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地
唄
と
は
、
ろ
お
か
る
の
唄
と
言
ふ
こ
と
。
上
方
の
人
々
が
、
江
戸
の
唄
に

対
し
て
、
土
地
の
唄
と
言
ふ
意
味
で
さ
う
名
付
け
た
。
江
戸
か
ら
言
へ
ば
、

上
方
唄
と
言
ふ
こ
と
に
な
る
。

上
方
で
は
、
長
唄
・
清
元
・
常
磐
津
な
ど
、
そ
れ
に
も
つ
と
古
く
這
入
つ
た

唄
や
、
江
戸
浄
瑠
璃
の
類
を
括
め
て
、
江
戸
唄
と
言
つ
て
ゐ
た
。
其
等
は
、

法
師
が
弾ヒ
い
て
う
た
ふ
と
、
差
別
な
く
、
皆
一
つ
も
の
に
な
つ
て
了
つ
た
。

明
治
以
後
、
東
京
か
ら
次
第
に
其
道
の
人
々
が
、
上
方
へ
来
る
様
に
な
つ
て
、

其
人
々
が
遊
廓
を
中
心
に
弟
子
を
取
る
様
に
な
り
、
段
々
に
差
別
が
つ
い
て

来
た
が
、
も
と
は
皆
、
上
方
で
は
、
法
師
や
、
そ
の
亜
流
の
町マチ
師
匠
な
ど
が

う
た
つ
て
、
何
も
か
も
、
一
つ
に
響
い
た
も
の
で
あ
る
。
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明
治
以
後
、
一
番
先
に
、
江
戸
唄
ら
し
い
も
の
ゝ
、
大
阪
へ
這
入
つ
て
来
た

の
は
、
新
内
で
あ
つ
た
。
京
都
も
多
分
、
そ
ん
な
こ
と
だ
つ
た
ら
う
。
か
う

言
つ
て
し
ま
ふ
と
、
少
し
の
間
違
ひ
が
見
の
が
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
ゝ
な
る
。

実
は
上
方
で
暫
ら
く
絶
え
て
ゐ
た
祭
文
節
が
来
て
ゐ
た
。
舞
台
や
高
座
と
関

係
な
く
、
袖
乞
ひ
す
る
旅
芸
人
が
持
つ
て
来
た
も
の
で
あ
つ
た
。
こ
れ
が
、

江
戸
で
言
へ
ば
職
人
階
級
と
言
ふ
べ
き
人
た
ち
に
移
さ
れ
て
、
寄
席
や
、
貸

し
席
で
、
芸
披
露
を
す
る
ま
で
に
出
世
し
て
ゐ
た
。
其
後
、
何
度
目
か
に
来

た
の
が
新
内
ぶ
し
で
、
此
は
色
町
を
と
ほ
し
て
場
末
の
町
々
の
ど
う
ら
く
若

い
衆
が
習
ふ
や
う
に
な
つ
た
。
床
屋
の
親
方
な
ど
で
、
新
内
の
師
匠
を
兼
ね

た
も
の
が
、
我
々
の
記
憶
に
残
つ
て
ゐ
る
。
明
治
二
三
十
年
頃
の
あ
り
様
で

あ
る
。
そ
の
外
の
も
の
は
、
師
匠
が
、
東
京
か
ら
居
を
移
し
て
来
な
か
つ
た
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か
ら
、
本
筋
の
も
の
は
伝
は
ら
な
か
つ
た
訣
で
あ
る
。
従
つ
て
長
唄
・
常
磐

津
・
清
元
な
ど
は
、
長
く
京
阪
に
は
行
は
れ
な
か
つ
た
。

と
に
か
く
、
そ
れ
等
は
、
一
括
し
て
江
戸
唄
と
言
ひ
、
中
に
は
、
江
戸
の
方

で
消
え
た
も
の
が
残
つ
て
ゐ
る
。
其
等
、
江
戸
唄
の
本
は
、
上
方
で
は
、
別

に
ま
と
め
ら
れ
て
、  

枕    

本  
マ
ク
ラ
ボ
ン

の
形
で
残
つ
て
ゐ
る
も
の
が
、
幾
つ
か
あ
る
。

地
唄
は
、
法
師
が
、
謂
は
ゞ
家
元
で
あ
る
。
も
と
〳
〵
、
家
元
制
度
の
行
は

れ
た
の
は
、
江
戸
で
あ
つ
て
、
之
に
当
る
べ
き
も
の
は
、
上
方
に
は
な
い
。

江
戸
政
府
の
社
会
政
策
の
結
果
に
出
来
た
癌
で
あ
つ
て
、
指
導
権
と
い
ふ
や

う
な
も
の
が
あ
り
、
其
が
地
唄
は
、
法
師
が
す
る
の
が
本
格
の
も
の
で
あ
つ

て
、
法
師
以
外
が
す
る
の
は
、
正
式
な
も
の
で
は
な
い
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
。

琴
や
三
味
線
を
楽
器
と
し
て
、
唄
を
う
た
ふ
。
も
と
は
琴
で
あ
つ
て
、
く
だ
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け
た
も
の
が
、
三
味
線
で
あ
る
。
両
方
共
通
の
も
の
も
あ
る
。

富
崎
春
昇
と
言
ふ
人
は
、
も
う
東
京
へ
来
て
、
か
れ
こ
れ
二
十
年
に
も
な
ら

う
か
。
面
白
い
様
な
面
白
く
な
い
様
な
、
変
な
も
の
だ
。

地
唄
に
包
含
し
て
ゐ
る
も
の
は
広
い
。
大
体
の
区
劃
は
、
長
う
た
と
端
う
た

と
に
分
れ
て
ゐ
る
。
長
う
た
と
は
、
形
の
長
い
短
い
に
よ
る
の
で
は
な
く
、

其
流
に
於
け
る
本
格
の
も
の
が
さ
う
言
は
れ
る
。
由
緒
正
し
い
も
の
を
言
ふ
。

勿
論
、
琴
に
も
三
味
線
に
も
ひ
く
。
は﹅
で﹅
と
言
ふ
語
は
、
今
は
、
豪
華
な
こ

と
に
言
ふ
が
、
端
う
た
の
場
合
の
如
く
、
も
と
は
、
本
格
を
は
づ
れ
た
、
変

格
の
も
の
を
言
ふ
。
ま
う
一
つ
、
小
唄
と
言
ふ
部
類
が
あ
る
が
、
厳
格
に
は

言
は
な
い
。
民
謡
を
三
味
線
に
取
り
上
げ
て
、
改
調
し
た
も
の
で
、
以
上
が
、

地
唄
の
大
体
の
区
分
と
言
つ
て
よ
い
。
普
通
は
、
本
調
子
・
二
上
り
・
三
下
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り
等
の
調
子
で
分
類
す
る
か
、
或
は
、
検
索
に
便
利
な
様
に
、
題
目
の
字
数

で
分
け
た
り
し
て
ゐ
る
。

長
う
た
・
端
う
た
・
小
う
た
と
言
ふ
分
類
は
、
江
戸
に
移
つ
て
ゐ
る
。
江
戸

で
は
、
音
楽
の
中
心
は
遊
廓
に
は
な
く
、
芝
居
小
屋
に
あ
つ
た
。
劇
場
に
音

楽
の
本
流
が
あ
つ
た
。
其
劇
場
が
、
正
式
の
音
楽
を
持
つ
た
頃
か
ら
あ
る
と

言
ふ
訣
で
、
杵
屋
の
長
唄
が
、
長
唄
の
名
を
専
ら
に
し
た
。
つ
ま
り
正
式
の

劇
場
音
楽
と
言
ふ
名
で
あ
る
。
其
に
対
し
て
変
格
の
も
の
が
端
う
た
で
あ
る

が
、
後
に
は
、
そ
の
極
一
部
の
、
歌
沢
節
を
端
唄
と
言
つ
た
。
歌
沢
節
は
、

喧
し
く
言
へ
ば
小
う
た
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
江
戸
と
上
方
と
で
は
、
芸
謡
の

名
称
は
同
じ
で
も
、
内
容
は
違
つ
て
ゐ
る
。

「
歌
曲
時
習
考
」
は
、
歌
曲
さ
ら
へ
か
う
と
訓
む
。
昔
の
人
は
、
今
の
人
が
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会
と
言
ふ
処
を
講
と
言
つ
た
。
さ
ら
へ
か
う
は
、
そ
れ
を
も
ぢ
つ
て
、
「
考
」

と
し
た
の
で
あ
る
。
此
外
に
、
「
糸
の
し
ら
べ
」
と
言
ふ
本
が
あ
つ
て
、
地

唄
は
普
通
、
此
二
種
で
あ
る
。
し
か
し
、
歌
の
数
は
同
じ
「
時
習
考
」
を
名

と
す
る
も
の
で
も
、
段
々
に
増
え
て
行
く
の
で
、
幾
通
り
も
の
、
厚
さ
を
も

つ
た
本
が
あ
る
。
し
ま
ひ
に
は
、
四
寸
程
の
厚
さ
に
ま
で
達
し
て
ゐ
る
が
、

「
糸
の
し
ら
べ
」
の
方
は
更
に
増
え
て
、
二
冊
に
分
れ
る
程
に
、
な
つ
て
ゐ

る
。

「
時
習
考
」
の
方
は
、
厚
く
な
つ
て
ゐ
る
一
方
の
は
、
三
味
線
唄
ば
か
り
集

め
た
も
の
で
あ
る
が
、
ま
う
一
つ
別
に
、
琴
唄
ば
か
り
集
め
た
も
の
で
、
三

分
の
一
程
の
分
量
を
持
つ
て
ゐ
る
も
の
が
あ
る
。
稽
古
本
に
過
ぎ
ぬ
か
ら
、

い
く
ら
種
類
が
あ
つ
て
も
、
校
訂
に
は
役
に
立
た
ぬ
が
、
並
べ
て
変
遷
を
み
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る
の
は
面
白
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

　
　
　
　
　
き
つ
ね
火
　
ま
へ
う
た
　
　
　
　
本
て
う
し

　
　
　
　
　

　
　
つ
き
は
つ
れ
な
や
。
は
や
あ
か
つ
き
の
か
ね
の
こ
ゑ
。
合
さ
ら
ば
〳
〵

　
　
の
　
こ
ゑ
も
た
え
ゆ
く
小
田
の
原
。
合
お
く
り
か
へ
せ
ば
、
ひ
え
の
や

　
　
ま
か
ぜ
身
に
し
み
て
、
合
な
た
ね
の
花
の
う
ら
が
れ
。
け
さ
の
わ
か
れ

　
　
に
、
つ
き
を
た
も
と
に
残
い
て
合
あ
る
か
な
き
か
の
、
し
ゆ
び
を
思
ふ

　
　
が
い
の
ち
さ
。
合
恋
の
を
ぐ
る
ま
、
ま
は
る
を
の
こ
の
あ
れ
か
し
。
合
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心
を
の
せ
て
あ
は
う
に
。
合
か
ぎ
り
あ
る
身
の
か
ぎ
り
を
し
ら
で
合
か

　
　
ひ
も
な
き
よ
を
う
ち
な
げ
き
、
な
ん
の
い
ん
ぐ
わ
に
、
し
や
ば
に
き
て
、

　
　
い
き
て
そ
は
る
ゝ
身
で
は
な
し
合
月
を
見
ば
や
と
ち
ぎ
り
し
人
も
合
こ

　
　
よ
ひ
そ
で
を
や
　
し
ぼ
る
ら
ん
合
　
　
歌
曲
時
習
考

こ
の
き
つ
ね
火
前
歌
は
、
「
歌
系
図
」
に
よ
る
と
、
作
者
は
大
石
う
き
と
言

ふ
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
。
う﹅
き﹅
は
即
、
大
石
内
蔵
助
の
廓
名
で
あ
る
。

歌
系
図
と
言
ふ
の
は
、
天
明
年
間
に
出
た
も
の
で
、
流
石
庵
羽
積
の
名
が
署

し
て
あ
る
。
地
唄
の
作
者
を
調
べ
た
本
で
あ
る
。
羽
積
が
、
ど
う
言
ふ
根
拠

で
し
た
の
か
は
訣
ら
な
い
が
、
私
の
想
像
で
は
、
多
分
、
法
師
に
聞
い
た
の

で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
上
方
唄
は
、
法
師
の
家
に
伝
つ
た
も
の
だ
か
ら
、
多
く
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の
想
像
や
伝
説
を
含
ん
だ
。
併
、
作
者
は
如
何
に
も
適
切
に
あ
て
ゝ
あ
る
。

と
も
か
く
、
地
唄
の
作
者
の
輪
郭
や
想
像
範
囲
は
、
こ
の
本
を
見
る
と
、
大

体
訣
る
。
中
に
は
意
外
な
人
を
あ
げ
た
点
が
、
参
考
に
な
る
。

此
書
は
、
国
書
刊
行
会
本
の
歌
曲
の
部
、
或
は
日
本
歌
謡
集
成
に
這
入
つ
て

ゐ
る
。

　
　
狐
火
を
選
ん
だ
の
は
、
大
石
内
蔵
助
作
と
言
ふ
こ
と
の
背
景
が
面
白
い
。

内
蔵
助
が
遊
ん
だ
と
言
ふ
島
原
は
、
其
頃
は
六
条
の
廓
で
、
そ
こ
で
、
自
分

で
う
た
つ
た
と
言
ふ
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
詞
章
も
よ
く
出
来
て
ゐ
る
。

大
石
う
き
作
に
は
ま
う
一
つ
、
「
里
げ
し
き
」
が
あ
る
。
此
も
よ
く
出
来
て

ゐ
る
が
、
此
方
は
、
江
戸
の
芸
謡
の
評
釈
書
と
し
て
は
実
際
の
権
威
を
持
つ

「
歌
曲
評
釈
」
（
醒
雪
佐
々
政
一
博
士
）
の
、
一
番
初
め
の
上
方
唄
の
部
で
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し
て
を
ら
れ
る
の
で
、
今
は
此
を
避
け
て
、
狐
火
の
方
を
選
ん
だ
。
両
方
と

も
境
地
が
同
じ
で
、
よ
く
似
て
ゐ
る
。
だ
か
ら
、
或
は
ど
ち
ら
か
ゞ
大
石
う

き
作
で
、
他
は
内
容
に
よ
つ
て
、
類
推
し
た
の
か
も
し
れ
ぬ
。

時
習
考
で
は
、
狐
火
ま
へ
歌
と
狐
火
と
が
別
に
な
つ
て
を
り
、
糸
の
し
ら
べ

も
さ
う
だ
が
、
「
大
成
糸
の
ふ
し
」
は
、
二
つ
が
続
い
て
一
つ
に
な
つ
て
ゐ

る
。
つ
ま
り
法
師
の
流
派
々
々
に
よ
つ
て
、
さ
う
言
ふ
小
異
が
あ
つ
て
、
続

け
て
歌
ふ
流
儀
も
あ
つ
た
の
で
あ
ら
う
。

大
石
う
き
作
と
な
つ
て
ゐ
る
の
は
、
前
歌
の
方
で
あ
る
が
、
一
続
き
に
な
つ

て
ゐ
る
も
の
と
す
る
と
、
全
部
さ
う
言
ふ
事
に
な
ら
う
。

前
歌
口
訳
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月
は
そ
つ
け
な
く
て
、
思
ひ
や
り
の
な
い
も
の
だ
。
早
、
暁
方
の
様
子
に

　
な
つ
て
、
西
へ
傾
い
て
、
男
と
別
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
を
告
げ
る
鐘

　
の
音
が
、
聞
え
て
ゐ
る
。
男
と
女
と
が
言
ひ
交カハ
す
、
さ
や
う
な
ら
、
ま
た

　
逢
は
う
の
声
々
も
、
と
ぎ
れ
〳
〵
に
な
つ
て
、
し
ま
ひ
に
は
、
聞
え
な
く

　
な
つ
て
行
く
廓
の
外
の
広
い
田
圃
の
見
わ
た
し
よ
。

　
さ
て
、
男
を
送
つ
て
了
ふ
と
心
寂
し
く
な
る
。
向
う
に
見
え
る
比
叡
の
山

　
颪
が
身
に
沁
み
て
感
ぜ
ら
れ
る
。
ま
だ
、
春
は
早
い
時
分
だ
の
に
、
菜
種

　
の
花
が
半
分
枯
れ
／
″
＼
に
な
つ
て
ゐ
て
、
あ
は
れ
は
此
上
な
い
。
今
朝

　
の
こ
の
別
れ
に
、
空
に
淡
々
し
い
残
月
が
袂
に
う
つ
つ
て
ゐ
る
が
、
す
つ

　
か
り
晴
れ
き
ら
ぬ
心
を
持
つ
た
ま
ゝ
で
、
ぼ
う
と
し
て
ゐ
る
。
さ
う
し
て

　
思
ふ
の
は
、
か
う
し
て
今
度
は
、
い
つ
逢
へ
る
か
訣
ら
ぬ
、
心
細
い
次
の
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あ
ひ
び
き
の
機
会
に
頼
み
を
か
け
て
ゐ
る
の
が
、
せ
め
て
も
の
生
き
が
ひ

　
で
あ
る
。

　
恋
の
小
車
が
廻
る
、
そ
れ
で
は
な
い
が
、
心
の
よ
く
廻
つ
て
、
こ
つ
ち
の

　
心
の
推
量
の
つ
く
男
が
、
あ
つ
て
欲
し
い
も
の
だ
。
そ
ん
な
男
が
あ
れ
ば
、

　
心
の
中
の
一
切
合
切
そ
の
男
に
任
せ
て
、
逢
ひ
通
さ
う
と
思
ふ
の
に
。
ど

　
う
で
死
ん
で
行
く
、
限
度
の
あ
る
筈
の
人
の
命
の
、
そ
の
限
度
と
言
ふ
も

　
の
が
考
へ
ら
れ
な
い
で
、
生
き
て
居
て
も
そ
の
効
果
も
な
い
世
を
歎
い
て

　
ゐ
る
。

　
ど
う
言
ふ
過
去
の
因
縁
で
、
此
世
に
生
れ
て
来
て
、
生
き
永
ら
へ
て
ゐ
る

　
の
だ
ら
う
。
生
き
て
ゐ
る
間
に
、
夫
婦
に
な
つ
て
添
は
れ
る
身
で
は
な
い

　
の
だ
し
。
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一
緒
に
月
を
見
よ
う
と
約
束
を
し
て
お
い
た
人
が
今
夜
、
涙
を
流
し
て
、

　
袖
を
し
ぼ
つ
て
を
る
で
あ
ら
う
。

語
釈
其
他

　
此
前
う
た
に
は
、
狐
火
の
こ
と
は
出
て
来
な
い
。
此
時
の
色
街
は
、
六
条

　
の
廓
で
、
六
条
の
は
づ
れ
か
ら
、
朱
雀
野

ス
ザ
カ
ノ

を
通
つ
て
行
く
。
そ
の
広
い
光

　
景
を
、
背
景
と
し
て
、
考
へ
る
こ
と
。

　
○
つ
れ
な
や
　
つ
れ
な
し
は
そ
つ
け
な
い
、
自
分
の
思
ふ
心
と
関
係
の
な

　
い
こ
と
。
○
菜
種
の
花
の
…
…
　
叙
景
と
し
て
よ
く
言
つ
て
ゐ
る
。
此
だ

　
け
で
、
女
の
気
持
ち
が
、
し﹅
む﹅
ぼ﹅
ら﹅
い﹅
ず﹅
は
、
粗
大
な
、
奴
詞
め
い
た
、

　
遊
女
の
語
づ
か
ひ
で
、
捨
鉢
な
気
持
ち
を
表
し
て
ゐ
る
。
○
恋
の
小
車
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実
在
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
歌
詞
と
し
て
、
持
つ
て
来
て
ゐ
る
。
ま﹅
は﹅

　
る﹅
は
、
詠
歎
が
出
て
を
つ
て
、
単
に
終
止
で
は
な
い
。
な﹅
い﹅
し﹅
と
言
つ
た

　
し﹅
で
あ
る
。
○
月
を
見
ば
や
　
此
処
か
ら
、
気
分
が
す
つ
か
り
変
つ
て
了

　
ふ
。
先
へ
〳
〵
と
伸
び
て
行
く
だ
け
で
、
ど
う
言
ふ
事
を
作
る
か
を
思
つ

　
て
ゐ
な
い
。
一
貫
し
た
性
格
を
書
か
う
と
し
て
ゐ
る
の
で
も
な
い
。
一
貫

　
し
て
ゐ
る
と
す
れ
ば
、
約
束
し
て
来
な
い
人
、
と
見
て
も
よ
い
。

16地唄



青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
折
口
信
夫
全
集
　21

」
中
央
公
論
社

　
　
　1996
（
平
成8

）
年11

月10

日
初
版
発
行

底
本
の
親
本
：
「
折
口
信
夫
全
集
　
第
十
七
卷
」
中
央
公
論
社

　
　
　1967

（
昭
和42
）
年3

月25

日
発
行

※
底
本
の
題
名
の
下
に
「
昭
和
二
十
五
年
草
稿
」
の
記
載
あ
り
。

入
力
：
門
田
裕
志

校
正
：
フ
ク
ポ
ー

2019

年5

月28

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：
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こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（https://w

w
w

.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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