
都
市
に

再
生
す
る
歓
楽
と
し
て
の
”
民
俗
音
楽
”

小

　
島
美
　
子

　
は
じ
め
に

一、

江
戸
か
ら
東
京
へ
の
庶
民
の
音
楽
活
動

ω

わ
ら
べ
歌

②
庶
民
の
歌

　
㈲
　
祭
り
の
芸
能

　
ω
　
民
俗
音
楽
が
成
り
立
つ
条
件

二
、
宮
崎
県
椎
葉
村
の
民
俗
音
楽
の
動
き

三
、
現
代
の
都
会
の
庶
民
の
音
楽
活
動

は

じ
め
に

　
　
　
こ
の
三
十
年
ほ
ど
の
間
に
、
私
は
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
ス
タ
イ
ル
の
音
楽
に
関
わ

　
　
っ
て
き
た
。
ク
ラ
シ
ッ
ク
、
ジ
ャ
ズ
、
歌
謡
曲
も
含
む
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
音
楽
、
日

　
　
本
の
古
典
的
な
伝
統
音
楽
、
日
本
の
民
俗
音
楽
、
非
欧
米
の
諸
民
族
の
音
楽
、
ま

　
　
た
そ
の
現
代
化
し
た
形
の
、
広
い
意
味
の
ワ
ー
ル
ド
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
な
ど
、
お

…ξ累
で
！
ξ
き
る
大
部
分
の
種
類
の
音
黍
そ
の
中
簑

　
　
れ

る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ら
へ
の
関
わ
り
方
は
時
期
に
よ
っ
て
も
違
い
、
ま
た
関
わ

り
方
の
深
さ
も
軽
重
さ
ま
ざ
ま
だ
。
し
か
し
そ
の
関
わ
り
方
は
、
何
か
外
的
な
要

因
で
規
制
さ
れ
た
も
の
は
、
子
ど
も
の
時
代
か
ら
の
ク
ラ
シ
ッ
ク
だ
け
で
あ
る
。

こ
れ
は
私
が
自
分
で
判
断
で
き
る
力
を
つ
け
る
前
か
ら
、
家
庭
と
学
校
で
教
育
さ

れ
た

も
の
で
、
し
た
が
っ
て
私
は
ク
ラ
シ
ッ
ク
育
ち
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ

し
て
私
が
自
分
な
り
の
音
楽
観
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
日
本
の
音
楽
教
育

を

支
配
す

る
ク
ラ
シ
ッ
ク
ー
1
音
楽
と
い
う
音
楽
観
の
誤
り
に
気
が
付
き
、
そ
れ
か

ら
あ
ら
ゆ
る
ジ
ャ
ン
ル
の
音
楽
に
心
と
耳
を
開
放
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
。

　

こ
う
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
音
楽
に
関
わ
っ
て
み
て
、
私
が
最
終
的
に
も
っ
と
も
大

切
に

し
な
け
れ
ば
と
知
っ
た
の
は
、
日
本
の
民
俗
音
楽
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
い

ろ
い
ろ
あ
る
。
日
本
の
音
楽
史
で
も
っ
と
も
古
い
伝
統
を
も
ち
、
圧
倒
的
に
多
数

の

人
々
が
自
ら
演
じ
楽
し
ん
で
き
た
音
楽
で
あ
り
、
各
時
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
芸
術

的
な
音
楽
の
ベ
ー
ス
と
な
っ
て
き
た
こ
と
な
ど
も
大
き
な
理
由
で
あ
る
。
さ
ら
に

民
俗
音
楽
は
現
代
に
生
き
る
B
本
人
で
あ
る
私
た
ち
に
と
っ
て
も
、
も
っ
と
も
自

然

な
音
楽
で
あ
る
。
い
ま
こ
の
稿
を
書
い
て
い
る
間
に
も
、
石
焼
き
イ
モ
売
り
が

外
を
通
っ
て
い
っ
た
が
、
そ
の
売
り
声
は
ま
っ
た
く
わ
ら
べ
歌
調
の
メ
ロ
デ
ィ
で

321
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あ
っ
た
。
私
宅
は
東
京
都
文
京
区
だ
か
ら
、
い
わ
ば
東
京
都
心
に
か
な
り
近
い
所

だ

が
、
石
焼
き
イ
モ
売
り
は
東
京
外
か
ら
や
っ
て
く
る
季
節
労
働
者
な
の
で
、
と

く
に
民
俗
音
楽
的
要
素
を
色
濃
く
も
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
い
ま

の

石
焼
き
イ
モ
売
り
だ
け
で
な
く
、
焼
き
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
や
竿
竹
な
ど
を
売
り
歩

く
人
々
も
、
た
ま
に
く
る
が
、
そ
れ
ら
の
売
り
声
も
、
す
べ
て
民
謡
の
テ
ト
ラ
コ

ー
ド
（
民
謡
音
階
の
基
本
単
位
と
な
る
四
度
構
造
、
た
と
え
ば
ラ
ド
レ
の
音
程
関

係
）
を
も
と
に
し
た
わ
ら
べ
歌
と
同
質
の
メ
ロ
デ
ィ
で
あ
る
。
ま
た
も
ち
ろ
ん
そ

の

わ

ら
べ
歌
も
ま
だ
ま
だ
全
国
的
に
歌
わ
れ
て
お
り
、
た
と
え
ぽ
絵
か
き
歌
や

〃

せ
っ

せ
っ

せ
〃

な
ど
を
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
子
ど
も
は
お
そ
ら
く
き
わ
め
て
少

数
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
つ
ま
り
わ
ら
べ
歌
の
場
合
は
子
ど
も
た
ち
は
遊
び
の
道

具

と
し
て
、
と
く
に
歌
う
と
い
う
意
識
な
し
に
歌
い
、
も
の
売
り
た
ち
も
、
も
ち

ろ
ん
歌
う
と
い
う
意
識
な
し
に
歌
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
ま
さ
に
民
俗
音
楽

の

特
徴
を

し
っ
か
り
と
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
程
私
た
ち
に
と
っ
て
は
、
民
俗
音
楽

は

自
然
な
も
の
で
あ
る
。
も
し
も
私
た
ち
が
ク
ラ
シ
ッ
ク
に
よ
る
音
楽
教
育
を
受

け

な
け
れ
ば
、
そ
の
自
然
さ
は
さ
ら
に
拡
大
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

し
か
し
私
が
民
俗
音
楽
を
大
切
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
最
大
の
理
由
は
、
民

俗
音
楽
で
は
ひ

じ
ょ
う
に
多
く
の
人
々
自
身
が
、
自
ら
音
楽
に
よ
っ
て
自
然
に
表

現

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
音
楽
活
動
、
あ
る
い
は
音
楽
行
動
に
は
、
作
る
（
作
曲
す
る
、
歌
詞
を
作
る
）
、

歌

う
と
か
演
奏
す
る
、
聞
く
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
形
が
あ
る
。
そ
の
中
で
民
俗
音
楽

で
は
基
本
的
な

活
動
は
歌

う
と
か
演
奏
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
も
単
に

歌
う
と
か
演
奏
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
も
っ
と
積
極
的
に
、
歌
詞
を
そ
の
時
な
り

に
即
興
的

に
選
ん

で
歌
っ
た
り
、
作
っ
て
歌
っ
た
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
リ
ズ
ム
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や

メ
ロ
デ
ィ
も
そ
の
場
の
仕
事
な
ど
に
合
わ
せ
て
改
編
し
た
り
、
つ
ま
り
広
い
意
　
3

味
の
〃
作
る
〃
と
い
う
活
動
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
い
っ
て
み
れ
ば
、

民
俗
音
楽
は
い
ま
自
ら
が
感
じ
て
い
る
こ
と
を
、
そ
の
ま
ま
自
然
に
自
ら
表
現
す

る
音
楽
、
ひ
じ
ょ
う
に
自
発
的
に
表
現
す
る
表
現
行
動
と
し
て
の
音
楽
な
の
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
音
楽
活
動
、
音
楽
行
動
の
原
点
で
あ
り
、
い
ま
の
日
本
の

音
楽
全
体
の
中
で
も
っ
と
も
失
な
わ
れ
て
し
ま
っ
た
最
重
要
の
問
題
な
の
で
あ
る
。

　
そ

の

こ
と
を
私
は
民
俗
音
楽
の
調
査
の
度
ご
と
に
教
え
ら
れ
た
。
最
初
に
参
加

し
た
東
京
の
わ
ら
べ
歌
調
査
で
は
、
子
ど
も
た
ち
は
眼
の
前
で
新
し
い
絵
か
き
歌

を
ど
ん
ど
ん
作
り
、
鬼
ご
っ
こ
の
歌
な
ど
で
も
し
ば
し
ば
即
興
的
に
歌
詞
の
一
部

を

作

り
か
え
た
。
次
に
参
加
し
た
青
森
県
の
下
北
半
島
の
調
査
で
は
、
東
通
村
の

鹿
橋

と
い
う
集
落
に
し
ば
ら
く
泊
め
て
い
た
だ
い
た
が
、
夜
に
は
一
家
中
が
食
事

の

あ
と
に
ス
ト
ー
ブ
の
周
り
に
集
っ
て
、
能
舞
（
こ
の
地
方
の
山
伏
神
楽
）
の
笛

や
太
鼓
に
興

じ
た
り
、
民
謡
を
歌
っ
た
り
し
て
、
い
わ
ば
ホ
ー
ム
・
コ
ン
サ
ー
ト

に

な
る
の
も
し
ば
し
ぼ
だ
っ
た
。

　

さ
ら
に
沖
縄
や
奄
美
、
そ
し
て
い
ま
私
が
し
ぼ
し
ぼ
訪
ね
て
い
ろ
い
ろ
学
ぽ
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
す
き
　
　
　
（
1
）

て

い
た
だ

い
て

い

る
宮
崎
県
東
臼
杵
郡
椎
葉
村
な
ど
で
は
、
歌
と
い
う
も
の
は
そ

の

時
そ

の

時
の

自
分
の
気
持
を
歌
う
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
無
数
の
例
で
教
え

ら
れ
た
。
祭
り
の
あ
と
の
直
会
の
席
で
、
そ
の
時
の
祝
い
の
気
持
を
即
興
的
に
作

っ

て

歌
う
の
を
目
撃
し
た
り
、
若
い
頃
向
う
の
山
と
こ
ち
ら
の
畑
で
恋
の
歌
を
か

け

あ
っ
た
二
人
が
、
実
は
今
目
の
前
に
い
る
夫
婦
で
あ
る
と
い
う
話
を
聞
い
た
り

な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
例
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
さ
ま
ざ
ま
な
機
会
に
述
べ
て
き
た



　
　
の

で
、
い
ま
は
こ
れ
以
上
は
述
べ
な
い
。
た
だ
ご
く
最
近
の
例
を
一
つ
だ
け
あ
げ

　
　

よ
う
。
椎
葉
村
で
は
〃
つ
く
り
歌
〃
と
い
う
こ
と
ば
が
日
常
語
の
中
に
あ
る
。
と

　
　
く
に
い
い
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
の
で
も
な
く
、
軽
く
見
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
ニ
う
や
ま

　
　
な
く
、
要
す
る
に
特
別
視
さ
れ
た
こ
と
ば
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
村
の
向
山

　
　
ひ
そ
え

　
　

日
添
集
落
で
は
、
一
九
九
〇
年
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
二
十
六
日
に
か
け
て
、
他

　
　
の

集
落

と
同
じ
よ
う
に
夜
を
徹
し
て
神
楽
が
行
な
わ
れ
た
。
朝
に
な
っ
て
直
会
が

　
　
始

ま
っ
て
し
ば
ら
く
す
る
と
歌
が
次
つ
ぎ
に
歌
わ
れ
た
。
そ
れ
ら
の
歌
は
数
年
前

　
　
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
民
謡
だ
っ
た
が
、
さ
す
が
に
歌
謡
曲
の
メ
ロ
デ
ィ
に
変
わ
っ
て

　
　
し
ま
っ
た
の
は
、
カ
ラ
オ
ヶ
の
普
及
と
関
係
が
深
い
。
と
こ
ろ
が
そ
の
歌
詞
が
ほ

　
　
と
ん
ど
、
ど
こ
か
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
要
素
を
も
っ
た
〃
つ
く
り
歌
”
で
あ
る
。
中
に

　
　
は
団
体
旅
行
の
バ
ス
の
ガ
イ
ド
か
ら
教
わ
っ
た
と
い
う
歌
詞
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ

　
　
以
外
は
自
作
の
か
え
歌
で
、
そ
れ
が
ヤ
ン
ヤ
の
か
っ
さ
い
を
浴
び
て
い
た
。
つ
ま

　
　
り
〃
つ
く
り
歌
〃
の
伝
統
は
、
曲
の
性
質
が
変
わ
っ
て
も
た
く
ま
し
く
生
き
て
い

　
　
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
に
自
分
の
そ
の
時
そ
の
時
の
気
持
を
そ
の
ま
ま
歌
っ
て
表
現
す
る
と

　
　
い
う
音
楽
活
動
の
原
点
に
、
私
が
な
ぜ
民
俗
音
楽
調
査
で
始
め
て
気
が
付
い
た
か

　
　
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
私
が
そ
れ
ま
で
接
し
て
き
た
×
学
の
専

　
　
門
教
育
に
ま
で
及
ぶ
さ
ま
ざ
ま
な
音
楽
教
育
に
も
、
私
が
住
ん
で
い
る
都
市
の
音

　

楽
に
も
、
そ
れ
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
日
本
の
多
く
の
人

　
　
々
は
、
専
門
の
音
楽
家
た
ち
や
音
楽
研
究
者
や
教
育
者
た
ち
も
含
め
て
、
こ
の
原

⌒
点
に
気
が
付
い
て
い
な
㌧
…
・
ヱ
・
楽
ー
・
楽
禦
ら
；
の

　

問
題
は
も
っ
と
も
遠
く
、
実
は
そ
れ
が
日
本
の
音
楽
教
育
の
最
大
の
問
題
点
な
の

で
あ
る
。

　

今
回
の
共
同
研
究
「
都
市
空
間
に
お
け
る
呪
祭
と
歓
楽
」
の
問
題
を
、
音
楽
の

側
か
ら
見
る
と
き
、
ま
ず
最
初
に
浮
か
ぶ
問
題
は
、
　
「
都
市
空
間
に
お
け
る
呪
祭

と
歓
楽
」
の
一
環
と
し
て
音
楽
は
ど
ん
な
形
で
存
在
し
得
る
の
か
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
が
民
俗
音
楽
と
ど
ん
な
関
係
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
共
同
研
究
が
、
呪
祭
と
歓
楽
の
面
か
ら
都
市
の
民
俗
の
問
題
に
ア
プ
ロ

ー
チ
し
て
行
く
一
面
を
も
ち
、
そ
れ
に
も
触
発
さ
れ
て
、
都
市
で
は
民
俗
音
楽
は

生

き
ら
れ
る
の
か
？
　
あ
る
い
は
都
市
で
は
民
俗
音
楽
は
ど
ん
な
形
で
存
在
す
る

の

か

？
　
を
、
私
と
し
て
は
考
え
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
と
く
に
日
本

の

隅
々
に
ま
で
都
市
文
化
の
波
が
お
お
い
つ
く
そ
う
と
し
て
い
る
現
代
、
ま
た
そ

の

都
市
文
化
の

中
に
国
際
的
な
文
化
の
影
響
も
き
わ
め
て
大
き
く
な
っ
て
い
る
現

代
で
は
、
こ
の
問
題
は
今
後
の
日
本
の
音
楽
の
方
向
を
考
え
る
上
で
、
き
わ
め
て

重
要
な

意
味
を
も
つ
。
も
は
や
民
俗
音
楽
、
日
本
音
楽
の
研
究
老
と
し
て
は
、
こ

の

問
題
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
そ

の

場
合
、
民
俗
音
楽
も
都
市
の
音
楽
も
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
を
も
つ
が
、
そ
れ

ら
の
中
で
先
に
述
べ
て
き
た
よ
う
な
、
日
本
人
に
と
っ
て
日
本
の
民
俗
音
楽
の
も

っ

と
も
重
要
な
側
面
、
も
っ
と
も
自
然
な
自
己
の
音
楽
表
現
活
動
と
い
う
問
題
に

焦
点
を
あ
て
て
考
え
て
み
れ
ば
、
こ
の
二
つ
の
音
楽
の
関
係
が
見
え
て
く
る
の
で

は

な
い
か
と
考
え
た
。

　
残
念

な
こ
と
に
、
都
市
と
民
俗
音
楽
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
ま
と
ま
っ
た
研

究
は

ま
っ
た
く
な
い
。
都
市
民
俗
学
の
流
行
は
、
民
俗
音
楽
学
の
領
域
に
は
ま
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
諭

及
ん

で

き
て
い
な
い
。
た
だ
一
九
九
〇
年
十
二
月
一
日
、
日
本
民
俗
音
楽
学
会
は
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第
四
回
大
会
初
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
に
〃
都
市
と
民
俗
音
楽
〃
を
と

り
あ
げ
た
。
お
そ
ら
く
こ
れ
が
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
民
俗
音
楽
学
の
側
か
ら
の

最
初
の
問
題
提
起
で
あ
る
。
こ
の
稿
で
は
そ
の
成
果
も
踏
ま
え
つ
つ
、
す
で
に
述

べ
た

音
楽
活
動
の
原
点
の
問
題
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
考
え
て
み
た
い
。

一
、

江
戸
か

ら
東
京
へ
の
庶
民
の
音
楽
活
動

　
ま
ず
こ
こ
で
は
江
戸
か
ら
東
京
へ
の
都
市
を
と
り
あ
げ
て
み
た
い
。
す
で
に
江

戸
は
早
く
か
ら
世
界
最
大
の
都
市
で
あ
っ
た
し
、
私
に
と
っ
て
は
も
っ
と
も
親
し

く
考
察
し
得
る
典
型
的
な
都
市
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
都
市

と
い
っ
て
も
、
近
世
都
市
と
近
代
都
市
、
さ
ら
に
一
九
九
一
年
の
現
在
の

都
市
で
は
、
文
化
の
あ
り
方
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
の
は
当
然
だ
。
た
だ
私
が
音

楽
史
の
動
き
を
調
べ
た
限
り
で
は
、
明
治
時
代
に
入
っ
て
、
即
座
に
江
戸
の
音
楽

情
況
が
東
京
の
音
楽
情
況
へ
と
変
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
と
く
に
庶
民
の
音
楽

情
況
の
中
で
も
、
伝
統
的
側
面
は
意
外
に
変
化
が
遅
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
わ
ら
べ
歌
は
、
明
治
時
代
の
歌
の
多
く
は
江
戸
期
か
ら
引

き
継
い
で
き
た
歌
で
あ
る
。
わ
ら
べ
歌
の
曲
に
大
き
な
変
化
が
見
ら
れ
る
の
は
、

第
一
次
大
戦
の
頃
、
一
九
一
〇
年
代
の
後
半
で
あ
る
。
そ
の
頃
に
子
ど
も
た
ち
の

服
装
に
洋
服
へ
の
変
化
が
あ
り
、
遊
び
に
も
変
化
が
見
ら
れ
た
こ
と
が
影
響
し
て

い

る
ら
し
い
。
ま
り
つ
き
の
ま
り
が
弾
む
よ
う
に
な
っ
て
、
立
っ
て
ま
り
を
つ
く

よ
う
に
な
り
、
服
装
が
変
わ
っ
て
な
わ
と
び
が
盛
ん
に
な
る
な
ど
、
子
ど
も
た
ち

の

遊
び
自
体
が
変
わ
っ
た
た
め
に
、
歌
も
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
転

換
期
を

乗

り
越
え
て
伝
え
ら
れ
た
〃
か
ご
め
〃
の
よ
う
な
歌
も
あ
る
し
、
わ
ら
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
4

歌
の
音
楽
構
造
も
、
遊
び
の
変
化
に
よ
る
リ
ズ
ム
の
変
化
以
外
は
、
あ
ま
り
変
わ
　
3

ら
な
か
っ
た
。

　
変
化
が
大
き
か
っ
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
非
伝
統
的
な
音
楽
の
影
響
で
あ
る
。
音

楽
教
育
や
軍
楽
な
ど
、
い
わ
ぽ
上
か
ら
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽
の
輸
入
が
組
織
的
に

国
家
的
規
模
で
行
な
わ
れ
た
が
、
そ
れ
が
庶
民
の
音
楽
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
し
た

の

は
、
軍
歌
や
鉄
道
唱
歌
、
地
理
唱
歌
な
ど
が
、
庶
民
の
間
で
広
く
歌
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
庶
民
の
側
に
も
新
し
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
（
2
）

と
り
い
れ
る
と
い
う
要
求
が
あ
っ
た
。
そ
の
単
的
な
例
は
演
歌
師
の
演
歌
で
あ
る
。

自
由
民
権
思
想
を
歌
に
よ
っ
て
啓
蒙
普
及
し
よ
う
と
し
た
演
歌
師
た
ち
に
と
っ
て
、

そ
う
し
た
思
想
的
内
容
を
語
り
か
け
る
の
に
、
伝
統
音
楽
の
ゆ
っ
た
り
と
長
く
音

を
ひ
く
リ
ズ
ム
は
き
わ
め
て
不
都
合
だ
し
、
ま
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
入
っ
て
き
た

思
想
を

伝
え
る
た
め
に
は
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
音
楽
様
式
が
必
要
だ
っ
た
。
そ

の

た
め
軍
楽
や
初
期
の
唱
歌
を
日
本
の
庶
民
感
覚
に
合
わ
せ
て
変
形
し
つ
つ
と
り

入
れ

た
。
こ
の
演
歌
師
の
演
歌
が
後
に
バ
イ
オ
リ
ン
演
歌
や
艶
歌
に
な
り
、
日
本

の

歌
謡
曲
の
一
つ
の
重
要
な
温
床
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
こ
の
要
素
は
近
世
の
都
市

の

庶
民
の

音
楽
に
は
な
く
、
近
代
に
な
っ
て
初
め
て
加
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
近
世
か

ら
近
代
に
か
け
て
の
こ
う
し
た
変
化
に
対
し
て
、
現
代
の
都
市
の
庶
民

の

音
楽
情
況
は
大
き
く
変
わ
っ
て
い
る
。
社
会
構
造
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
条
件
の
変

化
に
加

え
て
、
オ
ー
デ
ィ
オ
関
係
の
科
学
技
術
の
発
展
が
、
都
市
の
庶
民
の
音
楽

情
況
を

大
き
く
変
え
た
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
現
代
の
都
市
の
庶
民
の
音
楽
の

問
題
は
後
に
検
討
す
る
こ
と
に
し
て
、
ま
ず
江
戸
か
ら
東
京
へ
の
時
代
の
庶
民
の



一、江戸から東京への庶民の音楽活動

音
楽
情
況
を

検
討
し
て
み
た
い
。

ω
　
わ
ら
べ
歌

　
わ

ら
べ
歌
は
東
京
と
い
う
大
都
会
で
も
き
わ
め
て
盛
ん
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
明

治
四
十
二
年
発
行
の
『
諸
国
童
謡
大
全
』
　
（
童
謡
研
究
会
編
　
春
陽
堂
）
な
ど
の

文
献
か

ら
も
明
ら
か
だ
が
、
私
も
参
加
し
た
東
京
芸
術
大
学
民
俗
音
楽
ゼ
ミ
ナ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

ル
の

老
人
の

わ

ら
べ
歌
調
査
（
一
九
六
二
年
）
で
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
明
治
期

か

ら
大
正
期
に
か
け
て
子
ど
も
時
代
を
過
し
た
老
人
た
ち
は
、
き
わ
め
て
ゆ
た
か

な
わ
ら
べ
歌
を
記
憶
し
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
調
査
の
結
果
、
す
で
に
述
べ
た
よ

う
に
、
第
一
次
大
戦
の
頃
に
わ
ら
べ
歌
の
曲
目
に
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
わ
ら
べ
歌
が
衰
退
し
た

と
い
う
わ
け
で
は
ま
っ
た
く
な
く
、
そ
の
後
も
、
現
在
で
も
わ
ら
べ
歌
は
盛
ん
で

あ
る
。

②
庶
民
の
歌

　
文
化
庁
は
一
九
七
九
年
か
ら
十
一
年
間
に
わ
た
っ
て
国
庫
補
助
事
業
と
し
て
全

国
民
謡
緊
急
調
査
を
行
っ
た
が
、
東
京
都
も
一
九
八
一
年
と
八
二
年
に
民
謡
調
査

を

行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
労
作
歌
、
祝
い
歌
、
踊
り
歌
な
ど
、
つ
ま
り
民
謡
ら
し

い
民
謡
が

収
録
で
き
た
の
は
、
江
戸
川
、
葛
飾
、
足
立
、
板
橋
、
豊
島
、
中
野
、

渋

谷
、
目
黒
、
大
田
の
各
区
を
結
ぶ
線
か
ら
外
側
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
旧
江
戸
市

中
で
は
、
辛
う
じ
て
「
大
津
絵
」
　
「
さ
の
さ
」
な
ど
俗
曲
と
境
界
が
明
ら
か
で
は

な
い
も
の
、
ま
た
「
ど
ん
ど
ん
節
」
　
「
ス
ト
ト
ン
節
」
な
ど
演
歌
か
ら
座
興
の
歌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

に
な

っ

た

も
の
な
ど
が
収
録
さ
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
私
た
ち
が
通
常
民

謡
と
考
え
て
い
る
よ
う
な
歌
は
歌
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。

　
そ

れ
で
は
江
戸
の
庶
民
は
ど
ん
な
歌
を
歌
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

に

つ
い
て

は
浜
松
敦
子
の

す

ぐ
れ
た
調
査
が
あ
る
。
こ
の
調
査
は
音
楽
教
育
が
ど

の

よ
う
に
受
け
い
れ
ら
れ
た
か
を
庶
民
の
側
か
ら
見
よ
う
と
し
た
も
の
で
、
台
東

区
住
民
を

対
象
に
面
接
調
査
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
地
区
は
浅
草
、
上
野

の

よ
う
な
東
京
の
代
表
的
盛
り
場
を
含
む
典
型
的
な
東
京
下
町
の
地
域
で
あ
る
。

浜
松
に
よ
る
と
さ
ら
に
こ
の
地
域
は
、
江
戸
期
以
来
の
近
世
的
音
楽
文
化
を
根
強

く
残
し
な
が
ら
も
、
浅
草
、
上
野
な
ど
を
通
し
て
近
代
の
新
し
い
文
化
を
積
極
的

に

と
り
こ
ん
だ
所
で
あ
り
、
ま
た
生
活
環
境
や
産
業
形
態
は
前
近
代
的
な
性
格
を

持
ち

つ
づ

け
、
し
か
も
明
治
以
降
、
多
く
の
寄
留
人
が
他
地
域
か
ら
流
入
し
「
国

内
で
は
も
っ
と
も
活
発
に
前
近
代
的
要
素
と
近
代
的
要
素
が
交
流
し
、
近
代
と
い

う
時
代
設
定
の
も
と
で
の
民
衆
の
行
動
の
変
容
を
見
る
上
で
、
一
つ
の
モ
デ
ル
と

な
り
得
る
と
考
え
ら
れ
る
」
と
こ
ろ
で
あ
る
。
明
治
二
十
年
代
か
ら
大
正
初
年
代

に
か
け
て

生
れ
た

人
々
一
一
六
人
（
そ
の
う
ち
古
く
か
ら
こ
の
地
に
住
ん
で
い
る

人
三
八
人
、
流
入
者
七
八
人
）
を
対
象
と
し
た
調
査
で
、
一
九
八
四
年
に
行
な
わ

れ
た
。

　
そ

の

結
果
七
八
人

（
う
ち
流
入
者
五
七
人
、
以
下
同
様
）
が
若
い
頃
愛
好
し
て

い

た
音
楽
と
し
て
、
流
行
歌
、
演
歌
を
あ
げ
、
次
に
三
三
人
（
一
二
人
）
が
江
戸

の

音
楽
文
化
を
あ
げ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
古
く
か
ら
の
住
民
三
八
人
の
う

ち

二
一
人
が
そ
れ
を
あ
げ
て
い
る
の
は
、
さ
す
が
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
晒

地
域
で
は

二
人
連
れ
の
新
内
流
し
も
よ
く
見
か
け
る
と
こ
ろ
や
、
一
つ
の
町
内
に



都市に再生する歓楽としての“民俗音楽”

数
人

も
の
清
元
な
ど
の
師
匠
が
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
明
治
三
十
年
代
に
は
多
く

の

子

ど
も
た
ち
が
三
味
線
を
習
っ
て
い
た
ら
し
い
。
ま
た
三
般
に
中
流
以
上
の

家
庭
で
は
長
唄
を
習
う
人
が
多
く
、
少
し
良
家
の
女
性
は
、
箏
、
商
家
の
旦
那
衆

は
謡
曲
、
ま
た
職
人
衆
は
清
元
、
常
磐
津
、
小
唄
、
端
唄
な
ど
を
習
う
人
が
多
か

っ

た
L
と
い
う
。

　

こ
れ
ら
に
対
し
て
浅
草
オ
ペ
ラ
は
意
外
に
愛
好
者
が
多
く
、
二
九
人
（
一
三
人
）

が

あ
げ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
浅
草
オ
ペ
ラ
を
洋
楽
と
し
て
、
と
い
う
よ
り
は
以

前
か
ら
浅
草
に
存
在
し
た
諸
興
行
の
一
種
と
し
て
受
け
と
め
て
」
い
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
と
い
う
。
そ
し
て
民
謡
は
と
い
え
ば
九
人
（
七
人
）
が
あ
げ
て
い
る
に

と
ど
ま
る
。
し
か
も
古
く
か
ら
い
る
人
は
二
人
だ
け
で
、
や
は
り
地
方
か
ら
き
た

人
々
が
な
つ
か
し
が
っ
て
歌
っ
た
り
聞
い
た
り
し
た
よ
う
だ
。
た
だ
お
も
し
ろ
い

の

は
、
現
在
愛
好
し
て
い
る
音
楽
と
し
て
は
民
謡
を
あ
げ
て
い
る
人
が
、
五
二
人

（
四
三
人
）
と
多
数
に
な
り
、
流
行
歌
の
七
四
人
（
五
四
人
）
に
次
い
で
い
る
。

こ
れ
は
一
九
八
〇
年
頃
の
、
N
H
K
の
「
民
謡
を
あ
な
た
に
」
の
〃
ジ
ー
パ
ン
民

謡
”
が
民
謡
ブ
ー
ム
を
お
こ
し
た
余
波
な
の
で
、
本
来
の
形
の
民
謡
と
は
違
い
、

民
謡
歌
手
の
歌
を
習
っ
た
り
聞
い
た
り
す
る
形
の
「
愛
好
す
る
音
楽
」
な
の
で
あ

る
。
そ
の
他
多
少
目
立
つ
の
は
浪
曲
だ
が
、
そ
の
他
の
ジ
ャ
ン
ル
は
五
人
以
下
の

低
い
数
値
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
傾
向
は
今
で
も
尾
を
ひ
い
て
い
る
よ
う
で
、
浅
草
に
あ
る
白
鴎
高
校

（
旧

府
立
第
＝
局
女
）
で
は
、
音
楽
担
当
の
野
口
啓
吉
教
諭
の
考
え
に
よ
っ
て
、

現
在
音
楽
の
授
業
の
約
半
分
の
時
間
を
三
味
線
の
け
い
古
に
あ
て
て
い
る
が
、
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

く
の
生
徒
が
喜
ん
で
三
味
線
を
弾
い
て
い
る
。
そ
の
三
味
線
も
父
兄
た
ち
が
寄
付

し

た

も
の
が
多
い
と
い
う
。
ま
た
浅
草
の
商
家
に
生
ま
れ
育
っ
た
端
唄
の
栄
芝

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
26

（
小
唄
の
芸

名
春
日
と
よ
栄
芝
）
は
、
や
は
り
浅
草
あ
た
り
の
慣
例
に
し
た
が
っ
　
3

て

六
才
か
ら
三
味
線
を
習
い
始
め
、
長
唄
や
日
本
舞
踊
な
ど
を
最
初
は
習
っ
て
い

た

と
い
う
。
そ
し
て
母
親
た
ち
が
日
常
歌
っ
て
い
た
の
は
、
や
は
り
俗
曲
の
類
だ

　
　
　
（
7
）

っ

た
そ
う
だ
。

　
旧
江
戸
と
そ
の
生
活
を
色
濃
く
伝
え
て
い
る
地
域
で
は
、
や
は
り
民
謡
は
歌
わ

れ
て

お

ら
ず
、
そ
の
代
り
俗
曲
や
流
行
歌
が
歌
わ
れ
、
ま
た
江
戸
の
邦
楽
が
ひ
じ

ょ
う
に
親
し
い
存
在
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
た
だ

こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
か
ら
は
、
江
戸
‖
東
京
の
人
々
に
と
っ
て
、
そ
れ
ら
の

歌
が
、
私
が
先
に
述
べ
た
よ
う
な
、
そ
の
時
そ
の
時
の
自
分
の
気
持
を
歌
っ
て
表

現
で
き
る
よ
う
な
歌
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
は
っ
き
り
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か

し
少
く
と
も
江
戸
の
邦
楽
は
、
歌
詞
も
曲
も
、
規
範
形
式
が
明
確
で
あ
る
か
ら
、

即
興
的
に
〃
つ
く
り
歌
〃
を
作
っ
て
歌
う
と
い
う
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
。
ま
た

流
行
歌
も
一
応
作
詞
者
が
明
ら
か
だ
か
ら
、
そ
の
通
り
歌
う
の
が
普
通
で
あ
る
。

そ
の

意
味
で
比
較
的

自
由
に
歌
え
た
と
思
わ
れ
る
の
が
俗
曲
、
な
か
で
も
都
々
逸

で
あ
ろ
う
。
詞
の
形
式
も
七
七
七
五
調
の
い
わ
ゆ
る
都
々
逸
形
式
で
、
も
っ
と
も

作
り
易
い
形
だ
か
ら
、
作
っ
て
歌
う
形
が
か
な
り
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
都

々

逸
特
有
の
ム
ー
ド
が
、
歌
え
る
情
感
を
狭
く
限
定
し
て
し
ま
う
の
で
、
民
謡
の

場
合
の
よ
う
に
自
由
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

③

　
祭
り
の
一
云
能

民
俗
音
楽
の
一
角
は
民
俗
芸
能
の
音
楽
で
あ
る
。
農
山
漁
村
な
ど
で
は
祭
り
な



一、江戸から東京への庶民の音楽活動

ど
に
い
ろ
い
ろ
な
形
の
民
俗
芸
能
が
行
な
わ
れ
る
が
、
そ
の
と
き
は
歌
だ
け
で
な

く
笛
や
太
鼓
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
楽
器
も
用
い
ら
れ
る
。
そ
し
て
ご
く
普
通
の
村

民
た
ち

に

よ
っ
て
す
べ
て
演
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
江
戸
で
は
ど
う
な
る
だ
ろ

う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　

西

山
松
之
助
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
「
斉
藤
月
苓
日
記
」
は
、
幕
末
か
ら
明
治

の

始
め
に
か
け
て

の
江
戸
の
神
田
の
情
況
を
よ
く
伝
え
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
祭

り
も
登
場
す
る
。
ま
ず
く
じ
引
き
で
当
番
町
を
き
め
る
。
次
に
そ
の
当
番
町
の
中

心
に

な
る
人
々
が
集
ま
っ
て
「
そ
の
付
祭
に
出
演
す
る
芸
人
た
ち
を
決
定
す
る
。
」

「
出
し
物
が
決
ま
る
と
、
そ
れ
を
ど
こ
の
店
に
注
文
す
る
か
を
決
め
、
代
価
を
交

渉

し
て
注
文
す
る
。
」
ま
た
「
出
演
芸
人
に
つ
い
て
は
、
こ
う
い
う
祭
の
付
祭
創
作

の

出
演
を
、
そ
の
全
面
に
わ
た
っ
て
作
り
あ
げ
る
芸
人
な
ど
が
い
て
、
そ
う
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

芸
人
が
闇
当
り
の
町
へ
売
込
み
に
来
た
り
」
す
る
。
す
で
に
こ
の
よ
う
に
天
保
十

二
年
の
神
田
明
神
の
祭
で
は
、
町
の
人
々
が
や
る
の
は
出
し
物
を
き
め
た
り
、
そ

れ
を

注
文

し
た
り
、
そ
の
進
行
を
調
べ
た
り
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
し

て

出
し
物
の
人
形
は
人
形
師
に
作
ら
せ
る
し
、
す
で
に
プ
ロ
モ
ー
タ
ー
か
イ
ベ
ン

ト
専
門
の
人
々
が
い
て
、
そ
れ
が
売
込
み
に
き
た
り
、
芸
は
す
べ
て
専
門
の
芸
人

に

ま
か
せ
る
と
い
う
形
で
あ
る
。
こ
う
い
う
形
は
む
し
ろ
現
在
の
祭
り
よ
り
は
な

や
か
だ

が
、
こ
れ
は
民
俗
芸
能
で
は
な
い
。
今
も
東
京
の
祭
り
の
神
楽
や
祭
難
子

は
、
間
宮
社
中
、
若
山
社
中
、
松
本
社
中
な
ど
プ
ロ
の
神
楽
師
た
ち
が
演
じ
て
い

る
。
ち
ょ
う
ど
先
に
あ
げ
た
民
謡
が
分
布
す
る
よ
う
な
周
辺
部
に
行
け
ぽ
、
祭
難

子
な

ど
を
町
の
人
々
が
演
じ
る
形
も
あ
り
、
板
橋
の
よ
う
に
田
遊
び
と
い
う
素
朴

な
民
俗
芸
能
を
伝
え
て
い
る
と
こ
ろ
さ
え
あ
る
が
、
旧
江
戸
市
中
で
は
、
こ
の
よ

う
に
民
俗
芸
能
さ
え
も
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
民
俗
芸
能
で
は
求
め
ら
れ

な
い
完
成
度
の
高
さ
を
、
作
り
物
に
も
芸
に
も
江
戸
の
人
々
は
求
め
た
の
で
あ
ろ

う
し
、
ま
た
そ
れ
を
専
門
家
に
や
ら
せ
る
財
力
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ

う
。
辛
う
じ
て
テ
ー
マ
や
モ
チ
ー
フ
を
き
め
る
と
こ
ろ
に
、
町
の
人
々
の
創
造
性

は
発
揮
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　
現
在
の

上
野
浅
草
あ
た
り
で
は
、
木
遣
り
や
木
魚
節
な
ど
の
音
楽
も
伝
え
ら
れ

て

い

る
が
、
こ
れ
ら
も
素
人
芸
で
は
な
く
、
そ
れ
で
充
分
出
演
料
を
と
る
こ
と
の

で
き
る
半
職
業
的
な
人
々
の
芸
で
あ
る
。
江
戸
の
町
は
、
こ
れ
ら
の
芸
の
持
主
た

ち

や
先
の

「
斉
藤
月
苓
日
記
」
に
登
場
す
る
プ
ロ
モ
ー
タ
ー
た
ち
を
、
職
業
と
し

て

成
り
立
た
せ
る
だ
け
の
経
済
的
条
件
も
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ω
　
民
俗
音
楽
が
成
り
立
つ
条
件

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
江
戸
‖
東
京
で
は
、
わ
ら
べ
歌
以
外
は
民
俗
音
楽

は

育
つ
条
件
を
も
っ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
わ
ら
べ
歌
は
子
ど
も
た
ち
の
遊

び
の

社
会
が
成

り
立
っ
て
い
る
た
め
、
存
続
し
て
お
り
、
む
し
ろ
刺
激
が
多
い
た

め
、
か
え
っ
て
ゆ
た
か
に
さ
え
な
っ
て
い
る
。
同
じ
都
市
に
あ
っ
て
わ
ら
べ
歌
が

存
在

し
、
民
謡
や
民
俗
芸
能
が
存
在
し
得
な
い
の
は
な
ぜ
な
の
か
、
大
き
な
問
題

で

あ
る
。
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
を
教
え
込
む
音
楽
教
育
が
、
そ
こ
に
介
在
し
て
い
る

よ
う
に
も
見
え
る
が
、
斉
藤
月
苓
日
記
は
す
で
に
音
楽
教
育
以
前
か
ら
、
そ
の
問

題
が

あ
っ
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
そ
こ
に
は
民
俗
音
楽
が
成
り
立

つ
た
め
の

母
胎

と
な
る
共
同
体
の
問
題
が
あ
る
。

　
こ
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
は
、
江
戸
1
1
東
京
だ
け
で
考
え
る
よ
り
も
、
む
し
327



都市に再生する歓楽としての÷民俗音楽”

ろ
い
ま
都
市
文
化
の
波
を
受
け
始
め
て
動
い
て
い
る
先
述
の
宮
崎
県
椎
葉
村
の
例

を

考
察

し
て
み
る
こ
と
が
有
効
で
は
な
い
か
と
思
う
。

二
、
宮
崎
県
椎
葉
村
の
民
俗
音
楽
の
動
き

　
椎
葉
村
は
宮
崎
県
西
北
部
、
山
ま
た
山
の
奥
深
く
点
在
す
る
集
落
に
よ
っ
て
成

り
立
っ
て
い
る
村
で
あ
る
。
自
動
車
が
通
れ
る
よ
う
な
道
路
が
日
向
市
ま
で
通
じ

た
の

が

昭
和
に
入
っ

て

か

ら
で
、
そ
れ
ま
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
集
落
が
も
っ
と
も
近

い
町
村

と
峠
越
え
の
道
に
よ
っ
て
細
々
と
交
流
し
て
い
る
だ
け
の
、
半
ば
閉
さ
れ

た
村
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
そ
の
情
況
の
中
で
椎
葉
の
人
々
は
、
自
ら
の
音
楽
芸
能
を
ゆ
た
か
に
洗

練
し
て
い
た
。
樋
口
昭
と
私
が
調
査
し
た
範
囲
で
も
六
十
種
類
以
上
の
民
謡
が
あ

り
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
ひ
じ
ょ
う
に
ゆ
た
か
な
旋
律
線
を
も
っ
て
い
る
。
ま
た
二

十
数
集

落
で
、
夜
を
徹
し
て
行
う
神
楽
を
伝
え
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
創
造
性
ゆ
た

か

に
、
そ
し
て
山
村
ら
し
く
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
演
じ
て
い
る
。

　
私
は
一
九
八
一
年
に
神
楽
と
民
謡
の
調
査
を
村
か
ら
依
頼
さ
れ
て
以
来
、
毎
年

こ
の
村
を
訪
ね
て
、
そ
の
度
ご
と
に
多
く
を
学
ぽ
せ
て
い
た
だ
い
て
き
た
。
た
だ

こ
の
三
、
四
年
は
、
村
に
ゆ
っ
く
り
滞
在
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
に
、
こ
の

村
の
民
俗
音
楽
に
変
化
が
起
こ
り
始
め
て
い
る
こ
と
に
気
が
付
か
な
か
っ
た
。
と

こ
ろ
が
今
年
度
（
平
成
二
年
度
）
、
歴
博
の
研
究
映
像
資
料
と
し
て
「
椎
葉
民
俗

音
楽
誌
一
九
九
〇
」
と
い
う
映
画
を
撮
る
こ
と
に
な
り
、
じ
っ
く
り
と
椎
葉
の
音

楽
情
況
を
見
る
う
ち
に
、
そ
の
変
化
に
気
が
付
い
た
。
椎
葉
に
も
、
と
う
と
う
都

会
の
い
わ
ゆ
る
民
謡
界
、
つ
ま
り
職
業
的
な
民
謡
歌
手
た
ち
が
中
心
に
な
っ
て
い

る
業
界
の
影
響
が
及
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
み

　
ま
ず
椎
葉
村
の
中
心
地
上
椎
葉
の
旅
館
で
は
、
観
光
客
の
求
め
に
応
じ
て
、
民

謡
シ
ョ
ー
と
称
す
る
も
の
を
始
め
て
い
た
。
た
だ
そ
こ
で
は
本
来
無
伴
奏
の
歌
を

そ
の

ま
ま
無
伴
奏
で
や
っ
て
い
た
。
し
か
し
椎
葉
に
古
く
か
ら
伝
え
ら
れ
て
き
た

民
謡
だ
け
で
な
く
、
東
京
の
民
謡
歌
手
が
作
っ
た
と
い
う
演
歌
風
の
「
椎
葉
山
歌
」

と
い
う
新
民
謡
が
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
に
入
っ
て
い
た
り
、
観
光
客
の
出
身
地
の
民

謡
を
サ
ー
ビ
ス
に
歌
っ
た
り
し
て
い
た
。
つ
ま
り
椎
葉
で
古
く
か
ら
歌
わ
れ
て
き

た
民
謡
に
対
す

る
椎
葉
の
人
々
の
ひ
そ
や
か
な
誇
り
や
自
信
が
、
失
せ
始
め
た
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
た
。

　

ま
た
そ
の
頃
た
ま
た
ま
椎
葉
で
分
水
界
サ
、
ミ
ッ
ト
が
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
そ

の

ア

ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
椎
葉
の
民
謡
が
歌
わ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
民
謡
シ

ョ

ー
は
ま
さ
に
シ
ョ
ー
的
に
仕
立
て
ら
れ
て
お
り
、
た
と
え
ぽ
駄
賃
付
け
節
に
は

芝
居
の
馬
の
よ
う
な
馬
が
出
て
ふ
ざ
け
散
ら
し
て
客
の
笑
い
を
誘
い
、
本
来
自
由

な
リ
ズ
ム
で
歌
わ
れ
る
べ
き
こ
の
歌
に
、
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
三
味
線
伴
奏
さ
え
つ
け

ら
れ
る
と
い
う
有
様
だ
っ
た
。
さ
ら
に
本
来
律
音
階
で
歌
わ
れ
る
「
春
節
」
、
「
秋

節
」
な
ど
を
、
一
部
の
人
々
は
中
間
音
を
下
げ
て
都
節
音
階
で
歌
っ
て
い
た
。
も

と
も
と
都
節
音
階
は
、
近
世
の
は
じ
め
頃
、
律
音
階
の
中
間
音
が
下
が
っ
て
成
立

し
た
も
の
で
、
都
会
の
メ
ロ
デ
ィ
の
音
階
だ
か
ら
都
節
音
階
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ

し
て
「
刈
干
切
歌
」
で
も
「
南
部
牛
追
い
歌
」
で
も
、
地
元
の
人
々
が
歌
っ
て

い
た

間
は
律
音
階
だ
っ
た
が
、
都
会
の
民
謡
歌
手
が
歌
う
よ
う
に
な
っ
て
都
節
音

階
に

変
質
し
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
そ
の
過
程
が
椎
葉
村
で
お
き
て
い
た
の
で
あ
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二、宮崎県椎葉村の民俗音楽の動き

る
。

　

ま
た
ひ
え
つ
き
節
日
本
一
大
会
の
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
で
は
、
椎
葉
の
民
謡
で
は

な
い
「
串
木
野
さ
の
さ
」
や
「
い
も
が
ら
ぼ
く
と
」
の
踊
り
が
出
る
な
ど
、
都
会

の

民
謡
界
、
民
踊
界
の
影
響
は
歴
然
た
る
も
の
が
あ
る
。

　
調
べ
て
み
る
と
、
す
で
に
十
年
位
前
か
ら
、
こ
の
村
で
も
都
会
と
同
じ
よ
う
な

民
謡
教
室
が

開
か
れ
て
い
た
。
民
謡
教
室
は
、
一
九
七
〇
年
代
の
終
り
頃
、
N
H

K
の

「
民
謡
を

あ
な
た
に
」
と
い
う
番
組
が
、
原
田
直
之
と
金
沢
明
子
を
中
心
に

〃

ジ

ー
パ
ン
民
謡
〃
と
称
し
て
、
少
々
新
し
い
形
の
舞
台
民
謡
を
打
ち
出
し
て
民

謡
ブ
ー
ム
を
起
し
て
か
ら
、
大
都
会
で
急
速
に
広
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。
も
と
も

と
民
謡
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
日
常
生
活
の
中
で
ご
く
普
通
の
庶
民
た
ち
に
よ
っ

て

歌
わ
れ
て

い
た

も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
本
来
の
形
が
、
農
山
漁
村
な
ど

の

生
活
や
社
会
構
造
の
変
化

や
、
作
業
の
機
械
化
な
ど
と
と
も
に
失
な
わ
れ
て
く

る
と
、
逆
に
そ
れ
を
舞
台
歌
謡
化
し
て
歌
う
旅
芸
人
が
現
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
舞
台
民
謡
は
お
そ
ら
く
江
差
追
分
を
教
え
る
追
分
道
場
か
ら
、
都
会
で
月
謝

を

と
っ
て
教
え
る
形
が
広
ま
り
、
第
二
次
大
戦
後
に
は
民
謡
同
好
会
な
ど
の
形
で

多
少
の
広
が
り
は
見
せ
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
時
の
民
謡
ブ
ー
ム
は
影
響
力
が
強

く
、
よ
り
師
弟
関
係
の
は
っ
き
り
し
た
民
謡
教
室
の
形
が
、
都
会
で
広
が
り
、
定

着
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
い
わ
ゆ
る
民
謡
歌
手
た
ち
は
、
よ
う
や
く
楽

に
暮
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
一
九
六
〇
年
代
前
半
の
日
本
経
済

の

高
度
成
長
に
よ
っ
て
、
大
都
会
へ
の
人
口
集
中
が
は
げ
し
く
行
な
わ
れ
た
と
い

う
事
情
が
あ
っ
た
。
都
会
に
集
ま
っ
た
人
々
の
中
に
、
民
謡
へ
の
郷
愁
、
あ
る
い

は
郷
愁
を

民
謡
に
よ
っ
て
慰
め
る
と
い
う
気
持
の
動
き
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ

か

ら
こ
の
民
謡
教
室
の
形
は
大
都
会
か
ら
始
ま
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
民
謡
教
室
は

民
謡
ブ
ー
ム
が
去
っ
た
後
も
全
国
に
広
が
っ
て
い
き
、
邦
楽
の
世
界
に
学
ん
だ
家

元
制
度
の
形
を
と
り
入
れ
て
、
多
く
の
人
々
を
組
織
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

椎
葉
村
の
民
謡
教
室
の
場
合
に
は
、
こ
の
村
を
流
れ
る
耳
川
の
下
流
に
開
け
た

都
会
の
日
向
市
の
民
謡
界
の
組
織
下
に
入
っ
て
い
た
。
日
向
市
と
の
間
に
は
定
期

バ

ス

が
通

り
、
こ
れ
が
椎
葉
と
他
の
地
を
結
ぶ
メ
イ
ン
ル
ー
ト
で
あ
っ
て
、
椎
葉

の

人
々

は
高
校
進
学
を
は
じ
め
、
働
ら
く
場
所
と
し
て
も
こ
の
日
向
に
出
る
こ
と

が

も
っ
と
も
多
い
の
で
あ
る
。
実
際
に
こ
の
椎
葉
村
の
民
謡
教
室
も
、
椎
葉
出
身

者
で
日
向
市
に
現
在
住
ん
で
い
る
人
、
ま
た
か
つ
て
日
向
市
で
働
い
て
い
る
間
に

民
謡
を
学
ん
で
、
現
在
椎
葉
に
戻
っ
て
農
業
を
営
ん
で
い
る
人
な
ど
が
教
え
て
い

る
。

　

こ
の
民
謡
教
室
を
訪
ね
て
み
る
と
、
そ
こ
で
は
も
ち
ろ
ん
椎
葉
の
代
表
的
民
謡

で
あ
る
「
ひ
え
つ
き
節
」
な
ど
も
教
え
て
い
た
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
隣
町
の

高
千
穂
町
の
民
謡
の
「
刈
干
切
歌
」
を
は
じ
め
、
　
「
上
州
田
植
歌
」
や
「
津
軽
山

歌
」
な
ど
、
は
る
か
関
東
や
東
北
の
歌
ま
で
教
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
歌
の
選
択

に

は
、
も
ち
ろ
ん
い
っ
て
み
れ
ば
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
よ
う
な

も
の
が
働
い
て
い
る
の
で
、
こ
れ
も
調
べ
て
み
る
と
椎
葉
の
人
々
の
歌
の
好
み
も

明
瞭
に
な
る
と
思
う
が
、
と
に
か
く
私
た
ち
が
美
し
い
と
考
え
る
椎
葉
の
民
謡
の

数
々
よ
り
も
、
椎
葉
以
外
の
民
謡
が
こ
う
し
て
持
ち
込
ま
れ
て
き
て
い
る
こ
と
に

驚
か
さ
れ
た
。

　

こ
う
し
て
椎
葉
村
に
も
、
こ
の
民
謡
教
室
の
指
導
者
た
ち
を
中
心
と
し
た
、
い
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3

わ
ゆ

る
〃
民
謡
界
〃
が
組
織
さ
れ
始
め
、
そ
れ
が
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
の
ア
ト
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ラ
ク
シ
ョ
ン
を
と
り
し
き
り
、
旅
館
の
民
謡
シ
ョ
ー
に
も
関
係
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
こ
の
動
き
の
中
で
〃
民
謡
界
〃
の
一
部
の
人
々
が
、
本
来
律
音
階
の
曲
を
無

意
識
の
う
ち
に
都
節
音
階
化
し
て
歌
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
私
が
そ

の

こ
と
に
つ
い
て
そ
れ
と
な
く
話
し
か
け
て
み
る
と
、
ま
っ
た
く
無
意
識
だ
っ
た

ら
し
く
、
自
分
た
ち
は
か
つ
て
村
の
先
輩
た
ち
か
ら
習
っ
た
通
り
に
歌
っ
て
い
る

と
い
っ
て
い
た
。
し
か
し
先
に
ふ
れ
た
「
椎
葉
山
歌
」
も
都
節
音
階
で
あ
る
。
ま

た

七
、
八
年
前
に
私
た
ち
が
調
査
し
て
い
る
間
に
は
、
ご
く
一
部
の
集
落
で
し
か

歌
わ
れ
て

い

な
か
っ
た
都
節
音
階
の
歌
の
「
ひ
え
ち
ぎ
り
歌
」
が
、
こ
の
〃
民
謡

界
〃
の
人
々
に
よ
っ
て
し
ぽ
し
ぼ
歌
わ
れ
て
広
ま
っ
て
い
た
。
こ
う
し
て
都
会
の

民
謡
界
の
影
響
が
、
音
階
感
覚
に
ま
で
及
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
椎
葉
も
日
本
全
体
の
音
楽
情
況
と
無
縁
で
は
な
い
。
バ
イ
パ
ス
工
事

の

補
償
に
よ
っ
て
新
し
く
り
っ
ぱ
な
形
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
カ
ラ
オ
ケ
・
ス
ナ
ッ

ク
で
は
、
村
の
若
者
た
ち
が
、
一
九
九
〇
年
の
大
ヒ
ッ
ト
曲
の
「
踊
る
ポ
ン
ポ
コ

リ
ン
」
を
、
早
く
も
九
月
は
じ
め
に
は
盛
ん
に
歌
っ
て
踊
っ
て
い
た
。
も
と
も
と

典
型
的
な
山
村
の
人
々
ら
し
く
、
躍
動
的
な
リ
ズ
ム
感
を
も
つ
椎
葉
村
の
若
者
た

ち
は
、
こ
う
し
た
新
し
い
リ
ズ
ム
も
、
実
に
ス
ム
ー
ズ
に
受
け
入
れ
て
い
る
。

　

ま
た
椎
葉
村
で
は
宮
崎
出
身
の
フ
ォ
ー
ク
歌
手
の
小
坂
恭
子
に
依
嘱
し
て
椎
葉

村
の
イ
メ
ー
ジ
・
ソ
ン
グ
「
夢
織
り
の
里
」
を
作
っ
て
も
ら
い
、
そ
れ
を
何
か
と

い

う
と
よ
く
流
し
、
ま
た
子
ど
も
た
ち
に
も
教
え
て
い
た
。
一
九
九
〇
年
の
十
一

月
に
恒
例
の
平
家
ま
つ
り
が
行
な
わ
れ
た
際
、
こ
の
小
坂
恭
子
の
コ
ン
サ
ー
ト
が

上
椎
葉
で
行
な
わ
れ
た
。
そ
こ
に
小
学
生
の
子
ど
も
た
ち
が
い
わ
ぽ
動
員
さ
れ
て

聞
き
に
き
て
い
た
の
だ
が
、
こ
の
「
夢
織
り
の
里
」
を
小
坂
恭
子
が
歌
い
出
す
と
、

第
一
節
め
の
途
中
か
ら
そ
の
子
ど
も
た
ち
が
自
然
に
歌
い
出
し
、
美
し
い
声
で
最

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
3
0

後
ま
で
歌
い
通
し
た
。
舞
台
上
の
小
坂
恭
子
は
思
わ
ず
歌
う
の
を
や
め
、
涙
を
こ
　
3

ぽ

し
つ
つ
伴
奏
を
弾
き
つ
づ
け
た
が
、
椎
葉
の
子
ど
も
た
ち
が
も
っ
て
い
る
見
事

な
音
楽
的
な
感
性
に
撮
影
中
の
私
た
ち
も
ひ
ど
く
感
動
さ
せ
ら
れ
た
。
椎
葉
村
の

人
々
は
こ
う
し
て
今
で
は
現
代
の
音
楽
に
ご
く
自
然
に
開
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
椎
葉
の
歌
の
変
質
ぶ
り
を
私
た
ち
は
こ
う
し
て
否
応
な
く
知
る
こ
と
に
な
っ
た

の

だ

が
、
一
方
民
俗
芸
能
の
神
楽
は
、
ど
こ
で
も
厳
然
と
伝
統
的
な
形
を
し
っ
か

り
と
守
っ
て
い
る
。
山
の
神
な
ど
へ
の
信
仰
は
ま
だ
ま
だ
深
く
、
夜
を
徹
し
て
の

神
楽
に
は
集
落
の
大
多
数
の
人
々
が
集
ま
り
、
若
い
世
代
の
人
々
が
先
輩
た
ち
か

ら
芸
を
ひ
き
つ
い
で
、
む
し
ろ
集
落
間
が
競
う
よ
う
な
形
で
盛
り
た
て
て
い
る
。

た
だ

こ
の
数
年
の
新
し
い
動
き
は
、
継
承
者
の
問
題
を
心
配
し
て
、
子
ど
も
た
ち

に

も
舞
わ
せ
始
め
た
こ
と
で
、
か
つ
て
は
女
が
立
ち
入
る
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た

舞
の
場
で
、
女
の
子
た
ち
も
舞
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
神
楽
を
行

う
冬
の
祭
り
が
、
村
の
人
々
に
と
っ
て
は
一
年
間
の
最
大
の
行
事
で
、
こ
の
祭
り

の

た
め

に
村
に

帰
っ
て
く
る
人
々
も
お
り
、
い
わ
ぽ
そ
れ
ぞ
れ
の
集
落
の
人
々
が

ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
認
す
る
場
で
も
あ
る
。
こ
の
集
落
の
共
同
体
意
識
と
山

の
神

な
ど
へ
の
信
仰
が
つ
づ
く
限
り
、
こ
の
冬
の
祭
り
を
、
集
落
の
人
々
は
何
と

か

し
て
つ
づ
け
る
に
違
い
な
い
。

　

こ
の
集
落
単
位
で
継
承
さ
れ
る
芸
能
と
、
い
わ
ば
個
人
が
継
承
し
て
い
る
民
謡

と
で
は
、
い
ま
の
時
点
で
こ
の
よ
う
に
、
い
わ
ば
生
き
て
い
く
力
と
生
き
て
い
く

形
に
違
い
が
あ
る
。
こ
の
椎
葉
村
で
は
、
神
楽
は
ま
だ
ま
だ
本
来
の
自
ら
生
き
る

力
を
も
ち
つ
づ
け
て
い
く
だ
ろ
う
が
、
民
謡
は
お
そ
ら
く
い
ま
の
六
十
才
代
の
人
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々

以
後
は
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
形
で
は
歌
わ
れ
な
く
な
り
始
め
る
だ
ろ
う
。
村

の

人
々
は
、
本
来
の
民
謡
の
場
合
に
は
、
　
〃
つ
く
り
歌
〃
も
歌
い
、
そ
の
場
そ
の

場
に
ふ

さ
わ
し
い
歌
詞
を
選
ん
で
自
由
に
歌
っ
て
き
た
が
、
民
謡
教
室
で
習
う
民

謡
は
、
規
範
形
式
が
は
っ
き
り
し
て
い
て
、
自
由
に
は
歌
い
に
く
い
。
〃
習
い
民

謡
〃
と
本
来
の
民
謡
は
そ
こ
が
決
定
的
に
違
う
。
ま
た
こ
れ
ま
で
は
同
じ
「
春
節
」

と
か
「
秋
節
」
な
ど
の
名
を
も
っ
て
い
て
も
、
集
落
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
個
人

に

よ
っ
て
も
メ
ロ
デ
ィ
や
歌
い
方
、
歌
詞
に
多
く
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
テ
が
あ
っ
た
の

だ

が
、
民
謡
教
室
の
広
が
り
は
、
や
が
て
そ
れ
ら
を
一
つ
の
形
に
統
一
し
て
し
ま

う
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
も
民
謡
教
室
の
〃
先
生
〃
た
ち
の
出
身
の
集
落
の

形
に

な
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
も
は
や
作
っ
て
歌
う
と
い
う
創
造
性
は
失
な
わ
れ
、

都
会
の

人
々
の
歌
う
俗
曲
や
歌
謡
曲
な
ど
と
、
本
質
的
に
は
変
わ
ら
な
く
な
る
。

　
た
だ

椎
葉
村
の
場
合
、
カ
ラ
オ
ケ
が
盛
ん
に
な
っ
て
も
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う

に
、
歌
謡
曲
も
〃
つ
く
り
歌
〃
を
歌
う
形
が
引
き
継
が
れ
て
い
る
こ
と
を
注
意
し

て

お

こ
う
。
ま
た
こ
の
カ
ラ
オ
ケ
も
〃
習
い
民
謡
〃
も
、
ま
ず
自
ら
歌
う
形
を
確

保
し
て
い
る
こ
と
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。
自
ら
表
現
す
る
行
動
と
し
て
の
音
楽

の

形

は
、
椎
葉
村
で
は
大
き
く
変
質
す
る
傾
斜
を
見
せ
な
が
ら
も
、
辛
う
じ
て
保

た
れ
て

い
る
。

三
、
現
代
の
都
会
の
庶
民
の
音
楽
活
動

　
一
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
江
戸
1
1
東
京
で
は
す
で
に
民
謡
は
ほ
と
ん
ど
歌
わ
れ

て

い

な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
現
代
の
東
京
に
も
、
庶
民
た
ち
が
日
常
生
活
の
中
で

歌
い
始
め

た
民
謡
は
な
い
。
東
京
の
都
心
で
盆
踊
り
を
や
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

中
山
晋
平
作
曲
の
東
京
音
頭
が
大
ヒ
ッ
ト
し
た
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
年
）
頃
か

ら
で
、
そ
れ
以
後
現
在
で
も
盆
踊
り
は
つ
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
こ
で

踊
ら
れ
て
い
る
の
は
、
す
べ
て
「
東
京
音
頭
」
を
は
じ
め
マ
ス
コ
、
ミ
が
作
っ
た
歌

で
あ
る
。
櫓
の
上
で
は
大
太
鼓
が
実
際
に
打
た
れ
る
こ
と
は
多
い
が
、
し
か
し
歌

も
伴
奏
も
す
べ
て
エ
ン
ド
レ
ス
・
テ
ー
プ
が
流
さ
れ
て
い
る
。
辛
う
じ
て
そ
の
大

太
鼓
を

打
つ
こ
と
と
、
庶
民
が
誰
で
も
踊
り
に
加
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
民
俗
芸
能

の

一
部
が
継
承
さ
れ
て
い
る
が
、
歌
の
面
で
の
か
つ
て
の
創
造
性
は
見
ら
れ
な
い
。

盆
踊

り
歌
の
歌
い
手
た
ち
は
、
か
つ
て
は
即
興
的
に
新
し
い
歌
詞
を
作
っ
て
歌
い
、

そ
れ
に

よ
っ
て
盆
踊
り
歌
の
歌
詞
は
増
え
た
も
の
な
の
だ
が
。

　

こ
う
し
て
都
会
の
庶
民
に
と
っ
て
は
、
自
う
歌
う
、
自
ら
作
っ
て
歌
う
と
い
う

表
現
行
動
と
し
て
の
音
楽
は
、
き
わ
め
て
貧
困
だ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

辛
う
じ
て
流
行
歌
や
俗
曲
の
一
節
を
く
ち
ず
さ
む
と
い
う
の
が
精
一
杯
の
と
こ
ろ

で
、
か
え
っ
て
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
「
教
養
」
を
身
に
つ
け
た
人
々
は
、
そ
れ
さ
え
も

失
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
人
々
に
と
っ
て
は
コ
ン
サ
ー
ト
や

レ

コ

ー
ド
、
テ
レ
ビ
な
ど
に
よ
っ
て
演
奏
を
鑑
賞
す
る
と
い
う
行
動
の
み
が
、
音

楽
活
動
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
中
に
は
、
市
民
た
ち
の
合
唱
団
や
オ
ー
ケ
ス
ト

ラ
に
加
わ
っ
て
、
表
現
行
動
を
行
っ
て
い
る
人
々
も
一
部
に
は
い
る
が
、
そ
の
数

は

少
く
、
ま
た
こ
の
行
動
に
は
自
ら
作
る
余
地
は
き
わ
め
て
少
い
と
い
わ
ね
ば
な

ら
な
い
。

　
た

だ
一
九
七
〇
年
代
の
終
り
頃
か
ら
流
行
し
始
め
た
カ
ラ
ナ
ケ
に
よ
っ
て
、
都

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
…
…
…

会
の

庶
民
た
ち

が
自
ら
歌
う
行
為
を
と
り
戻
し
た
こ
と
に
注
意
し
た
い
と
思
う
。
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カ
ラ
オ
ケ
は
も
と
も
と
、
歌
謡
曲
の
歌
手
た
ち
が
歌
い
歩
く
の
に
、
バ
ン
ド
を
同

行

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
便
利
な
よ
う
に
、
伴
奏
だ
け
を
テ
ー
プ
に
吹

き
込
ん
で
持
ち
歩
い
た
形
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
を
一
般
の
人
々
が
利
用
で

き
る
形
に
し
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
が
た
ち
ま
ち
広
が
っ
た
。
人
々
は
フ
ル
オ
ー
ケ
ス

ト
ラ
の
伴
奏
で
歌
え
る
こ
と
の
快
感
を
知
り
、
さ
ら
に
大
き
な
エ
コ
ー
の
つ
い
た

マ

イ
ク
で
歌
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
生
ま
の
声
を
か
く
し
、
そ
の
難
点
を
か

く
し
、
音
量
を
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
気
持
よ
く
歌
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

も
し
カ
ラ
オ
ケ
に
エ
コ
ー
マ
イ
ク
が
な
け
れ
ば
、
人
々
は
こ
ん
な
に
ヵ
ラ
ォ
ヶ
に

飛
び
付
か
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
エ
コ
ー
マ
イ
ク
は
、
日
本
の
庶
民
の
気
持
を
歌
う

こ
と
に
解
放
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
カ
ラ
オ
ケ
に
よ
っ
て
都
会
の
庶
民
た
ち

は

自
ら
歌
う
こ
と
を
取
戻
し
た
。
し
か
も
他
人
の
前
で
自
己
表
現
す
る
喜
び
さ
え

も
、
と
り
戻
し
た
の
で
あ
る
。

　
た
だ

カ
ラ
オ
ケ
は
、
も
ち
ろ
ん
専
門
の
作
詞
家
・
作
曲
家
が
作
っ
た
歌
で
あ
り
、

編
曲
家
が
き
ま
っ
た
形
で
編
曲
し
、
一
定
の
テ
ン
ポ
と
一
定
の
音
高
（
ピ
ッ
チ
）

を

歌
う
人
に
お
し
つ
け
る
。
歌
い
手
が
あ
る
音
を
も
う
少
し
延
ぽ
し
た
い
と
考
え

て

も
、
延
ば
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
ま
た
自
分
の
声
の
高
さ
に
好
適
の
ピ
ッ
チ

で
歌
い

た
い

と
考
え
て
も
、
そ
れ
も
許
さ
れ
な
い
。
一
部
に
は
声
の
高
さ
を
変
え

る
こ
と
の
で
き
る
カ
ラ
オ
ケ
も
あ
る
が
、
普
及
は
し
て
い
な
い
。
さ
ら
に
カ
ラ
オ

ケ

の

大
き
な
問
題
は
、
歌
手
に
よ
っ
て
歌
い
方
の
規
範
さ
え
も
示
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
は
N
H
K
の
長
寿
番
組
の
〃
の
ど
自
慢
”
な
ど
に
も
共
通
で
あ

る
が
、
い
か
に
自
分
の
情
感
を
表
現
す
る
か
と
い
う
よ
り
も
、
い
か
に
そ
の
歌
を

持

ち
歌
と
す
る
歌
手
の
歌
い
方
に
似
て
い
る
か
に
よ
っ
て
、
上
手
下
手
を
人
々
は

評
価
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

32

　
つ

ま
り
カ
ラ
オ
ケ
を
、
自
ら
自
発
的
に
表
現
す
る
音
楽
と
し
て
考
え
れ
ば
、
ひ
　
3

じ
ょ
う
に
大
き
な
限
定
を
つ
け
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
カ
ラ
オ
ケ
が
庶
民
た
ち
に
歌
う
喜
び
を
と
り
戻
さ
せ
た
意
義
は
大
き
い
と

思
わ
れ

る
。
い
ま
で
は
こ
の
カ
ラ
オ
ケ
は
全
国
津
々
浦
々
に
広
が
っ
た
だ
け
で
な

く
、
日
本
製
の
〃
文
化
〃
〃
商
品
〃
と
し
て
世
界
に
広
が
り
つ
つ
あ
る
。
カ
ラ
オ

ヶ

の

名
は
外
国
で
も
そ
の
ま
ま
使
わ
れ
て
い
る
。

　
い

ま
人
々
が
集
っ
て
酒
を
飲
む
チ
ャ
ン
ス
が
あ
れ
ば
、
最
後
は
カ
ラ
ォ
ヶ
に
な

る
こ
と
が
多
い
。
ま
さ
に
現
在
〃
都
市
空
間
に
お
け
る
歓
楽
〃
は
カ
ラ
ナ
ヶ
に
そ

の

多
く
の
場
を
求
め
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
カ
ラ
オ
ケ
は
都
市
文
化
化
の
波
に
の

っ

て

全
国
に
広
が
り
、
つ
い
に
椎
葉
に
さ
え
も
達
し
た
わ
け
だ
。
先
に
ふ
れ
た
よ

う
に
椎
葉
村
の
向
山
日
添
集
落
で
は
、
神
楽
の
あ
と
の
直
会
に
も
カ
ラ
ォ
ヶ
が
登

場

し
、
民
謡
は
ほ
と
ん
ど
歌
わ
れ
な
い
。
た
だ
椎
葉
で
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
そ

の

場
合
に
も
〃
つ
く
り
歌
〃
が
登
場
し
、
創
造
性
が
辛
う
じ
て
保
た
れ
て
い
る
。

　

ま
た
こ
の
カ
ラ
オ
ケ
・
ブ
ー
ム
と
民
謡
教
室
ブ
ー
ム
が
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
頃
に

広
が

っ

た

こ
と
も
注
目
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
民
謡
教
室
は
先
に
述
べ
た
よ
う

に
規
範
形
式
を

も
つ
が
、
マ
イ
ク
な
し
で
大
き
い
声
で
歌
う
と
い
う
意
味
で
は
、

カ
ラ
オ
ケ
よ
り
も
開
放
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
意
外
に
広
い
フ
ァ
ン
層
を

も
つ
詩
吟
の
教
室
も
、
見
落
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
や
は
り
精
一
杯
の
声
で
歌
う

こ
と
が
、
フ
ァ
ン
層
を
集
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
も
と
も
と
民
俗
音
楽
が
も
っ
て
い
た
も
っ
と
も
本
質
的
な
部
分
、
つ

ま
り
自
ら
自
発
的
に
表
現
す
る
行
動
と
し
て
の
音
楽
の
一
部
は
、
現
在
の
都
市
の



庶
民
の
音
楽
に
辛
う
じ
て
引
き
継
が
れ
、
あ
る
い
は
一
九
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年

代
に
か
け
て

の
音
響
機
器
の

進
歩

と
普
及
の
中
で
、
新
し
い
再
生
を
見
た
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三、現代の都会の庶民の音楽活動

注（
1
）
　
椎
葉
村
の
民
俗
音
楽
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
小
島
美
子
「
山
村
民
俗
音
楽
誌

　
　
作
成
の
た
め
の
試
論
－
宮
崎
県
椎
葉
村
を
例
と
し
て
ー
」
　
『
国
立
歴
史
民
俗
博

　
　
物
館
研
究
報
告
』
第
十
八
集
　
一
九
八
八
年

（
2
）
　
小
島
美
子
「
音
楽
史
か
ら
見
た
唖
蝉
坊
」
唖
蝉
坊
著
『
流
行
歌
・
明
治
大
正
史
』

　
　
巻
末
解
説
　
一
九
八
二
年
　
刀
水
書
房

（
3
）
　
こ
の
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
ま
と
ま
っ
た
報
告
は
出
し
て
い
な
い
。

　
　
こ
の
調
査
を
指
導
さ
れ
た
小
泉
文
夫
は
す
で
に
故
人
に
な
ら
れ
た
。

（
4
）
　
小
島
美
子
「
東
京
に
も
民
謡
が
あ
っ
た
1
民
謡
緊
急
調
査
（
東
京
都
）
1
」

　
　
『
月
刊
文
化
財
』
一
九
八
五
年
二
月
号
　
文
化
庁
文
化
財
保
護
部

（
5
）
　
浜
松
敦
子
「
民
衆
の
音
楽
活
動
と
唱
歌
教
育
の
関
連
性
に
つ
い
て
の
一
考
察
－

　
　
東
京
都
台
東
区
住
民
の
実
態
調
査
に
も
と
つ
い
て
ー
」
　
『
音
楽
教
育
学
』
第
十
五

　
　
号
　
一
九
八
六
年
　
日
本
音
楽
教
育
学
会

（
6
）
　
一
九
九
〇
年
十
二
月
一
日
、
日
本
民
俗
音
楽
学
会
の
大
会
で
、
そ
の
ユ
ニ
ー
ク
な

　
　
授
業
が
公
開
さ
れ
て
注
目
を
集
め
た
。

（
7
）
　
一
九
九
〇
年
二
月
、
栄
芝
談
。

（
8
）
　
西
山
松
之
助
著
作
集
第
三
巻
『
江
戸
の
生
活
文
化
』
一
九
八
三
年
　
吉
川
弘
文
館

　
　
二
三
八
ー
三
五
八
頁

（
9
）
　
同
右
二
八
二
頁

（本
館
　
民
俗
研
究
部
）
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“Folkloric　Music”as　Pleasure　Revived　in　Cities

KoJIMA　Tomiko

　　The　most　important　characteristic　the　Japanese　folkloric　music　has　is　to　improvise

words　best　suited　to　the　mood　of　the　moment，　or　to　pick　up　the　words　that　have

been　sung　from　old　times，　to　a　tune．　There　we　find　one　of　the　most　spontaneous

behaviour　of　musical　expression．

　　In　coltrast　to　the　above，　at　Edo（now　Tokyo）from　the　Early　Modem　Times　to

the　Present　Days，　much　of　people　did　not　sing“min’yo”（folk　songs），　but　they　sang

　zokkyoku”short　popular　tunes　sang　to　the　accompaniment　of　a　Shamisen，　or

popular　songs．　Among　the‘‘zokkyoku”they　used　to　sing，　there　were　genres　of　songs

like“Dodoitsu”（ditties）that　call　be　sung　easily　by　improvizing　the　words，　though

the　sentiment　that　can　be　expressed　by　this　genre　of　songs　isvery　much　Iimited．

In　that　context，　we　must　say　that　theまnusic　of　people　at　Edo　at　that　time　from

the　Early　Modern　to　the　present　day，　as　an　act　of　expressing　their　feeling，　was

extremely　poor．

　　It　is　withゐατ40乏θthat　the　citizens　of　the　presentday　c三ties　who　have　half　lost　the

habit　of　singing　have　regained　that　habit．　Withえ娠oゐθ，　there　exists　a　normative

form　even　for　singing，　not　to　mention　improvizing　the　words，　so　much　so　that　there

is　little　space　left　for　spontaneity．　However，　we　can　say　that　at　least　the　act　of

singing　spolltaneously，　that　is，　the　very　essential　part　of　the　folkloric　music，　is　barely

revived　among　the　city　dwellers　with　the　help　of肋rαo虎θ，　produced　in　its　turn，　by

the　development　of　audio　devices．
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