
盆
の
庭
入
と
バ
ン

は
じ
め
に

バ
踊
り

　
　
（
別
府
市
天
間
地
区
）

　
大
分
県
宇
佐
郡
安
心
院
町
及
び
院
内
町
を
中
心
に
、
速
見
郡
日

出
町
、
別
府
市
、
大
分
郡
由
布
院
町
（
旧
速
見
郡
）
の
一
部
に
、

古
く
か
ら
盆
の
庭
入
り
、
ま
た
シ
カ
シ
カ
と
呼
ば
れ
る
盆
行
事
が

行
な
わ
れ
て
き
た
。

　
こ
の
行
事
は
、
は
じ
め
安
心
院
盆
地
を
中
心
に
発
祥
し
て
、
し

だ
い
に
そ
の
周
辺
地
区
に
ま
で
及
ん
で
行
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る

が
、
現
在
で
は
周
辺
地
区
に
わ
ず
か
に
残
っ
て
い
て
、
発
祥
地
で

あ
る
安
心
院
、
院
内
地
方
で
は
そ
の
か
た
ち
が
崩
れ
て
、
す
で
に

忘
れ
去
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
そ
の
行
事
の
大
要
を
し
め
せ
ば
、
盆
の
十
三
日
の
夕
方
、
地
区

の
青
年
達
が
地
区
内
の
寺
（
宇
佐
地
方
で
は
小
規
模
の
真
宗
寺
院

が
多
く
、
と
こ
ろ
に
よ
る
と
一
地
区
に
二
、
三
ケ
寺
が
密
集
す
る

松
　
圖
　
　
実

所
も
あ
る
）
に
集
ま
り
、
道
楽
に
合
わ
せ
念
仏
を
唱
え
な
が
ら
初

盆
の
家
に
行
き
、
庭
に
カ
サ
ボ
コ
を
立
て
、
念
仏
申
し
、
和
讃
、

サ
ン
ガ
シ
ラ
、
シ
カ
シ
カ
の
順
で
供
養
を
し
た
あ
と
、
バ
ン
バ
踊

を
お
ど
っ
て
行
事
を
終
り
、
そ
の
あ
と
初
め
て
女
性
を
参
加
さ
せ

て
普
通
の
盆
踊
り
を
行
な
う
と
い
う
も
の
で
、
お
そ
ら
く
盆
踊
り

祖
型
を
残
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
る
。
中
で

も
別
府
市
の
北
西
端
の
秘
境
天
間
地
区
に
伝
承
さ
れ
る
も
の
は
、

現
在
で
は
最
も
古
い
か
た
ち
を
そ
の
ま
ま
残
し
、
貫
重
な
民
俗
資

料
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

　
天
間
地
区
は
今
で
は
別
府
市
に
編
入
さ
れ
た
が
、
昭
和
三
一
年

に
合
併
す
る
ま
で
は
、
大
分
県
速
見
郡
南
端
村
の
一
部
で
、
宇
佐

平
野
を
貫
流
す
る
駅
館
川
の
上
流
に
位
置
す
る
。
宇
佐
郡
山
中
部

の
安
心
院
盆
地
と
同
じ
経
済
圏
、
文
化
圏
に
属
す
る
一
山
村
地
区

で
あ
っ
た
。
交
通
圏
も
現
在
の
県
道
別
府
　
院
内
線
が
開
通
す
る

－11



ま
で
は
、
日
豊
本
線
豊
前
善
光
寺
駅
か
ら
豊
州
鉄
道
で
円
座
駅
ま

で
行
き
、
そ
れ
か
ら
バ
ス
で
障
屏
村
須
崎
終
点
下
車
、
後
は
徒
歩

と
い
う
不
使
さ
で
あ
っ
た
。
海
抜
三
・
四
〇
〇
米
の
小
盆
地
に
五

七
戸
が
三
つ
の
小
集
落
を
つ
く
っ
て
い
る
。
最
も
大
き
な
天
間
地

区
は
、
旧
天
領
で
三
九
戸
、
同
地
区
内
の
正
円
寺
（
浄
土
真
宗
）

の
門
徒
で
あ
る
。
桐
小
野
地
区
は
ハ
戸
で
旧
日
出
藩
木
下
領
、
速

見
郡
山
香
町
法
照
寺
（
浄
土
真
宗
）
の
門
徒
で
あ
り
、
さ
ら
に
小

手
吹
は
七
戸
で
旧
日
出
領
だ
が
、
寺
は
日
出
町
西
教
寺
（
浄
土
真

宗
）
の
門
徒
と
い
う
き
わ
め
て
複
雑
な
宗
教
構
成
で
あ
る
。
（
戸

数
な
ど
は
昭
和
五
八
年
の
も
の
）
　
庭
入
の
行
事
は
こ
う
し
た
旧

所
属
藩
や
門
徒
寺
院
に
は
一
切
お
か
ま
い
な
し
に
行
な
わ
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
は
下
流
の
安
心
院
地
方
や
周
辺
他
地
区
も
ほ
ぼ
同
様

で
あ
る
。

　
さ
て
、
行
事
は
月
遅
れ
盆
の
新
暦
八
月
十
三
日
に
行
な
わ
れ
る

が
、
午
後
八
時
、
天
間
地
区
の
ほ
ゞ
中
央
に
あ
る
正
円
寺
に
集
合

し
た
地
区
の
人
達
二
十
、
三
十
人
が
カ
サ
ボ
コ
を
中
心
に
境
内
に

整
列
し
、
住
職
が
お
経
を
あ
げ
る
間
、
黙
祷
し
て
い
る
。
お
経
が

終
わ
る
と
カ
サ
ボ
コ
を
中
心
に
し
て
初
盆
の
家
へ
「
道
中
行
列
」

庭入りのバンバ踊り

を
行
な
う
が
、
そ
の
行
列
順
序
は
、
若
（
チ
ョ
ウ
チ
ン
持
丁
Λ
）

タ
イ
コ
（
タ
イ
コ
持
二
人
に
夕
夕
平
手
∵
Λ
）
、
カ
サ
ボ
コ
（
二

人
で
持
つ
）
、
笛
（
六
人
）
、
カ
ネ
（
六
人
）
の
順
序
で
進
み
、

あ
と
は
二
列
に
並
ん
で
お
供
に
つ
く
。
勿
論
こ
の
行
は
男
ば
か
り

で
あ
る
。
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こ
う
し
て
初
盆
の
家
の
庭
の
入
口
に
つ
く
と
、
ま
ず
、
「
道
ば

や
し
（
ギ
オ
ン
バ
ヤ
シ
）
」
を
二
回
　
一
回
　
停
止
　
二
回
と
い

う
順
序
で
奏
し
な
が
ら
、
行
列
は
庭
を
右
廻
り
に
二
回
ま
わ
り
カ

サ
ボ
コ
を
正
面
中
央
に
立
て
る
。

　
初
盆
の
家
で
は
庭
に
面
し
た
座
敷
に
位
牌
を
供
え
、
家
族
や
親

族
一
同
が
そ
の
両
側
に
座
っ
て
行
列
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。

　
カ
サ
ボ
コ
を
正
面
中
央
に
、
タ
イ
コ
を
向
っ
て
右
側
に
据
え
、

行
列
は
カ
サ
ボ
コ
を
先
頭
に
し
て
整
列
す
る
と
、
公
民
館
長
が
ま

ず
シ
カ
シ
カ
の
巻
物
を
位
牌
の
前
に
供
え
て
、
い
よ
い
よ
庭
入
り

の
行
事
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。

　
最
初
を
「
念
仏
申
し
」
と
言
い

　
（
頭
）
　
　
　
ナ
ー
ム
ー
ア
ー
ミ
ー
ダ
ー

（
全
員
）
　
　
ナ
ム
ー
ナ
ー
ム
ー
ア
ー
ミ
ー
ダ
ー
ー

　
（
タ
イ
コ
）
　
ド
ン

の
調
子
で
数
回
唱
え
る
。

　
次
に
「
和
讃
」
で
あ
る
が
、
（
頭
）
が
上
の
句
を
出
し
、
全
員

が
下
の
句
を
流
す
。
和
讃
は
死
ん
だ
人
の
年
令
に
よ
り
次
の
六
種

図庭入り順序

　　初盆の家

笥、4
4
4
）

類
に
別
れ
て
い
る
。

力

　
児
童
和
讃
　
（
十
才
ま
で
の
子
供
の
新
仏
）

育
の
河
原
と
も
う
せ
し
は
　
　
娑
婆
と
冥
途
の
境
な
り

６６

一
つ
や
二
つ
や
三
つ
や
四
つ
　
十
よ
り
内
の
幼
子
が

寞
の
河
原
に
集
ま
り
て
　
　
　
も
み
じ
の
様
な
る
手
を
も
ち
て

真
砂
を
拾
う
て
塔
を
つ
む

二
丈
つ
ん
で
は
母
の
た
め

や
が
て
日
暮
と
な
り
ぬ
れ
ぽ

つ
ん
だ
る
塔
を
つ
き
こ
わ
し

一
丈
つ
ん
で
は
父
の
た
め

三
丈
つ
ん
で
は

　
　
　
　
教
師
兄
弟
我
た
め
と

地
獄
の
鬼
が
現
わ
れ
て

東
に
む
い
て
は
父
恋
し

13



西
に
む
い
て
は
母
恋
し

谷
の
お
だ
ま
響
か
れ
て

母
が
呼
ぶ
か
と
心
得
て

父
と
い
う
字
が
あ
ら
ば
こ
そ

あ
ら
ふ
し
ぎ
や
こ
こ
に
又

子
供
よ
何
を
悲
し
む
か

冥
途
の
父
母
は
我
ぞ
か
し

衣
の
柚
を
振
り
着
せ
て

恋
し
恋
し
と
泣
く
聾
が

父
が
呼
ぶ
か
と
心
得
て

谷
の
お
だ
ま
に
来
て
み
れ
ば

母
と
い
う
字
は
更
に
な
し

地
蔵
菩
薩
か
現
わ
れ
て

尋
ね
る
父
母
は
娑
婆
に
あ
り

一
つ
所
に
呼
び
集
め

げ
ん
に
よ
あ
れ
と
廻
句
す
る

花
田
和
讃
　
（
未
婚
の
男
女
の
新
仏
）

七
日
七
日
が
七
・
七
日

明
日
は
花
田
の
寺
参
り

花
園
の
花
を
眺
む
れ
ば

菅
の
花
の
散
る
を
見
て

四
十
九
日
に
あ
た
る
日
が

寺
の
書
縁
に
腰
を
か
け

開
き
し
花
は
散
り
も
せ
ず

さ
ぞ
や
わ
が
子
も
あ
の
如
し

六
字
和
讃
　
（
六
十
五
才
ま
で
の
女
性
の
新
仏
）

帰
命
頂
礼
天
竺
の

水
は
な
く
し
て
船
浮
か
ず

六
字
名
号
を
帆
に
巻
い
て

び
ら
し
ゃ
ら
川
と
中
せ
し
は

船
は
白
金
櫓
は
黄
金

諸
縁
の
諸
仏
が
乗
り
客
で

地
蔵
菩
薩
が
船
頭
し
て

西
へ
西
へ
と
急
が
る
る

善
光
寺
和
讃
　
（
六
十
五
才
ま
で
の
男
性
の
新
仏
）

こ
れ
よ
り
空
の
天
篁
の

守
屋
の
大
臣
悪
事
し
て

そ
の
後
本
田
の
善
光
が

昼
は
善
光
守
り
申
し

三
夜
三
日
と
言
う
内
に

学
界
長
者
の
御
建
立

あ
み
だ
を
池
に
沈
め
た
り

池
よ
り
阿
弥
陀
を
守
り
あ
げ

夜
は
あ
み
だ
が
守
り
つ
つ

や
が
て
信
濃
に
着
き
に
け
り

　
都
和
讃
　
　
（
六
十
五
以
上
の
女
性
の
新
仏
）

そ
も
そ
も
都
の
か
た
わ
ら
に
　
類
子
と
申
せ
し
女
人
あ
り

女
人
助
か
る
道
は
な
し
　
　
　
み
だ
の
浄
土
に
願
を
か
け

助
け
た
ま
え
と
弥
陀
如
来

　
　
箱
根
和
讃
　
（
六
十
五
以
上
の
男
性
の
新
仏
）

　
箱
根
の
ふ
も
と
の
夫
婦
石
　
　
一
つ
塔
に
は
ほ
と
と
ぎ
す

　
一
つ
の
塔
の
其
の
上
に
　
　
　
弥
陀
の
三
仏
が
立
ち
給
う

　
以
上
の
和
讃
が
終
わ
る
と
次
い
で
「
サ
ン
ガ
シ
ラ
」
に
移
る
。

サ
ン
ガ
シ
ラ
は
、
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（
頭
）
　
　
ナ
ー
ム
ー
ア
ー
ミ
ー
ダ
ー

（
全
員
）

ば
さ
れ
　
御
親
類
様
方
の
御
な
げ
き
は
浅
か
ら
ず
　
こ
こ
に
孟

蘭
盆
教
の
謂
れ
あ
り
　
昔
釈
迦
の
御
弟
子
目
蓮
尊
者
の
御
母
公

永
く
病
の
床
に
臥
し
給
い
　
千
里
の
名
医
集
り
て
　
医
術
を
尽

し
給
へ
共
　
曹
婆
扁
鵠
も
及
ば
ね
ば
　
遂
に
御
死
去
遊
ば
さ
れ

る
前
生
の
罪
の
深
く
し
て
　
阿
鼻
地
獄
に
墜
罪
し
給
う
　
其
時

目
蓮
尊
者
は
大
き
に
御
な
げ
き
か
な
し
み
給
い
　
何
卒
母
の
く

る
し
み
教
わ
ん
も
の
を
と
　
雨
を
車
軸
に
降
ら
さ
れ
ど
　
同
じ

く
火
炎
と
燃
え
上
る
　
是
れ
我
力
及
ば
じ
と
　
御
師
匠
釈
迦
の

御
元
に
寄
り
　
何
卒
母
の
く
る
し
み
助
か
る
御
法
あ
る
な
ら
ば

教
え
給
え
と
あ
り
け
れ
ば
　
如
来
答
え
て
曰
く
　
前
生
の
罪
の

重
け
れ
ば
　
汝
が
力
及
ぶ
所
に
あ
ら
ず
　
高
さ
九
尺
に
棚
を
掛

け
　
三
界
萬
霊
の
位
牌
を
供
え
　
数
多
の
僧
を
呼
び
集
め
　
百

七
日
の
御
恩
講
を
勤
め
な
ば
　
其
の
功
力
に
や
　
地
獄
あ
が
り

を
致
さ
ん
も
の
を
と
教
え
給
　
は
ば
其
儒
に
　
高
さ
九
尺
の
棚

を
架
け
三
界
萬
霊
の
位
牌
を
供
え
　
卯
月
中
の
五
日
よ
り
　
文

月
中
の
五
日
迄
　
一
万
部
の
法
華
供
養
と
や
　
其
の
効
力
に
や

地
獄
あ
が
り
を
遊
さ
れ
　
当
月
中
の
五
日
と
や
　
西
方
弥
陀
の

浄
土
に
御
往
生
遊
ば
せ
ら
れ
候
　
其
時
　
目
蓮
尊
者
大
き
に
踊

ら
せ
給
う
　
其
楽
を
茲
に
当
村
老
ふ
石
男
女
集
ま
り
て
　
バ
ン

－15

を
五
回
く
り
反
す
。
そ
の
あ
と
、

　
（
タ
イ
コ
）
ド
ド
ン
ー
ド
ン

と
打
つ
。

　
次
い
で
「
シ
カ
シ
カ
」
を
公
民
館
長
、
ま
た
は
役
員
が
声
高
く

読
み
あ
げ
る
が
、
シ
カ
シ
カ
と
は
、
一
く
ぎ
り
毎
に
参
加
者
全
員

が
、
　
「
シ
カ
リ
」
　
「
シ
カ
リ
」

と
相
槌
を
う
つ
の
で
、
シ
カ
シ
カ
と
呼
ぶ
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、

天
間
地
区
は
、
現
在
は
こ
の
相
槌
が
省
略
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
こ
の
言
葉
「
シ
カ
リ
、
シ
カ
リ
」
が
本
来
の
姿
な
の
で
、
こ

れ
は
是
非
と
も
復
活
し
て
貰
い
た
い
も
の
で
あ
る
。

　
シ
カ
シ
カ
の
内
容
は

東
西
　
東
西
　
御
静
ま
り
た
ま
う
　
誠
に
世
は
う
い
つ
れ
有
為

変
転
と
は
申
せ
ど
も
　
月
に
村
雲
　
花
に
風
　
花
は
根
に
帰
し

鳥
は
古
巣
に
帰
れ
ど
も
　
帰
ら
ぬ
は
死
出
の
旅
’
こ
こ
に
「
何

某
」
永
々
御
病
気
の
処
御
養
生
御
叶
い
な
く
　
遂
に
御
死
去
遊



バ
踊
を
取
組
候
　
是
れ
伝
来
の
遊
び
に
あ
ら
ず
　
歌
う
舞
ふ
も

法
の
道
　
見
る
人
聞
く
人
と
も
に
蓮
の
う
て
な
に
遊
ば
ん
も
の

を
と
や
　
笛
の
歌
口
太
鼓
の
音
占
め
　
三
線
の
糸
を
調
べ
　
さ

あ
さ
　
お
ん
ど
を
始
め
た
り
　
始
め
た
り

こ
の
ご
娼
め
た
り
、
始
め
た
り
〃
で
「
バ
ン
バ
踊
り
」
が
始
ま
る

が
、
拍
子
は
太
鼓
を
用
い
、
庭
入
り
に
参
加
し
整
列
し
て
い
た
男

子
青
年
団
の
み
が
、
カ
サ
ボ
コ
を
中
心
に
輪
を
つ
く
っ
て
踊
る
の

で
あ
る
。
踊
り
子
が
、

　
　
「
ア
ラ
ー
エ
イ
エ
イ
、
コ
ラ
、
バ
ン
バ
踊
り
が
始
ま
る
こ
ろ
よ

　
　
ア
ー
、
婆
も
み
て
み
よ
孫
子
を
連
れ
て
」

と
か
け
声
を
か
け
、
口
説
き
が
始
ま
る
。

（
頭
）
　
宇
佐
に
参
る
よ
り
ゃ
お
関
に
参
れ

（
全
員
）
ア
ー
お
関
は
作
神
サ
イ
サ
イ
作
が
よ
い

（
頭
）
　
宇
佐
の
石
段
百
と
は
言
え
ど

（
全
員
）
百
は
ご
ざ
ら
ぬ
ヤ
レ
九
十
九
段

（
頭
）
　
宇
佐
の
え
の
実
は
美
事
な
も
の
よ

（
全
員
）
え
の
実
ゃ
な
ら
ず
に
ヤ
レ
葉
が
し
げ
る

バ
ン
バ
踊
り
自
体
は
手
足
を
た
だ
打
ち
ふ
る
よ
う
な
き
わ
め
て
簡

単
素
朴
な
踊
り
で
あ
る
が
、
二
廻
り
位
で
お
わ
り
、
い
わ
ゆ
る
庭

入
り
と
バ
ン
バ
踊
り
の
行
事
は
こ
れ
で
一
応
終
了
す
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
あ
と
始
め
て
女
性
と
子
供
が
踊
り
に
加
わ
り
普
通
の
盆
踊

り
に
移
る
が
、
盆
踊
り
も
昔
か
ら
順
番
が
き
め
ら
れ
て
お
り
、
実

に
て
ぎ
わ
よ
く
ス
ム
ー
ズ
に
次
々
と
踊
り
が
移
っ
て
行
く
の
は
珍

し
い
。

　
盆
踊
り
の
最
初
は
「
三
つ
拍
子
」
と
呼
ば
れ
る
段
物
で
あ
る
。

お
つ
や
口
説
、
那
須
の
与
一
、
鈴
木
主
水
、
四
谷
怪
談
な
ど
が
次
々

と
口
説
か
れ
、

　
　
「
サ
ン
サ
灯
台
オ
ン
ソ
レ
乍
ら
　
し
ば
し
間
は
口
説
い
て
み
ま

　
　
し
ょ
」

ま
た
は
、

　
　
「
汽
車
は
出
て
ゆ
く
煙
は
残
る
　
残
る
煙
が
ヤ
レ
シ
ャ
ク
ノ
の

　
　
種
　
山
は
焼
け
て
も
山
鳥
は
立
た
ぬ
　
立
た
ぬ
筈
だ
よ
吾
が
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子
を
捨
て
て
　
咲
い
た
桜
に
な
ぜ
駒
つ
な
ぐ
　
駒
が
勇
め
ば

花
が
散
る
」

な
ど
が
、
先
ず
踊
り
始
め
に
口
説
く
の
が
そ
の
特
徴
で
あ
る
。

　
つ
い
で
「
マ
ッ
ー
カ
セ
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
丁
人
で
二
曲
ぐ
ら

い
を
口
説
い
て
次
々
交
替
、
主
と
し
て
お
ば
あ
さ
ん
な
ど
が
高
い

調
子
の
美
声
を
聞
か
せ
る
。

　
　
「
マ
ッ
カ
セ
　
ヨ
イ
ヤ
ナ
サ
　
シ
バ
ラ
ク
ユ
ロ
カ
ー
　
マ
カ
シ
ャ

　
　
踊
り
で
品
が
よ
い
」

で
始
め
、
即
興
的
な
歌
詞
で
多
少
エ
ロ
チ
ッ
ク
な
歌
も
は
い
る
。

　
口
説
の
あ
と
が
出
な
く
な
る
と
、
「
レ
ソ
」
に
移
る
が
、
レ
ソ

ヘ
と
変
る
合
図
は
、

「
レ
ソ
は
良
い
か
よ
　
レ
ソ
ど
も
や
る
か
　
コ
ラ
サ
イ
ノ
サ

　
レ
ソ
は
ナ
ー
ョ
イ
シ
ョ
　
踊
り
よ
じ
や
品
が
良
い
　
ヤ
レ
ヤ

　
レ
ソ
ー
ヤ
ト
ヤ
ン
ソ
レ
サ
ー
」

で
あ
り
、
口
説
は
、

　
○
タ
ン
ダ
　
ダ
ン
ト
流
れ
る
水
は
別
府
芸
者
の
化
粧
の
水

　
○
イ
ヤ
ジ
ャ
　
イ
ヤ
ジ
ャ
と
畑
の
イ
モ
が
　
か
ぶ
り
ふ
り
ふ
り

　
　
子
が
で
き
た

　
○
姉
と
妹
が
揃
い
の
浴
衣
　
ど
れ
が
姉
や
ら
妹
や
ら

　
○
梅
と
桜
を
両
手
で
も
ち
て
　
ど
れ
が
梅
や
ら
桜
や
ら

　
○
あ
ゆ
は
瀬
に
住
む
鳥
は
木
の
上
に
　
人
は
情
け
の
下
に
住
む

な
ど
が
多
く
歌
わ
れ
る
。
。

　
次
に
「
七
つ
拍
子
」
で
あ
る
が
、
段
物
と
し
て
は
お
つ
や
口
説

が
あ
り
、
即
興
物
も
多
い
。
七
つ
拍
子
に
は
、

　
「
お
せ
　
お
せ
　
七
つ
も
八
つ
も
　
サ
ノ
ョ
イ
ョ
イ
　
お
せ
ば

　
　
コ
ラ
都
が
ヤ
レ
近
く
な
る
」

で
移
る
。

次
は
「
シ
キ
ダ
」
で
、

　
「
シ
キ
ダ
通
れ
ば
雨
ふ
り
か
か
る
よ
　
コ
リ
ャ
　
か
か
る
よ

　
妻
子
が
気
に
か
か
る
ヨ
」
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で
移
り
、
口
説
は
即
興
も
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
女
性
や
子
供
達
が
再
び
踊
り
の
輪
か
ら
出
て
、
男
子
の

み
で
「
ケ
ダ
シ
」
が
は
じ
ま
る
。

　
　
「
サ
ア
ー
　
サ
ア
ー
　
こ
れ
か
ら
早
い
が
良
か
ろ
　
ア
ラ
エ
ッ

　
　
サ
ー
　
ミ
ン
ナ
ど
な
た
も
ケ
ダ
シ
て
お
く
れ
　
ヤ
レ
ヤ
レ
ソ

　
　
ー
」

に
始
ま
り
、
非
常
に
テ
ン
ポ
が
早
く
、
南
洋
や
ア
フ
リ
カ
の
土
人

踊
り
に
も
似
た
乱
調
子
の
踊
り
で
あ
る
。
足
を
力
強
く
前
に
け
だ

す
の
が
特
徴
で
、
手
の
位
置
も
高
い
。
口
説
は
即
興
口
説
で
、
た

だ
踊
り
の
調
子
を
と
る
た
め
に
歌
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
踊
る

青
年
も
見
物
の
女
性
も
次
第
に
熱
狂
的
に
な
り
、
ま
る
で
踊
り
狂
っ

て
い
る
よ
う
な
光
景
が
展
開
す
る
。

　
ケ
ダ
シ
が
終
わ
る
と
、
笛
、
太
鼓
、
道
ば
や
し
、
祇
園
ば
や
し

を
各
一
回
は
や
し
行
列
を
と
と
の
え
、
門
口
か
ら
出
て
次
の
初
盆

の
家
に
行
く
の
で
あ
る
。
初
盆
の
多
い
年
に
は
十
三
日
だ
け
で
終

わ
ら
な
い
で
十
四
日
ま
で
行
な
う
こ
と
が
あ
る
。

ま
た
初
盆
の
な
い
年
は
十
四
日
に
正
円
寺
で
、
施
餓
鬼
供
養
と
し

て
庭
入
り
を
行
な
ぅ
て
い
る
が
、
こ
の
時
は
和
讃
を
全
部
唱
え
て

い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
ゝ

　
な
お
、
初
盆
の
家
で
は
、
庭
入
り
の
参
加
の
青
年
を
座
敷
に
上

げ
、
お
膳
に
直
ら
せ
、
酒
、
料
理
を
出
し
て
接
待
す
る
ほ
か
、
女

の
踊
り
子
や
見
物
人
に
は
、
夜
食
と
し
て
味
噌
漬
を
ま
ぜ
た
ニ
ギ

リ
メ
シ
を
二
三
個
づ
つ
出
し
、
土
産
と
し
て
、
口
説
手
（
太
夫
さ

ん
と
い
う
）
に
蛇
の
目
傘
、
踊
り
子
に
手
拭
、
見
物
人
に
は
ウ
チ

ワ
を
出
す
の
が
シ
キ
タ
リ
で
あ
っ
た
が
、
現
在
で
は
全
員
に
に
ギ

リ
メ
シ
と
ウ
チ
ワ
を
出
す
程
度
に
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
、
天
間
の
庭
入
り
行
事
を
大
き
く
別
け
る
と
、
ま
ず
念
仏

と
和
讃
を
唱
え
、
つ
ぎ
に
盆
供
養
の
い
わ
れ
と
霊
鎮
め
の
た
め
バ

ン
バ
踊
り
を
行
な
う
こ
と
を
述
べ
（
シ
カ
シ
カ
）
た
後
、
比
較
的

テ
ン
ポ
の
ゆ
る
い
バ
ン
バ
踊
り
を
お
ど
り
、
普
通
の
盆
踊
り
を
奉

納
し
て
、
最
後
に
ま
た
手
を
ふ
り
、
足
を
踏
む
テ
ン
ポ
の
早
い
原

始
的
な
ケ
ダ
シ
で
終
わ
る
と
い
う
五
つ
の
段
階
を
と
っ
て
い
る
。

　
こ
の
中
で
、
バ
ン
バ
踊
り
と
ケ
ダ
シ
踊
り
が
、
と
く
に
死
者
の

霊
鎮
め
供
養
の
要
素
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

　
安
心
院
盆
地
と
そ
の
周
辺
に
古
く
か
ら
伝
承
さ
れ
て
き
た
盆
の
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天間のカサボコ

庭
入
行
事
の
中
気
ヽ
最
も
古
い
形
式
を
そ
の
ま
ま
伝
承
し
て
い
る

天
間
の
庭
入
り
行
事
は
、
貴
重
な
文
化
遺
産
と
し
て
、
市
ま
た
は

県
の
無
形
文
化
財
と
し
て
永
久
に
保
存
す
べ
き
価
値
が
あ
る
こ
と

を
こ
こ
に
付
記
し
て
、
保
存
会
結
成
等
行
政
の
積
極
的
な
取
り
組

み
を
強
く
要
望
し
た
い
。

編
者
註

　
天
間
地
区
の
盆
行
事
は
　
無
形
文
化
財
と
し
て
特
に
注
目
に
値

す
る
行
事
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
多
数
の
人
々
に
理
解
し
て

頂
く
た
め
に
、
昭
和
五
九
年
三
月
、
別
府
市
教
育
委
員
会
発
行
の

「
べ
っ
ぷ
の
文
化
財
・
第
一
五
号
」
に
松
岡
実
氏
が
執
筆
さ
れ
た

も
の
を
転
載
さ
せ
て
頂
い
た
。

　
な
お
、
松
岡
実
氏
が
昭
和
四
七
年
に
、
大
正
大
学
仏
教
民
族
学

会
の
会
誌
「
仏
教
と
民
族
」
に
発
表
さ
れ
た
『
盆
の
庭
入
り
と
バ

ン
バ
踊
り
』
の
な
か
で
番
場
時
衆
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
の

で
お
許
し
を
え
て
要
約
し
て
お
き
た
い
。

　
宇
佐
・
安
心
院
地
方
と
時
衆
聖

　
庭
入
り
行
事
の
中
心
と
な
る
の
は
、
盆
供
養
の
由
来
を
申
し
述

べ
る
シ
カ
シ
カ
と
、
霊
鎮
め
の
た
め
に
行
な
う
バ
ン
バ
踊
り
で
あ

る
。
バ
ン
バ
踊
り
の
原
型
は
安
心
院
町
深
見
地
区
の
シ
カ
シ
カ
の

中
に
、

　
頭
に
蓮
の
葉
を
冠
り
　
扇
を
西
に
差
上
げ
て
　
衣
の
袖
を
打
ち

　
振
っ
て
　
パ
ン
パ
パ
ン
パ
と
踊
ら
せ
給
う

と
い
う
一
節
が
あ
る
が
、
頭
の
冠
り
も
の
、
扇
子
踊
、
熱
狂
的
な

乱
舞
と
優
雅
な
舞
の
交
錯
な
ど
、
バ
ン
バ
踊
は
念
仏
踊
り
の
す
べ

て
を
含
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
の
で
、
お
そ
ら
く
こ
の
形
が
原
型
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で
あ
ろ
う
。

　
踊
念
仏
を
ひ
ろ
め
た
時
衆
教
団
は
、
江
戸
時
代
初
期
に
消
え
失

せ
て
、
真
宗
両
派
及
び
浄
土
宗
に
吸
収
さ
れ
た
。
時
衆
最
盛
期
の

宗
教
的
遺
風
が
、
現
在
な
お
豊
前
門
徒
と
呼
ば
れ
る
真
宗
過
密
地

帯
の
中
で
宗
派
に
か
か
わ
り
な
く
行
な
わ
れ
て
い
る
の
が
、
盆
の

庭
入
り
行
事
で
あ
ろ
う
と
推
論
さ
れ
る
。

　
宇
佐
地
方
の
時
衆
聖
の
中
心
は
、
日
本
三
善
光
寺
の
一
と
称
さ

れ
て
い
る
豊
前
善
光
寺
で
あ
っ
た
。
豊
前
善
光
寺
は
、
村
上
天
皇

の
天
徳
二
年
（
九
五
六
）
、
光
勝
空
也
上
人
の
開
基
と
伝
え
、
初

め
天
台
宗
よ
り
時
衆
、
さ
ら
に
江
戸
初
期
に
浄
土
宗
に
転
宗
し
て

現
在
に
至
っ
て
い
る
。
空
也
上
人
が
一
光
三
尊
の
尊
像
を
護
持
し

て
九
州
に
下
り
、
宇
佐
八
幡
の
神
勅
に
よ
っ
て
現
在
の
地
に
一
宇

を
建
立
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
善
光
寺
の
末
寺
や
末
庵
は
宇

佐
郡
下
に
六
十
か
寺
に
及
び
、
時
衆
聖
の
根
拠
地
で
あ
っ
た
と
い

わ
れ
る
。
豊
前
か
ら
豊
後
に
ま
で
も
活
躍
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る

時
衆
聖
も
、
豊
前
善
光
寺
の
転
宗
で
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
。

　
時
衆
聖
が
大
衆
の
結
縁
を
得
る
道
は
、
「
南
無
阿
弥
陀
仏
決
定

往
生
六
十
万
人
」
の
お
札
と
、
空
也
上
人
に
よ
っ
て
創
め
ら
れ
、

一
遍
上
人
に
よ
っ
て
広
め
ら
れ
た
と
伝
え
る
踊
念
仏
で
あ
る
。

　
豊
前
平
野
や
安
心
院
盆
地
と
い
う
経
済
的
背
景
を
も
つ
宇
佐
、

安
心
院
の
地
に
時
衆
の
活
躍
が
盛
ん
に
と
な
り
、
大
衆
の
間
に
念

仏
思
想
が
行
き
渡
っ
た
後
に
、
時
勢
に
適
合
し
た
真
宗
教
団
が
進

出
し
て
九
州
御
坊
東
西
別
院
が
成
立
し
た
。
豊
前
善
光
寺
は
止
む

な
く
浄
土
宗
に
転
宗
し
て
余
命
を
つ
な
い
だ
が
、
大
衆
の
生
活
に

密
着
し
根
強
く
残
っ
て
い
た
踊
念
仏
は
、
真
宗
教
団
に
つ
か
ず
離

れ
ず
の
姿
で
伝
承
温
存
さ
れ
、
次
第
に
盆
の
庭
入
り
行
事
と
し
て

固
定
化
し
て
い
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

　
庭
入
り
行
事
に
つ
い
て
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
一
遍
聖
絵
の
「
上
人
を
講
じ
て
三
日
三
夜
の
供
養
を
の
べ
」
は
　
　
2
0

「
シ
カ
シ
カ
」
に
当
た
り
、
「
念
仏
申
し
た
が
」
の
部
分
は
「
念
　
　
　
一

仏
申
し
や
和
讃
」
、
ま
た
「
数
百
人
の
者
が
踊
り
ま
わ
っ
て
つ
い

に
板
敷
を
ふ
み
お
と
し
た
」
の
部
分
は
バ
ン
バ
踊
り
に
相
当
す
る

と
考
え
れ
ば
、
時
衆
聖
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
歴
然
と
し

よ
う
。
最
も
重
要
な
部
分
「
頭
を
ふ
り
足
を
あ
げ
て
踊
る
」
と
い

う
動
作
は
、
庭
入
り
行
事
の
霊
鎮
め
に
あ
た
る
「
バ
ン
バ
踊
」
や

「
ケ
ダ
シ
踊
」
そ
っ
く
り
の
表
現
で
あ
る
。
真
宗
は
時
衆
の
最
も

時
衆
ら
し
い
行
儀
、
踊
念
仏
を
庭
入
り
と
い
う
形
で
温
存
し
な
が

ら
、
実
に
巧
妙
に
時
衆
勢
力
を
蚕
食
し
尽
く
し
た
の
で
あ
ろ
う
。



　
バ
ン
八
時
衆
と
バ
ン
バ
踊

　
初
期
時
衆
は
十
派
に
別
れ
て
活
躍
し
た
と
い
わ
れ
る
が
、
九
州

に
最
も
関
係
の
深
い
の
は
、
開
祖
一
遍
上
人
の
ひ
き
い
る
藤
沢
時

衆
と
一
向
派
、
天
童
派
の
祖
で
あ
る
一
向
上
人
の
番
場
時
衆
に
限

ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

　
一
遍
の
九
州
入
り
は
生
涯
通
し
て
二
度
で
あ
る
。
聖
達
上
人
の

も
と
で
修
業
時
代
を
送
っ
た
の
が
一
度
目
で
。
二
度
目
は
九
州
各

地
の
行
脚
の
途
中
で
豊
後
を
訪
れ
、
大
友
順
奉
の
帰
依
を
受
け
、

支
配
階
級
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
。

　
し
か
し
、
県
下
に
多
く
残
さ
れ
て
い
る
時
衆
系
の
板
碑
は
、
名

字
す
ら
も
た
ぬ
大
衆
の
も
の
が
多
い
。
数
か
月
滞
在
し
て
支
配
階

層
の
帰
依
を
受
け
た
に
過
ぎ
な
い
一
遍
の
信
仰
が
、
急
激
に
一
般

大
衆
の
間
に
浸
透
し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
遍
の
他
に
も
っ

と
早
く
か
ら
大
衆
を
基
盤
と
し
た
時
衆
の
信
仰
集
団
が
あ
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
一
遍
の
か
げ
に
か
く
れ
た
民
衆

仏
教
の
指
導
者
と
も
い
う
べ
き
、
番
場
時
衆
の
祖
一
向
上
人
で
あ

る
。

　
一
向
上
人
は
筑
後
の
人
で
浄
土
の
法
を
修
め
、
名
を
一
向
と
改

め
て
文
永
十
年
遊
行
を
は
じ
め
た
。
翌
年
夏
大
隅
正
ハ
幡
に
詣
で

て
、
秋
、
肥
後
を
過
ぎ
て
宇
佐
ハ
幡
に
詣
で
て
、
一
遍
に
先
ん
じ

て
西
国
の
教
化
に
尽
力
し
た
。
弘
安
七
年
、
近
江
の
国
番
場
に
蓮

華
寺
を
建
て
、
番
場
時
衆
と
称
し
て
踊
念
仏
を
教
義
の
中
心
と
す

る
、
一
遍
上
人
の
藤
沢
時
衆
の
中
で
も
別
派
的
存
在
で
あ
っ
た
。

　
一
向
上
人
は
大
隅
正
八
幡
と
宇
佐
八
幡
に
詣
で
、
踊
念
仏
を
行

儀
の
中
心
と
し
、
ハ
幡
信
仰
を
母
体
と
し
て
主
に
西
日
本
を
教
化

の
対
象
と
し
て
活
躍
し
た
時
衆
聖
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
一
遍

上
人
の
藤
沢
派
時
衆
が
熊
野
権
現
を
そ
の
信
仰
の
母
体
と
し
て
、

関
東
、
北
陸
、
中
部
、
近
畿
に
勢
力
を
張
っ
た
の
と
ま
っ
た
く
対

照
的
で
あ
る
。

　
日
本
の
辺
境
の
地
に
遊
行
の
旅
を
続
け
た
番
場
時
衆
は
、
初
期

に
は
日
本
の
中
央
部
で
活
躍
し
た
一
遍
上
人
と
そ
の
直
系
の
藤
沢

時
衆
の
か
げ
に
か
く
れ
、
末
期
に
お
い
て
は
浄
土
宗
の
な
か
に
埋

没
し
去
っ
た
の
で
あ
る
。

　
一
向
上
人
の
生
誕
の
地
九
州
に
番
場
時
衆
の
名
を
冠
し
た
バ
ン

バ
踊
り
が
今
な
お
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
貴
重
で
で
あ
り
、
実
質

的
に
は
す
で
に
亡
び
去
っ
た
中
世
の
時
衆
教
団
研
究
の
一
つ
の
足

が
か
り
で
も
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
文
責
　
入
江
）
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