
も

の
も
の
が
あ
り
ま
す
。

え
ば
遊
行
の
盆
で
も
お
な
じ

西
馬
音
内
盆
踊
り
な
ど
、
少
な
く
と

い
て
い
る
も
の
で
す
。
藤

盆
踊
り
（
地
図
ｂ
、
ｃ
）
と

存
在
し
ま
す
。
伝
統
の
盆
踊

お
盆
行
事
」
と
密
接
に
つ

さ
ん
ご
存
知
の
冒
頭
に
あ
げ

で
す
。

の
よ
い
も
の
を
見
直
そ
う
と
い
う

が
い
ろ
い
ろ
お
こ
り
ま
す
。
そ
の
中
で
、
古
来

に
と
っ
て
い
く
と
い
う
動
き

を
作
ろ
う
と
い
う
機
運
が

最
初
は
、
中
山
晋
平
作
曲

須
坂
小
唄
と
い
わ
れ
ま
す
。
そ
し

は
「
東
京
音
頭
」
。
こ
れ

西
条
八
十
作
詞
の
も
の
で
す
。

八
十
コ
ン
ビ
の
「
藤
沢
音

盆
踊
り
研
究
で
有
名
な
小
寺

島
小
唄
」
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。

で
ど
ん
ど
ん
少
数
に
な
っ

も
長
く
愛
さ
れ
る
も
の
は

ど
ち
ら
も
大
切
な
財
産
。
遊
行

お
ど
り
」
、
伝
統
の
踊
り

に
し
た
い
と
い
う
思
い
よ

見
え
な
い
け
れ
ど
あ
る
も
の

夏
の
風
物
と
い
え
ば
、
も
ち
ろ
ん
盆
踊
り
。
そ
れ
と

怪
談
や
妖
怪
話
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

１
０
年
朝
ド
ラ
に
も
な
っ
て
い
る
水
木
し
げ
る
さ
ん

の
漫
画
に
出
て
く
る
妖
怪
の
代
表
選
手
は
皆
さ
ん
も

ご
存
知
の
も
の
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

実
在
す
る
か
ど
う
か
は
、
意
見
が
わ
か
れ
る
で
し
ょ

う
が
、
日
本
人
が
そ
い
う
目
に
み
え
な
い
け
ど
何
か

感
じ
る
も
の
を
大
切
に
し
て
き
た
の
は
確
か
で
す
。

お
盆
の
ご
先
祖
の
精
霊
な
ど
も
、
そ
の
点
で
は
共
通

し
て
い
ま
す
。

で
は
、
お
化
け
や
妖
怪
と
お
盆
の
精
霊
の
違
い
は
何

で
し
ょ
う
。

実
は
妖
怪
も
精
霊
も
中
世
（
鎌
倉
〜
室
町
）
ま
で
は
、

単
に
「
み
え
な
い
け
れ
ど
あ
る
も
の
」
で
し
た
。
そ

れ
が
妖
怪
に
つ
い
て
は
、
江
戸
時
代
に
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
と
し
て
の
絵
が
か
か
れ
、
そ
れ
が
現
代
の
漫

画
・
ア
ニ
メ
に
も
通
じ
て
き
て
い
ま
す
。

精
霊
の
方
は
ど
う
で
し
ょ
う
？
迎
え
火
を
し
た
り
、

お
送
り
し
た
り
、
見
え
な
い
も
の
を
、
見
え
な
い
ま

ま
」
、
か
つ
「
あ
た
か
も
い
る
よ
う
に
ふ
る
ま
う
」

こ
と
で
象
徴
的
に
表
現
を
し
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く

昔
な
が
ら
の
方
法
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
精
霊
は
ご

先
祖
の
霊
で
す
の
で
、
敬
い
と
い
う
意
味
で
、
絵
な

ど
に
描
く
の
が
は
ば
か
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

盆
踊
り
も
、
精
霊
を
お
も
て
な
し
し
て
、
一
緒
に
楽

し
む
の
が
元
々
の
意
味
合
い
で
し
た
。

自
然
も
含
め
て
、
目
に
み
え
な
い
も
の
を
大
切
に
す

る
こ
と
で
、
昔
の
方
は
、
心
豊
か
に
暮
ら
し
て
い
た

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
盆
踊
り
を
通
じ
て
そ

ん
な
こ
と
に
思
い
を
は
せ
る
の
も
よ
い
で
す
ね
。
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