
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
う
る
こ
と
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
流
行
歌
に
男
女
の
恋
心
を
歌
っ
た
も

の
が
多
い
な
か
で
、
こ
う
し
た
「
新
し
い
」
ラ
イ

フ
ス
タ
イ
ル
を
謳
歌
し
た
流
行
歌
も
見
受
け
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
流
行
歌
と
し

て
は
、
他
に
「
珈
琲
！ 

珈
琲
！
」、「　

加
啦
將
」

（
ハ
イ
カ
ラ
ち
ゃ
ん
）
な
ど
が
あ
る
。

筆
者
ら
の
研
究
が
進
む
に
つ
れ
、
台
湾
の
流
行

歌
ブ
ー
ム
以
前
に
、
上
海
の
流
行
歌
「
毛
毛
雨
」

や
日
本
の
歌
謡
曲
「
草
津
節
」
の
台
湾
版
が
発
売

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
つ
ま
り
、

台
湾
の
流
行
歌
は
上
海
と
日
本
の
影
響
を
す
で
に

受
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
そ
の
影
響
が
ど
の
程
度
の
も
の
で
あ
り
、
台

湾
の
在
来
音
楽
に
ど
の
よ
う
な
変
容
を
も
た
ら
し

た
の
か
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
更
な
る
研
究
が

必
要
で
あ
る
。
本
研
究
で
は
今
後
、
音
楽
学
、
文

学
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
論
、
社
会
学
と
い
っ
た
多
様

な
視
点
で
、
レ
コ
ー
ド
音
楽
に
見
ら
れ
る
近
代
の

要
素
を
明
ら
か
に
し
、
日
本
の
レ
コ
ー
ド
産
業
が

も
た
ら
し
た
異
な
る
地
域
間
の
音
楽
文
化
の
交
差

と
変
容
の
実
態
を
明
確
に
し
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

社
交
ダ
ン
ス
の
時
代

二
〇
〇
三
年
に
、
台
湾
で
は
『
跳
舞
時
代
』

と
い
う
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
が
公
共
電
視
台
（
公

共
放
送
局
）
に
よ
っ
て
制
作
・
公
開
さ
れ
、
話

題
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
S
P
レ
コ
ー
ド
や
音
楽

を
通
し
て
一
九
三
〇
年
代
の
台
湾
文
化
と
社
会

状
況
を
描
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
第
二
次
世
界

大
戦
後
か
ら
一
九
八
〇
年
代
ま
で
に
生
ま
れ
た

新
し
い
世
代
の
台
湾
人
に
と
っ
て
は
、
祖
父
母

や
両
親
の
断
片
的
な
思
い
出
に
よ
っ
て
創
ら
れ

た
漠
然
と
し
た
日
本
時
代
の
台
湾
像
が
、『
跳
舞

時
代
』
を
通
じ
て
、
当
時
の
台
湾
の
現
実
の
姿

に
変
わ
っ
た
瞬
間
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『
跳
舞
時
代
』
に
用
い
ら
れ
た
幾
つ
か
の
場
面
は

当
時
撮
影
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
わ
た
し
た
ち

の
想
像
を
超
え
た
当
時
の
生
活
ぶ
り
が
リ
ア
ル

に
描
か
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
手
を
繋つ

な

ぐ
恋
人
の
姿
、
タ
バ
コ
を
吸

う
女
性
、
音
楽
に
合
わ
せ
て
踊
る
若
者
が
映
し

出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
流
れ
る
音
楽
は
、

当
時
ヒ
ッ
ト
し
た
数
曲
の
流
行
歌
で
あ
る
。
じ
つ

は
『
跳
舞
時
代
』
と
い
う
題
名
も
当
時
の
流
行

歌
の
曲
名
か
ら
き
て
い
る
。「
跳
舞
時
代
（
レ

コ
ー
ド
番
号
8
0
2
7
3

−

B
）」
は
一
九
三
三

年
に
日
本
コ
ロ
ム
ビ
ア
か
ら
発
売
さ
れ
、
そ
れ
は

作
曲
者
陳ダ

ン
グ
ン
ヨ
ッ

君
玉
、
作
詞
者
鄧デ

ィ
ン
ウ
ー
ヘ
ン

雨
賢
と
い
う
名
コ

ン
ビ
の
手
に
よ
る
も
の
で
、
吹
き
込
み
は
日
本
コ

ロ
ム
ビ
ア
の
専
属
歌
手
「
純
純
」
が
お
こ
な
っ
て

い
る
。

植
民
地
台
湾
に
お
け
る
S
P
レコ
ー
ド
の
研
究
状
況

一
九
三
三
年
と
い
え
ば
、
台
湾
が
日
本
の
植
民

地
支
配
（
一
八
九
五
―
一
九
四
五
）
を
受
け
始
め

て
か
ら
三
八
年
も
経
っ
た
時
期
で
あ
る
。
台
湾
総

督
府
の
政
策
と
教
育
の
方
針
は
、
台
湾
人
を
日
本

人
と
し
て
教
育
し
、
日
本
語
を
使
用
さ
せ
る
こ
と

で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
台
湾
の
在
来
文
化
は
継
続

的
に
存
在
し
、
漢
文
（
閩ビ

ン
ナ
ン南

語
読
み
と
客ハ

ッ
カ家

語
読

み
）
に
よ
る
私
塾
教
育
は
し
ば
ら
く
続
い
た
。
ま

た
、
漢
文
学
の
創
作
、
漢
文
新
聞
紙
の
発
行
は
一

九
三
〇
年
代
の
後
半
ま
で
許
さ
れ
、「
跳
舞
時
代
」

も
漢
文
で
書
か
れ
、
閩
南
語
で
歌
わ
れ
た
。
実
際
、

当
時
発
売
さ
れ
た
レ
コ
ー
ド
は
流
行
歌
だ
け
で
は

な
く
、
漢
民
族
が
好
ん
だ
伝
統
音
楽
も
そ
れ
を
上

回
る
数
で
吹
き
込
ま
れ
、
発
売
さ
れ
た
。
人
口
の

八
割
を
占
め
る
漢
民
族
が
音
楽
市
場
の
一
番
の
顧

客
で
あ
る
こ
と
を
レ
コ
ー
ド
会
社
も
よ
く
理
解
し

て
い
た
。
日
本
コ
ロ
ム
ビ
ア
だ
け
で
な
く
、
ビ
ク

タ
ー
、
タ
イ
ヘ
イ
な
ど
の
会
社
も
台
湾
音
楽
の
制

作
に
参
入
し
た
。
そ
こ
に
植
民
地
政
策
と
は
か
け

離
れ
た
商
業
思
考
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
二
一
世
紀
に
入
っ
た
今
も
ま
だ
、
当

時
の
レ
コ
ー
ド
産
業
に
関
す
る
歴
史
的
研
究
は
積

極
的
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
。
戦
後
の
国
民
党

政
府
が
、
台
湾
人
が
日
本
時
代
を
顧
み
る
こ
と
を

恐
れ
て
言
論
統
制
を
お
こ
な
っ
た
た
め
、
一
九
九

〇
年
代
ま
で
植
民
地
時
期
の
歴
史
を
客
観
的
に
研

究
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
が
そ
の
一
因

と
考
え
ら
れ
る
が
、
大
衆
文
化
の
研
究
が
重
要
視

さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
も
そ
の
理
由
の
ひ
と
つ

と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
恐
ら
く
そ
の
た
め
に
、

S
P
レ
コ
ー
ド
を
含
む
資
料
の
保
存
・
研
究
が
か

な
り
遅
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
現
状
な

の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
音
楽
は
庶
民
の

生
活
の
重
要
な
側
面
で
あ
り
、
複
雑
な
要
素
が
絡

ん
で
い
る
は
ず
で
あ
る
。

S
P
レ
コ
ー
ド
に
見
ら
れ
る
近
代
の
要
素

「
跳
舞
時
代
」
を
ひ
と
つ
の
事
例
と
し
て
挙
げ
て

み
よ
う
。
一
番
の
歌
詞
に
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て

い
る
。「（
和
訳
）
わ
た
し
た
ち
は
文
明
の
女
性
で

あ
る
。
東
西
南
北
に
自
由
に
行
き
来
し
、
束
縛
さ

れ
な
い
。（
中
略
）
文
明
の
時
代
に
は
オ
ー
プ
ン

な
社
交
が
大
事
で
あ
る
こ
と
だ
け
知
っ
て
い
る
。

男
女
の
カ
ッ
プ
ル
が
列
に
な
り
、
ト
ロ
ッ
ト
を
踊

る
こ
と
は
わ
た
し
た
ち
の
一
番
の
楽
し
み
」
で
あ

る
。
二
番
以
降
の
歌
詞
に
も
「
自
由
」、「
快
楽
主

義
的
」
な
ど
の
こ
と
ば
が
多
数
盛
り
込
ま
れ
て
い

る
。
従
来
の
漢
民
族
の
伝
統
社
会
で
は
、
女
性
が

古
い
道
徳
的
価
値
観
に
束
縛
さ
れ
、
父
母
が
決
め

た
相
手
と
結
婚
し
た
り
、
未
婚
の
女
性
は
男
性
と

付
き
合
う
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
り
と
保
守
的

で
あ
っ
た
。
こ
の
歌
に
描
か
れ
た
自
由
奔
放
に
人

生
を
生
き
る
姿
や
ア
メ
リ
カ
の
フ
ォ
ッ
ク
ス
ト

ロ
ッ
ト
を
夢
中
で
踊
る
姿
は
、
伝
統
的
な
社
会
規

範
へ
の
挑
戦
で
あ
り
、
一
種
の
思
想
的
近
代
化
と

い
え
よ
う
。
ま
た
、
音
楽
の
部
分
で
も
、
伴
奏
は

西
洋
楽
器
を
用
い
た
コ
ロ
ム
ビ
ア
管
弦
楽
団
に
よ

る
も
の
で
、
こ
こ
に
も
西
洋
的
・
近
代
的
な
要
素

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
跳
舞
時
代
」
が
当
時
の
台
湾
の
都
会
の
世
相

を
反
映
し
た
も
の
な
の
か
、
作
詞
者
の
個
人
的

な
考
え
を
反
映
し
た
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は

日
本
の
女
性
解
放
運
動
の
影
響
を
受
け
た
も
の

な
の
か
は
現
時
点
で
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

そ
れ
が
当
時
の
台
湾
人
に
一
定
の
影
響
を
与
え

大衆の娯楽には、その時々の世相、その土地に暮らす人びとの社会観が反映されている。
この共同研究では特に「音楽」に着目し、レコードから発せられる当時の「声」をたよりに、
歴史や文化の相互交流をさぐりたい。
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