
音
楽

ア
ラ
カ
ル
ト
-、
一一、、回，編

集

去
年
に
引
き
続
き
、
私
(
萩
原
)
が
面
白
い
と
思
っ
た
新
聞

等
か
ら
拾
い
集
め
た
、
音
楽
関
係
の
記
事
を
編
集
し
ま
し
た
。

き
っ
と
「
あ
!
読
ん
だ
読
ん
だ
」
と
恩
わ
れ
る
も
の
も
あ
ろ

う
か
と
思
い
ま
す
。
悪
し
か
ら
ず
。

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
最
中
に
居
眠
り

断
っ
て
お
く
が
、
こ
れ
は
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
を
聴
い
て
い
る
人

の
話
で
は
な
い
。
演
奏
し
て
い
る
人
の
話
で
あ
る
。

「
演
奏
中
に
睡
魔
が
襲
っ
た
。
目
が
覚
め
て
譜
面
を
見
る
と
、

わ
が
テ
イ
ン
パ
ニ
の
次
の
ひ
と
打
ち
ま
で
に
あ
と
1
小
節
し
か

な
い
。
パ
チ
を
持
つ
暇
も
な
い
。
い
ち
か
ぼ
ち
か
だ
。
と
っ
さ

に
手
で
ポ
ン
と
」

テ
イ
ン
パ
ニ
に
打
ち
込
み
5
0
年
、
の
野
口
力
さ
ん
ご
自
身

が
新
聞
に
書
か
れ
て
い
た
文
章
で
あ
る
。

「エ

!
そ
ん
な
こ
と
つ
で
あ
る
の
?
」
と
思
っ
た
私
は
、
妻 部

の
知
り
合
い
で
、

7
1
歳
に
な
る
今
も
、

音
楽
活
動
を
続
け
る
F
さ
ん
か
ら

「
岩
城
宏
之
な
ん
て
、
チ
ャ
イ
コ
ア
ス
キ
ー
の
交
響
曲
6
番

『
悲
憤
』
を
演
奏
中
に
寝
ち
ゃ
っ
て
、
最
終
楽
章
の
ド
ラ
を
ヴ

ァ
l
ン
と
叩
か
ず
に
帰
っ
た
こ
と
が
あ
る
っ
て
有
名
な
話
よ
」

と
聞
か
さ
れ
た
。

岩
城
と
い
え
ば
も
う
一
人
、
有
名
な
指
揮
者
、
小
津
征
爾
に

は
演
奏
会
で
指
揮
を
執
る
の
に
ネ
ク
タ
イ
を
忘
れ
、
仕
方
な
く

ワ
イ
シ
ャ
ツ
を
逆
に
着
て
、
タ
ー
ト
ル
ネ
ッ
ク
風
に
し
て
誤
魔

化
し
た
な
ん
て
話
も
。

ま
た
東
京
都
交
響
楽
団
の
某
指
揮
者
は
走
り
回
っ
て
指
揮
を

執
る
こ
と
で
有
名
。
あ
る
日
、
い
つ
も
の
よ
う
に
演
奏
中
に
走

り
回
っ
て
い
る
と
ス
テ
ー
ジ
か
ら
落
っ
こ
ち
て
し
ま
い
、
指
揮

者
不
在
に
。

そ
の
他
、
指
揮
者
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
癖
が
あ
り
、
そ
れ
を

覚
え
こ
ま
な
い
と
演
奏
で
き
な
い
。
結
構
、
大
変
な
世
界
で
す

ね
。
F
さ
ん
に
い
ろ
い
ろ
教
え
て
頂
き
ま
し
た
。
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フ
ル
ー
ト
を
教
え
、

先
の
野
口
力
さ
ん
は
、
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
の
未
完
成
交
響
曲
を

聴
い
て
音
楽
を
志
し
、
国
立
音
楽
大
学
で
ホ
ル
ン
を
吹
い
た
が
、

鉛
中
毒
で
歯
を
痛
め
て
辞
め
た
と
書
く
。
現
在
8
4
歳
だ
か
ら



か
な
り
昔
の
話
と
は
言
え
、
器
楽
器
で
鉛
中
毒
と
は
穏
や
か
で

は
な
い
。
ホ
ル
ン
が
そ
う
な
ら
、
フ
ル
ー
ト
、
ピ
ッ
コ
ロ
、
オ

ー
ボ
エ
は
大
丈
夫
?
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
は
?

テ
イ
ン
パ
ニ
と
は
、
マ
レ
ツ
ト
と
い
う
パ
チ
で
羊
皮
を
張
っ

た
表
面
を
打
ち
鳴
ら
す
太
鼓
で
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
最
後
列
で

太
鼓
を
2
台、

4
台
と
並
べ
て
演
奏
す
る
。
音
程
は
太
鼓
ご
と

に
1
つ
し
か
な
い
か
ら
、
リ
ズ
ム
の
ほ
か
は
音
色
に
こ
だ
わ
る

こ
と
に
な
る
。
テ
イ
ン
パ
ニ
協
奏
曲
な
ど
と
い
う
も
の
も
あ
る

が
、
主
役
を
務
め
る
曲
は
滅
多
に
な
い
。

そ
う
い
え
ば
、
先
の
岩
城
宏
之
も
職
業
欄
に
は
、
指
揮
者
の

他
に
パ

i
カ
ッ
シ
ヨ
ニ
ス
ト
と
あ
る
。
更
に
、
あ
る
本
の
中
で

「
当
時
の
東
京
芸
大
音
楽
部
に
は
専
攻
に
よ
っ
て
根
強
い
差
別

が
存
在
し
、
そ
の
中
で
最
下
位
に
属
す
る
の
が
管
打
楽
器
部
で
、

特
に

『
タ
イ
コ
屋
は
下
層
中
の
下
層
、
少
数
中
の
少
数
で
年
中
差

別
を
感
じ
て
い
る
よ
う
な
状
態
だ
っ
た
』

『
ピ
ア
ノ
科
の
女
の
子
と
付
き
合
お
う
と
し
て
、
《
お
父
様

に
タ
イ
コ
の
人
な
ん
か
と
友
達
に
な
っ
ち
ゃ
い
け
な
い
》
っ
て

い
わ
れ
た
の
ヨ
』

な
ん
て
追
っ
払
わ
れ
た
こ
と
が
何
度
も
あ
る
」
と
語
っ
て
い

i
ベ
ン
の

5
番
』
を
」
と
。

「花
よ
り
因
子
団
子
よ
り
お
酒
」
の
私
だ
っ
て
、
ベ
ー
ト

ー
ベ
ン
の

5
番
と
く
れ
ば
、
あ
の
「
ジ
ヤ
ジ
ヤ
ジ
ヤ
ジ
ャ
ー
ン

ジ
ヤ
ジ
ヤ
ジ
ヤ
ジ
ャ
ー
ン
」
と
解
る
。

そ
の
他
、
私
の
疑
問
一
作
曲
家
は

一
体
ど
こ
ま
で
を
楽
譜
に

書
き
こ
む
の
か
と
い
う
こ
と
。

メ
ロ
デ
ィ
ー
の
み
を
作
曲
。
後
で
、
あ
る
い
は
別
の
人
が
そ

れ
に
基
づ
い
て
、
ピ
ア
ノ
、
バ
イ
オ
リ
ン
(
そ
れ
も
第

一
、
第

二
バ

イ
オ
リ
ン
と
分
け
て
)
、
ビ
オ
ラ
、
チ
ェ
ロ
、
管
楽
器
、
打

楽
器
等
の
楽
譜
を
作
る
と
ば
か
り
思
っ
て
い
た
。

先
の

F
さ
ん
日
く
、

「作
曲
家
が

一
気
に
全
て
の
楽
器
の
楽
譜
を

一
緒
に
書
き
込
ん

で
い
く
の
よ
」
と
言
わ
れ
た
。

妻
に
同
行
願
っ
て
銀
座
の
山
野
楽
器
厨
に
行
っ
て
見
た
が
、

な
る
ほ
ど
、
全
て
の
楽
器
の
楽
譜
が
並
行
し
て
書
か
れ
て
い
る
。

だ
か
ら
、
そ
れ
な
り
の
厚
み
が
あ
り
、
と
て
も
演
奏
会
で
ス
テ

ー
ジ
の
下
か
ら
覗
き
見
る
も
の
と
は
違
う
。
よ
く
解
ら
な
い
。

そ
れ
で
い
て
数
千
円
も
す
る
の
で
、
眺
め
る
だ
け
で
帰
っ
た
。

後
日
、
そ
の
報
告
を
先
の
F
さ
ん
に
話
す
と
、
ご
自
身
が
持

つ
ス
コ
ア

l
を
貸
し
て
下
さ
っ
た
。
こ
の
「
音
楽
ア
ラ
カ
ル

ト
」
の
最
後
の
頁
に
コ
ピ

i
を
載
せ
る
の
で
参
照
。
演
奏
時
は

た。ニ
.
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
楽
情
(
ス
コ
ア

1
)
っ
て
?

音
楽
に
暗
い
私
が
、
以
前
よ
り
知
り
た
か
っ
た
の
は
、
オ
ー

ケ
ス
ト
ラ
の
楽
譜
っ
て

一
体
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

指
揮
者
の
楽
譜
に
は
ピ
ア
ノ
、
バ
イ
オ
リ
ン
、
ビ
オ
ラ
、
チ

ェ
ロ
、
フ
ル
ー
ト
・
・

・
テ
イ
ン
パ
ニ
ま
で
全
て
の
楽
器
の
楽

譜
が
載
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
?

も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
頁
を
繰
っ
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ピ
ア
ノ
の
場
合
、
時
に
横
に
楽
譜
の
頁
を
繰
る
人
が
座
っ
て

い
る
が
、
指
揮
者
及
び
他
の
楽
器
の
演
奏
者
は
、
自
分
で
演
奏

し
な
が
ら
繰
っ
て
い
る
。
そ
れ
ほ
ど
頻
繁
と
も
思
え
な
い
。

ま
た
、
先
の
テ
イ
ン
パ
ニ
の
場
合
の
楽
譜
は
、
曲
に
よ
っ
て

は
最
後
の
最
後
、

1
1
2
度
叩
く
だ
け
何
て
場
合
も
あ
る
だ

ろ
う
が
、
そ
の
楽
譜
は
?

そ
こ
で
先
の

F
さ
ん
に
尋
ね
る
と
、

「
銀
座
辺
り
に
あ
る
大
き
な
音
楽
関
係
の
お
庖
に
行
き
、
『
オ
ー

ケ
ス
ト
ラ

・
ス
コ
ア

l
』
を
買
っ
て
御
覧
。
そ
れ
も
『
べ
!
ト
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各
人
異
な
っ
た
も
の
を
使
う
そ
う
だ
。
面
白
い
の
は
、
年
配
の

指
揮
者
の
場
合
、
指
に
脂
が
な
く
な
っ
て
き
て
、
思
う
よ
う
に

頁
が
繰
れ
ず
、
仕
方
な
く
指
サ
ッ
ク
を
使
っ
て
い
る
人
も
い
る

と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
も
高
齢
化
の
波
?

三
.
永
遠
の
名
器

ス
ト
ラ
デ
イ
ヴ
ァ
リ
ウ
ス

今
日
、
ど
れ
ほ
ど
科
学
が
発
達
し
て
も
、
人
類
は
い
ま
だ
に

3

0
0
年
前
に
製
作
さ
れ
た
ス
ト
ラ
デ
イ
ヴ
ア
リ
ウ
ス
を
超
え

る
バ
イ
オ
リ
ン
を
作
れ
て
い
な
い
。

ス
ト
ラ
デ
イ
ヴ
ア
リ
ウ
ス
を
作
っ
た
ア
ン
ト
ニ
オ

・
ス
ト
ラ

デ
イ
ヴ
ア
リ
の
生
涯
は
詳
し
く
分
か
っ
て
い
な
い
。
一

説
に
1

6
4
4
年
に
生
ま
れ
、
イ
タ
リ
ア
・ク
レ
モ
ナ
に
工
房
を
構
え
、

当
時
と
し
て
非
常
に
長
命
で
9

4
歳
で
亡
く
な
っ
た
。
生
涯
に

作
っ
た
バ
イ
オ
リ
ン
は
1
千
挑
以
上
と
さ
れ
、
約
6
0
0
挑
が

残
さ
れ
て
い
る
と
言
う
。

ス
ト
ラ
デ
イ
ヴ
ア
リ
と
同
時
代
に
活
躍
し
た
グ
ア
ル
ネ
リ

・

デ
ル

・
ジ
エ
ス
も
評
価
は
高
く
、
数
億
円
で
取
引
さ
れ
る
こ
と

も
珍
し
く
な
い
。

バ
イ
オ
リ
ン
製
作
者
は
こ
れ
ら
名
器
を
超
え
る
楽
器
を
目
指

し
て
、

3
0
0
年
間
奮
闘
し
て
き
た
。
制
作
方
法
、
楽
器
に
塗
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る
ニ
ス
の
作
り
方
な
ど
の
ノ
ウ
ハ
ウ
、
資
料
な
ど
は
全
く
残
さ

れ
て
い
な
い
。
な
ぜ
、
聴
衆
を
魅
了
す
る
音
が
出
せ
る
の
か
、

科
学
的
に
分
析
し
て
も
、
謎
は
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。

バ
イ
オ
リ
ン
は
工
房
の
徒
弟
制
度
の
中
で
作
ら
れ
て
き
た
。

伝
統
技
法
は
工
房
で
修
業
し
た
人
間
に
し
か
伝
わ
ら
な
い
。
だ

か
ら
、
残
さ
れ
た
楽
器
を
見
て
、
挑
戦
し
て
い
く
し
か
な
い
と

い'フ。で
は
、
そ
の
バ
イ
オ
リ
ン
の
評
価
は
誰
が
す
る
の
か
?
も

ち
ろ
ん
、
バ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
た
ち
で
あ
る
。
試
し
弾
き
が
で
き

る
の
だ
か
ら
。
自
己
の
判
断
、
決
断
を
経
て
自
己
責
任
の
上
買

う
。
名
器
に
は
由
緒
あ
る
老
舗
の
鑑
定
書
が
あ
り
大
丈
夫
と
言

わ
れ
る
が
、
そ
れ
だ
っ
て
偽
造
可
能
で
あ
る
。
弾
け
る
人
な
ら

鑑
定
書
に
頼
ら
ず
、
自
分
の
耳
で
確
か
め
れ
ば
よ
い
。
買
う
だ

け
の
お
金
が
な
い
人
は
、
パ
ト
ロ
ン
を
見
付
け
る
し
か
な
い
。

中
に
は
、
お
よ
そ
音
楽
と
縁
の
な
い
人
で
も
、
値
上
が
り
を

見
込
ん
で
買
う
人
、
絶
品
と
の
評
判
だ
け
で
1
0
億
円
も
の
大

金
を
払
い
購
入
し
、
屋
根
裏
部
屋
に
保
管
さ
れ
て
い
た
等
の

話
も
残
る
。

千
住
真
理
子
さ
ん
は
、
ス
ト
ラ
デ
イ
ヴ
ア
リ
ウ
ス
と
の
出
会

い
を
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。

は
ぐ
〈

四
.
名
器
が
嫌
う
高
温
多
湿
も
美
女
を
育
む

涼
し
く
カ
ラ
ッ
と
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
生
ま
れ
た
西
洋
楽
器

は
高
温
多
湿
を
嫌
う
。

日
本
で
弾
い
て
い
る
楽
器
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
っ
て
行
く

と
大
抵
鳴
り
が
よ
く
な
る
し
、
逆
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
来
日
す

る
演
奏
家
は
少
な
か
ら
ず
苦
労
す
る
よ
う
だ
。

千
住
真
理
子
さ
ん
の
バ
イ
オ
リ
ン

・
デ
ユ
ラ
ン
テ
イ
の
場
合
、

湿
度

5
0
%を
超
え
る
と
機
嫌
が
悪
く
、

6
0
%
を
超
え
る
と

ガ
ラ
ガ
ラ
声
、

7
0
%
を
超
え
る
と
剥
が
れ
て
修
理
が
必
要
に

な
る
と
言
う
。

彼
女
の
場
合
、
自
宅
で
は
専
用
の
部
屋
に
除
湿
を
ガ
ン
ガ
ン

か
け
て

4
0
%台
を
保
ち
、
持
ち
歩
く
時
に
は
特
別
に
作
っ
た

頑
丈
な
ケ

l
ス
に
入
れ
る
と
い
う
。
ヶ
l
ス
の
中
に
は
楽
器
専

用
の
乾
燥
剤
を
幾
っ
か
入
れ
て
し
っ
か
り
閉
じ
る
と
も
書
い
て

い
た高

温
も
良
く
な
い
の
で
、
外
を
歩
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時

に
は
走
る
か
早
歩
き
と
言
う
の
だ
か
ら
大
変
だ
。

着
い
た
先
の
コ
ン
サ
ー
ト
ホ

l
ル
は
必
ず
し
も
温
湿
管
理

「
目
前
に
現
れ
こ
の
腕
の
中
で
奏
で
た
瞬
間
、
生
涯
で
た
だ

一
度
の
運
命
的
な
恋
に
落
ち
た
。
『
音
』
に
惚
れ
『
も
う
何
も
要

ら
な
い
』
と
天
を
仰
い
だ
。
こ
の
音
色
と
共
に

一
生
音
楽
を
奏

で
る
事
が
で
き
る
な
ら
如
何
な
る
物
も
要
り
ま
せ
ん
、
と
誓
い
、

だ
か
ら
神
様
お
願
い
、
と
祈
り
願
い
、
相
棒
と
な
っ
た
」

鑑
定
書
か
ら
最
初
の
所
有
者
は
ロ

l
マ
法
王
で
あ
り
、
次
の

所
有
者
フ
ラ
ン
ス
貴
族
デ
ュ
ラ
ン
テ
イ
家
に

2
0
0
年
隠
さ
れ

て
い
た
た
め
『
デ
ュ
ラ
ン
テ
イ
』
と
い
う
名
称
が
付
き
、
舞
台

で
一
度
も
弾
か
れ
ず
に
い
た
と
い
う
。

「
ス
リ

l
ピ
ン
グ

・
ビ
ュ

l
テ
ィ

l
」
の
名
を
持
つ

1
7
0

4
年
製
の
ス
ト
ラ
デ
イ
ヴ
ア
リ
ウ
ス
を
持
つ
イ
ザ
ベ
ル

・
フ
ア

ウ
ス
ト
も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
私
は
多
く
の
曲
に
お
い
て
自
分
の
解
釈
に
合
う
よ
う
な
ク

リ
ア
で
明
る
い
、
芯
の
強
い
音
を
求
め
て
い
ま
す
が
、
こ
の
楽

器
は
ま
さ
に
そ
の
性
格
を
持
っ
て
い
ま
す
。
初
め
て
弾
い
た
と

き
、
光
り
輝
く
よ
う
な
音
色
に
大
変
驚
か
さ
れ
ま
し
た
」

こ
の
名
前
は
、
名
器
を
所
有
し
て
い
た
貴
族
や
バ
イ
オ
リ
ニ

ス
ト
、
板
の
模
様
な
ど
に
由
来
す
る
が
、
矢
張
り
、
貴
族
の
屋

根
裏
部
屋
や
銀
行
に
保
管
さ
れ
て
い
た
ゆ
え

「眠
れ
る
美
女
」

な
の
で
あ
る
。
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が
完
全
な
場
所
ば
か
り
で
は
な
い
。
自
前
の
湿
度
計
を
2
種
類

持
込
み
、
ス
テ
ー
ジ
や
楽
屋
を
測
っ
て
歩
く
そ
う
だ
。
嫌
み
に

感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
湿
度
が
危
険
な
状
態
だ
と
楽
器

を
ケ

l
ス
か
ら
出
せ
な
い
と
い
い
、
ス
タ
ッ
フ
に
協
力
し
て
い

た
だ
き
な
が
ら
な
ん
と
か
本
番
ま
で
に
湿
度
を
下
げ
る
努
力
を

す
る
し
か
な
い
と
書
く
。

湿
度
が
下
が
っ
て
も
、
本
番
演
奏
中
に
噴
き
出
る
汗
や
熱
気

で
ま
た
も
や
湿
度
が
上
昇
し
、
結
局
修
理
に
出
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
も
多
々
と
嘆
く
。

も
と
も
と
西
洋
人
自
体
、
日
本
の
高
温
多
湿
に
弱
く
、

ゆ
え
に
軽
井
沢
や
六
甲
を
見
つ
け
、
開
発
し
た
。

2
0
0
2
年
の
サ
ッ
カ
ー

・
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
で
何
故
、
日

韓
は
揃
っ
て
決
勝
リ

l
グ
に
進
出
で
き
た
か
、
と
い
え
ば
こ
の

高
温
多
湿
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
で
あ
る
。

6
年
後
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
前
の
年
に
、
ラ
グ
ビ
ー

-

ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
が
日
本
で
開
催
さ
れ
る
。
ラ
グ
ビ
ー
の
場
合
、

国
籍
主
義
で
は
な
い
の
で
ゆ
る
い
条
件
さ
え
満
た
せ
ば
、
白
人

が
何
人
で
も
全
日
本
の
選
手
と
し
て
出
場
で
き
る
。
し
か
し
、

最
大
の
助
っ
人
は
こ
の
高
温
多
湿
の
気
候
だ
と
思
う
。
相
手
の

白
人
は
高
温
多
湿
に
弱
い
か
ら
で
あ
る
。
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さ
ら
に
、
ス
タ
イ
ル
や
顔
の
彫
り
の
深
さ
、
鼻
の
高
さ
で
は

白
人
に
叶
わ
な
い
日
本
人
女
性
も
、
き
め
細
か
な
肌
や
手
に
く

っ
つ

い
て
く
る
よ
う
な
も
ち
肌
は
、
白
人
に
は
な
い
も
の
で
あ

り
、
高
い
湿
度
の
お
陰
で
あ
る
。

日
本
の
中
で
も
美
人
の
産
地
と
し
て
有
名
な
、
京
都
、

は
、
湿
度
の
高
さ
で
も
抜
き
ん
で
て
い
る
と
い
う
。

秋
田

五
.
演
歌
の
源
流

昭
和
十
八
年
生
ま
れ
の
私
の
場
合
、
音
楽
の
授
業
以
外
に
数

人
単
位
で
歌
を
う
た
う
な
ど
滅
多
に
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
が
、

中
学
生
の
こ
ろ
、
巷
に
歌
声
喫
茶
が
誕
生
し
た
。
と
言
っ
て
も

中
学
生
の
我
々
に
は
喫
茶
店
そ
の
も
の
が
縁
の
な
い
も
の
で
、

そ
こ
で
歌
わ
れ
て
い
た
ロ
シ
ア
民
謡
を
姉
か
ら
、
ラ
ジ
オ
か
ら

聞
い
た
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
そ
し
て
塾
帰
り
の
人
通
り
の
絶
え
た

夜
道
を

一
人
で
「
と
も
し
火
」
な
ど
を
唄
っ
た
も
の
だ
。

高
校
に
な
る
と
、
歌
集
が
出
回
り
、
「
波
浮
の
港
」
や
「
宵
待

ち
草
」
等
、
国
民
唱
歌
や
フ
ラ
ン
ク
永
井
、
裕
次
郎
の
歌
な
ど

も
流
行
っ
た
。

民
謡
や
盆
踊
り
の
歌
、
そ
の
内
に
フ
ォ
ー
ク
ソ
ン
グ
等
も
流

行
っ
た
が
、
私
は
そ
の
よ
う
な
グ
ル
ー
プ
に
属
し
て
い
な
か
っ

人
か
ら
人
へ
直
接
、
こ
こ
ろ
の
あ
り
ょ
う
を
伝
え
た
の
が
演

歌
で
、
現
代
に
は
、
底
辺
で
生
き
る
人
た
ち
の
声
を
代
弁
す
る

歌
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
日
本
は
自
分
が
育
て
て
き
た
音
楽
を
捨

て
て
西
洋
音
楽
を
取
り
入
れ
た
。

固
有
の
文
化
、
差
異
の
な
い
と
こ
ろ
に
創
造
は
生
ま
れ
な
い

と
言
わ
れ
て
い
る
。

.品.，、
雅
楽

今
年
の
四
月
、
新
聞
の
エ
ッ
セ
イ
欄
に
雅
楽
に
つ
い
て
の
話

が
載
っ
た
。
面
白
そ
う
な
の
で
切
り
抜
い
て
お
い
た
ら
、
数
日

後
の
同
月
二
十
七
日
、
妻
は
友
人
に
誘
わ
れ
て
『
雅
楽
』
を
皇

居
に
聞
き
に
行
っ
た
。
宮
内
庁
式
部
職
楽
部
演
奏
、
円
舞
に
よ

る
。
そ
し
て
、
私
の
地
元
の
仲
間
と
の
集
い
で
、
雅
楽
が
話
題

に
な
っ
た
。
な
ぜ
今
、
雅
楽
?
私
と
雅
楽
(
豚
に
真
珠
)
?

エ
ッ
セ
イ
か
ら
の
抜
粋

「
雅
楽
」
と
は
、
元
来
は
「
俗
楽
」
に
対
す
る
言
葉
で
、
正

統
の
音
楽
を
意
味
す
る
。
こ
の
意
味
で
雅
楽
と
呼
ば
れ
る
音
楽

は
中
国
や
朝
鮮
に
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
音
楽
そ
の
も
の
は
日
本

の
雅
楽
と
は
全
く
別
の
も
の
で
あ
る
。

た
。
だ
か
ら
大
学
に
入
る
と
、
体
育
会
系
ク
ラ
ブ
活
動
仲
間
で

コ
ン
パ
と
称
し
大
勢
で
酒
を
飲
ん
だ
が
、
そ
こ
で
歌
わ
れ
る
の

は
、
軍
歌
、
デ
カ
ン
シ
ョ
節
、
旧
制
高
校
寮
歌
と
狼
雑
な
数
え

歌
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
『
演
歌
』
が
歌
わ
れ
出
し
た
の
は
い

つ
の
こ
ろ
か
ら
だ
っ
た
ろ
う
?

最
近
、
『
演
歌
』
の
元
気
が
な
く
、
新
し
い
ヒ
ッ
ト
局
は
ほ
と

ん
ど
聞
か
な
い
。
カ
ラ
オ
ケ
庖
で
は
、
今
も
ず
っ
と
ト
ッ
プ
を

走
っ
て
い
る
だ
ろ
う
が
。

「
演
歌
の
源
流
を
た
ど
っ
て
い
く
と
、
舌
鋒
鋭
く
体
制
批
判

を
繰
り
広
げ
た
明
治
の
自
由
民
権
運
動
に
行
き
着
く
」
と
聞
く

と
、
「
ウ
ツ
ソ

l
」
と
言
い
た
く
な
る
。
で
も
、

「
運
動
は
高
級
官
僚
に
よ
る
専
制
政
治
を
批
判
、
国
会
開
設
を

求
め
た
。
だ
が
、
政
府
は
運
動
を
抑
え
よ
う
と
弾
圧
、
官
権
は

演
説
会
場
を
蹴
散
ら
し
た
。
抵
抗
を
や
め
な
い
民
権
運
動
家
は

圧
政
を
く
ぐ
り
抜
け
て
大
衆
に
訴
え
か
け
よ
う
と
、
街
頭
で
歌

を
が
な
り
た
て
た
。
そ
れ
が
演
歌
の
始
ま
り
」
と
い
う
。

そ
れ
は
、
明
治
2
0
年

(
1
8
8
7
年
)
の
こ
ろ
で
あ
る
。

壮
士
演
歌
と
も
言
わ
れ
、
弾
圧
す
る
側
に
雇
わ
れ
た
浪
人
の
白

刃
が
光
り
、
運
動
の
壮
士
は
懐
に
ド
ス
を
忍
ば
せ
る
な
ど
す
さ

ま
じ
か
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
。

126 -

日
本
の
雅
楽
は
、
日
本
古
来
の
歌
舞
に
大
陸
伝
来
の
器
楽
と

舞
が
融
合
し
て
で
き
た
千
数
百
年
の
歴
史
を
有
す
る
古
典
音
楽

で
あ
る
。

主
と
し
て
宮
廷
、
貴
族
社
会
、
有
力
社
寺
な
ど
で
行
わ
れ
て

き
た
が
、
現
在
で
は
宮
内
庁
の
築
部
が
伝
承
す
る
雅
楽
が
そ
の

基
準
と
な
っ
て
い
る
。

端
末
生
と
し
て
七
年
間
修
業
を
積
み
試
験
に
合
格
し
て
一
人
前

の
楽
師
と
な
る
。
管

・
弦

・
鼓
と
種
々
の
楽
器
を
演
奏
し
、
舞

を
舞
い
、
歌
を
歌
う
の
だ
か
ら
大
変
だ
。
加
え
て
、
楽
師
は
西

洋
音
楽
も
担
当
す
る
。
天
皇
陛
下
ご
主
催
の
宮
中
午
餐
や
晩
餐

の
際
に
は
、
楽
師
ら
を
構
成
員
と
す
る
楽
団
が
ク
ラ
シ
ッ
ク
の

曲
な
ど
を
演
奏
す
る
。

日
頃
何
気
な
く
使
っ
て
い
る
言
葉
の
中
で
、
雅
楽
由
来
と
言

わ
れ
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。

「二
の
句
」
「
二
の
舞
」
「
打
ち
合
わ
せ
」
「
音
頭
」
「
ろ
れ
つ
」

「
や
た
ら
」
な
ど
が
あ
る
。

「
八
多
良
拍
子
」
と
い
う
拍
子
は
難
し
く
て
初
め
は
な
か
な
か

う
ま
く
演
奏
で
き
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
に
な
る

こ
と
を
「
や
た
ら
」
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
由
。
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