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（
一
）

関
東
大
震
災
と
流
行
歌

―
―
『
船
頭
小
唄
』
を
め
ぐ
る
大
正
期
日
本
の
政
治
・
文
化
変
容

遠
　
藤
　
　
　
　
薫

１．

は
じ
め
に
―
東
日
本
大
震
災
と
「
歌
」

■
「
ふ
る
さ
と
」
の
う
た

２
０
１
１
年
３
月
11
日
に
東
日
本
を
襲
っ
た
大
地
震
と
津
波
、
そ
し
て
原
発
事
故
に
よ
っ
て
被
災
さ
れ
た
方
々
は
、
家
族
を
失
い
、

住
み
馴
れ
た
家
や
町
を
離
れ
ざ
る
を
得
な
い
な
ど
、
そ
れ
ま
で
思
い
も
し
な
か
っ
た
厳
し
い
生
活
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

震
災
後
三
ヶ
月
弱
た
っ
て
、
筆
者
は
被
災
地
を
訪
れ
た
。
そ
の
と
き
印
象
に
刻
ま
れ
た
こ
と
の
一
つ
が
、
被
災
地
で
災
害
エ
フ
エ

ム
を
立
ち
あ
げ
、
奮
闘
し
て
お
ら
れ
た
方
の
感
慨
だ
っ
た
「
歌
の
力
っ
て
す
ご
い
と
思
い
ま
し
た
。
当
初
は
安
否
情
報
ば
か
り
流
し

て
い
た
の
で
す
が
、
し
ば
ら
く
す
る
と
合
間
に
音
楽
を
流
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
す
る
と
「
い
や
さ
れ
る
」
と
大
き
な
反
響
が
あ

っ
た
の
で
す
」。「
土
地
の
民
謡
で
す
か
？
」
と
筆
者
が
た
ず
ね
る
と
、「
い
や
、
童
謡
で
す
ね
。『
故
郷
』
と
か
・
・
、
仮
説
住
宅
な

ん
か
で
聴
く
と
、
胸
に
し
み
ま
す
よ
ね
」
と
い
う
答
え
が
返
っ
て
き
た
。
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た
し
か
に
、『
故
郷
』
は
、
震
災
の
特
集
番
組
な
ど
で
も
し
ば
し
ば
流
さ
れ
、
人
々
の
共

感
を
そ
そ
っ
た
。

だ
が
、『
故
郷
』
あ
る
い
は
同
じ
よ
う
な
文
部
省
唱
歌
が
「
生
ま
れ
育
っ
た
土
地
」
で
歌

わ
れ
る
こ
と
に
対
し
て
、
か
す
か
な
違
和
感
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。

な
ぜ
な
ら
、
文
部
省
唱
歌
は
、
特
定
の
土
地
に
根
づ
い
た
歌
で
は
な
い
。
文
部
省
唱
歌

は
、「
日
本
」
と
い
う
国
民
国
家
形
成
の
過
程
で
、
特
定
の
「
土
地
」
で
は
な
く
、「
日
本
」

と
い
う
抽
象
的
な
空
間
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
を
表
現
す
る
べ
く
、
国
家
の
命
に
よ
っ
て
創
作

さ
れ
た
「
歌
」
だ
か
ら
で
あ
る
。

『
故
郷
』
は
、
長
野
県
出
身
の
国
文
学
者
・
高
野
辰
之
（
１
８
７
６
〜
１
９
４
７
）
に
よ

っ
て
作
詞
さ
れ
、
１
９
１
４
年
に
尋
常
小
学
校
唱
歌
と
し
て
発
表
さ
れ
た
。

現
代
で
も
よ
く
知
ら
れ
た
そ
の
歌
詞
（
表
１
）
を
読
め
ば
、
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
風

景
や
思
い
は
、
場
所
も
時
間
も
き
わ
め
て
一
般
化
さ
れ
た
、
抽
象
度
の
高
い
図
柄
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
、
こ
の
歌
を
歌
う
者
は
、「
志
を
果
た
す
」
た
め
に
「
故
郷
」
を

遠
く
離
れ
て
生
き
る
「
都
市
人
」
で
あ
る
。
東
日
本
大
震
災
で
改
め
て
浮
き
彫
り
に
な
っ

た
、
日
本
に
お
け
る
「
中
央
」
と
「
地
方
」
の
ね
じ
れ
た
関
係
を
ま
さ
に
形
成
し
て
き
た

心
性
―
「
故
郷
喪
失
者
」
た
ち
の
心
情
が
そ
こ
に
は
歌
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
被
災
し
た
人
々
（
と
く
に
宮
城
、
岩
手
の
沿
岸
部
の
方
々
）
―
現

志
を
　
果
た
し
て 

い
つ
の
日
に
か
　
帰
ら
ん 

山
は
　
高
き
　
故
郷 

水
は
　
清
き
　
故
郷 

如
何
に
い
ま
す
　
父
母 

恙
無
し
や
　
友
が
き 

雨
に
風
に
　
つ
け
て
も 

思
ひ
出
づ
る
　
故
郷 

兎
追
い
し
　
彼
の
山 

小
鮒
釣
り
し
　
彼
の
川 

夢
は
今
も
　
巡
り
て 

忘
れ
難
き
故
郷 

一 二 三 

表１ 『故郷』の歌詞



（
三
）

学
習
院
大
学
　
法
学
会
雑
誌
　
48
巻
１
号
（
２
０
１
２
・
９
）

462

在
も
「
故
郷
」
に
残
っ
て
生
活
を
続
け
て
い
る
人
々
が
、
そ
の
よ
う
な
「
故
郷
喪
失
者
」
た
ち
の
歌
を
、「
わ
が
郷
土
の
う
た
」
と

し
て
口
ず
さ
む
の
か
。
こ
の
疑
問
に
潜
む
近
代
日
本
の
文
化
変
容
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
考
察
す
る
の
が
、
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

２．

関
東
大
震
災
の
焼
け
跡
で

■
報
道
と
し
て
の
「
う
た
」

東
日
本
大
震
災
の
お
よ
そ
90
年
前
、
１
９
２
３
年
９
月
１
日
相
模
湾
を
震
源
と
す
る
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
7.9
の
関
東
大
地
震
が
発
生

し
、
東
京
は
壊
滅
状
態
と
な
っ
た
。
死
者
・
行
方
不
明
者
は
10
万
を
超
え
た
。

震
災
直
後
に
発
行
さ
れ
た
『
大
阪
朝
日
新
聞
関
東
大
震
災
記
事
集
』
は
、
次
の
よ
う
に
書
き
出
し
て
い
る
。

大
正
十
二
年
九
月
一
日
午
前
十
一
時
五
十
八
分
、
突
如
と
し
て
起
こ
っ
た
関
東
方
面
の
大
地
震
は
、
帝
都
を
中
心
と
し
て
横
浜

以
南
三
浦
半
島
全
部
、
相
模
灘
の
沿
岸
藤
沢
、
平
塚
、
小
田
原
よ
り
伊
豆
半
島
の
熱
海
、
伊
東
、
北
し
て
箱
根
、
山
北
、
御
殿

場
、
沼
津
方
面
に
及
び
、
東
は
房
総
半
島
の
西
部
沿
岸
地
区
、
北
は
甲
府
方
面
に
至
る
広
大
な
る
区
域
に
惨
害
を
与
え
、
海
嘯

と
劫
火
こ
れ
に
伴
い
忽
ち
に
し
て
幾
十
百
万
の
建
築
物
を
倒
し
、
更
に
幾
十
百
万
の
人
命
を
害
い
、
又
更
に
幾
十
百
億
の
財
宝

を
焼
き
、
通
信
交
通
機
関
を
壊
滅
に
帰
せ
し
め
た
。
蓋
し
有
史
以
来
の
大
天
災
。
い
か
に
最
大
級
の
文
字
を
以
て
す
る
も
、
此

の
戦
慄
す
べ
き
悽
愴
な
る
光
栄
を
髣
髴
せ
し
め
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
唯
斯
る
非
常
時
に
は
人
間
も
人
間
以
上
の
強
さ
を
以
て
一

大
集
団
を
作
り
、
暴
虐
な
る
自
然
に
対
し
て
勇
敢
に
戦
い
を
挑
み
、
大
混
乱
の
只
中
よ
り
直
ち
に
秩
序
を
整
え
、
壊
滅
よ
り
復

興
の
若
き
芽
生
え
を
育
む
こ
と
を
忘
れ
ぬ
力
を
有
っ
て
い
る
。（
p.3
）
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一
方
、
こ
の
惨
状
は
、「
う
た
」
と
し
て
も
歌
わ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
以
下
に
示
す
の
は
、
こ
の
時
期
活
躍
し
て
い
た
「
演
歌
師
」

の
添
田
さ
つ
き
生
（
一
九
〇
二
〜
一
九
八
〇
）
が
作
り
、
唄
っ
た
「
関
東
大
震
災
の
歌
」
で
あ
る
。

『
関
東
大
震
災
の
歌
』

時
そ
れ
大
正
十
二
年
　
九
月
一
日
正
午
時
　
突
然
起
る
大
地
震
　
神
の
怒
り
か
竜
神
の
　
何
に
恐
る
ゝ
戦
き
か
　
大
地
揺
る
ぎ

て
家
毀
ち
　
河
原
の
崩
れ
落
つ
る
音
　
電
柱
さ
け
て
物
凄
く
　
潰
れ
し
家
の
そ
の
中
に
　
呻
き
の
声
や
叫
ぶ
声
　
文
化
の
都
一

瞬
に
　
修
羅
の
巷
と
化
し
に
け
り
　
火
の
手
は
起
る
こ
ゝ
か
し
こ
　
狂
え
る
風
に
煽
ら
れ
て
　
乱
る
ゝ

火
の
柱
　
天
に
沖
す

る
黒
煙
り
　
老
若
男
女
分
ち
な
く
　
右
往
左
往
に
逃
げ
ま
ど
ふ
　
満
都
の
人
の
狼
狽
は
　
実
（
げ
）
に
一
幅
の
地
獄
絵
よ
　
悪

魔
の
火
の
手
は
凄
ま
じ
く
　
官
省
、
帝
劇
、
警
視
庁
　
三
越
、
白
木
、
松
坂
屋
　
枢
要
の
街
を
な
め
て
行
く

（
後
略
）

（
添
田
『
演
歌
の
明
治
大
正
史
』：

２
８
３
）

現
代
の
感
覚
か
ら
す
る
と
、
こ
れ
は
「
歌
」
と
い
う
よ
り
も
前
記
の
「
報
道
記
事
」
に
近
く
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
ま
だ
新
聞

な
ど
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
が
今
日
の
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
の
日
常
世
界
を
覆
い
尽
く
し
て
い
な
い
当
時
に
あ
っ
て
は
、
街
頭
で
演
歌
師
た

ち
に
よ
っ
て
大
衆
の
た
め
に
歌
わ
れ
る
「
歌
」
は
、
ニ
ュ
ー
ス
報
道
の
役
割
も
担
っ
て
い
た
。（
遠
藤：

２
０
１
２
な
ど
参
照
）。
街

頭
の
演
歌
師
た
ち
は
、
何
か
こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
「
歌
」
に
作
り
、
街
頭
で
歌
い＊

、
そ
の
歌
を
小
冊
子
に
し
た
も
の
を
売
っ
て
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生
計
を
立
て
て
い
た
。
当
時
の
「
歌
」
は
、
報
道
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
役
割
も
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

＊
二
〇
一
二
年
七
月
、
筆
者
が
石
巻
に
調
査
に
伺
っ
た
と
き
、「
復
興
ま
つ
り
」
で
演
じ
ら
れ
て
い
た
地
元
の
漫
談
師
の

漫
談
の
ネ
タ
も
時
事
が
中
心
で
あ
っ
た
。

■
風
刺
・
諧
謔
と
し
て
の
「
う
た
」

と
は
い
え
、
大
衆
の
た
め
の
「
歌
」
は
多
面
的
で
あ
り
、
融
通
無
碍
で
あ
る
。
お
な
じ
添
田
さ
つ

き
生
が
つ
く
っ
た
「
復
興
節
」
は
、
大
震
災
後
の
困
窮
を
、
諧
謔
の
笑
い
で
表
現
し
た
、
陽
気
な
曲

調
の
歌
で
あ
る
。

『
復
興
節
』

家
は
焼
け
て
も
　
江
戸
っ
子
の
　
　
意
気
は
消
え
な
い
　
見
て
お
く
れ
　
　
ア
ラ
マ
　
オ
ヤ
マ

忽
ち
並
ん
だ
　
バ
ラ
ッ
ク
に
　
　
　
夜
は
寝
な
が
ら
　
お
月
さ
ま
眺
め
て
　
エ
ー
ゾ
　
エ
ー
ゾ
　

帝
都
復
興
　
エ
ー
ゾ
　
エ
ー
ゾ

田
舎
の
父
さ
ん
　
火
事
見
舞
　
や
っ
て
来
て
上
野
の
や
ま
で
ビ
ッ
ク
リ
腰
抜
か
し
　
ア
ラ
マ

オ
ヤ
マ

図1 京橋の第一相互ビルヂング屋上より見た日本橋及神田方面の惨状（1923年9月15日）
http://ja.wikipedia.org/wiki/ファイル:Desolution_of_Nihonbashi_and_Kanda_after_Kanto_Earthquake.jpg
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こ
い
つ
は
た
ま
げ
た
　
・
・
・

焼
け
た
か
焼
け
ね
え
の
か
　
ど
ち
ら
を
向
い
て
も
　
屋
根
ば
か
り

帝
都
復
興
　
エ
ー
ゾ
　
エ
ー
ゾ

（
後
略
）

当
時
、
こ
う
し
た
歌
は
「
演
歌
」
あ
る
い
は
「
書
生
節
」
と
呼
ば
れ
、
そ
れ
を
を
人
び
と
に
向
け
て
歌
っ
た
の
は
「
演
歌
師
」
あ

る
い
は
「
演
歌
者
」
と
呼
ば
れ
た
人
び
と
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
大
道
芸
人
の
よ
う
に
、
街
頭
に
立
っ
て
、
こ
う
し
た
歌
を
歌
い
、

「
歌
本
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
小
冊
子
を
売
っ
て
い
た
。
人
々
は
彼
ら
の
歌
を
街
で
聞
き
、
ま
た
、
歌
本
を
片
手
に
自
分
で
口
ず
さ
ん

だ
り
し
た
。
明
治
か
ら
大
正
初
期
、
市
井
の
「
流
行
歌
」
は
主
に
彼
ら
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
い
た
。

■
『
地
震
小
唄
』
と
『
船
頭
小
唄
』

「
演
歌
」
に
は
演
歌
師
自
身
が
作
詞
・
作
曲
し
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
曲
も
あ
っ
た
が
、「
ノ
ン
キ
節
」
の
よ
う
な
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
演
歌
の

替
え
歌
、
あ
る
い
は
「
演
歌
」
以
外
の
「
う
た
」
の
替
え
歌
も
多
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
関
東
大
震
災
後
に
歌
わ
れ
た
「
地
震
小
唄
」

も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

地
震
小
唄
（
作
詞
　
添
田
唖
蝉
坊

（
１
）

）

お
れ
は
東
京
の
焼
け
出
さ
れ
　
同
じ
お
前
も
焼
け
出
さ
れ
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ど
う
せ
二
人
は
家
も
な
い
　
何
も
も
た
な
い
焼
け
出
さ
れ

焼
け
出
さ
れ
て
も
ね
え
お
前
　
生
き
た
い
こ
こ
ろ
に
何
変
わ
ろ

お
れ
も
お
前
も
さ
す
ら
い
の
　
旅
で
苦
労
し
て
生
き
よ
う
よ

武
蔵
野
の
原
照
ら
し
て
る
　
昔
な
が
ら
の
お
月
さ
ん

わ
た
し
ゃ
こ
れ
か
ら
さ
す
ら
い
の
　
旅
で
苦
労
し
て
暮
ら
す
の
よ

『
地
震
小
唄
』
の
も
と
歌
は
、
野
口
雨
情
が
作
詞
し
、
中
山
晋
平
が
作
曲
し
た
『
船
頭
小
唄
』
で
、
震
災
当
時
、
大
流
行
し
て
い

た
。
多
く
の
市
井
の
人
び
と
が
こ
の
歌
を
口
ず
さ
ん
で
い
た
。
テ
レ
ビ
も
ラ
ジ
オ

（
２
）

も
な
い
当
時
、『
船
頭
小
唄
』
を
歌
い
広
め
、
人

び
と
の
耳
に
届
け
た
の
も
演
歌
師
た
ち
だ
っ
た
。

『
船
頭
小
唄
』（
大
正
十
年
『
新
作
小
唄
』
所
収
　
作
曲
中
山
晋
平
）

己
は
河
原
の
　
枯
れ
芒

同
じ
お
前
も
枯
れ
芒

ど
う
せ
二
人
は
　
こ
の
世
で
は

花
の
咲
か
な
い
　
枯
れ
芒
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死
ぬ
も
生
き
る
も
　
ね
え
お
前

水
の
流
れ
に
　
何
變
ろ

己
も
お
前
も
　
利
根
川
の

船
の
船
頭
で
　
暮
さ
う
よ

枯
れ
た
眞
菰
に
　
照
ら
し
て
る

潮
來
出
島
の
　
お
月
さ
ん

わ
た
し
や
こ
れ
か
ら
　
利
根
川
の

船
の
船
頭
で
　
暮
す
の
よ

映
画
評
論
家
の
岩
崎
昶
は
、
そ
の
著
書
の
中
で
、「
関
東
大
震
災
を
思
い
出
す
た
び
に
、
こ
の
流
行
歌
の
悲
し
げ
な
メ
ロ
デ
ィ
ー

が
私
の
耳
に
聞
こ
え
て
く
る
。
こ
の
二
つ
は
そ
れ
ほ
ど
ピ
ッ
タ
リ
と
結
び
つ
い
た
も
の
だ
っ
た
」（
岩
崎
１
９
６
１：

41
）

「
船
頭
小
唄
」
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
語
り
は
、
一
つ
の
定
型
を
な
し
て
い
る

（
３
）

。
が
、
当
時
の
人
び
と
に
と
っ
て
の
「
船
頭
小
唄
」

は
、
必
ず
し
も
そ
う
し
た
モ
ノ
ク
ロ
の
哀
調
の
中
に
押
し
込
め
ら
れ
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
万
華
鏡
の
よ
う
な
多
面
性
を
も
っ

て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
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３．

読
売
瓦
版
か
ら
船
頭
小
唄
ま
で
―
「
演
歌
」
の
う
た
い
手
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か

■
読
売
瓦
版
と
新
聞
紙

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
街
頭
の
演
歌
師
た
ち
は
報
道
メ
デ
ィ
ア
の
役
割
も
果
た
し
て
い
た
。
そ
の
原
型
は
、
江
戸
期
の
瓦
版
売

り
（
当
時
は
、「
瓦
版
」
と
い
う
よ
り
「
読
売
（
よ
み
う
り
）
と
い
う
呼
称
が
一
般
的
だ
っ
た
。
本
稿
で
も
、
以
下
、「
読
売
」
の
呼

称
を
用
い
る
」
で
あ
る
。

「
読
売
」
は
、
江
戸
期
に
、
天
災
や
火
事
、
市
井
の
ゴ
シ
ッ
プ
な
ど
を
刷
り
物
に
し
て
、
街
頭
で
売
る
こ
と
を
商
売
に
し
て
い
た
。

彼
ら
は
し
ば
し
ば
客
寄
せ
の
た
め
に
、
音
曲
に
の
せ
て
唄
い
な
が
ら
瓦
版
を
売
っ
た
。

明
治
に
な
り
、
江
戸
期
よ
り
は
情
報
統
制
も
ゆ
る
め
ら
れ
た
。
読
売
た
ち
は
時
事
に
関
す
る
情
報
を
刷
り
、
売
る
よ
う
に
な
っ
た
。

一
方
、
海
外
か
ら
「
新
聞
（
ニ
ュ
ー
ス
）」
の
概
念
が
入
っ
て
き
て
、「
読
売
」
と
は
異
な
る
西
欧
近
代
的
文
脈
に
も
と
づ
く
「
新
聞
」

が
発
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

「
読
売
」
と
「
新
聞
」
は
異
な
る
文
脈
か
ら
発
生
し
た
と
は
い
え
、
リ
ア
ル
な
「
明
治
」
の
環
境
の
中
で
は
、「
新
聞
」
も
ま
た

「
読
売
」
的
に
（
つ
ま
り
音
曲
と
と
も
に
街
頭
で
売
ら
れ
た
り
、
配
達
さ
れ
た
り
と
い
う
形
式
で
）
売
ら
れ
る
場
面
が
多
々
あ
っ
た

と
い
う
。



（
一
〇
）

関
東
大
震
災
と
流
行
歌
（
遠
藤
）

455

■
自
由
民
権
運
動
と
壮
士
節

一
方
、
薩
長
を
中
心
と
し
た
明
治
政
府
の
藩
閥
政
治
に
異
を
唱
え
、
自
由
民
権
を
訴
え
る
人
び
と
も
、
集
会
場
に
人
を
集
め
た
り
、

街
頭
で
の
ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
積
極
的
に
行
っ
た
。

街
頭
で
の
ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
形
式
は
、
や
は
り
、
伝
統
的
な
「
読
売
」
の
形
式
と
似
通
っ
て
い
た
。

明
治
10
年
12
月
27
日
付
け
で
内
務
卿
・
大
久
保
利
通
が
東
京
警
視
本
署
あ
て
て
出
し
た
通
告
に
は
、
政
治
的
集
会
の
取
締
と
と
も

に
、「
東
京
諸
新
聞
紙
読
売
之
者
近
来
猥
り
に
事
跡
を
付
会
揚
言
し
て
売
歩
行
く
者
有
り
。
之
不
都
合
に
付
き
適
宜
取
締
可
致
事
」

（『
警
視
庁
権
限
類
抄
』
明
治
26
年
３
月
）
と
指
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
中
で
、
大
衆
に
ア
ピ
ー
ル
し
や
す
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
と
し
て
「
歌
」
が
用
い
ら
れ
た
。
自
由
民
権
運
動

の
活
動
家
た
ち
の
歌
は
、「
演
（
説
）
歌
」
と
呼
ば
れ
た
、
そ
し
て
そ
の
歌
い
手
た
ち
の
属
性
か
ら
、
し
ば
し
ば
「
壮
士
節
」
と
も

呼
ば
れ
た
。

明
治
大
正
期
に
「
演
歌
師
」
と
な
っ
た
添
田
唖
蝉
坊
（
１
８
７
２
―
１
９
４
４
）
は
、
自
伝
『
唖
蝉
坊
流
生
記
』
で
、「
壮
士
節
」

と
の
出
会
い
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る：

そ
の
頃
、
大
瀧
町
の
谷
川
亭
に
か
か
っ
た
浪
花
節
は
、
後
に
桃
中
軒
雲
右
衛
門
に
な
っ
た
小
繁
、
そ
の
弟
の
繁
吉
な
ど
で
あ

っ
た
。
私
は
吉
川
小
繁
が
好
き
で
、
喜
ん
で
こ
れ
を
聴
い
た
。

或
る
夜
、
又
小
繁
を
聴
こ
う
か
と
思
っ
て
、
大
瀧
町
の
通
り
に
さ
し
か
か
る
と
、
異
様
な
風
俗
の
三
人
の
男
が
、
何
や
ら
し

き
り
に
呶
鳴
っ
て
い
る
の
だ
。
人
は
黒
山
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
私
は
そ
の
群
衆
の
中
へ
割
り
込
ん
で
行
っ
た
。
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編
笠
を
阿
弥
陀
に
冠
り
、
白
い
兵
児
帯
を
ぐ
る
ぐ
る
巻
い
た
若
者
が
、
手
に
手
に
太
い
ス
テ
ッ
キ
を
持
っ
て
、
交
る
交
る
喋

っ
た
り
歌
っ
た
り
す
る
。
そ
の
時
は
、
始
ま
っ
て
も
う
余
程
経
っ
て
い
た
ら
し
い
。
一
人
の
、
演
説
口
調
の
元
気
の
い
い
声
の

切
れ
る
の
を
待
っ
て
い
た
よ
う
に
、
次
の
男
が
、

「
マ
ア
、
此
の
歌
を
聞
き
た
ま
え
。」

と
言
っ
た
。
三
人
声
を
揃
え
て
う
た
い
出
し
た
。
そ
れ
が
、

「
―
悲
憤
慷
慨
亜
細
亜
の
前
途
を
観
察
す
れ
ば
、」

と
い
う
う
た
い
出
し
な
の
だ
。
私
は
驚
い
た
。
そ
し
て
、
耳
を
す
ま
し
た
。

悲
憤
慷
慨
亜
細
亜
の
前
途
を
観
察
す
れ
ば

文
運
月
に
進
み
行
き

武
運
盛
ん
な
日
本
も

治
外
法
権
撤
去
せ
ず

税
権
回
復
ま
だ
な
ら
ず

（
中
略
）

英
吉
利
仏
蘭
西
独
逸
露
西
亜

敵
を
選
ば
ず
打
据
え
て

旭
の
輝
く
日
章
の

国
旗
を
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
頭
に

翻
し
た
ら
大
愉
快

愉
快
ぢ
ゃ
愉
快
ぢ
ゃ

（
殿
江
酔
卿
作
）
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こ
う
し
て
三
人
の
男
は
、
所
謂
亜
細
亜
の
大
勢
を
、
う
た
い
且
つ
論
じ
立
て
る
の
で
あ
っ
た
。
私
の
驚
き
は
昂
奮
に
変
わ
っ

た
。
興
味
と
な
っ
た
。
そ
し
て
男
た
ち
は
印
刷
物
を
売
る
の
だ
っ
た
。
こ
れ
が
壮
士
節
と
云
わ
れ
る
も
の
だ
っ
た
。

添
田
唖
蝉
坊
『
唖
蝉
坊
流
生
記
』：

39
―
41

こ
の
出
会
い
か
ら
「
壮
士
節
」
の
歌
い
手
と
な
っ
た
添
田
唖
蝉
坊
は
、
そ
の
後
、
演
歌
師
た
ち
の
ま
と
め
役
の
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

た
だ
し
、
興
味
深
い
の
は
、
添
田
は
確
か
に
壮
士
節
の
政
治
性
に
あ
る
程
度
共
鳴
は
し
た
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
以
上
に
、「
音
楽

で
食
べ
て
い
く
」
こ
と
に
惹
か
れ
た
よ
う
に
見
え
る
こ
と
だ
。
彼
は
、
上
の
文
章
の
す
ぐ
後
で
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る：

そ
し
て
、
間
も
な
く
、
青
年
倶
楽
部
か
ら
歌
の
小
冊
子
を
取
り
寄
せ
て
、
う
た
い
流
し
て
歩
く
自
分
自
身
を
、
横
須
賀
の
町

の
小
路
々
々
に
見
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。

当
時
原
価
四
厘
の
歌
本
を
、
壮
士
達
は
一
銭
五
厘
で
売
っ
て
い
た
。
私
は
そ
れ
を
二
銭
に
売
っ
た
。
街
頭
に
立
つ
危
懼
が
や

が
て
深
甚
な
興
味
と
な
っ
た
。
売
れ
行
き
は
素
敵
に
よ
か
っ
た
の
だ
。
幾
日
か
の
後
、
私
は
「
壮
士
節
」
の
中
に
据
わ
る
私
自

身
の
、
確
信
を
得
た
。

添
田
唖
蝉
坊
『
唖
蝉
坊
流
生
記
』：

45

「
売
れ
行
き
は
素
敵
に
よ
か
っ
た
」。
こ
の
言
い
方
か
ら
、
彼
の
な
か
に
、
音
楽
ビ
ジ
ネ
ス
へ
の
関
心
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ

れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
自
由
民
権
運
動
か
ら
は
逸
脱
し
た
志
向
性
で
も
あ
っ
た
。
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■
自
由
民
権
運
動
か
ら
フ
リ
ー
タ
ー
職
業
へ

こ
の
よ
う
な
唖
蝉
坊
の
「
逸
脱
」
は
、「
演
歌
」
が
そ
の
後
進
ん
だ
方
向
と
同
期
し
て
い
る
。

倉
田
（
１
９
７
９=

２
０
６：

92
）
は
、
明
治
20
年
代
後
半
か
ら
「
街
頭
の
読
売
に
「
書
生
節
」」
と
い
う
名
が
与
え
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
演
歌
」
の
担
い
手
の
変
化
と
、
そ
れ
に
伴
う
「
演
歌
」
の
社
会
的
位
置
づ
け
の
変
化
を

も
表
し
て
い
た
。

１
９
０
４
年
（
明
治
37
年
）
に
発
行
さ
れ
た
『
東
京
自
活
苦
学
案
内
』（
森
泉
南
・
著，

東
華
堂
発
行
）
と
い
う
本
が
あ
る
。
こ

の
本
は
、
立
身
出
世
を
夢
見
て
地
方
か
ら
上
京
し
、
苦
学
し
て
い
る
若
者
た
ち
に
生
計
の
道
を
教
え
る
、「
ア
ル
バ
イ
ト
案
内
」
の

よ
う
な
本
で
あ
る
。
当
時
、
こ
の
種
の
本
が
大
量
に
発
行
さ
れ
て
い
た

（
４
）

。
そ
の
中
に
「
書
生
演
歌
（
欣
舞
節
）」
と
い
う
職
業
紹
介

の
項
が
あ
る：

神
田
小
川
町
辺
に
て
毎
夜
毎
夜
節
面
白
く
欣
舞
ふ
し
を
歌
う
書
生
の
収
入
を
記
さ
ん
に
、
一
夜
に
売
る
部
数
を
30
部
と
仮
定
せ

ば
そ
の
売
上
代
金45

銭
。
原
価
は
も
し
自
己
の
出
版
な
ら
ば
一
部
僅
か
に
三
厘
位
に
て
出
来
得
れ
ど
も
、
他
の
出
版
を
受
け
売

り
す
る
時
は
一
枚
に
付
き
五
厘
位
の
割
合
な
れ
ば
三
十
部
に
て
そ
の
純
益
三
十
銭
位
な
れ
ば
、
一
ヶ
月
積
算
す
れ
ば
九
円
の
収

入
を
得
る
な
り
。
然
れ
ど
も
降
雨
の
時
は
丸
潰
れ
と
な
れ
ば
、
そ
の
時
は
神
田
本
郷
区
辺
の
下
宿
屋
町
を
歌
い
つ
つ
流
し
歩
く

も
、
さ
の
み
収
入
も
無
け
れ
ば
必
ず
積
算
通
り
の
収
入
有
る
や
否
や
は
計
り
難
し
。
最
も
新
聞
紙
の
如
く
必
ず
其
の
日
に
売
り

尽
く
さ
ず
と
も
翌
日
に
至
る
も
差
支
え
な
き
な
り
。
併
し
同
じ
場
所
に
て
同
じ
文
句
を
の
み
演
じ
居
る
時
は
、
耳
に
慣
れ
ば
、
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終
に
は
書
い
て
な
き
に
至
る
べ
く
依
り
て
時
々
方
向
を
変
え
、
間
断
な
く
縁
日
を
廻
る
様
に
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
併
し
な
が
ら

こ
の
業
務
は
常
に
大
声
を
発
す
る
こ
と
故
、
咽
喉
を
痛
め
ぬ
様
注
意
す
べ
し
。
尤
も
声
自
慢
の
人
は
無
暗
に
得
意
が
り
て
大
声

を
発
し
居
る
者
に
就
き
、
之
を
尋
ぬ
る
に
是
れ
即
ち
文
句
の
勇
壮
な
る
に
増
し
て
繰
返
し
の
妙
な
る
と
、
声
の
好
き
に
惚
れ
て

美
人
に
顔
を
覗
き
こ
ま
れ
、
時
に
は
海
老
茶
式
部
ま
で
後
に
廻
り
て
窃
に
私
に
も
一
冊
頂
戴
な
と
云
う
が
如
き
愉
快
も
あ
れ
ば

な
り
云
々
と
自
負
も
亦
た
甚
だ
し
と
云
う
べ
き
な
り
。
当
時
苦
学
社
は
此
の
版
元
を
な
せ
ば
書
生
等
は
多
く
此
処
に
て
仕
入
れ

夜
分
よ
り
出
稼
を
為
し
居
れ
る
も
余
り
好
景
気
な
ら
ざ
る
模
様
な
り
。

森
泉
１
９
０
４：

64
―
５

す
な
わ
ち
、
こ
の
記
述
か
ら
、
学
生
街
で
歌
を
歌
い
、
そ
の
歌
本
を
売
る
こ
と
が
、
苦
学
生
た
ち
が
収
入
を
得
る
手
段
と
な
っ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
収
益
は
不
安
定
で
は
あ
る
が
、
一
方
で
恋
愛
め
い
た
楽
し
み
を
得
る
こ
と
も
で
き
る
、
と
森
泉
は
紹
介

し
て
い
る
。

歌
い
手
た
ち
は
自
由
民
権
運
動
の
壮
士
た
ち
に
比
べ
る
と
、
か
な
り
違
っ
て
き
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
政
治
活
動
家
と
云
う
よ

り
、
現
代
の
ス
ト
リ
ー
ト
・
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
に
近
い
風
情
と
い
え
よ
う
か
。

さ
ら
に
、
藤
井
衛
が
１
９
１
６
年
に
書
い
た
『
東
京
に
於
け
る
就
職
と
其
成
功：

一
名
・
金
儲
の
秘
訣
』
と
い
う
本
で
は
、
項
の

タ
イ
ト
ル
が
「
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
弾
き
及
書
生
演
歌
」
と
な
っ
て
お
り
、
書
生
演
歌
が
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
楽
器
と
し
て
採
用
し
始
め
た

こ
と
が
わ
か
る
。

大
正
期
の
社
会
学
者
・
権
田
保
之
助
も
、
次
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る：
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今
で
は
可
成
り
盛
ん
で
、
東
京
を
中
心
と
し
て
は
約
三
百
人
で
、
大
阪
、
九
州
は
東
京
都
少
し
く
趣
を
異
に
す
る
が
、
東
京

以
外
で
３
０
０
人
位
あ
る
と
云
う
。

東
京
の
三
百
人
と
い
う
の
も
何
時
も
移
動
が
あ
る
。
そ
れ
は
季
節
の
時
で
述
べ
る
様
な
原
因
か
ら
と
、
亦
一
時
転
職
し
た
も

の
が
、
演
歌
界
の
景
気
の
時
に
は
舞
い
戻
っ
て
来
る
と
い
う
の
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

以
前
は
、
三
味
に
合
わ
せ
た
の
が
、
只
歌
丈
け
と
な
り
、
近
来
の
様
な
バ
イ
オ
リ
ン
を
用
う
る
様
に
な
っ
た
の
は
四
十
一
年

頃
で
、
一
般
に
地
方
等
で
は
音
楽
の
先
生
と
云
わ
る
る
人
達
も
バ
イ
オ
リ
ン
な
る
も
の
を
知
ら
な
か
っ
た
時
代
だ
と
云
う
。

人
々
は
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
に
糸
の
あ
る
よ
い
音
（
ね
）
の
出
る
も
の
と
感
心
し
た
の
も
不
思
議
で
は
な
い
。

（
権
田
１
９
２
３：

１
７
９
―
１
８
０
）

４．
「
船
頭
小
唄
」
と
大
正
期
芸
術
運
動
―
「
流
行
唄
」
を
つ
く
っ
た
の
は
誰
か

■
大
正
期
芸
術
運
動
と
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
の
「
演
歌
」

た
だ
し
、
添
田
唖
蝉
房
の
よ
う
な
演
歌
師
た
ち
も
い
た
。
彼
ら
は
、
壮
士
演
歌
と
書
生
演
歌
の
中
間
の
よ
う
な
タ
イ
プ
と
い
え
る

か
も
し
れ
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
、
壮
士
演
歌
が
政
治
を
第
一
と
し
、
書
生
演
歌
が
学
業
の
た
め
の
ア
ル
バ
イ
ト
で
あ
る
の
に
対
し

て
、
添
田
は
、「
音
楽
」
を
第
一
と
し
、
そ
れ
を
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
成
立
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
と
も
い
え
る
。

そ
の
た
め
に
、
添
田
は
一
方
で
、
１
９
１
８
年
（
大
正
７
年
）
に
演
歌
組
合
親
交
会
を
創
設
し
、
演
歌
師
た
ち
の
権
利
を
訴
え
る

と
と
も
に
、
雑
誌
『
演
歌
』
を
発
行
し
て
、
技
能
向
上
や
情
報
交
換
の
場
と
し
た
。
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ま
た
一
方
で
は
、
演
歌
師
た
ち
の
生
計
の
手
段
で
あ
る
「
歌
本
」
が
、
海
賊
版
の
横
行
に
よ
っ
て
正
当
な
利
益
を
上
げ
ら
れ
な
く

な
っ
て
い
る
事
態
に
抗
議
の
声
を
あ
げ
て
い
る
。
当
時
、
印
刷
技
術
の
発
展
に
伴
い
、
歌
本
の
海
賊
版
を
大
量
生
産
す
る
業
者
が
現

れ
て
い
た
よ
う
だ
。

添
田
は
演
歌
師
た
ち
の
歌
う
「
替
え
歌
」
の
著
作
権
に
つ
い
て
も
意
識
し
て
お
り
、
自
身
が
作
詞
し
た
『
地
震
小
唄
』
や
『
貧
乏

小
唄
』、『
隠
亡
小
唄
』
な
ど
は
、
元
歌
を
つ
く
っ
た
野
口
雨
情
の
了
解
を
得
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
。

枯
れ
す
す
き
の
「
船
頭
小
唄
」
の
作
者
野
口
雨
情
も
か
ね
て
演
歌
の
同
感
者
で
、
演
歌
者
の
組
合
青
年
親
交
会
の
で
き
た
の

を
大
変
よ
ろ
こ
ん
で
く
れ
て
い
た
。
そ
し
て
「
演
歌
家
諸
君
は
出
来
得
る
限
り
（
止
む
を
得
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
が
）
芸
術
的

価
値
の
あ
る
歌
詞
を
唄
っ
て
下
さ
る
よ
う
私
は
い
つ
も
希
望
し
て
い
ま
す
」
と
そ
の
作
は
進
ん
で
提
供
さ
れ
た
し
、
作
替
も
快

諾
し
て
く
れ
て
い
た
。
演
歌
に
は
下
劣
き
わ
ま
る
も
の
も
一
方
に
行
わ
れ
た
の
で
、
そ
う
い
う
事
情
も
よ
く
知
っ
て
い
て
、
そ

れ
を
一
概
に
や
っ
つ
け
る
こ
と
を
せ
ず
、
む
し
ろ
同
情
の
眼
を
も
っ
て
見
て
い
た
の
は
、
雨
情
も
民
衆
の
詩
人
で
あ
っ
た
か
ら

か
。
時
雨
音
羽
後
援
会
（
時
雨
音
羽
の
作
詞
家
と
し
て
の
出
発
を
励
ま
す
会
で
、
中
山
晋
平
の
ピ
ア
ノ
で
、
藤
原
義
江
が
「
出

船
の
港
」「
鉾
を
お
さ
め
て
」
を
初
演
奏
し
た
）
で
、
自
作
の
即
興
詩
を
無
伴
奏
で
「
デ
カ
デ
カ
デ
ン
デ
ン
デ
カ
デ
カ
デ
ン
」

と
体
を
ふ
り
な
が
ら
う
た
っ
て
喝
采
を
博
し
て
い
た
野
口
雨
情
の
姿
が
眼
に
う
か
ん
で
く
る
。

そ
れ
に
し
て
も
「
船
頭
小
唄
」
の
旋
律
は
悲
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
あ
の
大
震
災
が
来
た
。
ま
っ
た
く
枯
れ
す
す
き

で
あ
っ
た
。

（
添
田
１
９
５
５=

２
０
０
８：

２
１
８
）
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■
野
口
雨
情
と
「
民
謡
」

「
船
頭
小
唄
」
は
、
そ
も
そ
も
、
詩
人
の
野
口
雨
情
が
、
大
正
八
年
に
発
表
し
た
詩
（
大
正
十
年
に
刊
行
さ
れ
た
彼
の
詩
集
『
新

作
小
唄
』
に
収
録
）
に
中
山
晋
平
が
曲
を
つ
け
た
も
の
で
あ
る
、
雨
情
の
詩
は
「
枯
れ
す
す
き
」
と
い
う
題
で
あ
っ
た
が
、
中
山
晋

平
が
楽
曲
の
タ
イ
ト
ル
を
『
船
頭
小
唄
』
と
し
た
と
い
う
。

野
口
雨
情
は
、
大
正
期
の
児
童
文
学
運
動
の
な
か
で
、『
金
の
船
／
金
の
星
』『
コ
ド
モ
ノ
ク
ニ
』
な
ど
の
児
童
雑
誌
を
中
心
に
、

「
青
い
眼
の
人
形
」
や
「
赤
い
靴
」
な
ど
、
今
も
歌
い
継
が
れ
る
童
謡
を
数
多
く
発
表
し
て
い
た
（
遠
藤
２
０
０
９
な
ど
参
照
）。
こ

れ
ら
の
詩
は
、
楽
譜
と
共
に
発
表
さ
れ
、
声
に
出
し
て
「
歌
わ
れ
る
」
こ
と
が
前
提
で
あ
っ
た
。
中
山
晋
平
は
、
本
居
長
世
と
共
に
、

野
口
雨
情
と
コ
ン
ビ
を
組
ん
だ
作
品
を
多
く
残
し
て
い
る
。
例
え
ば
、「
あ
の
町
こ
の
町
」「
シ
ャ
ボ
ン
玉
」
な
ど
で
あ
る
。

野
口
雨
情
は
、
童
謡
運
動
と
と
も
に
、
民
謡
運
動
に
も
力
を
注
い
で
い
た
。
こ
の
時
期
の
民
謡
運
動
と
は
、
各
地
に
残
る
「
土
地

の
歌
」
を
採
集
し
、
ま
た
「
郷
土
に
対
す
る
愛
」
を
表
現
す
る
歌
を
創
作
す
る
こ
と
を
目
ざ
す
も
の
で
あ
っ
た
。
雨
情
は
、「
民
謡
」

に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る：

「
民
謡
は
民
族
が
有
す
る
唯
一
の
郷
土
詩
で
あ
る
。
郷
土
詩
を
無
視
し
て
民
謡
の
存
在
は
な
い
。
民
謡
は
草
土
の
詩
人
に
よ
っ

て
う
た
わ
れ
る
、
純
情
芸
術
で
あ
る
。」（
野
口
雨
情
『
雨
情
民
謡
百
篇
』
新
潮
社
、
一
九
二
四
）

「
全
国
至
る
所
の
田
園
は
日
一
日
と
軽
佻
浮
薄
な
物
質
的
文
明
の
潮
流
に
浸
さ
れ
て
、
幾
十
年
或
は
幾
百
年
と
な
く
口
か
ら
口

へ
唄
ひ
伝
え
て
来
た
、
地
方
地
方
の
人
情
や
習
慣
や
往
時
の
色
彩
を
偲
ば
す
べ
き
質
朴
な
情
趣
に
富
ん
だ
俚
謡
童
謡
は
次
第
次

第
に
滅
び
て
、
趣
味
も
情
味
も
な
い
昨
今
の
流
行
唄
が
盛
ん
に
唄
は
れ
る
や
う
に
な
つ
た
。」（「
東
北
地
方
の
俚
謡
」『
定
本
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野
口
雨
情
　
補
遺
』
p.63
）

雨
情
は
、「
趣
味
も
情
味
も
な
い
昨
今
の
流
行
唄
」
に
対
抗
す
る
も
の
と
し
て
、「
民
謡
」
の
採
集
と
新
た
な
創
作
の
運
動
を
起
こ

し
た
。
彼
は
ま
た
、「
民
謡
は
大
人
の
童
謡
」
と
も
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
雨
情
の
「
民
謡
」
が
ま
さ
に
「
流
行
唄
」
と
な

っ
て
い
っ
た
の
は
歴
史
の
皮
肉
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
ま
さ
に
そ
れ
こ
そ
が
「
民
謡
」
の
本
質
な
の
だ
ろ
う
か
、
雨
情
自
身
、
こ
う

も
語
っ
て
い
る
。「
民
謡
や
小
唄
は
大
衆
の
詩
で
あ
る
。
高
踏
的
な
作
風
の
み
が
詩
の
境
地
で
は
な
く
、
大
衆
の
動
き
、
時
の
流
れ

の
中
に
、
無
盡
の
詩
境
が
あ
る
」（
野
口
雨
情
『
波
浮
の
港
』
ビ
ク
タ
ー
出
版
社
、
１
９
２
９
）。

■
中
山
晋
平
と
ヨ
ナ
抜
き
音
階

中
山
晋
平
は
、
野
口
雨
情
の
詩
に
曲
を
つ
け
て
、
数
々
の
人
気
曲
を
世
に
送
り
出
し
た
。
そ
の
ジ
ャ
ン
ル
は
、
童
謡
、
民
謡
、
小

唄
な
ど
広
い
範
囲
に
わ
た
っ
て
い
た
。

中
山
晋
平
が
最
初
に
作
曲
家
と
し
て
認
め
ら
れ
た
の
は
、「
カ
チ
ュ
ー
シ
ャ
の
唄
」
に
よ
る
と
さ
れ
る
。「
カ
チ
ュ
ー
シ
ャ
の
歌
」

は
、
１
９
１
４
年
（
大
正
３
年
）、
劇
団
芸
術
座
の
第
３
回
公
演
『
復
活
』（
原
作
ト
ル
ス
ト
イ
）
の
劇
中
歌
と
し
て
発
表
さ
れ
た
。

作
詞
は
島
村
抱
月
・
相
馬
御
風
、『
復
活
』
の
主
演
女
優
で
あ
る
松
井
須
磨
子
が
歌
っ
た
。

「
ゴ
ン
ド
ラ
の
歌
」
も
、
１
９
１
５
年
（
大
正
４
年
）
に
芸
術
座
第
５
回
公
演
『
そ
の
前
夜
』
の
劇
中
歌
と
し
て
発
表
さ
れ
た
中

山
晋
平
の
作
曲
曲
で
あ
る
。
作
詞
は
吉
井
勇
、
松
井
須
磨
子
ら
が
歌
っ
て
大
流
行
し
た
。「
ゴ
ン
ド
ラ
の
唄
」
も
ヨ
ナ
抜
き
長
音
階

で
つ
く
ら
れ
た
。
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「
カ
チ
ュ
ー
シ
ャ
の
唄
」
や
「
ゴ
ン
ド
ラ
の
唄
」
も
ヨ
ナ
抜
き
長
音
階
に
よ
り
哀
切
な
気
分
を
醸
し
出
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
船

頭
小
唄
」
で
は
、
ヨ
ナ
抜
き
短
音
階
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
さ
ら
に
哀
切
さ
が
増
し
て
い
る
。

ヨ
ナ
抜
き
音
階
は
、
日
本
の
伝
統
的
音
曲
で
一
般
的
な
音
階
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
音
階
を
使
っ
た
楽
曲
は
、
日
本
人
の

耳
に
な
じ
み
や
す
い
。
明
治
以
降
に
導
入
さ
れ
た
西
洋
音
楽
理
論
と
ヨ
ナ
抜
き
音
階
を
混
交
さ
せ
た
楽
曲
は
、
西
洋
音
楽
（
グ
ロ
ー

バ
ル
文
化
）
を
日
本
化
（
ロ
ー
カ
ラ
イ
ズ
）
し
、
受
容
し
や
す
く
し
た
と
い
え
る
。

た
だ
し
、
ヨ
ナ
抜
き
音
階
は
、
日
本
だ
け
に
固
有
の
音
階
で
は
な
く
、
東
ア
ジ
ア
は
も
と
よ
り
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
や
ラ
テ
ン
ア

メ
リ
カ
で
も
伝
統
的
に
使
わ
れ
て
き
た
音
階
で
あ
る
。
こ
の
点
を
考
え
れ
ば
、
十
九
世
紀
以
降
今
日
ま
で
正
統
と
考
え
ら
れ
て
き
た

「
西
洋
音
楽
」
の
自
明
性
に
つ
い
て
、
改
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
議
論
は
別
稿
に
譲
る
。

５．

複
製
技
術
の
時
代
と
『
船
頭
小
唄
』

■
レ
コ
ー
ド
産
業
と
『
船
頭
小
唄
』

さ
て
、
こ
こ
ま
で
、『
船
頭
小
唄
』
を
関
東
大
震
災
時
に
流
行
し
た
歌
と
し
て
扱
っ
て
き
た
。

し
か
し
、
実
際
に
は
、「
船
頭
小
唄
」
は
、
関
東
大
震
災
が
起
こ
る
前
か
ら
日
本
全
国
で
大
流
行
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
流
行

を
担
っ
て
い
た
の
は
演
歌
師
た
ち
で
あ
っ
た
。

だ
が
、
そ
の
背
後
で
も
う
一
つ
の
変
化
が
、
起
こ
り
つ
つ
あ
っ
た
。

当
時
レ
コ
ー
ド
産
業
が
ま
さ
に
勃
興
し
つ
つ
あ
っ
た
。
１
８
７
７
年
、
エ
ジ
ソ
ン
が
「
フ
ォ
ノ
グ
ラ
フ
」
を
発
明
、
１
８
８
７
年
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に
は
ベ
ル
リ
ー
ナ
が
「
グ
ラ
モ
フ
ォ
ン
」
を
発
明
し
て
、
市
場
化
が
急
速
に
進
ん
だ
。
音
声
の
複
製
技
術
が
楽
曲
の
大
衆
商
品
化
を

可
能
に
し
た
。

日
本
で
も
１
９
０
３
年
（
明
治
36
年
）、
銀
座
の
天
賞
堂
が
レ
コ
ー
ド
の
販
売
を
開
始
し
た
。
そ
れ
に
三
光
堂
な
ど
が
続
い
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
１
９
０
７
年
（
明
治
40
年
）
外
国
資
本
の
「
日
米
蓄
音
機
（
コ
ロ
ン
ビ
ア
）」
が
設
立
さ
れ
た
。

１
９
１
２
年
（
明
治
45
年
）
に
は
、
唖
蝉
坊
も
フ
ァ
ン
だ
っ
た
桃
中
軒
雲
右
衛
門
の
レ
コ
ー
ド
が
三
光
堂
か
ら
発
売
さ
れ
た
。

「
赤
垣
源
蔵
徳
利
の
別
れ
」「
南
部
坂
後
室
雪
の
別
れ
」「
大
石
生
立
」「「
村
上
喜
剣
」「
正
宗
孝
子
伝
」
が
収
録
さ
れ
た

（
５
）

。

大
正
期
に
入
る
と
、
書
生
節
の
歌
い
手
た
ち
も
続
々
、
レ
コ
ー
ド
デ
ビ
ュ
ー
し
た

（
６
）

。

書
生
節
を
含
む
流
行
の
発
信
源
が
急
速
に
「
レ
コ
ー
ド
」
と
い
う
複
製
技
術
へ
の
移
行
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
。

と
く
に
こ
の
変
化
を
時
代
に
明
確
に
刻
印
し
た
の
が
、「
カ
チ
ュ
ー
シ
ャ
の
唄
」
の
大
流
行
だ
っ
た
。
先
に
も
書
い
た
よ
う
に
、

「
カ
チ
ュ
ー
シ
ャ
の
唄
」
は
、
島
村
抱
月
・
相
馬
御
風
が
作
詞
し
、
中
山
晋
平
が
作
曲
し
、
島
村
抱
月
が
主
宰
す
る
芸
術
座
の
舞
台

劇
『
復
活
』
の
劇
中
歌
と
し
て
、
松
井
須
磨
子
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
た
。
初
演
は
１
９
１
４
年
（
大
正
３
年
）
３
月
で
あ
っ
た
。
当
初

は
「
ト
ル
ス
ト
イ
原
作
」
と
い
う
点
で
学
生
層
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
上
演
後
は
、「
カ
チ
ュ
ー
シ
ャ
の
唄
」
が
爆

発
的
な
人
気
を
得
た
と
い
う
。

「
カ
チ
ュ
ー
シ
ャ
の
唄
」
は
レ
コ
ー
ド
に
吹
き
込
ま
れ
、
当
時
と
し
て
は
驚
異
的
な
２
万
枚
と
い
う
売
上
を
記
録
し
た
。

し
か
し
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
時
代
に
レ
コ
ー
ド
プ
レ
ー
ヤ
ー
（
蓄
音
機
）
を
所
有
し
て
い
る
家
庭
は
少
な
か
っ
た
。
唄

は
、
書
生
演
歌
師
た
ち
の
歌
声
に
載
っ
て
広
が
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
島
村
抱
月
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
戦
略
も
多
い
に
寄

与
し
た
と
倉
田
は
指
摘
し
て
い
る
。
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島
村
抱
月
は
、
行
く
さ
き
ざ
き
で
初
日
の
前
に
文
芸
後
援
会
を
開
く
。
そ
こ
で
理
想
と

す
る
演
劇
論
を
説
く
か
た
わ
ら
、
レ
コ
ー
ド
に
よ
っ
て
観
客
を
洗
脳
し
た
。
長
野
の
文

芸
講
演
会
で
は
、
信
濃
毎
日
新
聞
の
記
者
も
聴
衆
の
な
か
に
交
じ
っ
て
い
た
。

「
カ
チ
ュ
ー
シ
ャ
の
唄
」
を
蓄
音
機
で
聴
か
さ
れ
る
。
流
石
は
舞
台
監
督
の
如
才
な
い
も

の
と
、
飛
ん
だ
所
で
随
喜
の
涙
が
溢
れ
た
。
…
（
後
略
）（
三
年
五
月
二
十
九
日
）

芸
術
座
は
ど
の
都
市
に
お
い
て
も
こ
の
パ
タ
ー
ン
を
用
い
た
結
果
、
観
客
の
あ
こ
が

れ
は
「
心
臓
が
止
ま
る
ほ
ど
」
の
興
奮
と
化
し
、
い
つ
も
大
入
り
と
な
る
。
松
井
須
磨

子
が
日
本
一
の
大
ス
タ
ー
に
な
っ
た
の
は
、
ひ
と
え
に
レ
コ
ー
ド
の
力
だ
と
い
っ
て
も

過
言
で
は
な
か
ろ
う
。

倉
田：

97
―
９

こ
う
し
て
、
レ
コ
ー
ド
と
い
う
複
製
技
術
が
、「
流
行
」
を
も
爆
発
的
に
増
殖
さ
せ
る
触
媒

で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
っ
た
。

「
カ
チ
ュ
ー
シ
ャ
の
唄
」
と
同
様
、「
ゴ
ン
ド
ラ
の
唄
」（
吉
井
勇
作
詞
・
中
山
晋
平
作
曲，

１
９
１
５
年
）、「
さ
す
ら
い
の
唄
」（
北
原
白
秋
作
詞
・
中
山
晋
平
作
曲，

１
９
１
８
年
）
も

ま
た
、
同
じ
パ
タ
ー
ン
で
大
ヒ
ッ
ト
と
な
っ
た
。
複
製
技
術
は
、「
流
行
」
発
生
装
置
と
な
っ

た
の
だ
っ
た
。

発売年月  会社名  分類  吹込者  

1922  帝国蓄音機   中山歌子  

1922.9  帝国蓄音機  流行唄  鳥取春陽  

1922.9  オリエント  書生節  田辺正行  

1922.11  オリエント  流行唄  豆千代  

1922.11  日東  書生節  高橋銀声  

1922.12  日東  小唄  菊之助  

1922.12  酒井公声堂  流行唄  山村 とよ 子  

1923.1  東京蓄音機  書生節  渋谷白涙  

表２ 「船頭小唄」のレコード（8）
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■
鳥
取
春
陽
と
『
船
頭
小
唄
』

こ
れ
ら
の
後
を
追
っ
て
、『
船
頭
小
唄
／
枯
れ
す
す
き
』
の
流
行
も
起
き
た
の
だ
っ
た
。

『
船
頭
小
唄
』
の
レ
コ
ー
ド
は
、
表
２
に
示
す
よ
う
に
何
種
類
も
発
売
さ
れ
た
。

こ
の
歌
を
作
曲
し
た
中
山
晋
平
に
よ
れ
ば
、「
楽
譜
を
市
場
に
出
し
た
の
が
大
正
八
年
、
流
行
の
絶
頂
期
が
大
正
十
一
年

（
７
）

」
だ
っ

た
と
い
う
。

と
い
う
こ
と
は
、「
カ
チ
ュ
ー
シ
ャ
の
唄
」
が
、
劇
場
か
ら
レ
コ
ー
ド
を
経
て
街
頭
の
演
歌
師
た
ち
に
伝
わ
っ
て
い
っ
た
の
と
逆

に
、
街
頭
の
演
歌
師
た
ち
か
ら
レ
コ
ー
ド
を
経
て
流
行
し
て
い
っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

な
か
で
も
当
時
人
気
の
高
か
っ
た
の
は
、
鳥
取
春
陽
に
よ
る
「
船
頭
小
唄
」
で
あ
っ
た
。

鳥
取
春
陽
は
、
ヒ
コ
ー
キ
レ
コ
ー
ド
（
帝
国
蓄
音
機
）、
オ
リ
エ
ン
ト
レ
コ
ー
ド
、T

O
K
Y
O

R
E
C
O
R
D

（
東
京
蓄
音
器
株
式
会

社
）
な
ど
い
く
つ
も
の
会
社
か
ら
、「
船
頭
小
唄
」
を
出
し
て
い
る
。

鳥
取
春
陽
（
本
名
・
貫
一
）
は
、
明
治
33
年
（
１
９
０
０
年
）
刈
屋
村
（
現
在
の
宮
古
市
刈
屋
）
北
山
に
生
ま
れ
た
。
11
歳
の
と

き
に
家
業
の
製
糸
工
場
が
倒
産
し
、
14
歳
の
と
き
学
業
半
ば
で
東
京
へ
出
奔
す
る
。
上
京
後
演
歌
師
と
な
り
添そ

え

田だ

唖あ

蝉ぜ
ん

坊ぼ
う

（
そ
え
だ

あ
ぜ
ん
ぼ
う
）
の
強
い
影
響
を
受
け
た
。
17
歳
か
ら
作
曲
も
手
が
け
る
よ
う
に
な
り
、「
浮
草
の
旅
」（
シ
ー
ハ
イ
ル
の
歌
）、「
失
恋

の
唄
」
な
ど
を
作
曲
し
た
。

■
映
画
産
業
と
『
船
頭
小
唄
』

「
船
頭
小
唄
」
の
大
流
行
を
さ
ら
に
後
押
し
し
た
の
が
、
や
は
り
当
時
誕
生
間
も
な
い
映
像
の
複
製
技
術
と
し
て
の
「
映
画
」
で
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あ
っ
た
。

１
８
９
３
年
、
エ
ジ
ソ
ン
が
キ
ネ
ト
ス
コ
ー
プ
を
、
リ
ュ
ミ
エ
ー
ル
兄
弟
が
シ
ネ
マ
ト
グ
ラ
フ
を
一

般
公
開
し
た
。
１
９
０
２
年
に
は
、
ス
ト
ー
リ
ー
を
も
っ
た
初
の
映
画
『
月
世
界
旅
行
』（
メ
リ
エ
ス
監

督
、
フ
ラ
ン
ス
）
が
制
作
さ
れ
た
。

日
本
で
は
、
１
９
０
３
年
に
吉
沢
商
店
が
浅
草
に
開
い
た
「
電
気
館
」
が
最
初
の
映
画
館
だ
と
さ
れ

る
。
１
９
０
８
年
に
初
の
本
格
劇
映
画
『
本
能
寺
合
戦
』
が
作
ら
れ
、
１
９
１
０
年
に
は
『
忠
臣
蔵
』

が
作
ら
れ
た
。
い
ず
れ
も
牧
野
省
三
の
監
督
作
品
で
あ
る
。
そ
の
後
、
１
９
１
７
年
に
製
作
さ
れ
た

『
大
尉
の
娘
』（
井
上
正
夫
監
督
）
で
は
、
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
や
移
動
技
法
、
カ
ッ
ト
バ
ッ
ク
と
い
っ
た

映
画
独
自
の
技
法
が
導
入
さ
れ
た
。
１
９
２
０
年
代
に
入
る
と
、「
映
画
」
と
い
う
言
葉
と
と
も
に
、
一

般
の
娯
楽
と
し
て
浸
透
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
う
し
た
な
か
で
、
大
流
行
し
て
い
た
「
船
頭
小
唄
」
の
映
画
化
を
図
っ
た
の
が
、
歌
舞
伎
を
本
業

と
し
て
い
た
松
竹
が
設
立
し
た
松
竹
キ
ネ
マ
だ
っ
た
。
松
竹
キ
ネ
マ
は
、
ト
ー
キ
ー
映
画
『
船
頭
小
唄
』

（
伊
藤
大
輔
・
脚
本
、
池
田
義
信
・
監
督
）
を
製
作
し
、
１
９
２
３
年
一
月
八
日
に
麻
布
の
松
竹
館
で
封

切
っ
た
。
こ
の
映
画
は
、
未
曾
有
の
大
ヒ
ッ
ト
と
な
っ
た
。
映
画
評
論
家
の
岩
崎
昶
に
よ
れ
ば
、

こ
の
映
画
で
、
岩
田
祐
吉
の
相
手
役
を
演
じ
た
栗
島
す
み
子
は
、
ま
だ
女
形
さ
え
残
っ
て
い
た
当

時
の
映
画
界
で
、
竹
久
夢
二
の
絵
か
ら
ぬ
け
で
た
よ
う
な
ほ
っ
そ
り
と
う
い
う
い
し
い
美
し
さ
を

 カチューシャ の 唄  船頭小唄  

出発点  島村抱月 の 新劇運動  野口雨情 の 新民謡運動  

最初 の 歌 い 手  松井須磨子  民謡歌手 （ 演歌師 を 含 む ）  

 レコード 化  レコード 化  

 レコード 演奏付 き 講演会  映画 の 主題歌 （ 歌 うのは 女性歌手 ）  

最終的 な 歌 い 手  学生 たち  街頭演歌師  庶民  街頭演歌師  

表３ 「カチューシャの唄」と「船頭小唄」の流行のプロセス
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も
っ
て
、
大
衆
を
魅
惑
し
熱
狂
さ
せ
た
。
彼
女
は
日
本
で
は
じ
め
て
の
ス
タ
ー
ト
な
り
、
そ
の
後
し
ば
ら
く
の
間
、
日
本
の
民

衆
の
恋
人
で
あ
っ
た
ほ
ど
で
あ
る
。（
岩
崎：

41
）

『
船
頭
小
唄
』
を
「
小
唄
映
画
」
と
よ
ん
だ
の
は
正
し
い
。
そ
れ
は
映
画
と
し
て
の
お
も
し
ろ
さ
や
筋
立
て
の
変
化
で
人
を

ひ
き
つ
け
た
の
で
は
な
く
、
そ
こ
で
歌
わ
れ
る
流
行
歌
で
ひ
き
つ
け
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
歌
わ
れ
る
」
と
私
は
書
い
た
が
、

映
画
は
ま
だ
ト
ー
キ
ー
で
は
な
い
。
サ
イ
レ
ン
ト
の
画
面
や
字
幕
に
歌
詞
が
文
字
で
―
と
き
に
は
楽
譜
も
―
あ
ら
わ
れ
る
。
す

る
と
舞
台
の
横
手
や
ス
ク
リ
ー
ン
の
か
げ
か
ら
、
街
の
歌
姫
が
な
や
ま
し
い
ソ
プ
ラ
ノ
で
主
題
歌
を
う
た
う
わ
け
で
あ
る
。
歌

う
弁
士
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。（
岩
崎：

41
）

「
カ
チ
ュ
ー
シ
ャ
の
唄
」
と
「
船
頭
小
唄
」
は
、
興
味
深
い
対
照
を
な
し
て
い
る
。
両
者
と
も
、
複
製
技
術
を
媒
介
に
、
二
重
の

増
殖
プ
ロ
セ
ス
を
構
成
し
て
い
る
。
そ
れ
が
、
大
流
行
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、『
カ
チ
ュ
ー
シ
ャ
の
唄
』
は
増
殖
の
第
２

段
階
に
お
い
て
講
演
会
と
い
う
対
面
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
ひ
き
た
て
る
複
製
技
術
（
レ
コ
ー
ド
）
と
い
う
配
置
で
あ
る
の
に
対

し
、『
船
頭
小
唄
』
の
増
殖
の
第
２
段
階
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
複
製
技
術
（
映
画
）
を
ひ
き
た
て
る
対
面
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
（
女
性
歌

手
の
ラ
イ
ブ
）
と
い
う
配
置
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
後
、
映
画
は
ト
ー
キ
ー
へ
と
移
行
し
、
複
製
技
術
は
自
己
完
結
化
の
方
向

へ
向
か
う
。
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■
「
小
唄
」「
小
唄
映
画
」
と
は
何
か

こ
こ
で
「
小
唄
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
つ
い
て
少
し
確
認
し
て
お
こ
う
。「
小
唄
」
と
い
う
名
称
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
江
戸
時
代

の
花
柳
界
を
想
起
し
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、「
小
唄
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
生
ま
れ
た
の
は
明
治
に
入
っ
て
か
ら
で

あ
り
、
し
か
も
、
以
下
に
示
す
よ
う
に
、「
小
唄
」
と
い
う
言
葉
に
当
時
の
人
び
と
が
付
与
し
た
の
は
、「
新
し
い
」
イ
メ
ー
ジ
で
あ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

詩
人
の
川
路
柳
虹
（
１
８
８
８
〜
１
９
５
９
）
は
１
９
１
５
年
（
大
正
４
年
）
に
フ
ラ
ン
ス
の
象
徴
主
義
詩
人
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
詩

集
を
翻
訳
、
出
版
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、「
忘
れ
た
る
小
唄
」
と
い
う
一
群
の
詩
編
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
に
は
、
有

名
な
「
ち
ま
た
に
雨
の
降
る
如
く
・
・
」
と
い
っ
た
詩
編
も
含
ま
れ
て
い
る
。「
忘
れ
ら
れ
た
小
唄
」
の
原
題
は
「A

riettes

oubliées

」
で
、
直
訳
す
れ
ば
、「
忘
れ
ら
れ
た
ア
リ
エ
ッ
タ
」
で
あ
る
。「
ア
リ
エ
ッ
タ
」
と
は
、「
器
楽
伴
奏
つ
き
で
唄
わ
れ
る
メ

ロ
デ
ィ
ア
ス
な
小
曲
」
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
小
唄
」
と
い
う
言
葉
の
使
い
方
か
ら
は
、「
日
本
古
来
の
楽
曲
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
よ
り
も
、「
お
洒
落
な
現
代
風

流
行
歌
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
う
か
が
わ
れ
る
。
詩
人
の
高
村
光
太
郎
も
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

小
唄
類
が
多
く
都
会
神
経
の
洗
練
を
経
た
作
家
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
の
は
当
然
だ
。
も
と
も
と
時
花
唄

（
９
）

で
あ
る
か
ら
当
世
人
の

心
の
機
微
を
敏
捷
に
見
て
と
る
才
能
が
い
る
。
時
々
刻
々
も
停
滞
し
な
い
活
社
会
の
流
れ
と
欲
望
と
を
見
ぬ
く
能
力
が
い
る
。

言
葉
の
先
端
性
を
知
る
才
能
が
い
る
。
出
過
ぎ
て
も
遅
れ
て
も
、
出
過
ぎ
ず
遅
れ
ず
で
も
い
け
な
い
。
少
し
先
へ
出
て
い
な
く

て
は
い
け
な
い
。
殆
ど
自
身
が
音
楽
家
で
な
く
て
は
い
け
な
い
。
ス
タ
イ
ル
の
魅
力
を
拈
出
す
る
才
気
が
な
く
て
は
い
け
な
い
。
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あ
く
ぬ
け
な
く
て
は
い
け
な
い
。
数
え
て
来
る
と
限
り
も
な
い
才
能
が
い
る
。

現
行
の
日
本
の
小
唄
類
は
そ
の
作
曲
と
共
に
甚
だ
し
く
野
暮
で
、
所
謂
シ
ッ
ク
な
妙
味
が
薄
い
。
し
つ
ツ
こ
く
て
田
舎
ぽ
く

て
、
意
気
が
な
く
、
渋
味
が
な
く
、
野
蛮
で
幼
稚
だ
と
し
か
感
ぜ
ら
れ
な
い
の
が
多
い
。
何
だ
か
な
ん
だ
か
変
な
の
よ
で
は
話

に
な
ら
な
い
。
し
か
し
小
唄
の
方
は
、
童
謡
や
民
謡
と
違
っ
て
才
能
次
第
の
も
の
で
あ
る
か
ら
一
番
早
く
い
い
作
家
が
出
る
か

も
し
れ
な
い
。

高
村
１
９
４
１：

１
４
４
―
１
４
５

「
小
唄
」
は
、
い
わ
ば
、
江
戸
花
柳
界
の
「
粋
」
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
「
小
粋
さ
」
を
合
わ
せ
た
呼
称
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。「
小

唄
」
と
同
様
、「
小
唄
映
画
」
も
ま
た
、
む
し
ろ
現
代
的
な
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
ま
と
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
笹
川
（
２
０
０
３
）
は
、

「
小
唄
映
画
と
は
、
男
女
の
恋
愛
を
中
心
に
テ
ン
ポ
よ
く
組
立
て
る
ハ
リ
ウ
ッ
ド
的
話
法
を
取
り
入
れ
つ
つ
、
叙
情
的
な
風
景
を
つ

な
ぎ
合
わ
せ
て
全
体
を
散
文
的
に
構
成
す
る
と
い
う
新
派
映
画
の
話
法
を
も
活
か
す
、
言
い
換
え
れ
ば
、
革
新
性
と
保
守
性
の
入
り

混
じ
っ
た
新
し
い
「
映
画
劇
」
で
あ
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
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６．
『
船
頭
小
唄
』
か
ら
『
籠
の
鳥
』
へ
―
関
東
大
震
災
後
の
日
本
社
会

■
「
籠
の
鳥
」

『
船
頭
小
唄
』
の
大
当
た
り
に
よ
っ
て
、「
小
唄
映
画
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
（
小
唄
を
主
題
歌
と
し
、
そ
れ
を
核
と
し
て
つ
く
ら
れ

た
映
画
）
が
生
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
岩
崎
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

は
た
し
て
、
小
唄
映
画
は
続
出
し
、
い
ず
れ
も
ヒ
ッ
ト
を
つ
づ
け
た
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
が
帝
キ
ネ
の
芦
屋
映
画
『
籠
の

鳥
』（
一
九
二
四
年
）
で
あ
っ
た
。
原
作
松
屋
春
翠
、
脚
色
佃
血
秋
、
監
督
松
本
英
一
と
い
う
ス
タ
ッ
フ
が
、
わ
ず
か
四
日
半
、

一
五
〇
〇
円
の
費
用
で
製
作
し
た
こ
の
映
画
は
、『
船
頭
小
唄
』
の
上
を
越
す
空
前
の
当
た
り
で
、
浅
草
で
は
五
週
続
映
、
各

地
と
も
興
行
記
録
を
破
り
、
制
作
費
の
一
〇
〇
倍
以
上
と
い
う
一
七
万
円
の
純
益
を
上
げ
た
。
そ
し
て
こ
れ
に
主
演
し
た
沢
蘭

子
は
栗
島
に
つ
ぐ
人
気
女
優
に
の
し
あ
が
っ
た
。（
岩
崎：

42
）

『
籠
の
鳥
』
の
主
題
歌
も
、『
籠
の
鳥
』
と
い
う
歌
曲
（
小
唄
）
だ
っ
た
。

『
籠
の
鳥
』
千
野
か
お
る
・
作
詞
、
鳥
取
春
陽
・
作
曲

遭
い
た
さ
見
た
さ
に
　
怖
さ
を
忘
れ
　
暗
い
夜
道
を
　
只
ひ
と
り
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遭
い
に
来
た
の
に
　
何
故
出
て
遭
わ
ぬ
　
僕
の
呼
ぶ
声
　
忘
れ
た
か

あ
な
た
の
呼
ぶ
声
　
わ
す
れ
は
せ
ぬ
が
　
出
る
に
出
ら
れ
ぬ
　
籠
の
鳥

（
後
略
）

菊
池
に
よ
れ
ば
、「
こ
の
う
た
は
洋
楽
的
手
法
を
用
い
る
こ
と
で
演
歌
か
ら
艶
歌
へ
の
橋
渡
し
役
を
は
た
し
た
。
と
同
時
に
小
唄

映
画
の
主
題
歌
と
し
て
も
か
な
り
の
ヒ
ッ
ト
を
記
録
し
た
。
そ
し
て
、
倒
産
寸
前
の
映
画
会
社
を
立
て
直
し
た
の
で
あ
る
。
《
籠
の

鳥
》
が
映
画
化
さ
れ
封
切
ら
れ
た
の
は
大
正
十
三
年
八
月
十
四
日
、
大
阪
千
日
前
の
芦
辺
劇
場
で
封
切
ら
れ
た
。
流
行
歌
を
映
画
化

し
た
小
唄
映
画
は
『
船
頭
小
唄
』
が
最
初
だ
が
、
映
画
『
籠
の
鳥
』
は
、
そ
れ
を
し
の
ぐ
ヒ
ッ
ト
を
記
録
し
た
。」（
菊
池：

54
）

小
唄
映
画
は
１
９
３
０
年
頃
に
最
盛
期
を
迎
え
、
数
多
く
の
作
品
が
製
作
さ
れ
た
。

複
数
の
映
画
会
社
の
競
作
と
な
っ
た
『
波
浮
の
港
』（
１
９
２
９
年
、
野
口
雨
情
・
作
詞
、
中
山
晋
平
・
作
曲
）
や
、『
祇
園
小
唄
』

（
１
９
３
０
年
、
長
田
幹
彦
・
作
詞
、
佐
々
紅
華
・
作
曲
）
の
よ
う
な
ヒ
ッ
ト
作
も
生
ま
れ
た
。

し
か
し
、「
小
唄
映
画
は
多
く
の
場
合
、
開
巻
と
同
時
に
、
物
語
の
舞
台
と
な
る
土
地
（
祇
園
、
嵐
山
、
波
浮
、
城
ヶ
島
な
ど
）

の
映
像
に
歌
詞
が
重
な
り
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
歌
手
（
の
ち
に
は
レ
コ
ー
ド
）
が
歌
を
歌
う
（
中
略
）
と
い
う
要
件
を
満
た
せ
ば
よ

い
」（
加
藤
２
０
０
６：

２
３
４
）
た
め
に
、「
全
国
の
観
光
地
、
温
泉
地
で
宣
伝
用
の
小
唄
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
つ
く
ら
れ
、
そ
れ
を
も

と
に
し
ば
し
ば
映
画
が
作
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
小
唄
映
画
の
今
ひ
と
つ
の
特
徴
は
、
そ
れ
が
し
ば
し
ば
「
ご
当
地
映
画
」
的
側
面

を
持
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
小
唄
は
し
ば
し
ば
「
ご
当
地
ソ
ン
グ
」
と
な
る
）」（
加
藤
２
０
０
６：

２
３
４
）
と
の
批
判
を
受
け

る
こ
と
に
な
る
。
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し
か
し
、
小
唄
や
小
唄
映
画
の
「
ご
当
地
」
化
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
衰
退
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
反
対
に
む
し
ろ
積
極
的
に

考
え
る
視
点
も
あ
る
。
例
え
ば
、
溝
尾
（
１
９
９
８=

２
０
１
１
）
は
、
う
た
を
地
域
活
性
化
の
起
爆
剤
と
す
る
こ
と
を
提
案
し
て

い
る
。

ご
当
地
「
小
唄
」
を
そ
も
そ
も
積
極
的
に
つ
く
り
だ
し
た
野
口
雨
情
ら
に
よ
る
「
新
民
謡
運
動
」
も
、「
芸
術
」
と
い
う
言
葉
を

つ
か
い
つ
つ
も
、
そ
れ
は
む
し
ろ
、
明
治
〜
昭
和
初
期
の
国
際
化
の
潮
流
の
な
か
で
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
世
界
に
改
め
て
ロ
ー
カ
ル
な

地
域
（
郷
土
）
を
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
グ
ロ
ー
カ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
運
動
で
あ
り
、
時
に
は
端
的
に
地
域
活
性
化
運
動
で
も
あ
っ

た
の
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

■
唖
蝉
坊
の
終
焉

演
歌
の
発
展
に
尽
力
し
、
ま
た
『
船
頭
小
唄
』
の
流
行
や
、
そ
の
替
え
歌
に
よ
る
社
会
批
評
に
さ
ま
ざ
ま
な
貢
献
を
し
た
添
田
唖

蝉
坊
は
、
し
か
し
、
レ
コ
ー
ド
を
吹
き
込
む
こ
と
は
ほ
ぼ
な
か
っ
た
。

「
十
三
年
に
は
例
の
識
者
の
顰
蹙
を
買
っ
た
「
籠
の
鳥
」
が
流
行
り
「
ス
ト
ト
ン
節
」
が
流
行
っ
た
。
さ
つ
き
生
は
「
ス
ト

ト
ン
」
で
バ
ラ
ッ
ク
生
活
を
う
た
っ
た
。「
籠
の
鳥
」
の
映
画
が
大
当
た
り
を
す
る
や
、
小
唄
映
画
の
全
盛
時
代
が
来
た
。
ス

ト
ト
ン
、
水
藻
の
花
、
恋
慕
小
唄
、
ノ
ン
キ
節
、
皆
映
画
に
用
い
ら
れ
た
。
小
唄
の
映
画
化
は
そ
の
内
に
、
逆
に
映
画
の
主
題

歌
時
代
を
招
く
こ
と
に
な
っ
た
。
一
方
、
安
来
節
時
代
で
あ
っ
た
。「
馬
賊
の
歌
」「
朝
鮮
警
備
の
歌
」
に
大
陸
問
題
の
徴
を
窺

わ
せ
て
、
大
正
は
終
わ
る
の
で
あ
っ
た
。」
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（
添
田
１
９
４
１：

３
１
７
）

大
正
か
ら
昭
和
へ
と
元
号
が
変
わ
る
と
と
も
に
、
社
会
と
歌
の
関
係
が
新
た
な
段
階
に
入
っ
て
行
っ
た
こ
と
を
匂
わ
せ
つ
つ
、
こ

の
後
、
唖
蝉
坊
は
演
歌
の
世
界
か
ら
の
引
退
を
宣
言
す
る
。

大
正
十
四
年
四
月
、
唖
蝉
坊
は
、
住
み
馴
れ
た
下
谷
山
伏
町
か
ら
、
遠
い
桐
生
に
山
居
す
る
。
そ
の
後
も
文
章
を
ま
と
め
た
り
な

ど
は
す
る
が
、
自
身
で
新
し
く
演
歌
を
つ
く
る
こ
と
は
な
く
、
四
国
、
九
州
、
中
国
筋
な
ど
を
遍
路
と
し
て
巡
礼
す
る
。

唖
蝉
坊
の
自
伝
的
著
書
『
唖
蝉
坊
流
生
記
』
の
最
後
の
章
「
帰
っ
て
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
綴
ら
れ
て
い
る：

五
年
の
遍
路
か
ら
、
私
は
東
京
に
戻
っ
て
来
た
。

そ
し
て
今
、
屑
屋
の
倉
庫
の
二
階
か
ら
、
新
し
い
世
の
相
を
見
た
。

私
は
も
う
死
ぬ
か
と
思
っ
た
。
死
ん
で
も
よ
か
っ
た
。
だ
が
、
死
な
な
か
っ
た
。
死
に
そ
う
も
な
い
。
生
き
る
道
が
無
限
に

続
い
て
い
く
よ
う
に
思
え
る
。

明
る
い
希
望
の
世
界
が
展
け
て
い
く
よ
う
で
あ
る
。

添
田
１
９
４
１：

３
７
７

１
９
３
０
年
（
昭
和
五
年
）、
石
田
一
松
の
頼
み
で
「
生
活
戦
線
異
状
あ
り
」（
佐
々
木
す
ぐ
る
作
曲
）
を
つ
く
っ
た
の
が
最
後
と

さ
れ
る
。
そ
れ
は
こ
ん
な
風
な
一
節
を
含
む
。
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ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
が
根
を
張
っ
て
　
　
物
価
は
高
く
な
る
ば

か
り

人
間
は
安
く
な
る
ば
か
り
　
　
　
　
　
ヨ
ワ
ッ
タ
ネ

生
活
戦
線
異
状
あ
り

「
生
活
戦
線
異
状
あ
り
」
は
、
当
時
世
界
的
に
大
き
な
評
価
を
受

け
た
、
レ
マ
ル
ク
の
小
説
『
西
部
戦
線
異
状
な
し

（
10
）

』
を
も
じ
っ
た

も
の
で
あ
っ
た
。

１
９
４
４
年
（
昭
和
19
年
）
２
月
、
唖
蝉
坊
は
「
屑
屋
の
倉
庫

の
二
階
」
で
亡
く
な
っ
た
。

過
渡
期
の
人
物
で
あ
っ
た
添
田
唖
蝉
坊
は
、
近
代
的
な
大
衆
文

化
の
創
出
に
大
き
く
か
か
わ
り
つ
つ
も
、
そ
の
表
現
に
お
い
て
は
、

あ
く
ま
で
も
「
身
体
性
」
あ
る
い
は
「
一
回
性
と
い
う
ア
ウ
ラ
」

に
こ
だ
わ
り
つ
づ
け
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

一
方
、
唖
蝉
坊
が
か
つ
て
そ
の
芸
に
憧
れ
て
い
た
桃
中
軒
雲
右

衛
門
は
、
浪
曲
を
寄
席
芸
か
ら
近
代
的
大
衆
文
芸
に
替
え
、
ま
た

レ
コ
ー
ド
に
よ
っ
て
莫
大
な
利
益
を
得
た
と
さ
れ
る
が
、
関
東
大

図２ 『船頭小唄』と社会変容
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震
災
よ
り
早
く
、
１
９
１
６
年
（
大
正
五
年
）、
あ
っ
け
な
く
生
涯
を
閉
じ
て
い
た
。

ま
た
他
方
、
唖
蝉
坊
に
憧
れ
、
演
歌
師
と
し
て
い
ち
早
く
『
船
頭
小
唄
』
を
レ
コ
ー
ド
に
吹
き
込
み
、
関
東
大
震
災
後
は
大
阪
に

移
住
し
て
レ
コ
ー
ド
会
社
の
専
属
歌
手
と
な
り
、
さ
ら
に
次
世
代
の
楽
曲
作
曲
に
才
能
を
開
か
せ
た
鳥
取
春
陽
も
、
昭
和
六
年
、
三

十
一
歳
で
生
涯
を
閉
じ
た
。

大
正
と
い
う
時
代
は
、
新
し
い
大
衆
文
化
を
一
気
に
開
花
さ
せ
る
と
同
時
に
、
そ
の
変
容
の
ス
ピ
ー
ド
も
速
か
っ
た
。

７．

お
わ
り
に

自
然
災
害
は
、
そ
の
社
会
に
潜
在
し
て
い
る
脆
弱
性
を
白
日
の
下
に
曝
す
。

こ
の
た
び
の
東
日
本
大
震
災
で
も
そ
う
で
あ
る
し
、
約
百
年
前
の
関
東
大
震
災
も
そ
う
で
あ
っ
た
。

関
東
大
震
災
は
、
明
治
大
正
期
と
昭
和
初
期
と
を
わ
か
つ
分
水
嶺
の
よ
う
な
地
点
に
あ
る
。

こ
の
時
期
を
画
期
と
し
て
、
明
治
期
か
ら
の
自
由
民
権
運
動
〜
社
会
運
動
は
沈
滞
化
し
、
反
対
に
、
複
製
技
術
の
展
開
と
と
も
に
、

民
衆
娯
楽
あ
る
い
は
大
衆
消
費
の
時
代
が
始
ま
っ
た
。

そ
の
分
岐
の
様
相
が
、『
船
頭
小
唄
』
と
い
う
歌
曲
を
取
り
巻
く
状
況
、『
船
頭
小
唄
』
に
深
く
関
わ
っ
た
人
々
の
生
き
様
に
象
徴

的
に
現
れ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
時
期
を
境
に
『
船
頭
小
唄
』
を
口
ず
さ
ん
だ
無
数
の
人
び
と
に
よ
っ
て
社
会
は
大

き
く
変
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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