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浪
曲
を
聴
い
て
も
、
そ
も
そ
も
言
葉
が
難
し
く
て
理
解
で
き

な
い
し
、
師
匠
の
家
に
着
く
と
、
晴
美
師
匠
と
三
味
線
の
師
匠
、

あ
と
な
ぜ
か
師
匠
の
お
友
達
も
い
て
、
三
人
の
怖
い
師
匠
た
ち

に
囲
ま
れ
て
厳
し
い
稽
古
が
始
ま
る
の
で
、
楽
し
く
な
い
。
だ

か
ら
稽
古
も
ま
じ
め
に
や
ら
な
い
。
台
本
を
読
ん
で
暗
記
し
て
、

師
匠
の
節
（
歌
の
部
分
）
を
聴
い
て
覚
え
る
け
れ
ど
、
上
達
し

た
い
と
は
全
然
思
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
向
上
心
ゼ
ロ
で
し
た
ね
。

そ
れ
よ
り
も
当
た
り
前
で
す
が
、
友
達
と
遊
び
た
い
。
で
も
、

浪
曲
の
話
が
合
う
小
学
生
な
ん
て
い
る
わ
け
な
い
じ
ゃ
な
い
で

す
か
（
笑
）。

そ
れ
で
も
続
け
た
の
は
、
単
に
親
が
や
め
さ
せ
て
く
れ
な
か

っ
た
か
ら
で
す
。
そ
れ
と
稽
古
が
終
わ
る
と
、
師
匠
か
ら
ポ
テ

ト
チ
ッ
プ
ス
を
も
ら
え
る
。
そ
れ
を
食
べ
終
わ
る
頃
に
は
、
私

の
機
嫌
も
良
く
な
っ
て
い
る
。
帰
り
際
に
お
土
産
に
も
う
一
袋

持
た
せ
て
く
れ
る
。
こ
の
ご
褒
美
は
、
師
匠
が
毎
回
用
意
し
て

く
れ
て
い
ま
し
た
。
ポ
テ
ト
チ
ッ
プ
ス
が
な
け
れ
ば
、
私
は
浪

曲
師
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
ね
。
も
ち
ろ
ん
、
当
時

は
浪
曲
を
仕
事
に
す
る
と
は
思
い
も
よ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

│
│
で
は
な
ぜ
浪
曲
師
に
な
ろ
う
と
？

習
い
始
め
た
当
初
は
、
浪
曲
の
良
さ
を
わ
か
ら
な
い
な
が
ら

も
、
年
に
二
回
、
稽
古
の
成
果
を
舞
台
で
披
露
す
る
時
だ
け
は

た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
弟
子
で
残
っ
て
い
る
の
は
私
一
人
な

の
で
す
が
。

│
│
好
き
に
は
な
ら
な
か
っ
た
ん
で
す
ね
。

当
時
は
本
当
に
嫌
々
や
っ
て
い
ま
し
た
。
週
末
二
日
の
う
ち

の
ど
ち
ら
か
に
二
時
間
ほ
ど
の
稽
古
だ
っ
た
の
で
す
が
、
親
の

車
に
乗
せ
ら
れ
て
師
匠
の
お
宅
へ
行
く
ま
で
の
十
五
分
ほ
ど
の

間
は
、「
も
う
帰
り
た
い
」
と
泣
い
て
い
た
そ
う
で
す
。

親
も
勧
め
る
し
、
強
制
的
に
連
れ
て
行
か
れ
る
し
、
本
当
は

イ
ヤ
だ
っ
た
ん
で
す
。
そ
し
て
、
い
ざ
始
め
て
み
る
と
、
浪
曲

に
使
う
三
味
線
の
太
棹
は
子
ど
も
の
手
に
は
大
き
く
て
扱
い
づ

ら
い
。「
そ
れ
じ
ゃ
、
お
歌
か
ら
始
め
て
み
ま
し
ょ
う
か
」
と
、

結
局
浪
曲
を
教
わ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。

師
匠
と
父
は
、
最
初
か
ら
私
に
浪
曲
を
や
ら
せ
る
つ
も
り
だ

っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
父
の
友
人
も
「
ピ
ア
ノ
よ

り
も
三
味
線
っ
て
顔
だ
よ
」
と
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
理
由
で
勧

め
ま
し
た
か
ら
（
笑
）。

師
匠
に
は
弟
子
が
四
、
五
人
い
ま
し
た
が
、
少
し
で
も
若
い

世
代
に
引
き
継
い
で
も
ら
い
た
い
と
い
う
師
匠
の
思
い
が
あ
っ

ピ
ア
ノ
の
稽
古
が
な
ぜ
か
浪
曲
に

│
│
女
の
子
と
浪
曲
│
│
ピ
ン
と
来
な
い
の
で
す
が
、
ど
ん
な

き
っ
か
け
が
あ
っ
た
の
で
す
か
。

小
学
四
年
生
の
こ
ろ
、
父
の
友
人
か
ら
「
何
か
お
稽
古
事
は

や
っ
て
い
る
の
？
」
と
聞
か
れ
、「
ピ
ア
ノ
を
習
っ
て
い
ま
す
」

と
答
え
た
と
こ
ろ
、「
ピ
ア
ノ
よ
り
三
味
線
向
き
だ
が
な
あ
」

と
三
味
線
を
勧
め
ら
れ
（
笑
）、
師
匠
で
あ
る
国
本
晴
美
の
元

へ
連
れ
て
い
か
れ
ま
し
た
。
父
が
セ
ミ
プ
ロ
で
落
語
を
や
っ
て

い
た
こ
と
も
あ
り
、
晴
美
師
匠
と
は
知
り
合
い
だ
っ
た
ん
で
す
。

明
治
後
期
か
ら
昭
和
三
十
年
代
に
か
け
て
、
浪
曲
は
娯
楽
の
王
様
だ
っ
た
。
現
在
は
、
浪
曲
専
門
の
寄

席
や
ラ
ジ
オ
番
組
は
あ
る
も
の
の
、
往
時
の
勢
い
を
ま
っ
た
く
欠
い
て
い
る
。
し
か
し
奮
闘
す
る
浪
曲

師
た
ち
も
い
る
。
そ
の
中
の
一
人
、
超
若
手
の
国
本
は
る
乃
さ
ん
に
浪
曲
の
世
界
、
そ
の
魅
力
を
聞
い
た
。

や
る
か
ら
に
は
、 目
指
し
た
い 「
て
っ
ぺ
ん
」

国
本
は
る
乃
さ
ん
（
浪
曲
師
）
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