
　

「
昭
和
歌
謡
」
を
代
表
す
る
作
曲
家
、

古
賀
政
男
さ
ん
（
故
人
）
の
作
っ
た
曲
の

数
々
を
総
称
し
て
「
古
賀
メ
ロ
デ
ィ
ー
」

と
呼
び
ま
す
。「
古
賀
メ
ロ
デ
ィ
ー
」
は

月
の
音ね

い

ろ色
、
月
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
と
言
っ
て

い
い
と
思
い
ま
す
。
明
治
維

新
後
の
「
太
陽
の
季
節
」
で

傷
つ
い
た
日
本
人
の
心
と
か

ら
だ
を
癒
す
メ
ロ
デ
ィ
ー
と

し
て
大
衆
に
受
け
入
れ
ら
れ

て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

�

�
将
来
�
�
絶
望

　

美
空
ひ
ば
り
さ
ん
が
歌
っ

た
「
柔
」「
悲
し
い
酒
」
を

は
じ
め
、
古
賀
さ
ん
が
作
っ

た
た
く
さ
ん
あ
る
曲
の
先
駆

け
が
「
影
を
慕し

た

い
て
」
と
い

う
題
名
の
歌
で
あ
る
こ
と
が

象
徴
的
で
す
。「
ま
ぼ
ろ
し

の
／
影
を
慕
い
て
／
雨
に
日

に
…
」
で
知
ら
れ
る
歌
で
す
。

詞
は
さ
ら
に
「
月
に
や
る
せ

ぬ
わ
が
想
い
」
と
続
き
、
こ

の
曲
の
タ
イ
ト
ル
に
あ
る

「
影
」
は
明
ら
か
に
、
月
の
光

で
で
き
る
影
を
イ
メ
ー
ジ
し

た
も
の
で
す
。

　

古
賀
さ
ん
は
明
治
37
年

（
一
九
〇
四
）
生
ま
れ
。
こ
の

曲
を
作
っ
た
の
が
昭
和
３
年

（
一
九
二
八
）
で
、
明
治
大
学

の
学
生
の
と
き
で
し
た
。
古

賀
さ
ん
の
自
伝
「
歌
は
わ
が

友
わ
が
心
」
の
中
で
、
こ
の

歌
が
で
き
た
い
き
さ
つ
に
つ

い
て
記
し
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
に
よ
る
と
、
昭
和
の

初
め
は
、
政
府
の
不
適
切
な

金
融
政
策
で
不
況
に
な
っ
て

失
業
者
が
あ
ふ
れ
、
中
国
で

は
日
本
の
関
東
軍
に
よ
る

張ち
ょ
う
さ
く
り
ん

作
霖
爆
殺
事
件
が
起
き
戦

争
、
動
乱
へ
の
気
配
が
濃
く
、

暗
い
世
相
が
日
本
に
蔓
延
し
て
い
ま
し

た
。
弦
楽
器
が
好
き
だ
っ
た
古
賀
さ
ん
は

明
治
大
学
に
入
る
と
、
マ
ン
ド
リ
ン
倶
楽

部
を
創
設
し
音
楽
を
楽
し
ん
で
い
た
の
で

す
が
、
卒
業
を
間
近
に
控
え
た
昭
和
３
年

の
夏
、
音
楽
で
は
食
べ
て
い
く
こ
と
も
恋

も
成
就
で
き
な
い
時
代
だ
と
将
来
に
絶
望

し
、
宮
城
県
川
崎
町
の
青
根
温
泉
で
自
殺

を
図
り
ま
し
た
。

�

�
石
原
�
�
�
同
年
齢
�

　

の
ど
に
カ
ミ
ソ
リ
の
刃
を
当
て

ま
し
た
。
し
か
し
、
死
に
き
れ
ず
、

そ
の
と
き
の
思
い
を
す
べ
て
注
ぎ

込
ん
で
作
っ
た
詞
が
「
影
を
慕
い

て
」。
当
時
住
ん
で
い
た
下
宿
で

雨
が
し
と
し
と
ふ
る
夜
、
た
ば
こ

の
煙キ

セ

ル管
を
修
理
清
掃
す
る
「
ラ
オ

屋
」
と
呼
ば
れ
た
小
さ
な
リ
ヤ

カ
ー
が
「
ピ
ュ
ー
」
と
笛
を
鳴
ら

し
な
が
ら
通
っ
て
い
く
の
が
や
る

せ
な
く
聞
こ
え
、
そ
れ
を
ギ
タ
ー

の
音
に
変
え
た
と
こ
ろ
、
メ
ロ

デ
ィ
ー
が
で
き
た
そ
う
で
す
。

　

翌
年
の
昭
和
４
年
、
明
大
マ
ン

ド
リ
ン
倶
楽
部
の
定
期
演
奏
会
で

ギ
タ
ー
合
奏
曲
と
し
て
発
表
し
ま

し
た
。
演
奏
会
に
ゲ
ス
ト
で
出
演

し
て
い
た
当
時
の
人
気
歌
手
、
佐
藤
千
夜

子
さ
ん
が
レ
コ
ー
ド
に
す
る
こ
と
を
古
賀

さ
ん
に
勧
め
ま
し
た
。
佐
藤
さ
ん
が
歌
っ

た
レ
コ
ー
ド
は
あ
ま
り
売
れ
な
か
っ
た
の

で
す
が
、
後
に
国
民
的
流
行
歌
手
と
な
る

藤
山
一
郎
さ
ん
が
歌
う
と
大
ヒ
ッ
ト
し
ま

し
た
。
藤
山
さ
ん
の
声
に
よ
っ
て
、
古
賀

さ
ん
の
ギ
タ
ー
歌
曲
の
魅
力
が
世
に
広

ま
っ
た
わ
け
で
す
。

　

古
賀
メ
ロ
デ
ィ
ー
に
は
「
丘
を
越
え
て
」

「
東
京
ラ
プ
ソ
デ
ィ
」
な
ど
快
活
な
歌
も

あ
り
ま
す
が
、
基
本
は
哀
歌
だ
と
思
い

ま
す
。
そ
し
て
そ
の
哀
歌
を
代
表
す
る

「
影
を
慕
い
て
」
を
20
代
前
半
の
若
者
が

作
っ
た
こ
と
が
時
代
の
空
気
や
精
神
を

象
徴
し
て
い
ま
す
。
石
原
慎
太
郎
さ
ん

が
「
太
陽
の
季
節
」
を
発
表
し
た
の
も

23
歳
で
大
学
生
で
し
た
。

�

�
�
夜
明
�
前
�
�
同
時
期

　

「
影
を
慕
い
て
」
が
大
流
行
し
た
の
は
、

古
賀
さ
ん
が
自
ら
命
を
断
と
う
と
す
る
ま

で
に
追
い
詰
め
ら
れ
た
、
暗
い
世
相
が
背

景
に
あ
る
の
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
が
、

暗
い
世
相
は
明
治
維
新
後
、
欧
米
列
強
諸

国
に
追
い
つ
け
て
追
い
越
せ
と
日
本
が
文

化
、
軍
事
面
と
も
に
「
太
陽
の
季
節
」
で

突
っ
走
っ
て
き
た
結
果
の
、
社
会
現
象
で

も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

シ
リ
ー
ズ
111
で
取
り
上
げ
た
島
崎
藤
村

が
「
夜
明
け
前
」
の
連
載
を
雑
誌
で
始

め
た
の
も
昭
和
４
年
で
す
。
藤
村
の
こ
の

大
作
と
古
賀
さ
ん
の
「
影
を
慕
い
て
」
が

同
時
期
に
世
の
中
に
送
り
出
さ
れ
た
の
に

は
、
同
じ
時
代
背
景
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

古
賀
さ
ん
の
「
影
を
慕
い
て
」
は
、
太
陽

の
強
い
日
差
し
の
中
で
傷
つ
い
た
日
本
人

の
か
ら
だ
と
心
を
月
の
光
で
癒
そ
う
と
し

た
気
が
し
ま
す
。

　

各
地
の
墓
地
で
日
露
戦
争
（
一
九
〇
四

―

一
九
〇
五
年
）
に
出
征
し
戦
死
し
た
兵

士
た
ち
の
慰
霊
碑
を
よ
く
目
に
す
る
の
で

す
が
、
日
本
は
明
治
維
新
後
、
植
民
地
化

を
免
れ
る
た
め
に
た
く
さ
ん
の
身
内
や
友

人
を
犠
牲
に
し
、
心
と
か
ら
だ
を
傷
つ
け

た
人
た
ち
が
た
く
さ
ん
い
た
の
だ
と
思
い

ま
す
。「
嘆
き
」
好
き
の
日
本
人
（
シ
リ
ー

ズ
78
参
照
）
に
は
、
哀
し
み
に
満
ち
た
メ

ロ
デ
ィ
ー
が
ギ
タ
ー
の
音
色
で
さ
ら
に
哀

調
を
帯
び
、
余
計
、
心
ひ
か
れ
た
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

古
賀
さ
ん
の
作
っ
た
曲
の
タ
イ
ト
ル
に

も
月
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。「
月
の
浜

辺
」「
月
夜
椿
」「
月
夜
の
恋
」「「
ギ
タ
ー

月
夜
」「
見
な
い
で
頂
戴
お
月
様
」
…
。 

�

�
風
月
会
�
棚
田
�
�
�

　

古
賀
メ
ロ
デ
ィ
ー
に
関
心
を
持
っ
た
の

は
、
千
曲
市
羽
尾
地
区
（
旧
更
級
村
）
在

住
の
ギ
タ
ー
製
作
者
、
上

あ
み
げ
ず
・
き
よ
し

水
清
さ
ん
と
の

お
つ
き
あ
い
か
ら
で
す
。
上
水
さ
ん
は

二
〇
〇
五
年
の
全
国
ア
マ
チ
ュ
ア
ギ
タ
ー

製
作
コ
ン
テ
ス
ト
で
優
勝
し
、
現
在
は
プ

ロ
と
し
て
製
作
を
続
け
て
い
ま
す
。
上
水

さ
ん
は
一
九
四
五
年
生
ま
れ
で
、
青
年
期

を
古
賀
メ
ロ
デ
ィ
ー
と
と
も
に
過
ご
し
ま

し
た
。
作
る
ギ
タ
ー
の
多
く
は
ク
ラ
シ
ッ

ク
ギ
タ
ー
で
す
。
い
わ
ゆ
る
フ
ォ
ー
ク

ギ
タ
ー
の
音
色
と
は
違
い
、
古
賀
メ
ロ

デ
ィ
ー
を
奏
で
る
の
に
向
い
て
い
る
そ
う

で
す
。

　

上
水
さ
ん
は
旧
更
級
村
地
区
の
住
民

グ
ル
ー
プ
「
更さ

ら

ん

ど

級
人
『
風
月
の
会
』」
の

結
成
に
当
た
っ
た
発
起
人
の
一
人
で
、
コ

ン
サ
ー
ト
や
講
演
会
な
ど
会
の
催
し
の
企

画
・
事
務
局
を
担
っ
て
い
ま
す
（
シ
リ
ー

ズ
61
参
照
）。
古
賀
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
本
格

的
に
取
り
上
げ
る
コ
ン
サ
ー
ト
は
ま
だ

や
っ
て
い
ま
せ
ん
。
い
ず
れ
や
っ
て
も
ら

い
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

右
の
写
真
は
、
更
級
人
「
風
月
の
会
」

の
メ
ン
バ
ー
で
結
成
し
た
音
楽
仲
間
「
棚

田
バ
ン
ド
」
の
演
奏
風
景
。
中
央
で
ハ
ー

モ
ニ
カ
を
吹
い
て
い
る
の
が
上
水
さ
ん
で

す
。

原
点
は
昭
和
初
期
の
「
影
を
慕
い
て
」

月の音色である「古賀メロディー」
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