
「
ふ

る
さ
と
」
の
変
貌

倉
　
石
　
忠
　
彦

　
は
じ
め
に

一
、

故
郷
観
の

展
開

　
ω
　
柳

田
国
男
の
故
郷
観

　
②
　
流
行
歌
に
見
る
故
郷

二
、
都
市
人
と
故
郷

はじめに

は

じ
め
に

文
部
省
唱
歌
に
「
故
郷
」
と
い
う
歌
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
一

　
兎
追
い
し
か
の
山

　
小
鮒
釣
り
し
か
の
川

　
　
　
夢
は
今
も
め
ぐ
り
て

　
　
　
忘
れ
が
た
き
故
郷

　
　
　
　
　
　

二

　
　
如
何
に

い

ま
す
父
母

　
　

惹

な
し
や
友
が
き

　
　
　
　

雨

に
風
に

つ
け
て
も

　
　
　
　
思
い
い
つ
る
故
郷

　
　
　
　
　
　
三

　
　

こ
こ
ろ
ざ
し
を
は
た
し
て

　
　

い

つ
の

日
に
か
帰
ら
ん

　
　
　
　

山
は
あ
お
き
故
郷

　
　
　
　
水
は
清
き
故
郷

　

こ
の
歌
は
、
遠
く
離
れ
た
地
に
あ
っ
て
「
ふ
る
さ
と
」
を
偲
ぶ
気
持
を
歌
っ

た

も
の
で
、
広
く
愛
唱
さ
れ
た
。
作
詞
者
高
野
辰
之
は
長
野
県
下
水
内
郡
豊
田

村
の
出
身
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
歌
に
は
作
詞
者
本
人
の
故
郷
に
対
す
る
思
い
が

籠
め
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
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こ
こ
に
は
、
ま
ず
幼
時
の
思
い
出
と
、
そ
れ
を
育
ん
だ
自
然
と
が
歌
わ
れ
て

い

る
。
自
然
は
単
に
そ
こ
に
存
在
す
る
だ
け
で
は
な
い
。
忘
れ
る
こ
と
が
で
き

な
い
自
然
は
、
す
な
わ
ち
そ
こ
に
色
濃
く
印
さ
れ
て
い
る
思
い
出
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
な
る
が
故
に
自
然
は
懐
し
い
の
で
あ
る
。
ま
た
故
郷
は
自
ら
を
生
み
育
ん

だ

両
親
を

は

じ
め
と
す
る
親
し
い
人
々
が
生
活
し
て
い
る
所
で
も
あ
る
。
故
郷

を

思

う
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
し
た
人
々
を
偲
ぶ
こ
と
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

故
郷

と
い
う
こ
と
ば
に
よ
っ
て
指
し
示
さ
れ
る
も
の
は
自
然
で
あ
り
、
肉
親
で

あ
り
、
友
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
二
重
映
し
、
三

重
映

し
と
な
っ
て
存
在
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
は
山
も
水
も
美
し
い
、
よ

り
自
然
の
卓
越
し
た
村
落
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
故
郷
を
偲

ん

で

い

る
の
は
志
を
立
て
て
出
郷
し
た
人
で
あ
る
。
農
村
な
ど
か
ら
出
郷
し
て

身
を
寄
せ
る
と
こ
ろ
は
都
会
で
あ
る
。
都
会
に
住
む
人
々
は
折
に
ふ
れ
て
自
分

の

故
郷

を
偲
ん
だ
。
そ
し
て
志
を
果
し
た
後
に
は
故
郷
に
錦
を
飾
っ
て
帰
る
こ

と
を
夢
み
た
の
で
あ
る
。
こ
の
逆
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
志
を

立
て

て

農
村
に
赴

き
、
都
会
を
故
郷
と
し
て
偲
ぶ
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な

か
っ

た
と
い
っ
て
よ
い
。

　
つ
ま
り
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、
村
と
都
市
と
の
対
比
で
あ
り
、
父
祖
伝

来
の
墳
墓
の
地
と
、
常
に
そ
こ
に
帰
り
た
い
と
願
っ
て
い
る
人
の
住
む
都
市
と

い

う
構
図
で
あ
る
。
ま
た
、
都
市
は
世
俗
に
か
か
わ
る
文
化
の
世
界
で
あ
り
、

村
は
自
然
の
世
界
で
あ
る
、
と
い
う
関
係
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
両
者
の

間
に
あ
っ
て
人
々
は
、
自
然
に
回
帰
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
も
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
す
な
わ
ち
、
都
市
と
い
う
も
の
よ
り
、
村
の
方
に
よ
り
高
い
価
値
を
認

め
て

い

る
と
も
い
え
る
。
少
な
く
と
も
大
正
期
、
東
京
な
ど
の
都
会
に
出
て
来

て

生
活

し
て
い
る
若
者
た
ち
に
と
っ
て
、
都
市
は
一
時
の
仮
住
い
に
す
ぎ
な
か

っ

た
の

で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
故
郷
は
魂
の
常
に
帰
る
べ
き
理

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

想
境
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
い
っ
た
い
、
人
々
に
と
っ
て
故
郷
と
は
ど
の
よ
う

な
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
姿
は
ど
の
よ
う
に
変
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

れ
を

通

し
て
、
村
と
都
市
と
の
関
係
の
な
か
か
ら
、
故
郷
と
い
う
も
の
の
意
味

を

考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

一
、

故
郷
観
の
展
開

ω
　
柳

田
国
男
の
故
郷
観

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
柳

田
国
男
は
そ
の
著
『
明
治
大
正
史
　
世
相
篇
』
に
お
い
て
、
故
郷
を
と
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

上
げ
、
そ
の
意
味
を
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
第
五
章
故
郷
異
郷
」
で
あ

る
。
こ
こ
で
柳
田
は
「
故
郷
」
と
い
う
語
を
「
村
」
と
同
義
に
用
い
る
と
と
も

に
、
「
都
市
」
の
対
語
と
し
て
も
用
い
て
い
る
。
人
々
の
あ
ま
り
に
も
故
郷
に

対
す

る
思
い
が
強
い
故
に
、
村
出
身
者
で
あ
る
都
市
の
住
人
は
都
市
人
に
な
り

き
れ
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
都
市
の
住
人
の
考
え
る
故
郷
は
自
ら
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一、故郷観の展開

の

記
憶
す

る
故
郷
で
あ
る
が
た
め
に
、
故
郷
は
固
定
化
さ
れ
て
し
ま
い
、
そ
の

変
化
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
も
退
歩
と
見
な
し
て
し
ま
う
と
い
う
の
で

あ
る
。
故
郷
は
過
去
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
柳
田
は
出
郷
者
の
身
勝
手

と
わ
が
ま
ま
と
を
見
出
し
て
い
る
。
村
の
変
化
の
大
き
な
理
由
は
興
奮
の
増
加

で

あ
り
、
そ
の
原
因
は
文
字
や
新
た
な
形
式
、
あ
る
い
は
漢
語
を
は
じ
め
と
す

る
新
し
い
言
い
ま
わ
し
の
流
入
な
ど
で
あ
り
、
新
し
い
町
の
成
立
で
あ
る
と
す

る
。
元
来
一
年
の
う
ち
、
わ
ず
か
な
期
間
し
か
興
奮
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
も

の

が
、
不
断
の
興
奮
状
況
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
外
部
の
影

響

に

よ
り
、
従
来
の
社
会
が
変
貌
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
村
の
生
活
の

展

開
に
お
い
て
は
さ
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
出
郷

者
た
ち

は
そ

う
し
た
事
情
を
認
め
る
こ
と
を
せ
ず
、
単
に
望
ま
し
く
な
い
状
況

と
見
て
し
ま
う
と
柳
田
は
い
う
の
で
あ
る
。
確
か
に
そ
う
し
た
傾
向
は
強
い
。

し
か
し
村
の
生
活
に
興
奮
を
持
ち
込
ん
だ
の
は
ま
さ
に
都
市
的
様
相
で
あ
り
、

そ
れ
を
都
市
の
在
住
者
た
ち
が
非
難
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
彼
等
の
身
勝
手

以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。

　

こ
う
し
た
変
化
は
、
村
の
外
部
か
ら
の
力
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
だ
け
が
村
の
変
化
の
条
件
で
は
な
い
。
外
部
か
ら
は
む
し
ろ
道
路
を

作

る
だ
け
で
あ
る
が
、
そ
こ
が
自
ら
町
場
を
な
し
て
そ
れ
が
契
機
と
な
っ
て
村

が

変
っ
て
い
く
と
柳
田
は
指
摘
す
る
。
そ
し
て
道
路
の
傍
ら
が
新
居
住
者
の
落

つ
け

る
場
所
で
あ
り
、
地
方
民
の
仕
事
場
と
し
て
町
場
が
成
立
し
、
そ
こ
に
経

済
の
中
心
が
形
成
さ
れ
て
く
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
新
た
な
町
の

成
立
で
あ
る
。
そ
し
て
柳
田
は
こ
の
町
の
成
立
の
中
に
村
の
人
々
の
気
性
の
変

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

化
を

読
み

と
ろ
う
と
す
る
。
か
つ
て
村
の
人
々
は
、
「
御
揃
ひ
」
で
他
人
と
相

違

し
な
い
と
こ
ろ
に
価
値
を
置
い
て
い
た
。
そ
れ
が
各
人
各
様
に
な
り
、
態
度

は
上
っ

調
子
の
空
々
し
い
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
と
見
る
の
で
あ
る
。
新
た
な

人
々
の
作
っ
た
町
は
、
村
の
外
観
を
変
え
た
だ
け
で
は
な
く
、
人
々
を
も
変
え

て

い

く
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
村
の
都
市
化
は
道
路
に
よ
っ
て
流
入
し
て
き
た
の

で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
都
市
化
と
は
、
施
設
と
し
て
の
都
市
化
ぽ
か
り
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

く
、
も
っ
と
大
き
な
都
市
に
通
じ
る
通
路
と
し
て
の
1
柳
田
の
い
う
飾
り
窓

と
し
て
の
1
都
市
で
あ
り
、
人
々
を
都
市
人
化
す
る
と
い
う
意
味
の
都
市
化

で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
変
化
は
村
の
中
の
み
に
い
て
自
ら
の
村
を
見
て
い
た
だ

け

で
は

な
か
な
か
わ
か
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
自
ら
の
村
の
変
化
を
知
り
、

意
識
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
他
郷
を
見
た
り
意
識
し
た
り
す
る
か
ら
な
の
で

あ
る
。

　
す

な
わ
ち
、
異
郷
を
意
識
す
る
、
あ
る
い
は
異
郷
に
対
す
る
興
味
を
深
め
、

異
郷
を

知

ろ
う
と
す
る
態
度
か
ら
生
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
態
度
を
村
人

が
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
や
は
り
都
市
の
生
活
者
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。

都
市
の
生
活
は
、
他
国
人
と
同
郷
人
と
の
雑
居
で
あ
り
、
そ
う
し
た
も
の
の
中

か

ら
孤
立
感
は
生
じ
、
同
郷
意
識
も
助
長
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
異
郷
に
関
す
る
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興
味

を
か
き
立
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
う
し
た
性
向
は
、
村
人
も

街
道
下

り
に
対
す
る
関
心
と
い
う
形
で
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
確
か
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

「
田
舎
の
世
間
通
が
簾
な
ど
の
中
か
ら
外
を
覗
い
て
い
る
よ
う
な
姿
」
で
は
あ

っ

た

が
、
そ
れ
が
自
ら
の
故
郷
を
明
確
に
意
識
す
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。
故
郷
と
い
う
意
識
は
異
郷
と
い
う
も
の
の
存
在
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
認

識

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
柳
田
は
こ
こ
で
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
場

合
の

異
郷
は
故
郷

と
本
質
的
に
同
質
の
も
の
で
あ
り
、
村
同
士
で
あ
っ
て
も
よ

か
っ

た
。
し
か
し
、
そ
の
異
郷
を
村
に
持
ち
込
む
の
は
都
市
で
あ
り
、
そ
う
し

た
意
味
で
は
故
郷
・
異
郷
と
い
う
対
比
は
、
田
舎
・
都
市
と
い
う
対
比
で
も
あ

っ

た
。
田
舎
－
村
－
故
郷
と
い
う
も
の
は
、
都
市
の
存
在
に
よ
っ
て
際
立

つ
の

で

あ
る
。
都
市
の
中
に
お
い
て
よ
り
鮮
明
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
の
か

も
知
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
柳

田
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
そ
の
都
市
は
、
異
郷
意
識
に
満
ち
満
ち
て
い
る
。

そ

れ

は
主
客
不
明
の
雑
居
地
で
、
そ
れ
故
に
、
村
と
違
い
、
見
る
人
と
見
ら
れ

る
人
と
が
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
。
そ
し
て
見
た
い
知
り
た
い
と
い
う
知
識
欲

が

目
覚
め
て
い
る
所
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
都
市
の
人
の
目
は

鋭
く
、
ま
た
一
種
の
社
交
術
と
し
て
の
喧
嘩
も
そ
の
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
田
舎
に
お
い
て
も
お
い
お
い
喧
嘩
が
生
じ
て
く
る
、
と
。
こ
れ
も

ま
た
都
市
化
の
一
種
で
、
外
部
と
交
渉
が
生
じ
て
来
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
異

郷

と
の
交
渉
の
結
果
と
し
て
の
都
市
化
現
象
と
見
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ

て

村
は

ま
た
興
奮
の
期
間
を
長
び
か
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
す
る
。

　

こ
う
し
た
都
市
化
は
、
故
郷
を
強
く
意
識
さ
せ
る
と
と
も
に
、
「
故
郷
を
退

（
8
）

歩
」
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
外
見
的
に
も
、
精
神
的
に
も
で
あ
る
。
そ
し

て

都
市
化
願
望

も
ま
す
ま
す
増
長
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
町
と
村
と
の
対
立
の

み

な
ら
ず
、
都
市
と
都
市
と
の
抗
争
も
生
じ
、
地
方
割
拠
の
様
相
も
呈
し
て
き

た
。
そ
の
反
面
、
離
島
や
山
村
は
か
つ
て
以
上
に
孤
立
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
結
局
、
日
本
に
無
数
に
存
在
す
る
故
郷
は
、
異
郷
の
存
在
に
よ
っ
て
意
識
さ

れ
、
そ
れ
は
都
市
と
対
比
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
変
化
を
来
し
つ
つ
あ
る

と
柳
田
は
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
故
郷
－
田
舎
ー
村
は
異
郷
　
　
都
市
の

対
立
概
念

な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
常
に
都
市
化
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。

な
ぜ
な
ら
ぽ
、
都
市
を
支
持
す
る
の
は
国
民
で
あ
り
、
都
市
は
前
進
の
途
上
に

あ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
現
在
も
ま
だ
前
進
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
農
村

で
は
都
市
を

模
倣

し
、
都
市
化
を
推
進
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
必
ず
し
も

成
功
す
る
も
の
ぽ
か
り
で
は
な
い
。
多
く
の
問
題
を
内
在
さ
せ
て
い
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
都
市
化
願
望
は
村
に
お
い
て
も
強
い
。
か
く
し
て
農
村
は
内
外
双

方
か

ら
衰
微
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
村
の
変
貌
を
故
郷
の
退

歩
と
感
ず
る
出
郷
者
に
と
っ
て
、
故
郷
は
す
で
に
意
識
の
中
に
理
想
境
と
し
て

の

み
存
在

し
、
現
実
の
村
は
す
で
に
「
故
郷
」
で
あ
っ
て
「
故
郷
」
で
は
な
い

の

で
あ
る
。
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②
　
流
行
歌
に
見

る
故
郷

　
　
「
歌
は
世
に
連
れ
、
世
は
歌
に
連
れ
」
と
い
う
が
、
流
行
歌
は
そ
の
時
代
と

時
代
を

生
き
る
人
々
の
真
情
を
か
な
り
正
確
に
表
し
て
い
る
。
流
行
す
る
と
い

う
こ
と
は
、
そ
の
歌
の
中
に
大
衆
が
真
実
を
読
み
と
り
そ
れ
を
支
持
す
る
か
ら

で

あ
る
。
少
な
く
と
も
そ
れ
に
共
感
し
ひ
か
れ
る
も
の
を
含
ん
で
い
な
い
歌
は

支
持
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
大
勢
の
人
々
の
口
の
端
に
の
ぼ
る
こ
と
も
な
い
の

で

あ
る
。
確
か
に
流
行
歌
に
は
作
詞
者
・
作
曲
老
が
お
り
、
そ
の
限
り
で
は
創

作
物
で
個
人
の
感
性
に
基
づ
い
た
主
観
を
中
心
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
そ

こ
に
、
時
代
に
生
き
る
人
々
の
要
求
を
含
ん
で
い
な
け
れ
ぽ
、
何
万
と
い
う
人

々

が
そ
れ
を

歌
う
は
ず
は
な
い
。
ま
さ
に
「
時
代
の
経
過
と
と
も
に
風
化
し
て

ゆ

く
背
景
が
喪
失
し
た
時
点
で
、
如
何
な
る
ヒ
ッ
ト
曲
も
全
く
過
去
の
遺
物
と

な
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
の
様
相
さ
え
呈
す
る
場
合
が
あ
る
。

逆
に
そ

れ
だ

か

ら
こ
そ
ヒ
ッ
ト
曲
は
、
そ
の
時
代
相
、
特
に
庶
民
感
情
の
普
遍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

的
表
現
を

ヴ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
に
映
し
出
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
」
。
し
た
が
っ
て

流
行
歌
の
中
に
人
々
の
意
識
を
読
み
と
る
こ
と
は
十
分
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

そ

こ
で
、
明
治
以
降
多
く
の
人
々
に
愛
唱
さ
れ
た
歌
を
通
し
て
、
故
郷
を
ど
う

と
ら
え
て
い
た
か
を
見
て
い
き
た
い
と
思
う
。

　
も
ち
ろ
ん
、
歌
と
い
う
か
ら
に
は
詞
と
曲
と
二
つ
の
要
素
が
あ
る
。
そ
し
て

歌

う
も
の
で
あ
れ
ぽ
曲
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
愉
快
な
気
持
・
悲
し

い
気
持
・
勇
ま
し
い
気
持
な
ど
、
そ
の
感
情
は
曲
に
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

歌
詞
に

も
ま
た
思
想
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
曲
に
合
わ
せ
て
歌
え
ば
こ
れ
は

歌
で
あ
る
。
し
か
し
曲
と
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
の
場

合
歌
詞
は
音
楽
で
は
な
く
て
文
学
に
な
る
。
音
楽
と
し
て
の
歌
詞
は
、
曲
に
先

立
っ

て

存
在

し
て
い
た
も
の
も
あ
る
で
あ
ろ
う
し
、
曲
に
合
わ
せ
て
歌
詞
が
つ

け
加
え
ら
れ
る
も
の
も
あ
ろ
う
。
そ
し
て
流
行
歌
は
詞
・
曲
の
両
方
に
ょ
っ
て

成
立

し
て
い
る
と
い
え
る
。
た
だ
こ
こ
で
は
、
歌
の
中
に
籠
め
ら
れ
て
い
る
故

郷
に
対
す
る
感
情
や
考
え
方
を
把
握
す
る
と
い
う
目
的
の
た
め
に
、
い
っ
た
ん

曲
と
詞
と
を
切
り
離
し
、
歌
詞
の
み
を
対
象
と
し
て
見
て
い
き
た
い
と
思
う
。

　
明
治
以
降
、
故
郷
を
歌
っ
た
歌
と
し
て
最
初
に
登
場
し
て
く
る
の
は
唱
歌
で

あ
る
。
唱
歌
は
文
部
省
の
音
楽
取
調
掛
が
欧
米
の
音
楽
を
学
ん
で
新
し
く
作
り

出
し
た
歌
曲
で
あ
り
、
学
校
教
育
の
中
で
歌
わ
れ
た
が
、
そ
う
し
た
歌
の
中
に

は
教
室
を
出
て
広
く
歌
わ
れ
た
も
の
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
も
の
に
は
、
明
治

時
代
に
お

い
て

も
「
美
し
き
天
然
」
「
わ
れ
は
海
の
子
」
「
案
山
子
」
「
紅
葉
」

「
雪
」
「
茶
摘
」
「
村
祭
」
な
ど
村
の
生
活
を
歌
っ
た
も
の
が
数
多
い
。
こ
れ
は

大
正
時
代
に
入
っ

て

も
同
様
で
「
春
の
小
川
」
「
村
の
鍛
冶
屋
」
「
早
春
賦
」

「
海
」
「
朧
月
夜
」
な
ど
数
多
い
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
、
村
の
生
活
と
そ
れ
を

と
り
ま
く
自
然
を
歌
っ
た
も
の
で
、
い
わ
ぽ
村
の
中
で
村
を
見
て
歌
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
村
の
生
活
の
四
季
を
歌
っ
た
も

の

に

「
い
な
か
の
四
季
」
（
堀
沢
周
安
詞
、
文
部
省
唱
歌
、
明
治
4
3
）
が
あ
る
。
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「ふるさと」の変貌

　
　
　
　
一

道
を

は

さ
ん
で
畠
一
面
に

　
　
　
　
麦
は
ほ
が
出
る
菜
は
花
盛
り

眠

る
蝶
々
と
び
立
つ
ひ
ば
り

　
　
　
　
吹

く
や
春
風
た
も
と
も
軽
く

あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
桑
つ
む
お
と
め

　
　
　
　
日
ま
し
日
ま
し
に
は
る
こ
も
太
る

　
　
　
　
二

な
ら
ぶ
す
げ
が
さ
涼
し
い
こ
え
で

　
　
　
　
歌
い

な
が
ら
に
う
え
行
く
さ
な
え

な
が
い
夏
の
日
い
つ
し
か
暮
れ
て

　
　
　
　
う
え
る
手
先
に
月
か
げ
動
く

か

え
る
道
々
あ
と
見
か
え
れ
ぽ

　
　
　
　
葉
末
葉
末
に
夜
つ
ゆ
が
光
る

　
　
　
　
三

二
百
十
日
も
事
な
く
す
ん
で

　
　
　
　
村
の
祭
の
た
い
こ
が
ひ
び
く

稲
は
実
が
い
る
日
よ
り
は
つ
づ
く

　
　
　
　
刈
っ
て
ひ
ろ
げ
て
日
に
か
わ
か
し
て

米

に

こ
な
し
て
俵
に
つ
め
て

　
　
　
　
　

家
内
そ
ろ
っ
て
笑
顔
に
笑
顔

　

　

　

　

　

四

　
　
松
に
火
を
た
く
い
ろ
り
の
そ
ば
で

　
　
　
　
　

夜
は

よ
も
や
ま
話
が
は
ず
む

　
　
母
が
て

ぎ
わ
の
大
こ
ん
な
ま
す

　
　
　
　
　
　
こ
れ
が
い
な
か
の
年
こ
し
ざ
か
な

　
　
た

な
の
も
ち
ひ
く
ね
ず
み
の
音
も

　
　
　
　
　
　
ふ
け
て
の
き
ば
に
雪
降
り
積
る

　

こ
う
し
た
も
の
は
、
都
市
か
ら
見
る
と
確
か
に
田
舎
す
な
わ
ち
故
郷
で
あ
っ

た
。
そ
こ
の
生
活
を
理
想
化
し
、
美
し
く
歌
い
上
げ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
に

歌
わ
れ
て

い

る
こ
と
が
ら
は
ま
さ
に
村
の
一
年
の
生
活
の
展
開
そ
の
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
生
活
は
明
治
時
代
に
お
い
て
は
、
ま
だ
広
い
地
域
で

見
ら
れ
、
そ
れ
だ
け
そ
の
生
活
は
普
遍
性
を
持
っ
て
い
た
。
田
舎
に
あ
っ
て
田

舎
を
見
る
視
点
を
保
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
し
た

歌
の

中
で
、
他
郷
に
あ
っ
て
故
郷
を
偲
ん
で
歌
う
も
の
も
あ
っ
た
。
「
故
郷
の

空
」
で
あ
り
「
故
郷
の
廃
家
」
で
あ
る
。
ま
た
「
旅
愁
」
（
犬
童
球
渓
詞
、
オ

ー
ド
ウ
ェ
イ
曲
、
明
治
4
0
）
は
、
旅
に
あ
っ
て
故
郷
を
思
う
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
旅
　
愁

　
　
更
け
行
く
秋
の
夜
　
旅
の
空
の

　
　

わ
び

し
き
思
い
に
　
ひ
と
り
な
や
む
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恋
し
や
ふ
る
さ
と

夢
じ
に
た
ど
る
は

更
け
行
く
秋
の
夜

わ
び

し
き
思
い
に

な
つ
か
し
父
母

故
郷
の
家
路

旅
の
空
の

ひ

と
り
な
や
む

　
　
窓

う
つ
嵐
に
　
夢
も
や
ぶ
れ

　
　
遙
け
き
彼
方
に
　
こ
こ
ろ
ま
よ
う

　
　
恋
し
や
ふ
る
さ
と
　
な
つ
か
し
父
母

　
　
思
い
に
浮
か
ぶ
は
　
杜
の
こ
ず
え

　
　
窓
う
つ
嵐
に
　
夢
も
や
ぶ
れ

　
　
遙
け
き
彼
方
に
　
心
ま
よ
う

　

こ
こ
に
歌
わ
れ
る
の
は
、
も
の
わ
び
し
い
秋
の
気
配
と
そ
れ
に
よ
っ
て
誘
い

出
さ
れ
る
望
郷
の
思
い
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
故
郷
を
象
徴
す
る
も
の
は
肉
親

で
あ
り
、
故
郷
に
お
け
る
生
活
を
包
ん
だ
自
然
で
も
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
歌

で
は
自
然
に
対
す
る
感
慨
は
そ
れ
ほ
ど
強
く
な
く
、
具
体
的
に
歌
わ
れ
て
い
る

の

は

も
っ
ぱ
ら
両
親
で
あ
る
。
こ
う
し
た
人
に
故
郷
を
感
じ
と
る
の
は
こ
の
歌

に

と
ど
ま
ら
な
い
。
「
故
郷
の
空
」
に
お
い
て
は
父
母
と
兄
弟
で
あ
り
、
「
故
郷

の

廃
家
」
に
お
い
て
は
「
遊
び
し
友
人
」
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
故
郷
は
そ

こ
に
住
む
人
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
意
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。
自
然
が
そ
れ
ほ
ど
際
立
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
故
郷
と

異
郷

と
の
間
に
自
然
環
境
の
落
差
が
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

に

な
ろ
う
か
。
だ
が
、
田
舎
の
自
然
と
人
事
と
を
歌
い
込
ん
だ
も
の
も
多
い
こ

と
は
先
に
触
れ
た
が
、
そ
う
し
た
歌
が
望
郷
の
念
を
か
き
立
て
、
故
郷
に
対
す

る
思
い
を
籠
め
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
、
故
郷
は
美
し
い
自

然
に
か

こ
ま
れ
、
昔
な
じ
み
の
友
人
と
、
懐
し
い
肉
親
の
住
む
所
と
し
て
の
認

識
を

読
み

と
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
こ
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
自

分
は
常
に
故
郷
に
帰
ろ
う
と
願
い
、
故
郷
と
一
体
化
す
る
こ
と
を
念
じ
て
い
る

の

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
志
を
立
て
て
故
郷
を
出
達
し
た
人
々
が
、
い
つ
か
故
郷

に
錦
を

飾

ろ
う
と
し
て
い
た
時
代
的
背
景
と
無
縁
で
は
あ
る
ま
い
。
美
し
い
故

郷
を

心
に
描
い
て

い
た
の

で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
故
郷
観
は
、
明
治
・
大
正
だ
け
で
は
な
い
。
遠
く
離
れ
た
故
郷
は

理
想
境

な
の
で
あ
る
。
「
叱
ら
れ
て
」
（
清
水
か
つ
ら
詞
、
弘
田
龍
太
郎
曲
、
大

正

9
）
で
も
、
「
二
人
の
お
里
は
　
あ
の
山
を
／
越
え
て
あ
な
た
の
　
花
の
む

ら
」
と
歌
わ
れ
る
。
こ
の
村
は
現
実
の
花
盛
り
の
村
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な

い

が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
異
郷
に
あ
る
者
に
と
っ
て
は
、
正
に
「
花
の
む

ら
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
は
昭
和
に
入
っ
て
も
基
本
的
に

は

変
化
は
な
か
っ
た
。
「
夕
陽
は
赤
し
身
は
悲
し
」
と
歌
い
出
す
「
湖
底
の

故
郷
」
（
島
田
磐
也
詞
、
鈴
木
武
男
曲
、
昭
和
1
2
）
も
そ
う
で
あ
る
。
た
だ
こ

れ
は

湖
底
に
沈
ん
だ
小
河
内
村
を
歌
い
、
故
郷
を
亡
く
し
た
人
の
悲
し
み
の
情

を
詩
想
の
中
心
と
し
て
い
る
た
め
、
故
郷
の
情
景
そ
の
も
の
は
そ
れ
ほ
ど
具
体
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的
に

は
歌
わ
れ
て

い

な
い
。
し
か
し
、
戦
時
下
に
あ
っ
て
望
郷
の
念
を
切
々
と

歌
い
上
げ
た
「
誰
か
故
郷
を
想
わ
ざ
る
」
（
西
条
八
十
詞
、
古
賀
政
男
曲
、
昭

和
1
5
）
に
は
、
異
郷
に
あ
っ
て
思
う
故
郷
の
情
景
は
き
わ
め
て
具
体
的
に
描
き

出
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
誰
か
故
郷
を

想
わ
ざ
る

　
　
　
　
　
　
一

　
　
花
摘
む
野
辺
に
　

日
は
落
ち
て

　
　
み
ん

な
で
肩
を
　
組
み
な
が
ら

　
　
唄
を
う
た
っ
た
　
帰
り
み
ち

　
　
幼
馴
染
み
の

　
あ
の
友
　
こ
の
友

　
　
あ
あ
　
誰
か
故
郷
を
想
わ
ざ
る

　
　
　
　
　
　
二

　
　
ひ

と
り
の
姉
が
　
嫁
ぐ
夜
に

　
　
小
川
の

岸
で
　
さ
み
し
さ
に

　
　
泣
い
た
涙
の
　
な
つ
か
し
さ

　
　
幼
馴
染
み
の

　
あ
の
山
　
こ
の
川

　
　
あ
あ
　
誰
か
故
郷
を
想
わ
ざ
る

　
　
　
　
　
　
三

　
　
都
に
雨
の
　
降
る
夜
は

　
　
涙
に
胸
も
　
し
め
り
が
ち

　
　
遠

く
呼
ぶ
の
は
　
誰
の
声

　
　
幼
馴
染
み
の
　
あ
の
夢
　
こ
の
夢

　
　
あ
あ
　
誰
か
故
郷
を
想
わ
ざ
る

　
花
咲

く
野
辺
の
夕
暮
れ
、
そ
こ
で
遊
ん
だ
思
い
出
と
友
人
達
。
そ
し
て
肉
親

の

思
い
出
。
感
傷
を
誘
う
山
と
川
。
そ
れ
を
遠
く
離
れ
た
都
で
思
い
や
る
の
で

あ
る
。
こ
う
し
た
構
図
は
故
郷
を
歌
う
歌
に
は
く
り
返
し
く
り
返
し
登
場
す
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
戦
後
昭
和
三
十
年
前
後
に
は
田
舎
を
舞
台
と
し
た
い
わ
ゆ
る

「
ふ

る
さ
と
演
歌
」
が
流
行
す
る
。
田
舎
を
舞
台
に
す
る
点
は
明
治
・
大
正
の

村
を

歌
っ
た
唱
歌
と
同
じ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
は
、
故
郷
を
思
う
歌
で
あ

る
と
と
も
に
、
田
舎
に
あ
っ
て
出
郷
し
た
人
を
思
う
歌
で
も
あ
っ
た
。
そ
こ
に

大

き
な
相
違
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
「
あ
の
人
は
　
あ
の
人
は
／
わ
た

し
一
人
を
お
い
て
い
っ
た
」
と
歌
う
「
白
樺
の
小
径
」
（
佐
伯
孝
夫
詞
、
佐
々

木

俊
一
曲
、
昭
和
2
6
）
は
そ
の
早
い
時
期
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
田
舎
に
残

さ
れ
た
乙
女
の
嘆
き
を
歌
う
だ
け
の
も
の
で
あ
る
が
、
故
郷
か
ら
都
会
に
い
る

者
に

呼
び
か
け
る
歌
も
あ
る
。
「
早
く
コ
　
早
く
コ
／
田
舎
へ
帰
っ
て
コ
／
東

京
ば

か

り
が
な
ん
で
い
い
も
の
か
」
（
「
早
く
帰
っ
て
コ
」
高
野
公
男
詞
、
船

村
徹
曲
、
昭
和
3
1
）
と
呼
び
か
け
、
「
可
愛
い
あ
の
娘
は
　
俺
ら
を
見
捨
て
て

／
都
へ
行
っ
ち
ゃ
っ
た
」
（
「
お
月
さ
ん
今
晩
は
」
松
村
又
一
詞
、
遠
藤
実
曲
、

昭
和
3
2
）
と
嘆
く
。
そ
し
て
つ
い
に
は
「
お
い
ら
を
だ
ま
し
て
　
置
い
て
っ
た

／
兄
ち
ゃ
ん
も
　
お
前
も
／
馬
鹿
っ
ち
ヨ
　
ホ
ー
イ
ホ
イ
」
（
「
夕
焼
け
と
ん
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一、故郷観の展開

び
」
矢
野
亮
詞
、
吉
田
矢
健
治
曲
、
昭
和
3
3
）
と
田
舎
を
忘
れ
去
っ
た
出
郷
者

に

そ
の
淋
し
さ
を
訴
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
遠
い
都
へ
　
離
れ
た
人
を
／

そ
っ
と
偲
び
に
　
村
娘
／
谷
の
瀬
音
が
　
心
に
沁
む
か
／
涙
ひ
と
ふ
き
　
し
て

と
お
る
」
（
「
山
の
吊
橋
」
横
井
弘
詞
、
吉
田
矢
健
治
曲
、
昭
和
3
4
）
く
ら
い
し

か

田
舎
に
残
さ
れ
た
者
に
は
、
す
る
術
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
リ
ン
ゴ
村

か

ら
」
（
矢
野
亮
詞
、
林
伊
佐
緒
曲
、
昭
和
3
1
）
も
ま
た
そ
う
し
た
歌
の
一
つ

で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
リ
ン
ゴ
村
か
ら

　
　
　
　
　
　
一

お
ぼ

え
て
い
る
か
い
　
故
郷
の
村
を

便

り
も
途
絶
え
て
　
幾
年
過
ぎ
た

都
へ
積
出
す
真
赤
な
リ
ン
ゴ

見

る
度
辛
い
よ
　
俺
ら
の
ナ
俺
ら
の
胸
が

　
　
　
　
二

お
ぼ

え
て
い
る
か
い
　
別
れ
た
あ
の
夜

泣
き
泣
き
走
っ
た
　
小
雨
の
ホ
ー
ム

上

り
の
夜
汽
車
の
　
に
じ
ん
だ
汽
笛

切

な
く
揺
る
よ
　
俺
ら
の
ナ
俺
ら
の
胸
を

　
　
　
　
三

お
ぼ

え
て
い
る
か
い
　
子
供
の
頃
に

　
　

二
人
で
遊
ん

だ

　
あ
の
山
小
川

　
　

昔
と
ち
っ
と
も
　
変
っ
ち
ゃ
い
な
い

　
　

帰
っ
て
お
く
れ
よ
　
俺
ら
の
ナ
俺
ら
の
胸
に

　

こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、
昔
な
じ
み
の
友
人
に
対
す
る
思
い
、
そ
し
て
故
郷

の

山
で
あ
り
小
川
で
あ
る
。
ま
さ
に
「
兎
追
い
し
か
の
山
　
小
鮒
釣
り
し
か
の

川
」
（
「
故
郷
」
）
に
よ
っ
て
故
郷
を
象
徴
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

か

つ
て

の

故

郷
の
歌
と
大
き
く
相
違
す
る
の
は
、
そ
う
し
た
故
郷
を
出
郷
者
た

ち
は
見
捨
て
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
帰
っ
て
お
く
れ
よ
」
と
呼
び

か
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
経

済
の
高
度
成
長
を
目
前
に
し
て
、
農
村
の
若
者
が
ど
ん
ど
ん
都
市
に
吸
収
さ
れ

て

い
っ

た

と
い
う
時
代
背
景
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
う
し
た
人
た
ち
の

故
郷
へ
の
思
い
は
し
か
し
、
単
な
る
望
郷
の
念
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
故
郷
の

価
値
よ
り
都
会
の
そ
れ
の
方
が
卓
越
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
る
が
故
に

故
郷
に

あ
る
友
人
や
肉
親
な
ど
に
対
す
る
感
情
、
そ
し
て
自
然
に
対
す
る
感
慨

は

屈
折
し
た
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
歌
は
、
田
舎
に
あ
っ
て
都
市
に
い
る
人
を
思
う
歌
で
あ
り
、
「
故

郷
」
に
あ
っ
て
「
異
郷
」
に
あ
る
人
に
呼
び
か
け
る
形
式
に
な
っ
て
い
る
。
し

か

し
実
際
に
こ
う
し
た
歌
を
愛
唱
し
た
の
は
、
「
故
郷
」
に
対
す
る
心
の
傷
を

感

じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
異
郷
に
あ
る
人
々
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ

の

人
々
の
心
に
描
く
故
郷
は
、
炉
端
を
囲
む
肉
親
の
居
る
所
で
あ
り
、
幼
な
じ
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み
の

住
む
村
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
淋
し
い
田
舎
で
は
あ
っ
て
も
と
ん
び
が
飛

び
、
一
番
星
が
輝
き
、
祭
り
が
行
わ
れ
る
。
猟
師
や
炭
焼
き
が
渡
る
吊
橋
の
あ

る
、
す
な
わ
ち
美
し
い
自
然
の
満
ち
あ
ふ
れ
た
場
所
な
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
都
市
に
あ
っ
て
素
直
に
故
郷
を
思
う
歌
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は

な
い
。
「
白
い
花
の
咲
く
こ
ろ
」
（
昭
和
2
5
）
、
「
別
れ
の
一
本
杉
」
（
昭
和
3
0
）
、

「
チ
ャ

ン

チ
キ

お
け
さ
」
（
昭
和
3
2
）
、
「
柿
ノ
木
坂
の
家
」
（
昭
和
3
2
）
、
「
赤
い

夕
陽
の
故
郷
」
（
昭
和
3
3
）
、
「
夢
ぽ
見
て
い
た
東
京
さ
来
た
が
」
（
昭
和
3
4
）
、

「あ
あ
上
野
駅
」
（
昭
和
3
9
）
、
「
ふ
る
さ
と
」
（
昭
和
4
8
）
、
「
北
国
の
春
」
（
昭
和

5
2
）
な
ど
は
い
ず
れ
も
望
郷
の
歌
で
あ
り
、
こ
う
し
た
歌
は
時
代
に
か
か
わ
り

な
く
歌
わ
れ
て
来
た
と
も
い
え
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
て
偲
ぼ
れ
る
故
郷
と
対

立
す

る
と
こ
ろ
に
都
市
－
都
会
が
あ
り
、
そ
れ
を
歌
っ
た
い
わ
ゆ
る
「
都
会

調
演
歌
」
も
昭
和
三
十
年
前
後
か
ら
流
行
し
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
出
郷
者
が
田
舎
で
あ
る
故
郷
を
思
う
歌
だ
け
で
は
な
く
、
都
市

人
が
故
郷
を

思

う
歌
も
登
場
す
る
。
村
か
ら
出
て
来
て
都
市
に
住
む
人
が
し
だ

い
に
増
加

し
、
都
市
に
生
ま
れ
育
っ
た
人
々
1
い
わ
ば
根
生
い
の
都
市
人
が

増
加

し
て
く
る
と
、
か
つ
て
の
故
郷
観
と
異
な
る
も
の
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

例

え
ぽ
「
ふ
る
さ
と
欲
し
や
」
（
横
沢
千
秋
詞
、
竹
岡
信
幸
曲
、
昭
和
1
0
）
な

ど
で
あ
る
。

　
　

ふ

る
さ
と
欲
し
や

　
　
　
　

一

ふ

る
さ
と
欲
し
や
　
夢
ほ
し
や

都
に
住
め
ど
　
わ
た
り
鳥

旅
か
ら
旅
の
　
旅
先
で

生

ま
れ
た
子
ゆ
え
　
里
知
ら
ず

　
　
　
　

二

ふ

る
さ
と
欲
し
や
　
夢
ほ
し
や

父
母
の

故
郷
は
　
馴
染
み
な
し

移

り
変
り
の
　
山
河
に

か

り
に
も
通
う
　
夢
も
な
し

　
　
　
　

三

世
の
起
き
臥
し
に
　
疲
れ
て
は

憩
い
の
土
地
の
　
よ
る
べ
な
く

人
の
誓
い
に
　
や
ぶ
れ
て
は

泣
い
て
や
帰
る
　
里
も
な
し

　

　

　

　

四

　
ふ
る
さ
と
欲
し
ゃ
　
夢
ほ
し
ゃ

　
ま
こ
と
情
け
の
　
里
ほ
し
ゃ

　
ふ

る
さ
と
持
た
ぬ
　
旅
の
子
は

　
い
つ
の
日
　
ど
こ
へ
帰
ろ
や
ら

こ
こ
に
は
都
市
内
を
移
動
す
る
人
々
の
嘆
き
と
、

田
舎
と
い
う
故
郷
の
な
い
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一、故郷観の展開

者
の
不
安
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
四
連
に
見
ら
れ
る
故
郷
は
、
ま
ず
出
生
の

地
と
し
て
の
里
で
あ
り
、
そ
こ
に
一
定
の
生
活
の
記
憶
が
刻
ま
れ
て
い
る
地
で

あ
る
。
そ
こ
は
魂
の
安
住
の
地
で
あ
り
、
最
後
に
は
抱
き
と
め
て
く
れ
る
は
ず

の

憩
の
地
な
の
で
あ
る
。
「
ふ
る
さ
と
欲
し
や
　
夢
ほ
し
や
」
と
く
り
返
さ
れ

る
こ
と
ば
の
中
に
、
ふ
る
さ
と
を
持
つ
こ
と
の
で
き
な
い
不
安
が
う
た
わ
れ
る

と
と
も
に
、
ふ
る
さ
と
に
対
す
る
限
り
な
い
憧
憬
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
故
郷
は
異
郷
と
対
比
さ
れ
た
と
き
に
意
識
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ

の

異
郷

と
対
立
す
る
だ
け
の
確
固
と
し
た
中
心
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ぽ
な
ら
な

い
の

で

あ
る
。
自
己
の
精
神
の
中
核
を
な
す
も
の
、
そ
れ
と
故
郷
と
は
深
く
呼

応
す

る
も
の
な
の
で
あ
る
。
「
都
に
住
め
ど
」
都
は
ま
だ
そ
れ
だ
け
の
意
味
を

持
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
都
に
そ
れ
だ
け
の
意
味
を
持
た
せ
て
く
る
の
は
、

こ
れ
よ
り
ず
っ
と
後
に
な
る
。

　
都
市
、
そ
れ
も
東
京
に
故
郷
を
認
め
て
、
そ
れ
を
歌
う
よ
う
に
な
る
の
は
そ

れ
か

ら
二
十
年
後
、
昭
和
三
十
年
代
に
入
っ
て
か
ら
な
の
で
あ
る
。
東
京
に
故

郷
を

見

る
場
合
、
見
方
に
は
二
種
類
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
伝
統
的
な
社
会
で
あ

る
下
町
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
育
っ
た
者
が
し
ば
ら
く
離

れ
て

い
て

そ

こ
を
思
う
と
い
う
も
の
で
、
こ
れ
は
田
舎
を
故
郷
と
し
て
歌
う
も

の

と
基
本
的
に
は
同
じ
で
あ
る
。
「
ど
う
し
た
ど
う
し
た
ど
こ
行
っ
た
／

石
け

り
し
た
娘
よ
　
酒
屋
の
娘
」
と
歌
う
「
下
町
坂
町
泣
け
る
町
」
（
横
井
弘

詞
、
佐
伯
と
し
お
曲
、
昭
和
3
6
）
は
、
幼
な
じ
み
を
思
い
、
そ
の
思
い
出
を
育

ん

だ

町
を

歌
っ
て
い
る
。
確
か
に
田
舎
を
故
郷
と
し
て
歌
っ
た
歌
で
は
、
豊
か

な
自
然
を
背
景
と
し
て
歌
う
の
に
対
し
、
こ
こ
で
そ
れ
に
相
当
す
る
の
は
路
地

で

あ
り
酒
蔵
で
あ
る
。
そ
う
し
た
舞
台
装
置
こ
そ
異
な
っ
て
い
る
が
、
人
に
托

し
て
過
去
の
良
き
思
い
出
を
歌
う
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
は
基
本
的
に

田
舎
を
故
郷
と
す
る
も
の
と
大
差
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
も
う
一
つ
は
盛
り
場
を
「
ふ
る
さ
と
」
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は

「
お

さ
ら
ぽ
東
京
」
（
昭
和
3
2
）
、
「
東
京
の
灯
よ
い
つ
ま
で
も
」
（
昭
和
3
4
）
、

「
新
宿
そ
だ
ち
」
（
昭
和
岨
）
、
「
新
宿
・
み
な
と
町
」
（
昭
和
5
4
）
な
ど
数
多
い
。

こ
れ
は
生
活
の
場
と
し
て
都
市
を
と
ら
え
、
そ
こ
に
生
活
の
根
拠
を
お
こ
う
と

し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
故
郷
」
と
は
多
少
そ
の
様
相
を
異
に
す

る
が
、
そ
こ
を
心
の
支
え
と
し
て
い
る
点
は
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
、
心
の
ふ
る

さ
と
と
す
る
も
の
も
当
然
生
ま
れ
る
。
「
銀
座
の
雀
」
（
野
上
彰
詞
、
仁
木
他
喜

雄
曲
、
昭
和
3
0
）
な
ど
で
あ
る
。

　
　
　
　
銀
座
の
雀

　
　
た

と
え
ど
ん
な
人
間
だ
っ
て

　
　
心
の

ふ

る
さ
と
が
あ
る
の
さ

　
　
俺
に
は
そ
れ
が
こ
の
街
な
の
さ

　
　
春
に
な
っ
た
ら
細
い
柳
の
葉
が
出
る

　
　
夏
に
は
雀
が
そ
の
枝
で
哺
く

　
　
雀
だ
っ
て
唄
う
の
さ
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悲

し
い
都
会
の
塵
の
中
で

調

子
っ
ば
ず
れ
の
唄
だ
け
ど

雀
の
歌
は
　
お
い
ら
の
唄
さ

銀
座
の
夜
　
銀
座
の
朝

真
夜
中
だ
っ
て
知
っ
て
い
る

隅
か

ら
隅
ま
で
知
っ
て
い
る

お

い

ら
は
銀
座
の
雀
な
の
さ

夏
に
な
っ
た
ら
哺
き
な
が
ら

忘
れ
も
の
で
も
し
た
よ
う
に

銀
座
八
丁
と
び
ま
わ
る

そ

れ
で
お

い

ら
は
楽
し
い
の
さ

す
て

ば
ち

に

な
る
に
は

余
り
に
も
あ
か
る
す
ぎ
る

こ
の
街
の
夜
も
　
こ
の
街
の
朝
に
も

赤
い
ネ
オ
ン
の
灯
さ
え

明
日
の
望
み
に
ま
た
た
く
の
さ

昨
日
別
れ
て
　
今
日
は
今
日
な
の
さ

ほ
れ
て

好
か
れ
て

　

さ
よ
う
な
ら

後
に
は
な
ん
に
も
残
ら
な
い

　
　
春
か
ら
夏
　
夏
か
ら
秋

　
　
木
枯
し
だ
っ
て
知
っ
て
い
る

　
　
み
ぞ
れ
の
辛
さ
も
知
っ
て
い
る

　
　
お

い

ら
は
銀
座
の
雀
な
の
さ

　
　
赤
い
ネ
オ
ン
に
よ
い
な
が
ら

　
　
明
日
の
望
み
は
風
ま
か
せ

　
　
今
日
の
生
命
に
生
き
る
の
さ

　
　
そ
れ
で
お

い

ら
は
う
れ
し
い
の
さ

　

こ
こ
に
は
銀
座
の
四
季
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
雀
が
お
り
柳
が
あ
る
。

木
枯
し
と
み
ぞ
れ
が
あ
る
。
田
舎
の
自
然
に
比
較
し
て
何
と
貧
し
い
自
然
で
あ

る
こ
と
か
。
し
か
し
、
そ
の
自
然
を
含
ん
で
ネ
オ
ン
の
街
を
ふ
る
さ
と
と
す
る

の

で

あ
る
。
そ
こ
に
は
人
と
人
と
の
交
流
が
あ
る
。
こ
の
ふ
る
さ
と
は
過
去
の

も
の
で
は
な
い
。
今
現
に
生
き
て
変
化
し
つ
つ
あ
る
、
そ
の
変
化
こ
そ
が
心
を

な
ご
ま
せ
る
。
そ
れ
が
都
市
の
ふ
る
さ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
過
去
を
美

化

し
、
理
想
化
す
る
視
点
は
な
い
。
「
昨
日
見
た
夢
に
　
す
が
っ
て
泣
い
ち
ゃ

／
生
き
て
は
行
け
な
い
」
銀
座
な
の
で
あ
る
。
ま
た
「
つ
く
り
も
の
で
も
　
花

咲
く
銀
座
／
こ
こ
が
小
さ
な
　
ふ
る
さ
と
」
で
あ
り
、
「
今
日
は
明
日
を
忘
れ
」

て

生
き
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（
「
銀
座
の
蝶
」
横
井
弘
詞
、
桜
田
誠
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一、故郷観の展開

一
曲
、
昭
和
3
3
）
。
田
舎
を
異
郷
と
し
て
、
都
市
に
生
き
る
人
々
の
故
郷
は
、

当
然
都
市
に
求
め
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

　

明
治
以
降
の
歌
の
幾
つ
か
を
と
り
上
げ
て
、
そ
こ
に
歌
わ
れ
る
ふ
る
さ
と
の

様
子
を
見
て
き
た
。
そ
こ
に
は
ふ
る
さ
と
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と

ぽ
が

ち
り
ぽ
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
ふ
る
さ
と
を
歌
っ
た
歌
に
用
い
ら
れ

て

い

る
こ
と
ぽ
に
つ
い
て
、
整
理
し
て
お
こ
う
。
明
治
以
降
昭
和
五
十
五
年
ま

で
の

流
行
歌
の

う
ち
、
軍
歌
と
股
旅
も
の
を
除
い
て
、
ふ
る
さ
と
を
歌
っ
た
歌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

と
し
て
抽
出
で
き
た
も
の
は
七
二
曲
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
歌
わ
れ
て
い
る
こ
と

表1　用語一覧表

霧割饗翻 その他の用語曲数用　語

託ゴ

樺

　

合

　

　

　

ご
座
会
ン
焼
台
宿

ン

　

星

百

丘

麦
稲
ち
　
　
オ
　
　
　
海

リ
白
白
　
い

銀

都

ネ
タ
灯
新

酒騨
歌
雨
劃
⊇
雪
㌫

52． 8

37．6

26．4

23．6

22．2

22．2

20．8

19．4

18．1

16．7

15．3

15．3

12．5

12．5

12．5

11．1

11．1

19

17

16

16

15

14

13

12

11

11

9
9
9
8
8

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

陽

暮

夢

母

花

川
月
山
娘
風
父
鳥
友
涙
　
　
恋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
夕
夕

表2　用語内容一覧

考備事物1曲数＼
花，木，鳥，虫

山，川

雨，風雪
夕暮，夕焼，夕陽

月，星

51

36

28

19

18

物

形

象
夕
夜

然

　
　
　
ー

　

　

　

　

時

自
地
天

　
自
　
　
然

人
物

肉　　親

幼なじみ

34

28

母，父．兄弟姉妹　こ

友，娘
l　　　　　　　　　　l

19

9
8

夢

涙

恋

感
情

が

ら
は
一
〇
五
種
類
に
の
ぼ
っ
た
。
そ
し
て
延
べ

曲
数
は
三
五
四
曲
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
使
用
曲

数
の
多
い
も
の
を
並
べ
て
み
る
と
表
1
の
よ
う
に

な
る
。
こ
れ
ら
は
そ
の
単
語
ご
と
の
集
計
で
あ
る

が
、
内
容
ご
と
に
整
理
す
る
と
多
少
違
っ
た
も
の

に

な
る
。
す
な
わ
ち
表
2
で
あ
る
。
こ
う
し
て
見

る
と
、
涙
な
が
ら
に
夢
見
る
ふ
る
さ
と
は
、
美
し

い

自
然
に
あ
ふ
れ
肉
親
や
友
人
の
住
む
所
で
あ
る

と
す
る
観
念
が
明
確
に
読
み
と
れ
る
。
ま
た
そ
の

ふ

る
さ
と
は
夕
暮
れ
や
夜
に
か
か
わ
っ
て
い
る
こ

と
が
知
ら
れ
る
。
少
な
く
と
も
そ
こ
に
は
異
郷
と

し
て
の
都
市
に
対
立
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
の
で

あ
る
。
確
か
に
東
京
を
、
都
市
を
歌
い
、
ネ
オ
ン

を
歌
う
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
多
く

故
郷
を

思

い
出
す
契
機
と
し
て
歌
わ
れ
る
こ
と
が

多
い
の
で
あ
る
。
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「ふるさと」の変貌

こ
こ
で
フ
ォ
ー
ク
ソ
ソ
グ
系
の
歌
を
一
つ
見
て
お
こ
う
。

「
異
国
」
で
あ
る
。

　
　
　

異
　
国

　

と
め
ら
れ
な
が
ら
も
去
る
町
な
ら
ぽ

　

ふ

る
さ
と
と
呼
ぽ
せ
て
も
く
れ
る
だ
ろ
う

　

ふ

り
き
る
こ
と
を
尊
び
な
が
ら

　

旅
を

誘
う
ま
つ
り
が
聞
こ
え
る

中
島
み
ゆ
き
の

忘
れ
た

ふ

り
を
装
い
な
が
ら
も

靴
を

ぬ
ぐ
場
所
が
あ
け
て
あ
る

ふ

る
さ
と

し
が
み
つ
く
に
も
足
さ
え
み
せ
な
い

う
ら
み
つ
く
に
も
袖
さ
え
み
せ
な
い

泣
か
れ
る
い
わ
れ
も
な
い
と
云
う
な
ら

あ
の
世
も
地
獄
も
あ
た
し
に
は
異
国
だ

160

二
度

と
来
る
な
と
唾
を
吐
く
町

私
が
そ

こ
で
生
き
て
た
こ
と
さ
え

覚
え
も
な
い
ね
と
町
が
云
う
な
ら

臨
終
の
際
に
も
そ
こ
は
　
異
国
だ

百
年

し
て
も
あ
た
し
は
死
ね
な
い

あ
た
し
を
埋
め
る
場
所
な
ど
な
い
か
ら

百
億
粒
の
灰
に
な
っ
て
も
あ
た
し

帰
り
仕
度
を
し
つ
づ
け
る

悪
口
ひ
と
つ
も
自
慢
の
よ
う
に

ふ

る
さ
と
の
話
は
あ
た
た
か
い

　
　
町
は
あ
た
し
を
死
ん
で
も
呼
ぽ
な
い

　
　
あ
た
し
は
ふ
る
さ
と
の
話
に
入
れ
な
い

　
　
く
に
は
ど
こ
か
と
き
か
れ
る
た
び
に

　
　

ま
だ
あ
り
ま
せ
ん
と
　
う
つ
む
く

　
　

（後
略
）

　

こ
の
歌
に
も
ふ
る
さ
と
は
歌
わ
れ
て
い
る
。
故
郷
の
記
憶
は
あ
り
、
そ
の
温

か

さ
も
自
覚
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
り
な
が
ら
そ
う
し
た
ふ
る
さ
と

に
満
た

さ
れ
ず
、
町
に
ふ
る
さ
と
を
求
め
よ
う
と
す
る
。
大
体
こ
こ
に
は
故
郷

の

実
体
は

な
い
。
漠
然
と
し
た
ふ
る
さ
と
と
い
う
も
の
し
か
な
い
。
具
体
性
が

な
い
の
で
あ
る
。
ど
こ
か
に
頼
り
と
す
べ
き
場
所
を
求
め
て
い
な
が
ら
、
そ
れ

は
観
念
化

さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
体
の
あ
る
故
郷
と
い
っ
た
ん

切
れ
て

し
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
ふ
る
さ
と
と
い
う
も
の
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
現



二、都市人と故郷

代
人
の
ふ
る
さ
と
観
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
異
郷
と
し
て
の
都
市
に
住
む
出
郷

者
は
都
市
の

中
に
ふ
る
さ
と
を
求
め
、
拒
否
さ
れ
続
け
る
の
で
あ
る
。
都
市
は
ま

だ

ふ

る
さ
と
に
な
る
だ
け
の
準
備
が
整
え
ら
れ
て
い
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。

二
、
都
市
人
と
故
郷

　
東
京
都
調
布
市
は
、
昭
和
三
十
年
に
北
多
摩
郡
調
布
町
と
神
代
町
と
が
合
併

し
て
生
ま
れ
た
市
で
あ
る
。
多
摩
川
の
北
の
台
地
上
及
び
湧
水
を
集
め
て
流
れ

る
川
沿
い
に
集
落
が
展
開
し
て
い
た
が
、
甲
州
街
道
沿
い
に
は
近
世
に
街
村
が

発
達

し
て
い
た
。
近
代
以
降
東
京
の
近
郊
農
村
と
し
て
の
性
格
が
強
か
っ
た
が

特
に

京
王
線
電
車
で
新
宿
ま
で
一
時
間
以
内
で
到
着
す
る
交
通
の
便
に
よ
っ

て
、
現
在
で
は
近
郊
住
宅
地
と
し
て
一
層
発
展
し
て
き
て
い
る
。
新
市
成
立
以

後
の
人
口
増
加
の
状
態
は
、
表
3
に
見
ら
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。
昭
和
三
十
年

代
に
飛
躍
的
に
人

ロ
が
増
大
し
、
そ
れ
以
後
は
、
増
大
の
ス
ピ
ー
ド
こ
そ
落
ち

た
も
の
の
、
ま
だ
ま
だ
増
大
の
傾
向
に
あ
る
。

　

こ
の
調
布
市
で
は
「
ふ
る
さ
と
」
と
い
う
も
の
を
、
ど
の
よ
う
に
見
て
い
る

で

あ
ろ
う
か
。
こ
こ
二
か
年
ほ
ど
の
市
報
の
記
事
を
対
象
と
し
て
概
観
し
て
み

よ
う
。
市
報
を
対
象
と
し
た
の
は
、
こ
れ
が
市
の
広
報
紙
で
あ
り
、
行
政
と
し

て

の
、
す
な
わ
ち
都
市
側
の
考
え
方
が
よ
り
端
的
に
表
れ
て
い
る
と
考
え
た
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
調
布
市
は
先
述
の
よ
う
に
近
郊
都
市
と
し
て
の
発
展
が
著
し

表3　人口及び世帯数

人　　　　　　　　口 世　　　帯　　　数

人・前勒1・・勒 世帯1前年⇒・・馳
1世帯当
り家族数

昭和30年 ・臥362i　［ 1　　　　　9，650　i　　　　　　　　　l

4．70

4．19

3．69

3．38

3．07

2．70

2．53

1．70

3．32

4．83

5．93

6．93

7．54

1．70

1．95

1．45

1．23

1．17

1．09

16，385

32，019

46，573

57，247

66，918

72，792

1．51

2．60

3．47

3．88

3．98

4．07

1．51

1．72

1．33

1．12

1．03

1．02

68，621

118，004

157，488

175，924

180，535

184，407

35

ω

45

50

55

60

い

が
、
そ
れ
で
も
か
つ
て
の
農
村
の

景
観
を

残

し
た
り
、
そ
の
名
残
り
を

見
出
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

昭
和
六
十
年
八
月
十
一
日
に
は
、
第

二
八
回

調
布
市
郷
土
芸
能
祭
ぼ
や
し

保
存
大
会
が
開
か
れ
、
市
内
一
二
か

町
の

祭
ぼ

や

し
が
出
演
し
、
山
車
も

出
さ
れ
た
（
市
報
六
五
四
号
）
。
当
然

こ
の
祭
ぼ
や
し
の
背
後
に
は
、
そ
れ

が
演

じ
ら
れ
奉
納
さ
れ
る
各
集
落
の

鎮
守
と
そ
の
祭
り
が
存
在
し
て
い

る
。
祭
ば
や
し
を
伝
承
す
る
た
め
に

保
存
会
が
作
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
保

存
会
が
な
く
て
は
維
持
で
き
な
く
な

っ

て

い

る
と
い
う
現
状
は
あ
っ
て

も
、
こ
れ
だ
け
の
祭
ば
や
し
が
演
じ

ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
だ

そ
の

支
持
基
盤
が
存
在
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
た
調
布
に
は
「
ち
ょ
う
ふ
八
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「ふるさと」の変貌

景
」
と
称
す
る
も
の
も
あ
る
（
市
報
六
四
八
号
）
。
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
深
大
寺
と
神
代
植
物
公
園

　
　
四
季
の

多
摩
川
と
花
火

　
　
調

布
不
動
尊
と
国
領
神
社
の
千
年
藤

　
　
実
篤
公
園
と
記
念
館

　
　
近
藤
勇
の
史
跡
と
野
川
公
園

　
　
上
石
原
若
宮
八
幡
と
は
け
の
緑

　
　
布
多
天
神
と
市

　
　
花
菖
蒲
と
百
花
苑

　

こ
こ
に
数
え
上
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
中
に
は
、
非
常
に
新
し
い
も
の
も
含

ま
れ
て
い
る
。
い
つ
ど
の
よ
う
な
経
過
で
選
ぽ
れ
た
も
の
か
、
ど
の
程
度
に
市

民
の

支
持
を
得
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
な
ど
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
不
明
で

あ
る
。
ま
た
こ
れ
ら
は
名
所
旧
跡
と
で
も
称
し
た
方
が
よ
い
も
の
で
、
必
ず
し

も
伝
統
的
な
八
景
を
ふ
ま
え
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
数
え
上
げ
ら
れ
て
い
る

も
の
も
二
つ
ず
つ
で
あ
る
か
ら
十
六
景
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も

っ

と
も
二
番
目
に
数
え
ら
れ
て
い
る
「
四
季
の
多
摩
川
」
な
ど
と
い
う
の
は
季

節
ご
と
に
数
え
て
も
四
景
で
あ
り
、
条
件
を
考
慮
す
る
と
す
れ
ぽ
数
え
ら
れ
な

い
ほ

ど
の
数
に
な
ろ
う
。
具
体
性
に
は
乏
し
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
と
も
か
く
、

調
布
市
域
に
お
い
て

美
し
い
自
然
を
見
出
そ
う
と
し
、
ま
た
伝
統
を
ふ
ま
え
よ

う
と
す
る
姿
勢
は
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
そ
の
ほ
か
、
「
納
涼
ふ
る
さ
と
ま
つ
り
」
が
八
月
二
十
四
、
二
十
五
日
に
行

わ
れ
た

こ
と
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
（
市
報
六
五
五
号
）
。
こ
こ
で
行
わ
れ
た
も

の

は
、
前
夜
祭
と
し
て
は
、
カ
ラ
オ
ケ
熱
唱
コ
ン
テ
ス
ト
、
ヤ
ン
グ
ミ
ュ
ー
ジ

ッ

ク
フ
ェ
ス
テ
バ
ル
、
ミ
ス
調
布
コ
ン
テ
ス
ト
な
ど
で
あ
っ
た
。
ま
た
納
涼
お

ど
り
と
し
て
調
布
音
頭
も
踊
ら
れ
た
。
こ
の
ほ
か
パ
レ
ー
ド
や
「
ち
び
っ
こ
わ

ん
ぱ

く
す
も
う
大
会
」
「
近
藤
勇
を
偲
ぶ
会
剣
舞
」
が
行
わ
れ
、
露
店
・
夜
店

な
ど
も
出
さ
れ
た
。
神
社
と
は
無
縁
の
作
ら
れ
た
祭
り
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
を

「
ふ

る
さ
と
ま
つ
り
」
と
称
す
る
と
こ
ろ
に
も
一
つ
の
姿
勢
を
見
て
と
る
こ
と

が
で
き
る
。
祭
り
は
地
域
を
意
識
し
、
そ
れ
を
あ
え
て
「
ふ
る
さ
と
」
と
称
す

る
の
で
あ
る
。
旧
来
の
田
舎
と
し
て
の
性
格
を
残
し
つ
つ
も
、
そ
こ
に
在
住
す

る
新
住
人
を
地
域
に
と
り
込
ん
で
い
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
調
布
を
新
住
人

の

ふ

る
さ
と
と
し
て
も
機
能
さ
せ
た
い
と
い
う
願
望
と
い
っ
た
方
が
よ
い
の
か

も
知
れ
な
い
。
し
か
し
市
自
体
が
ふ
る
さ
と
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
張
っ
て
い
る
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
。

　

「
市
報
」
の
企
画
に
「
ふ
る
さ
と
み
つ
け
た
」
と
い
う
写
真
を
主
に
し
た
記

事
が

あ
る
。
タ
イ
ト
ル
を
そ
の
ま
ま
理
解
す
れ
ぽ
、
す
で
に
調
布
市
に
お
け
る

日
常
生
活
の
中
で
、
め
っ
た
に
目
に
触
れ
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
「
ふ
る
さ

と
」
が
こ
こ
に
は
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ぽ
、

こ
こ
に
と
り
上
げ
ら
れ
る
も
の
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
市
の
広
報
紙
の
考
え
る

1
行
政
レ
ベ
ル
で
考
え
る
ー
「
ふ
る
さ
と
」
と
い
う
も
の
が
理
解
で
き
る
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表4　ふるさとみつけた

号 ・付1場 所 対 象1 備 考

646

8
3
5
8
0
2
5

4
5
5
5
ρ
0
6
6

6
6
（
◎
6
6
6
（
◎

766

Q
∨
5
7
Q
V
O
2
5

ρ

0
7
7
7
0
】
9
0
∨

ρ0

6
6
6
ρ
O
戸
0
ρ
0

昭和60年
　4月20日

　5月20日

　7月20日

　8月20日

　9月20日

　10月20日

　11月20日

　12月20日

昭和61年
　1月20日

　2月20日

　4月20日

　5月20日

　6月20日

　10月20日

　11月20日

　12月20日

若葉町3丁目

仙川町3丁目

佐須町，佐須街道

深大寺，水生植物園

上石原2－48－2

国領町5丁目

東つつじケ丘1－15

深大寺南町2丁目

深大寺北町3－26

国領町7－11

仙川町3丁目17

深大寺元町5丁目

野川公園

下石原八幡神社

多摩川住宅

電通大グランド付近

緑の坂道

竹の子畑の竹林

早苗田に浮ぶ松林

水生植物園

坂

布田駅

滝坂

ひきずり坂

雑木林

檸

仙川

深大寺裏の小道

野川公園

獅子舞

日だまり

多摩川

静寂

竹林，揚羽蝶，竹の子

早苗田，松林、神明様

湿原，調布の原風景

ハケ道，畑道，今は昔の景色

木造の駅舎

馬宿，遠い昔の景色

蛍，沢ガニ，伝説，枯れ木立

枯葉，くず掃き

武蔵野の風景

武蔵野の面影

鳥，木

小川，水遊び

祭り

街路樹

多摩刀L夕暮れ，川の流れ

　

し
か
し
、
調
布
市
民
に
と
っ
て
調
布
が
「
ふ
る
さ
と
」
で
あ
る
の
は
自
明
の

理
で
あ
り
、
あ
え
て
そ
れ
を
強
調
す
る
必
要
は
な
い
と
す
る
考
え
方
が
あ
る
よ

で

あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
と
り
上
げ
て
い
る
も
の
を
一
覧
表
に
し
て
み
よ
う
（
表

4
）
。
こ
う
し
て
見
る
と
、
台
地
上
に
立
地
す
る
と
い
う
調
布
市
の
自
然
条
件

と
し
て
特
徴
の
あ
る
坂
道
を
対
象
と
し
て
い
る
の
が
目
立
つ
。
し
か
も
そ
れ
ら

は
緑

の
、
あ
る
い
は
葉
を
落
し
た
木
々
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
と
ら
え
ら
れ
て

い

る
。
こ
れ
は
当
然
、
木
や
川
な
ど
と
い
う
か
つ
て
の
武
蔵
野
の
風
景
と
結
び

つ
い
て

い

る
。
記
事
の
中
に
「
調
布
の
原
風
景
が
浮
か
び
あ
が
る
」
（
六
五
五

号
）
、
「
遠
い
昔
の
景
色
の
中
に
身
を
置
く
」
（
六
六
二
号
）
、
「
武
蔵
野
の
風
景
」

（
六
六
九
号
）
、
「
武
蔵
野
の
面
影
を
残
す
土
手
伝
い
」
（
六
七
五
号
）
な
ど
と
あ

る
の
が
そ
の
何
よ
り
の
証
で
あ
る
。
い
わ
ぽ
豊
か
な
自
然
と
か
つ
て
の
村
の
生

活
に
基
盤
を
お
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
護
岸
工
事
の
施
さ
れ
た
仙
川
も
取
り
上

げ
ら
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
中
心
は
そ
の
整
備
さ
れ
た
川
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

季
節
の
花
の
咲
く
土
手
な
の
で
あ
る
。
自
然
以
外
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
も

の

と
し
て
京
王
線
布
田
駅
が
あ
る
。
こ
れ
は
木
造
の
駅
舎
と
い
う
今
で
は
珍
し

く
な
っ
た
古
び
た
建
物
に
関
心
が
あ
る
の
で
あ
る
。
獅
子
舞
を
取
り
上
げ
た
の

も
基
本
的
に
は
同
様
で
あ
ろ
う
。
た
だ
一
つ
武
蔵
野
と
縁
の
な
い
の
は
多
摩
川

住
宅

で
あ
る
（
六
九
二
号
）
。
し
か
し
こ
れ
と
て
も
街
路
樹
が
対
象
で
あ
り
、

季
節
感
に
そ
の
関
心
は
あ
っ
た
。
現
在
よ
り
過
去
に
ふ
る
さ
と
を
認
め
よ
う
と

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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う
で
あ
る
。
市
制
施
行
当
時
よ
り
世
帯
数
に
し
て
約
八
倍
、
人
口
に
し
て
四
倍

以
上
に

も
な
り
、
新
住
民
が
圧
倒
的
に
多
く
な
っ
て
も
、
三
十
年
と
い
う
年
月

の

中
で
の
増
加
で
あ
る
た
め
、
旧
住
民
と
新
住
民
と
の
間
の
軋
礫
が
そ
れ
ほ
ど

表
立
た

な
か
っ
た
た
め
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
新
住
民
に
対
し
て
調
布
を
ふ
る
さ

と
と
す
べ
き
だ
と
す
る
強
い
呼
び
か
け
は
、
広
報
紙
を
通
じ
て
は
行
わ
れ
て
い

な
い
。
と
い
う
よ
り
「
ふ
る
さ
と
」
と
い
う
こ
と
ぽ
を
あ
え
て
用
い
る
必
要
性

を

感
じ
て
い
な
い
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ

よ
り
も
目
立
つ
の
は
、
調
布
市
と
姉
妹
都
市
の
関
係
に
あ
る
、
長
野
県

下
高
井
郡
木
島
平
村
に
作
ら
れ
た
木
島
平
山
荘
を
中
心
と
し
て
の
「
第
二
の
ふ

る
さ
と
」
づ
く
り
の
考
え
方
で
あ
る
。
木
島
平
山
荘
は
三
億
八
一
〇
〇
万
円
を

投

じ
て
建
設
し
た
地
上
四
階
地
下
一
階
の
保
養
所
で
、
収
容
人
員
一
〇
〇
名
で

あ
る
。
昭
和
六
十
年
七
月
二
十
三
日
に
落
成
式
を
あ
げ
た
。
こ
れ
に
関
す
る
記

事
は
毎

月
の
よ
う
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
巨
額
の
経
費
を
投
じ
た
も
の
で
あ
る

か

ら
、
そ
の
関
心
の
強
さ
は
当
然
で
も
あ
る
。
こ
の
山
荘
の
落
成
を
機
に
姉
妹

都

市
の
調
印
も
行
わ
れ
た
が
、
こ
こ
を
拠
点
と
し
て
、
「
四
季
折
々
の
自
然
と

の

ふ
れ
あ
い
、
市
民
と
村
民
と
の
交
流
」
（
六
五
四
号
）
を
は
か
る
こ
と
に
よ

っ

て
、
木
島
平
村
を
第
二
の
ふ
る
さ
と
と
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん

第
一
の
ふ
る
さ
と
は
調
布
で
あ
る
。
ど
ん
な
人
で
も
調
布
に
住
ん
で
い
る
者

は
調
布
を
ふ
る
さ
と
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
無
言
の
規
制
が
そ
こ
に
は
存
在

す

る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
一
体
な
ぜ
第
二
の
ふ
る
さ
と
が
必
要
な
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
れ
に
対
す
る
明
確
な
理
由
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
木
島
平
村

の
四
季
折
々
の
自
然
と
、
村
人
の
素
朴
さ
と
の
強
調
な
ど
か
ら
察
す
る
と
、
調

布
な
ど
で
は
す
で
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
豊
か
な
自
然
や
素
朴
さ
を
他
に
求
め

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
補
完
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
に
思
わ
れ
る
。
ふ
る
さ
と
と

い

う
か
ら
に
は
、
そ
う
し
た
も
の
が
ど
う
し
て
も
必
要
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に

は
父
祖
伝
来
の
地
と
か
、
心
の
支
え
と
か
と
い
う
よ
う
な
も
の
に
対
す
る
関
心

は
そ
れ
ほ

ど
強
く
見
出
せ
な
い
。
生
活
の
根
拠
地
と
し
て
の
調
布
と
、
そ
こ
に

は

な
い
も
の
を
木
島
平
村
に
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
い
わ
ぽ
、
第
一
の
ふ
る

さ
と
と
第
二
の
ふ
る
さ
と
と
が
一
緒
に
な
っ
て
、
は
じ
め
て
「
ふ
る
さ
と
」
が

完
結
す
る
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
、
都
市
で
は
す
で
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
、
田
舎
に
こ
そ
あ

る
と
思
わ
れ
る
も
の
を
求
め
よ
う
と
す
る
の
は
、
調
布
の
第
二
の
ふ
る
さ
と
づ

く
り
に
見
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
い
。
都
市
に
住
む
人
々
の
か
な
り
強
い
考
え
方

で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
田
舎
に
こ
そ
あ
る
も
の
の
う
ち
、
山
や
川
な
ど
と
い
う
自

然
環
境
は
な
か
な
か
容
易
に
は
手
に
入
ら
な
い
。
出
郷
者
た
ち
は
盆
暮
に
故
郷

に

帰
っ
て
、
自
然
と
な
つ
か
し
い
思
い
出
に
浸
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ

の

自
然
は
必
ず
し
も
昔
の
ま
ま
で
は
な
く
、
故
郷
は
退
歩
し
て
い
く
。
ま
た
故

郷

と
疎
遠
に
な
っ
た
り
、
都
会
生
れ
、
都
会
育
ち
の
者
た
ち
も
増
加
し
て
く
る
。

仮
に
豊

か

な
自
然
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
て
も
、
そ
れ
は
日
常
的
な
も
の
で
は

な
い
。
ほ
ん
の
短
時
間
の
で
き
ご
と
な
の
で
あ
る
。
父
祖
の
地
・
墳
墓
の
地
と
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強

く
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
れ
ば
、
短
時
間
で
あ
っ
て
も
「
ふ
る
さ
と
」
の
意
識

は
強
調
さ
れ
え
よ
う
。
し
か
し
、
都
市
に
定
着
し
、
帰
属
意
識
が
強
く
な
り
、

単

な
る
非
都
市
が
ふ
る
さ
と
と
感
じ
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
よ
う
な
状
態
に
お
い

て

は
、
田
舎
1
ふ
る
さ
と
は
普
遍
化
さ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
田
舎
風
の

も
の
は
す
べ
て
ふ
る
さ
と
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
例
え
ぽ
、
朝
日
新
聞
マ
リ
オ
ン
版
に
「
ふ
る
さ
と
情
報
」
と
い
う
欄
が
あ
る
。

こ
こ
で
情
報
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
各
地
の
特
産
品
で
あ
る
。

そ
の

特
産
品
を

様
々
な
形
式
で
、
都
市
か
ら
の
要
望
に
応
じ
て
宅
配
し
よ
う
と

し
て
い
る
情
報
な
の
で
あ
る
。
昭
和
六
十
一
年
十
一
月
十
三
日
の
情
報
は
「
ふ

る
さ
と
会
員
制
度
」
で
あ
っ
た
。
年
間
幾
ら
か
の
会
費
を
払
込
め
ぽ
い
ろ
い
ろ

の

特
産

品
を
送
っ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
「
民
話
の
ふ
る
さ
と
新
鮮

便
」
と
称
す
る
の
は
岩
手
県
遠
野
市
の
も
の
で
あ
る
。
り
ん
ど
う
コ
ー
ス
ニ

万
円
で
年
二
回
）
、
や
ま
ど
り
コ
ー
ス
（
二
万
円
で
年
三
回
）
、
い
ち
い
コ
ー
ス

（
三
万
円
で
年
四
回
）
の
三
つ
の
コ
ー
ス
が
あ
り
、
や
ま
め
の
燥
製
、
鏡
も
ち
、

地
鶏
、
マ
イ
タ
ケ
な
ど
を
送
っ
て
く
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
「
ふ
る
さ

と
」
を
連
想
す
る
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
名
称
を
つ
け
て
特
産
品
を
販
売
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
ふ
る
さ
と
パ
ッ
ク
」
（
山
形
県
米
沢
市
）
な
ど
と
も

称
さ
れ
、
文
字
通
り
「
ふ
る
さ
と
」
を
販
売
す
る
わ
け
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ

ぽ
、
「
ふ
る
さ
と
」
は
買
え
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
坪
井
洋
文
氏
は
都
市
民
の
認
識
す
る
故
郷
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

　
　
　
か

つ
て

民
俗
学
的
研
究
の

主

な
対
象
と
し
て
い
た
ム
ラ
の
生
活
風
景

　
　

は
、
生
き
生
き
と
し
た
生
産
の
場
と
し
て
の
意
味
を
喪
い
な
が
ら
、
死
者

　
　
の

霊
魂
だ
け
が
集
ま
る
他
界
的
風
景
へ
と
、
静
か
な
移
ろ
い
を
開
始
し
て

　
　
い

る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
都
市
生
活
者
に
と
っ
て
、
自
分
の
居
住
し
て

　
　
い

る
都
市
空
間
と
、
自
分
が
生
ま
れ
育
っ
た
故
郷
空
間
と
は
、
現
世
次
元

　
　
で
は
連
続

し
た
空
間
で
あ
っ
て
も
、
死
ん
だ
肉
親
や
自
分
の
死
後
と
の
関

　
　
係
に
お
い
て
は
、
異
次
元
の
空
間
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
認
識
な
く
し

　
　
て

は
、
山
村
の
民
俗
の
変
化
が
現
代
に
問
い
か
け
て
い
る
意
味
は
理
解
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
き
な
い
と
い
う
ひ
と
つ
の
証
言
で
も
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

と
。
都
市
と
故
郷
と
は
、
現
世
に
お
い
て
は
連
続
し
た
空
間
で
あ
っ
て
も
、
死
後

に
お

い
て

は
異
次
元
の

空
間
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
現
代
の
都
市
民
の
故
郷
観
が
的
確
に
把
握
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た

認
識

と
と
も
に
、
少
な
く
と
も
先
に
見
た
よ
う
な
売
買
さ
れ
る
ふ
る
さ
と
か
ら

す

る
と
、
そ
の
連
続
し
て
い
る
都
市
と
故
郷
と
の
空
間
は
、
相
互
に
ど
こ
ま
で

も
拡
散
し
合
っ
て
、
そ
の
境
域
を
あ
い
ま
い
に
し
、
個
性
を
失
い
つ
つ
あ
る
と

見

る
こ
と
も
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
も
人
々
は
、

「
ふ

る
さ
と
」
と
い
う
こ
と
ぽ
に
異
常
に
強
く
固
執
す
る
。
都
会
人
は
自
ら
の

住
む

と
こ
ろ
に
価
値
を
お
き
、
そ
こ
に
生
活
基
盤
を
据
え
る
。
そ
う
し
た
意
味

で

は
都
市
を

ふ

る
さ
と
と
し
よ
う
と
し
な
が
ら
、
感
情
的
に
は
他
の
地
域
に
ふ

る
さ
と
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
連
続
し
た
空
間
の
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中
で
二
つ
の
世
界
が
重
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
態
か
ら
す
る

と
、
現
世
に
お
い
て
も
す
で
に
そ
の
連
続
し
た
空
間
は
、
異
次
元
的
な
様
相
を

帯
び
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
こ
れ
は
、
全
国
的
に
都
市
化
が
進
行
し
て
い
る
現
状
か
ら
す
れ
ぽ
、

し
か
た
の
な
い
こ
と
で
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
非
都
市
的
状
況
の
中
に
ふ
る

さ
と
を
見
出
す
が
、
実
は
そ
の
非
都
市
的
な
状
況
が
し
だ
い
に
影
を
ひ
そ
め
て

い

る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
で
は
非
都
市
的
状
況
と
い
う
の
は
、
都
市

化
現
象
の
中
で
作
り
出
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
作
ら
れ
た
田
舎
で
あ
る
な

ら
ば
、
消
費
さ
る
べ
き
対
象
と
し
て
都
市
で
売
買
さ
れ
る
こ
と
も
や
む
を
得
ま

い
。
そ
れ
は
、
都
市
化
に
蚕
食
さ
れ
、
田
舎
が
そ
の
性
格
を
弱
め
て
い
く
中
で
、

あ
え
て
作
り
出
し
た
虚
像
と
で
も
い
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
デ
パ
ー

ト
の
販
売
企
画
に
、
各
地
の
特
産
物
を
集
め
て
販
売
す
る
も
の
が
あ
り
、
そ
れ

が

「
ふ

る
さ
と
」
と
い
う
こ
と
ば
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
売
ら
れ

て

い

る
の
は
ふ
る
さ
と
ら
し
さ
ー
非
都
市
ら
し
さ
ー
で
あ
る
。
異
郷
と
対

比

さ
れ
、
別
の
世
界
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
異
郷
を
通

し
て
自
ら
の
世
界
を
認
識
す
る
と
い
う
緊
張
関
係
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
っ
て

よ
い
。

　
そ
れ
で

は
、
都
市
に
と
っ
て
ふ
る
さ
と
は
す
で
に
不
必
要
な
も
の
に
な
っ
て

い

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
は
思
わ
れ
な
い
。
都
市
人
が
い
か
に
ふ
る
さ
と
を

求
め
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
「
ふ
る
さ
と
」
と
い
う
こ
と
ぽ
の
氾
濫
に
よ

っ

て

も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
た
だ
そ
の
ふ
る
さ
と
は
底
の
浅
い
も
の
と
な
っ
て

い

る
の
で
あ
る
。
手
軽
に
売
買
で
き
る
よ
う
な
も
の
が
多
い
の
で
あ
る
。
都
市

の

優
越
を
信
じ
、
そ
の
上
で
ふ
る
さ
と
と
し
て
の
田
舎
を
求
め
る
都
市
民
の
認

識

を
、
そ
こ
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
墳

墓
を
田

舎
か

ら
都
市
に
移
し
、
父
祖
伝
来
の
地
と
し
だ
い
に
疎
遠
に
な
っ
て
い

こ
う
と
す
る
人
々
の
存
在
と
、
無
関
係
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
か
つ
て
都

市

は
、
田
舎
の
人
々
が
育
み
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
今
、
都
市
民
は
そ

の

田
舎
を
ど
う
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
単
な
る
消
費
の
対
象
と

す

る
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。
過
去
の
思
い
出
の
地
と
し
て
懐
旧
の
念
の
対
象
と
す

る
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。
都
市
の
母
胎
と
し
て
の
田
舎
の
存
在
を
、
も
う
一
度
評

価
し
な
お
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

註（
－
）
明
治
時
代
の
若
い
出
郷
者
達
と
故
郷
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
木
村
龍
生
著

　

『
序
章
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
』
（
昭
和
五
十
五
年
）
で
も
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
2
）
　
『
定
本
柳
田
国
男
集
』
第
二
四
巻
、
筑
摩
書
房
所
収
。

（
3
）
同
前
二
三
五
頁
か
ら
二
五
四
頁
。

（
4
）
同
前
二
四
二
頁
。

（
5
）
同
前
。

（
6
）
同
前
二
四
四
頁
。

（
7
）
同
前
二
四
五
頁
以
下
。

（
8
）
同
前
二
三
六
頁
。

（
9
）
池
田
憲
一
『
昭
和
流
行
歌
の
軌
跡
』
二
五
五
頁
、
白
馬
出
版
、
昭
和
六
十
年
。
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（
1
0
）
古
茂
田
信
男
・
島
田
芳
文
・
矢
沢
保
・
横
沢
千
秋
編
『
日
本
流
行
歌
史
』
戦
前

　
　
編
・
戦
後
編
、
社
会
思
想
社
（
昭
和
五
十
五
年
・
五
十
六
年
）
所
収
の
も
の
よ
り

　
　
抽
出
。

（11

）

坪
井
洋
文

「
故
郷

と
都
市
民
」
『
民
俗
再
考
ー
多
元
的
世
界
へ
の
視
点
ー
』
二

　
　
一
九
頁
。
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
。
昭
和
六
十
一
年

　

追
記
　
本
稿
は
昭
和
六
十
三
年
二
月
に
脱
稿
、
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　

そ
れ
以
降
本
稿
と
同
様
に
流
行
歌
等
を
対
象
と
し
た
次
の
よ
う
な
論
考
が
公
表

　

さ
れ
て
い
る
。
残
念
な
が
ら
本
稿
に
は
こ
う
し
た
成
果
を
と
り
入
れ
る
こ
と
は
で

　

き
な
か
っ
た
。

　
　

宮

田
　
登
「
流
行
歌
の
中
の
「
故
郷
」
観
」
『
春
秋
生
活
学
』
第
三
号
、
昭
和
六

　
　

十
三
年
一
〇
月

　
　

小
川
正
賢
、
高
橋
み
ゆ
き
、
関
聖
・
子

　
　
　
　
「
日
本
の
昔
話
と
わ
ら
べ
う
た
に
潜
む
自
然
観
の
抽
出
」
『
季
刊
人
類
学
』

　
　
　

二
〇
ー
一
　
平
成
元
年
三
月

　
　

朝
倉
喬
司
『
流
行
唄
の
誕
生
』
青
弓
社
　
平
成
元
年
六
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
國

學
院
大
学
　
文
学
部
）

二、都市人と故郷
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Transfiguration　of　One’s“Home”

KuRAIsHI　Tadahiko

　　　The“Furusaso”（home　or　Ilative　places）which　residents　of　cities　recall　in

mind，　what　implication　does　it　have？

　　　After　YANAGITA　Kunio，　the　famous　folklorist，　the　native　places　or　home　the

inhabitants　of　cities　recall　in　mind　or　imagine　from　time　to　time　after　their

departure　therefrom　are　nothing　but　an　illusion．　They　are　kept　deep　in　mhld

and　felt　in　keen　contrast　with　the　strange　lands　they　now　live　in．　Thus　their

home　or　native　places　change　incessantly三n　their　mind，　he　says．

　　What　is　the　identity　of　the“home”sung　in　our　popular　songs？In　most　cases，

they　are　no　ther　than　some　souvenirs　in　their　childhood　and　the　nature

which　fostered　it．　There　are　living　their　parents　and　other　familiar　persons．

Though　what　is　really　meant　by　the　word“Furu・sato”or　home　is　dependent

on　each　persons，　there　always　are　the　existence　of　Mother　Nature　and　that　of

familiar　persons．　Moreover　this“Natur♂is　closely　Iinked　with　the　existence　of

their　villages　which　have　gradually　been　beautified　in　their　imagination．　In

other　words，　the　native　places　are　an　antagonism　of　cities．　In　this　antagonism，

one　side　is　an　imaginary　world　and　the　other，　the　reality；peaceful　life　one　the

one　hand，　and　the　struggles　in　this　world，　on　the　other．

　　In　1950　s　however，　with　their　longer　life　in　urban　areas，　there　came　a　plenty

of　popular　songs　which　allowed　them　to　find　the“raison　d，etre”in　their　urban

life．　In　these　cases，　their“home”were　displaced　into　the　most　city・like　places．

This　implies　that　the　conversion　of　value　began　in　these　days　from　village－like

things　into　urban　things．　But　our　cities　cannot　still　be　our　own“home”．

　　The“home”as　appeared　in　the　public　relations　bulletins　published　l）y　Chofu

City，　Tokyo　has　two　different　faces．　One　of　them　has　been　rooted　in　it　that

their　actual　home　is　there　as　base　and　center　of　their　very　life，　namely　rooted

into　the　reality．　The　other　face　is　settlement・1ike　one　such　as　tradition，　nature

and　so　forth，　which　can　provoke　yearning　for　good，01d　days．　III　conclusion，　the

“home”as　seen　in　the　urban　life　remain　illusory　under　the　conditions　of　which

we　can　yet　hardly　recognize　our　home　in　our　daily　urban　life　in　cities．
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