
伝

え
伝
わ
る
瞽

女
唄
の
心
―

伝
統

あ

る
瞽
女
唄
を
次

の
世
代

に
―

時
平
成
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岡
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目
の
不
自
由
な
女
旅
芸
人
瞽
女
は
各
地
を
旅
し
つ
つ
瞽
女
唄
を
唄
い
継
い
で
き
た
。

長
岡
瞽
女
の
ル
ー

ツ
は
藩
主
牧
野
氏
の
息
女
で
目
が
不
自
由
な
た
め
、
山
本
家
に
養
女
に

遣
わ
さ
れ
た
娘
が
あ
り
、
山
本
家
が
そ
の
血
筋
を
引
く
と
い
わ
れ
、
瞽
女
頭
山
本
、
ゴ
イ

の
先
祖
と
言
い
伝
え
て
い
る
。
そ
の
山
本
ゴ
イ
が
中
心
と
な

っ
て
伝
え
た
瞽
女
唄
を
次
の

世
代
に
伝
え
た
い



プ

ロ
グ

ラ
ム

十
三
時
三
十
分
　
開
会

十
三
時
四
十
分
　
御
条
目
奉
誦
　
　
唯
敬
寺
三
条
住
職

十
四
時
　
　
　
　
京
唄
　
　
「桜
づ
く
し
」　

横
川
恵
子

・
金
川
真
美
子

　
　
　
　
　
　
　
　

三
味
線
を
そ
ろ
え
て
弁
天
様
に
奉
納
し
た
。
地
唄
と
も
呼
ば
れ
、
山
本
ゴ
イ
と
オ

　
　
　
　
　
　
　
　

モ
ダ
チ
の
師
匠
や
　
　
師
連
中
が
四

・
五
人
が
紋
付
姿
で
唄

っ
た
。
長
唄
の
古
曲

　
　
　
　
　
　
　
　

で
あ
る
京
唄
二
曲
の
う
ち
の
一
曲
。
桜
咲
く
季
節
に
妙
音
講
が
開
か
れ
た
の
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　

桜
に
ち
な
む
唄
と
な

っ
て
い
る
。

十
四
時

二
十
分

　
門
付
け
唄

「岩
室

く
ず

し
」
須
藤
鈴

子

・
室
橋
光
枝

　
　
　
　
　
　
　
　

長
岡
瞽
女
が
地
元
の
中
越
地
方
を
旅
す

る
と
き

に
歌

っ
た
門
付

け
専

用

　
　
　
　
　
　
　
の
唄
。
男
女
相
愛
の
情
を
七
七
七
五
の
口
語
文
で
表
わ
し
た
都

々
逸
風
の

　
　
　
　
　
　
　
唄
。
三
味
線
の
弦
を
ゆ
る
め
、
ジ

ャ
ン
コ
ジ
ャ
ン
コ
ジ

ヤ
ン
コ
と
低
音
の

　
　
　
　
　
　
　
調
弦

で
早
め
て
歌
う
。
文
句
の
中
に
イ
ヨ
と
い
う
合
い
の
手
が
入
る
の
で

　
　
　
　
　
　
　
イ

ヨ
節
と
称
す
る
人
も
い
た
。
最
後
の
瞽
女
金
子
セ
キ
さ
ん
と
中
静
ミ
サ

　
　
　
　
　
　
　
オ
さ
ん
は
、
民
謡
を
こ
の
曲
節
に
合
わ
せ
て
門
付
け
に
歌
う
こ
と
も
し
た
。

十

四
時

二

十

五
分
　

瞽
女
唄

の
お
稽
古

「
三

河

万
歳

」
　

金

川

真

美

子

・
恵

和

め

　
　
　
　
　
　
　
ぐ

み
キ

ッ
ズ

ラ

ン
ド

園

児

　
　
　
　
　
　
　
こ
の
唄
は
太
夫
と
才
蔵
が
掛
合
い
で
軽
快
に
唄
う
も
の
。
現
在

の
漫
才

の

　
　
　
　
　
　
　
原
型

十

四
時

五

十
分
　

祭
文
松
坂

「赤
垣
源
蔵
い
と
ま
ご

い
の
段
」
室
橋
光
枝

.
須
藤
鈴
子

　
　
　
　
　
　
　
赤
穂
浪
士
赤
垣
源
蔵
は
、
討
ち
入
り
が
決
ま

っ
た
の
で
、
別
れ
の
盃
を
か

　
　
　
　
　
　
　
わ
そ
う
と
貧
乏
徳
利
を
さ
げ
て
兄
を
訪
ね
る
が
、
兄
は
留
守
。
兄
嫁
は
病



　
　
　
　
　
　
　

気
を

理
由

に
し

て
顔
を
出
さ
な
い
。
源
蔵
は
兄
の
着
物
を
出
し
て
も
ら
い
、
兄
に

　
　
　
　
　
　
　

見
立
て
別
れ
の
盃
を
か
わ
し
、
会
わ
ず
に
て
帰

っ
て
ゆ
く
。

十
五
時
二
十
分
　
民
謡
替
え
歌

「伊
勢
音
頭
く
ず
し
」
室
橋
光
枝

・
須
藤
鈴
子

・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
横
川
恵
子

・
金
川
真
美
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
勢
音
頭
は
、
三
重
県
伊
勢
地
方
で
生
ま
れ
た
民
謡
の
総
称
。
宇
治
山
田
市
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
古
市
の
盆
踊
り
唄
や
川
崎
音
頭
、
農
村
の
祝
儀
唄
が
母
胎
と
い
わ
れ
る
が
、
古
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
遊
郭
で
歌
わ
れ
、
文
化

（
1
8
0
4
～
1
4

）
頃
か
ら
有
名
に
な

っ
た
。
伊
勢
神
宮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
詣
で
た
人
た
ち
の
た
め
に
神
宮
中
心
に
歌
わ
れ
た
も
の
も
あ
り
、
瞽
女
も
よ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
歌

っ
た
。
旅
の
宿

へ
泊
め
て
も
ら
っ
た
お
礼
に

「朝
立
ち
の
唄
」
と
し
て
歌
う
瞽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
女
が
多
く
い
た
。

十
五
時
三
十
分
　
閉
会

　
長
岡
瞽
女
の
由
来

　
　
「長
岡
瞽
女
」
は
、
か

っ
て
中
越
地
方

一
帯
か
ら
下
越
に
掛
け

て
、
分
散
、
居
住
し
て
い
た
瞽
女

の
仲

間
で
す
。
組
織
の
本
部
支
配
所
が
長
岡
に
あ

っ
た

の
で
、
そ

の
よ
う
に
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
明
治

の
中

ご
ろ
に
は
、
四
〇
〇
人
以
上

の
瞽
女
が
お
り
、
日
本
最
大

の
瞽
女
集
団
を
形
成

し
ま
し
た
。
県
内
は
中

.

下
越
地
方
を
、
県
外
は
東
北
地
方

の
奥
深
く
ま
で
長
い
旅
を
続
け
、
瞽
女
唄

の
語
り
物
や
歌

い
物
を

田
舎

の
人
達

に
送
り
届
け
、
大

い
に
喜
ば
れ
ま
し
た
。

　

一
派
を
統
率
す
る
瞽
女
頭
(
ご
ぜ
か
し
ら
)

は
代

々

「山
本
ゴ
イ
」
を
襲
名
し
、
大

工
町

（現
、
長
岡
市

日
赤
町

一
丁
目
）

に
家
屋
敷
を
構
え
、
通
称

「瞽
女
屋
」
と

い
わ
れ
、
長
岡
瞽
女
の
集
会
所
、
唄

の
稽
古
所
で
あ
り
、
旅
の



疲
れ
を
癒
す
休
息
所
に
も
な

っ
て
い
ま
し
た
。

　
瞽
女
た
ち
が
芸

の
守

り
本
尊

を
お
祭
り
す
る
集
会
を

「妙
音
講
」
と

い
い
ま
す
。
瞽
女
屋
は
、
そ
の
本

尊
弁
天
様
を
祀

っ
て
い
た

の
で
、
「弁
天
講
」
と
い
わ
れ
て
い
ま

し
た
。
し
か
し
、
長
岡
瞽
女

の
妙
音
講
は
、

瞽
女
屋
山
本
家

で
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
し
た
の
で
、
山
本
ゴ
イ

の
先
祖
を
供
養
す
る
法
会
も
併
せ
て
行
わ

れ
ま
し
た
。

　
山
本
ゴ
イ
の
先
祖
は
、
長
岡
藩
主
牧
野
氏

の
息
女

で
照
姫
と
称
し
、
生
来
盲

目
の
た
め
、
家
老
の
山
本

家

へ
親
知
ら
ず

の
養
女
に
遣
わ
さ
れ
、
成
長
し
て
元
禄

（
一
六
八
八
～

一
七
〇
四
）
の
末
に
柳
原

へ
分
家

に
出
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
享
保
十
年

（
一
七
二
五
）
よ
り
、
古
志

・
三
島

.
刈
羽

.
魚
沼

.
頸
城

五
郡
内

の
牧
野
家
領
や
預
り
所
の
村

々
の
瞽
女
頭
と
し
、
通
称
を

「山
本
ゴ
イ
」
と
定
め
た
と
い
う
こ
と

で
す
。
瞽
女
屋
は
享
保
十
三
年
に
大
工
町
裏
に
移
り
ま
す
が
、
妙
音
講
は
旧
暦
三
月
七
日
に

一
派

の
瞽
女

全
員
を
集
め
て
催
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
日
は
照
姫

の
命
日
だ
と

い
う
言

い
伝
え
が
あ
り
ま
す
が
、
明
治
時

代

の
い

つ
の
頃
か
、
新
暦
が
採
用
さ
れ
て
、
四
月
十
七

日
と
な
り
ま
し
た
。
た
と
え
、
遠
く

へ
旅
に
出
て

い
よ
う
と
、
前
日
ま
で
に
は
帰

っ
て
き
て
、

こ
の
妙
音
講
に
参
加
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
し

た
。

　
瞽
女
屋

の
敷
地
は
二
八
五
坪
あ

っ
た
と
い
い
ま
す
。
建
物
は
明
治
元
年

の
戊
辰
長
岡
戦
争

で
焼
失
し
ま

し
た
が
、
ま
も
な
く
再
建
さ
れ
た
よ
う
で
す
。

二
階
建
て
の
大
き
な
家

で
、

一
階

の
奥
座
敷
に
は
正
面
に

に
壇
を
納
め
、
床

の
間
に
弁
天
様
の
掛
け
軸
を
掛
け
て
祀

っ
て
い
ま
し
た
。

　
当
日
は
、
部
屋
部
屋
を
開
け
放
ち
、

み
ん
な
が
参
集
す
る
な
か
、
山
本
家
菩
提
寺

の
唯
敬
寺
(
え
い
き
ょ
う
じ
)

の
住
職
を

招

い
て
仏
壇

に
お
経
を
上
げ
て
も
ら
い
、
そ
の
あ
と
、
「瞽
女
御
条
目
」
を
誦
ん
で
も
ら
い
ま
す
。
瞽
女
は

み
な
頭
を
下
げ
て
聞

い
た
も

の
で
す
。
弟
子
瞽
女
は
師
匠
に

つ
い
て
芸
を
習

い
ま
す
が
、
二
一

年
の
年
季

を
勤
め
る
と

一
人
前
と
な
り
、
出
世
し
ま
す
。

し
か
し
、
芸

の
道
は
厳
し
い
も
の
で
す
。
御
条
目
奉
誦
読

の
あ
と
、
瞽
女

の
優
惰
が
沙
汰
さ
れ
、
掟
に
照
ら
し
て
賞
罰
が
行
わ
れ
ま
す
。
素
行
が
悪
い
と
修
業

の
年

数
を
削
り
取
る

「年
落

し
の
刑
」
に
処
せ
ら
れ
た
と

い
い
ま
す
。



　
以
上
が
終
る
と
お

斎
(
と
き
)

と
な
り
ま
す
。
人
数
が
多

い
の
で

一
回
に
五
〇
人
ほ
ど
が
お
膳

に

つ
き
、
幾
番
膳

も
出
た
と
い
い
ま
す
。
初
回
の
お
膳
に
は
住
職
や
山
本
ゴ
イ
、
各
地

の
主
だ

っ
た
年
寄
り
の
親
方
師
匠
が

座
り
、

二
番
膳

か
ら
は
、
誰
で
も
、
順
繰
り
に
席
に

つ
い
た
と

い
う
こ
と
で
す
。

　
お
斎
が
済

む
と
、
今
度
は
弁
天
様

へ
唄

の
奉
納
が
あ
り
ま
す
。
紋
付
を
着
た
山
本
ゴ
イ
と

重

立
(
お
も
だ
ち
)

の
親

方
四
、
五
人
が
三
味
線
を
そ
ろ
え
て

「桜
づ
く
し
」
と

「行
く
春
」
の
二
曲
を
奉
納
し
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、

京
唄

（地
唄
）
で
、
三
味
線

は
本
調
子
、
曲

は
長
唄
に
近
く
、
た
い
そ
う
め
で
た

い
唄
で
あ

っ
た
と
い
い

ま
す
。

　
奉
納
唄
が
終
る
と
、
「座
談
会
」
の
席
と
な
り
ま
す
。
妙
音
講
は
各
地
の
親
方
師
匠
た
ち
が
、
顔
合
わ
せ

を
す
る
の
で
、
旅
稼
業

の
仲
間
の
組
立
て
、
弟
子
の
貸

し
借

り
、
巡
回
地
、

日
程
な
ど
相
談
す
る
機
会
と

な
り
ま
し
た
。
そ
の
話
し
合

い
が
終

る
と
、
今
度

は
親
方
衆
が
若
手
瞽
女

の
中
か
ら
唄
上
手
の
者
を
名
指

し
し
て
、
歌
わ
せ
ま
す
。
次
か
ら
次

へ
と
は
や
り
唄
や
民
謡
が
飛
び
出
し
、
唄

の
競
演
と
な
り
ま
す
。
唄

の
下
手
な
弟
子
を
持

つ
師
匠
は
、
そ
の
弟

子
が
名
指

し
さ
れ
る
と
困
る
か
ら
早

々
と
長
岡

の
町
に
遊
び
に

出
さ

せ
た
と

い
い
ま
す
。

　
妙
音
講
の
前
後
に
は
大
勢

の
瞽
女
が
寝
泊
り
す
る
の
で
、
布
団
が
間
に
合
わ
ず
、
布
団
屋
か
ら
借
り
た

そ
う
で
す
。
瞽
女
屋
か
ら
は
み
だ
し
た
人
は
近
所

の
家
に
泊
め
て
も
ら

っ
た
と
も

い
い
ま
す
。
瞽
女
屋
の

西
側
を
南
北
に
走
る
道

は
、
通
称

「瞽
女
小
路
」
と
言
わ
れ
、
妙
音
講
に
は
、
露
店
が
出

て
、
終

日
に
ぎ

わ

い
ま
し
た
。

つ
ま
お
り
笠
や
桐
油
合
羽
な
ど
、
瞽
女
が
旅

の
途
中
に
必
要
な
品
を
売
る
店
も
あ

っ
て
、

そ
れ
を
買
い
求
め
ま
し
た
。

こ
の
機
会
に
旅
稼
業
で
傷
ん
だ
三
味
線
を
直
す
た
め
、
三
島
屋
な
ど
長
岡
の

楽
器
店
に
預
け
る
瞽
女
も

い
ま
し
た
。

　
長
岡
は
、
昭
和
二
十
年
八
月

一
日
夜
、
米
軍
機

の
空
襲

の
よ
り
、
家
屋
の
大
半
を
失
う
が
、
瞽
女
屋
も

焼
失

し
ま
し
た
。
戦
後
山
本
家
は
バ
ラ

ッ
ク
住
ま

い
で
、
わ
ず

か
ば
か
り
の
瞽
女
が
立
ち
寄

る
程
度

で
、

組
織

は
崩
壊
し
、
妙
音
講
も
復
活
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
最
後

の
山
本
ゴ
イ
は
、
山
本
家

の



絶
え
る
こ
と
を
憂
慮
し
、
近
所
の
世
話
人
の
子
息
を
迎
え
入
れ
て
男
姓
相
続
を
図

っ
た
の
で
、
今
も
山
本

家
は
存
続
し
て
お
り
ま
す
。

　
平
成
三
年

（
一
九
九

一
）
年
四
月
、
歴
史
あ
る
こ
の
長
岡
瞽
女

の
偉
業
を
た
た
え
る
た
め
、
有
志
が
相

集
ま

っ
て
、
瞽
女
唄

の
伝
承
と
普
及
を
図
る

「瞽
女
唄
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
」
を
結
成
し
ま
し
た
。
長
岡
瞽
女

で
、
国

の
無
形
文
化
財
に
選
定
さ
れ
た
小
林

ハ
ル
さ
ん
に
、
弟

子
入
り
し
て
、
瞽
女
唄
を
習
得
、
継
承
し

た
竹
下
玲
子
さ

ん
が
県
内
各
地
で
公
演
を
継
続
し
て
実
施
す
る
瞽
女
唄
ツ
ア
ー

「瞽
女
ふ
た
た
び
の
道
」

を
幾
年
も
行

い
、
多
く

の
人

々
に
深

い
感
銘
を
与
え
ま
し
た
。

　

平
成
七
年
九
月
に
は
、
瞽
女
屋
山
本
家

の
菩
提
寺

で
あ

っ
た
草
生
津
三
丁
目

の
唯
敬
寺
(
え
い
き
ょ
う
じ
)

に
会
場
を
お
願

い
し
、
竹
下
さ
ん
を
講
師
と
し
て

「瞽
女
唄
教
室
」
を
開
き
、
翌
八
年
五
月
は
五
〇
年
ぶ
り
に
妙
音
講
を

復
元
し
て
再
興
し
ま
し
た
。
竹
下
さ
ん
が
四
年
間
指
導

し
て
横
浜
に
帰
ら
れ
た

の
で
、
受
講
生
は

「越
後

瞽
女
唄

・
葛

の
葉
会
」
を
結
成

し
、
瞽
女
唄
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
が
主
催
す
る
定
期
公
演
や
希
望
あ
る
所
に
出

向

い
て
公
演
活
動
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

　
瞽
女
唄
ネ

ッ
ト

ワ
ー
ク
は
、

こ
れ
を
全
面
的
に
支
援
し
、
今
後
と
も
越
後

の
伝
統
芸
能

で
あ
る
瞽
女
唄

の
と
も
し
び
を
消
さ
な

い
よ
う
に
努
力
し
て
ま
い
る
所
存

で
す
。
幾
分
な
り
と
も
長
岡
瞽
女

の
伝
灯
を
受

け
継
ぐ
も
の
と
ご
理
解
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸

い
で
す

（鈴
木
昭
英
記
）


