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は
じ
め
に

　

遊
里
の
歴
史
は
古
い
。
遊
里
は
設
け
ら
れ
た
土
地
の
文
化
を
反
映
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
都
市
の
機
能
や
、
そ
こ
に
集
ま
る
人
々
に

よ
っ
て
遊
里
の
文
化
が
決
め
ら
れ
よ
う
。
京
都
に
は
朝
廷
が
あ
り
、
大
坂
は
商
業
の
街
で
あ
り
、
江
戸
は
幕
府
の
置
か
れ
た
政
治
の
街
で

あ
っ
た
。
遊
里
は
単
な
る
歓
楽
街
だ
け
で
は
な
く
、
サ
ロ
ン
で
も
あ
り
芸
能
の
揺
籃
の
地
で
も
あ
っ
た
。
そ
こ
で
演
奏
さ
れ
人
々
が
楽
し

ん
だ
音
曲
は
、
そ
の
土
地
固
有
の
歴
史
と
文
化
を
反
映
し
た
も
の
に
違
い
な
い
。
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
の
遊
里
に
お
け
る
音
曲
受
容

の
あ
り
方
は
、
い
ず
れ
も
大
都
市
で
あ
っ
た
京
・
大
坂
の
上
方
と
江
戸
と
で
は
何
が
共
通
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
に
異
な
っ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
相
対
化
し
て
論
ず
る
こ
と
を
試
み
た
い
。
一
言
で
い
え
ば
上
方
の
歌
物
は「
は
ん
な
り
」し
た
ス
ロ
ー
テ
ン
ポ
な
曲
が
特
徴
で
あ

り
、
江
戸
に
は「
せ
っ
か
ち
」な
音
楽
が
多
い
。
上
方
の
音
曲
を
主
と
し
て
担
っ
た
の
は「
当
道
座
」に
属
す
る
盲
人
で
あ
っ
た
。
一
方
、
江

戸
の
場
合
に
は『
吉
原
細
見
』に
男
芸
者
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
人
た
ち
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
音
曲
活
動
を
支
え
た
東
西
の
パ
ト
ロ
ン
に
つ
い

遊
里
に
お
け
る
音
曲
の
受
容
に
関
す
る
東
西
比
較

　
　
︱ 

上
方
の
当
道
と
江
戸
の
男
芸
者 

︱

長
谷
川
　
　
慎

日
比
谷
　
孟
俊
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て
触
れ
る
。
本
稿
の
前
半
で
は
、
当
道
に
よ
る「
地
歌
」を
基
と
す
る
上
方
の
音
曲
に
つ
い
て
述
べ
、
後
半
で
は
江
戸
吉
原
の
男
芸
者
に
よ

る
三
味
線
を
中
心
に
し
た
活
動
に
つ
い
て
紹
介
し
、
河
東
節
、
一
中
節
お
よ
び
箏
曲
を
媒
介
に
し
た
音
曲
受
容
の
東
西
交
流
に
つ
い
て
述

べ
る
。

　
　
　
　

一　

上
方
の
音
曲

　

十
八
世
紀
に
上
方
で
作
ら
れ
た「
地じ

歌う
た

」と
し
て
の「
端は

歌う
た

」の
詞
章
に
は
遊
里
を
題
材
と
し
た
作
品
が
多
く
見
ら
れ
る
。
詞
章
の
作
詞
者

が
特
定
で
き
な
い
曲
で
あ
っ
て
も
文
芸
的
素
養
が
溢
れ
る
作
風
か
ら
、
一
定
以
上
の
教
養
を
持
っ
た
人
物
が
関
わ
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ

り
、初
期
の
地
歌
で
あ
る「
三
味
線
組
歌
」お
よ
び「
長
歌
」か
ら
も
音
楽
的
に
も
文
学
的
に
も
大
き
く
発
展
し
た
。「
長
歌
」は
江
戸
の「
長
唄
」

と
は
別
も
の
で
あ
る
。
第
一
章
で
は
、
十
八
世
紀
の
地
歌
と
し
て
の「
端
歌
」に
つ
い
て
、
遊
里
と
の
関
わ
り
、
作
曲
し
て
い
た
当
道
座
の

時
代
背
景
な
ど
か
ら
、「
端
歌
」発
展
の
背
景
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
に
関
わ
る
芸
能
関
係
者
の
生
歿
年
を

【
表
一
】に
纏
め
た
。

一
―
一　

地
歌
に
お
け
る
曲
種

　

そ
も
そ
も「
地
歌
」と
い
う
言
葉
は
、江
戸
時
代
に
主
に
京
都
・
大
坂
で
歌
わ
れ
て
い
た
三
味
線
弾
き
歌
い
の
音
楽
を
さ
す
。そ
の
意
は「
上

方
の
土
地
の
歌
」で
あ
り
、江
戸
期
に
は
単
に「
歌
」、「
絃
曲
」、「
琴
曲
」な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
た（
１
）。
箏
を
主
奏
楽
器
と
す
る
八
橋
検
校（
慶

長
十
九［
一
六
一
四
］
～
貞
享
二
年［
一
六
八
五
］）が
創
始
し
た「
箏
曲
」と
表
裏
一
体
の
関
係
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
日
で
は「
地
歌
箏
曲
」

と
も
称
さ
れ
る
。
当
道
座
の
盲
人
音
楽
家
が
作
曲
し
、
教
授
し
、
演
奏
し
て
い
た
音
楽
で
あ
り
、
三
味
線
発
生
後
に
成
立
し
た
最
も
古
い
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三
味
線
音
楽
で
あ
る
。「
三
味
線
組
歌
」に
始
ま
る
地
歌
は
、
時
代
を
経
る
と
と
も
に「
長
歌
」、「
端
歌
」、「
手
事
物
」、「
繁し

げ

太た
ゆ
う夫

物も
の

」と
い
っ

た
多
く
の「
曲
種
」（
２
）が
発
生
し
た
。「
歌
本
」等
の
文
献
に
は
早
い
時
期
か
ら
楽
曲
を「
三
味
線
組
歌
」「
長
歌
」「
端
歌
」な
ど
と
分
類
し

た
文
献
が
あ
る（
３
）。

　

こ
れ
ら
の
曲
種
は
、「
三
味
線
組
歌
」が
小
編
の
流
行
歌
謡
を
い
く
つ
か
組
み
合
わ
せ
て
一
曲
と
し
た
歌
詞
で
あ
る
の
に
対
し
、「
長
歌
」

は
ま
と
ま
っ
た
長
い
歌
詞
や
和
歌
を
組
み
合
わ
せ
た
歌
詞
か
ら
な
る
。
こ
の
二
つ
は
伝
承
上
の
規
範
と
し
て
重
ん
ぜ
ら
れ
た
が
、
や
が
て

そ
の
二
つ
と
は
趣
の
異
な
る
曲
が
作
ら
れ
た
り
、
芝
居
や
浄
瑠
璃
と
い
っ
た
他
の
三
味
線
音
楽
か
ら
摂
取
さ
れ
た
曲
が
演
奏
さ
れ
た
り
す

る
よ
う
に
な
る
と
、「
三
味
線
組
歌
」お
よ
び「
長
歌
」以
外
の
曲
を「
端
歌
」と
し
て
曲
種
分
類
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
十
八
世
紀
後
半
以
降

に
は
曲
種
分
類
は
さ
ら
に
増
え
て
い
く（
４
）。

一
―
二　

三
味
線
組
歌
と
長
歌
の
特
徴

　
「
三
味
線
組
歌
」は
、
三
味
線
発
生
後
に
当
道
座
の
石
村
検
校（
？
～
寛
永
十
九
年［
一
六
四
二
］）ら
に
よ
っ
て
江
戸
時
代
初
期
に
三
十
二

曲
が
創
作
さ
れ
て
い
る
（
５
）。
音
楽
的
な
特
徴
と
し
て
は
、「
テ
レ
ン
ト
ン
」
や
「
ト
テ
ン
テ
ン
」（
６
）
な
ど
、
い
く
つ
か
の
同
型
リ
ズ
ム
・

旋
律
が
繰
り
返
し
奏
さ
れ
る
点
や
、
歌
詞
の
一
つ
一
つ
の
音
を
音
程
を
変
化
さ
せ
な
が
ら
長
く
伸
ば
す
点
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
歌
詞
に

つ
い
て
は
、
当
時
の
流
行
歌
や
昔
の
歌
、
俗
謡
な
ど
を
組
み
合
わ
せ
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
一
貫
性
は
少
な
い
。<

参
考
一>

は
虎
沢

検
校（
？
～
承
応
三［
一
六
五
四
］）作
曲
の《
飛
騨
組
》の
歌
詞
で
あ
る
。
当
時
の
流
行
歌
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、特
に「
飛

騨
の
踊
」と
は「
風
流
踊
」の
踊
り
歌
に
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

<

参
考
一>　

三
味
線
組
歌《
飛
騨
組
》虎
沢
検
校
作
曲
の
歌
詞
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一
． 

弓ゆ
み

矢や

八は
ち
ま
ん幡　

寝ね

は
せ
ね
ど　

寝
た
と
仰お

し
ゃら

ば　

ン
何な

と
せ
う
ぞ
の

　

二
． 

一
つ
御こ

し酒
召め

せ　

た
ぶ
た
ぶ
と　

た
ぶ
た
ぶ
と　

殊こ
と

に
お
酌し

ゃ
くは

シ　

忍
び
妻
、
忍
び
妻　

れ
ん
ぼ
れ
れ
つ
の
り　

照
し
ょ
う

女じ
ょ

に
添
は

ば　

れ
つ
の
り　

　

三
． 
こ
れ
の
千ち

よ代
女じ

よ

は
ノ　

髪か
み
わ
げ髷

は
紫し

竹ち
く

小こ

竹だ
け

に
ノ　

四よ

つ
の
節ふ

し　

加
賀
や
越
前　

美
濃
尾
張
や　

越
後
京き

ょ
う

根ね

来ご
ろ　

粉こ

河か
わ

坂さ
か

ん
本も

と

で　

所し
ょ
も
う望

召
さ
れ
た

　

四
． 

明あ

す日
は
出じ

ょ
う
ず
も
の　

舟
が
出
ょ
う
ず
も
の　

思お
も

た
げ
も
な
と　

お
寝よ

る
殿と

の

御ご

や　

あ
あ
お
寝
る
殿
御
や　

飛ひ
ん

騨だ

の
踊
り
を

一ひ
と

踊お
ど

り　

一
踊
り

　

    

　
「
長
歌
」は「
三
味
線
組
歌
」の
次
に
発
生
し
た
一
連
の
曲
を
い
う
。
元
禄
の
頃
に
は
す
で
に「
三
味
線
組
歌
」は
一
般
に
は
飽
き
ら
れ
て
い

た
と
さ
れ
、
佐
山
検
校
本
一（
７
）（
？
～
元
禄
七［
一
六
九
四
］）が「
長
歌
」を
創
始
し
た
と
い
う
。
佐
山
以
後
も
市
川
検
校
城じ

ょ
うせ

い（
生
歿

年
不
明
）や
初
代
津
山
検
校
慶
之
一（
？
～
天
保
七［
一
八
三
六
］）等
に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
、
天
明
年
間（［
一
七
八
一
～
八
九
］）頃
に
は
百

曲
以
上
が
作
ら
れ
た
。
文
化
年
間（
一
八
〇
四
～
一
八
）に
初
代
津
山
検
校（
？
～
天
保
七［
一
八
三
六
］）に
よ
っ
て
長
歌
四
十
番
番
外
十
番

が
制
定
さ
れ
「
三
味
線
組
歌
」
と
と
も
に
そ
の
後
の
地
歌
専
門
家
の
伝
承
の
規
範
と
な
っ
た
（
８
）。
音
楽
的
な
特
徴
と
し
て
共
通
す
る
こ
と

を
挙
げ
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
曲
ご
と
に
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
ん
で
お
り
、
そ
の
詞
章
は
一
部
例
外
も
あ
る
が「
三
味
線
組
歌
」と
は
異
な

り
一
貫
し
た
内
容
の
歌
詞
を
持
つ
。『
歌
系
図
』に
は「
長
歌
」に
つ
い
て「
今
の
世
に
う
た
ふ
長
歌
、
松
の
葉
に
出
た
る
は
、
此
曲
の
古
調

に
し
て
、
い
は
ば
古
今
後
拾
遺
の
歌
の
體
と
も
い
ふ
べ
し
、
あ
か
ら
さ
ま
に
さ
な
き
や
う
な
れ
ど
、
巧
な
ら
ざ
る
に
あ
ら
ず
、
華
實
相
半

し
て
、
え
も
い
は
れ
ざ
る
あ
ぢ
は
ひ
あ
り
て
、
後
世
調
を
も
と
む
る
本
歌
と
す
る
所
な
り
」（
９
）と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。<

参
考
二>

は
、

藤
林
検
校（
生
年
お
よ
び
歿
年
不
明
）作
曲
、
御
堂
上
方
女
房
作
詞
の
長
歌《
雛ひ

な

鶴づ
る

》の
詞
章
で
あ
る
。
紀
友
則
や
大
中
臣
能
宣
ら
の
和
歌
を
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引
用
し
、
鶴
、
松
、
合
竹
を
並
べ
根
引
き
の
松
の
行
事
を
引
き
、
長
寿
を
祝
う
め
で
た
い
内
容
で
あ
る
。

　

<
参
考
二>

長
歌《
雛
鶴
》藤
林
検
校
作
曲
、
御
堂
上
方
女
房

　

雛ひ
な

鶴づ
る

が　

そ
の
枝
々
に
巣
を
構く

い
て　

君
も
豊
か
に　

我
も
豊
か
に　
（
合
）住
め
る
民た

み

と
て　

久
方
の　

光
長の

ど閑
け
き　

春
の
日
に　

静し
づ

心
な
く
花
の
散
る
ら
ん　
（
合
）実
に
散
れ
ば
こ
そ　

散
れ
ば
こ
そ　

い
と
ど
桜
は
め
で
た
け
れ　

散
ら
ぬ
は
待
た
ぬ
春は

る

霞が
す
み

　

誰
か

忍
ば
ん
鶯
の　
（
合
）
谷
よ
り
出
ず
る
声
冴
え
て　

野
の
末
山
の
奥
迄
も 

同
じ
恵
み
に
合
竹
の　

齢
よ
わ
い

久
し
き
松
は
猶　

君
に
引
か
れ

て　

万
よ
ろ
づ

代よ

や
経
ん

　
「
三
味
線
組
歌
」と「
長
歌
」も
限
定
的
な
例
を
示
し
た
に
過
ぎ
な
い
が
、こ
れ
ら
の
曲
種
に
あ
っ
て
は
、遊
里
や
遊
里
の
男
女
の
恋
を
歌
っ

た
も
の
は
ほ
ぼ
な
い
と
言
っ
て
良
い
。

　
一
―
三　

端
歌
の
出
現
と
繁
太
夫
物
の
創
作

　

梅
田
が「
近
世
の
当
道
座
・
盲
人
組
織
を
め
ぐ
る
研
究
は
、
加
藤
康
昭
が
一
九
七
四
年
に
著
し
た『
日
本
盲
人
社
会
史
研
究
』（
10
）を
も
っ

て
ほ
ぼ
完
成
さ
れ
た
感
が
あ
る
。」（
11
）
と
述
べ
る
よ
う
に
、
本
書
は
江
戸
時
代
の
当
道
座
の
状
況
を
知
る
上
で
重
要
な
資
料
で
あ
る
。
加

藤
（
一
九
七
四
）
は
「
古
典
化
し
て
飽
か
れ
た
組
歌
形
式
を
破
っ
て
長
歌
・
端
歌
に
新
風
を
吹
き
込
み
、
浄
瑠
璃
を
お
座
敷
歌
に
編
曲
し
、

あ
る
い
は
箏
と
三
弦
の
合
奏
に
よ
り
演
奏
技
法
に
新
機
軸
を
打
ち
出
し
た
。
上
方
歌
が
一
名
法
師
歌
と
い
わ
れ
る
の
も
、
そ
れ
を
創
造
発

展
さ
せ
た
者
が
法
師
体
を
し
た
盲
人
の
検
校
・
勾
当
・
座
頭
ら
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
三
味
線
・
箏
に
乗
せ
た
歌
物
は
ま
さ
に
彼
ら
の

独
壇
場
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。」と
し
、
さ
ら
に
元
禄
期
以
降
の
地
歌
が
そ
れ
ま
で
の「
三
味
線
組
歌
」か
ら
新
し
い
ス
タ
イ
ル
の
地
歌
で
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あ
る「
長
歌
」や「
端
歌
」へ
と
当
道
座
の
人
々
に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。初
期
の「
端
歌
」は
、「
三
味
線
組
歌
」と「
長
歌
」

以
外
の
曲
を
指
し
て
お
り
、『
歌
系
図
』で
は
、
芝
居
に
用
い
ら
れ
た「
芝
居
歌
」を
含
め
た
曲
と
し
て
調
弦
別
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
や
が

て「
端
歌
」は
十
八
世
紀
半
ば
以
降
、
歌
本
位
の
芸
術
性
を
高
め
た
作
品
が
創
作
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
今
日
で
は
前
者
が
広
義
の
、
後
者

が
狭
義
の「
端
歌
」と
さ
れ
て
い
る
。『
歌
系
図
』附
言
で
流
石
庵
羽
積
は
、

　

又
次
橋
検
校
が
し
ら
べ
を
あ
や
ど
り
し
よ
り
、
鶴
山
吉
村
の
頃
ま
で
は
、
詞
花
集
よ
り
新
古
今
に
え
ら
ば
れ
し
歌
の
器
と
も
い
ふ　

べ
し
、
巧
に
し
て
卑
陋
か
ら
ず
、
し
つ
と
り
と
し
て
實
に
み
や
び
や
か
に
し
て
、
花
尤
も
艶
へ
り
、
一
應
此
歌
の
し
ら
べ
は
、
し

め　

や
か
に
わ
び
し
か
ら
ん
よ
り
は
、
み
や
び
て
は
な
や
か
な
ら
ん
を
む
ね
と
し
て
、
作
り
も
し
、
手
を
も
つ
く
れ
ば
、
此
時
代
の

風　

調
を
賞
翫
す
べ
き
な
り

　

と
述
べ
て
い
る
通
り
、
先
述
し
た
狭
義
の「
端
歌
」は
、
享
保（
一
七
一
六
～
三
六
）頃
か
ら
次
橋（
継
橋
）検
校（
生
没
年
不
明
）か
ら
そ
の

創
作
が
始
ま
り
、そ
れ
が
寛
延（
一
七
四
八
～
五
一
）か
ら
宝
暦（
一
七
五
一
～
六
四
）に
至
る
間
に
急
速
に
作
ら
れ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

鶴
山
と
は
鶴
山
勾
当（
生
没
年
不
明
）の
こ
と
で
あ
り
、
吉
村
と
は
吉
村
検
校（
？
～ 

天
明
五［
一
七
八
五
］）を
い
う
。
鶴
山
勾
当
は
、
延

享
～
宝
暦（
一
七
四
四
～
六
三
） 

頃
活
躍
し
た
当
道
座
の
地
歌
家
で
、
大
坂
・
島
之
内（
江
戸
時
代
か
ら
商
業
地
で
あ
り
繁
華
街
。
遊
里
も

あ
っ
た
。
現
在
の
道
頓
堀
・
ミ
ナ
ミ
付
近
。）で
豊と

よ

美み

繁
太
夫（
生
年
お
よ
び
没
年
不
明
）が
創
始
・
流
行
し
た
繁
太
夫
節
を
繁
太
夫
没
後
に
、

地
歌
の
な
か
に「
繁
太
夫
物
」（
12
）と
し
て
伝
え
作
曲
も
行
っ
た
。
後
年
、
江
戸
に
出
て
吉
原
に
住
み
、
宝
暦
十
二（
一
七
六
二
）年
に
は
上

方
歌
を
集
め
た
歌
本『
泉
曲
集
』を
編
集
し
、
江
戸
に
上
方
歌
五
十
八
曲
を
紹
介
し
た
。
そ
の
芸
風
は「
鶴
山
節
」と
呼
ば
れ
優
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
が
、
曲
調
が
哀
愁
に
過
ぎ
る
も
の
と
し
て
、
吉
原
で
は
そ
の
演
奏
が
禁
ぜ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
も
い
う
。
享
保
年
間
に
近
松
門
左
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衛
門
の
世
話
浄
瑠
璃
に
よ
っ
て
相あ

い
た
い
じ
に

対
死（
心
中
）が
美
化
さ
れ
、
こ
れ
を
賛
美
す
る
傾
向
が
生
じ
た
た
め
、
享
保
七
年（
一
七
二
二
）に
相
対

死
に
関
し
て
禁
令
が
出
さ
れ
た
。「
繁
太
夫
物
」と
し
て《
濡
扇
》や《
妹
背
の
秋
草
》《
時
雨
の
松
》な
ど
繁
太
夫
節
は
心
中
を
主
題
と
し
た

作
品
が
多
い
こ
と
か
ら
、
曲
調
が
悲
哀
と
し
て
吉
原
と
い
う
土
地
柄
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。<

参
考
三>

は
鶴
山
勾
当
作
曲
の
繁
太
夫
物《
濡
扇
》の
詞
章
で
あ
る
。
淀
川
沿
い
の
男
女
の
心
中
の
道
行
を
歌
っ
た
内
容
で
あ
る
。

　

<

参
考
三>

繁
太
夫
物《
濡
扇
》鶴
山
勾
当
作
曲
、
作
詞
者
不
詳

　

夜
を
籠
め
て　

鶏と
り

の
空そ

ら

寝ね

を
忍
び
出
で　

心
の
末
は
深ふ

か
く
さ草

や　

深
く
も
契
る
草
枕　

立
ち
並
び
つ
つ
裳も

裾す
そ

踏
む　

忍
ぶ
思
ひ
や
稲
荷
山

　

い
づ
れ
浮
世
と
薄
紅
葉　

青
か
り
し
葉
も
嵐
吹
く　

秋
の
よ
す
が
の
延
べ
鏡　

千ち

草ぐ
さ

百も
も

草く
さ

色
ざ
か
り　

露
を
含
み
し
虫
の
音
も　

　

鳴
く
は
我
を
ば
問
ふ
や
ら
ん　

伏
見
の
里
を
よ
そ
に
見
て　

鳥
羽
の
恋
塚
恋
ゆ
ゑ
に　

何
処
定
め
ぬ
玉た

ま
づ
さ章

を　

空
飛
ぶ
雁
に　

故ふ
る
さ
と郷

へ　

言こ
と

伝づ

て
も
が
な
憧あ

く
がれ

て　

心
の
花
か
蘭ら

ん
ぎ
く菊

の　

狐
川
に
も
う
ろ
う
ろ
と　

草
の
袂
も
我
が
袖
も　

思
ひ
ぞ
積
も
る
山
崎
の　

情
け
に

結
ぶ
水
の
縁　

か
の
貫
之
が
一
と
時
を　

く
ね
る
と
書
き
し
水
茎
の　

淀
の
川
瀬
の
妹い

も

背せ

波な
み　

月
の
桂
の
男
山　

さ
も
あ
ら
ば
あ
れ

我
わ
れ
が　

同
じ
心
に
同
じ
道　

咲
き
乱
れ
た
る
花
姿　

花
の
夫
婦
と
散
り
果
て
ん　

む
ら
む
ら
時
雨
秋
時
雨　

時
雨
伝
ひ
に
歩
み

来
て　

浪な
に
わ花

ぞ
恋
の
溜
り
水

　
一
―
四　

十
八
世
紀
中
期
の
地
歌
を
取
り
巻
く
様
相

　

地
歌
箏
曲
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
っ
た
平
野
健
次（
昭
和
四
～
平
成
四
）は「
端
歌
」の
創
作
に
つ
い
て「
自
由
な
創
作
曲
で
あ
る
端
歌
の

作
曲
に
積
極
的
に
な
り
だ
し
た
の
は
、
だ
い
た
い
継
橋
検
校
（
一
七
三
二
登
官
）
の
頃
か
ら
で
あ
っ
て
、（
中
略
）
し
か
も
、
そ
れ
が
寛
延

（
一
七
四
八
～
一
七
五
一
）か
ら
宝
暦（
一
七
五
一
～
一
七
六
四
）に
至
る
間
に
、
急
激
に
作
ら
れ
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
頃
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遊里における音曲の受容に関する東西比較

の
地
歌
唄
本
を
比
較
し
て
見
れ
ば
明
ら
か
」（
13
）
と
指
摘
し
て
い
る
。【
図
一
】
は
こ
の
頃
の
地

歌
の
お
さ
ら
い
会
の
様
子
を
描
い
た
も
の
で
、
舞
台
で
三
味
線
を
弾
く
検
校
、
箏
を
弾
く
女
性
、

縦
笛（
尺
八
か
）を
吹
く
男
性
と
司
会
者
と
思
し
き
人
物
、
酒
な
ど
を
用
意
し
く
つ
ろ
い
で
、
あ

る
い
は
整
然
と
前
を
見
て
聞
く
お
客
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

耳
見
斎
眼
徳
は『
三
味
線
問
答
』の
中
で
こ
の
絵
同
様
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

各 

三
味
線
に
志
な
く
と
も
、
検
校
な
ど
の
よ
き
出
会
は
、
聞
に
行
玉
ふ
べ
し
。
甚
花
や

か
成
物
な
り
。
先
正
面
に
ハ
翠
簾
四
五
枚
か
け
な
ら
べ
、
鴨
居
に
大
奉
書
を
長
く
つ
ぎ
、

是
に
役
々
の
外
題
を
か
き
つ
け
、
夜
に
入
ば
翠
簾
の
前
に
燭
を
な
ら
べ
、
火
を
と
も
し
、

座
敷
ハ
毛
氈
を
し
き
つ
め
て
、
高
雄
通
天
の
秋
の
気
色
も
及
バ
ぬ
程
の
う
る
ハ
し
さ
、
聞

人
も
無
人
体
の
者
見
へ
ず
、
よ
い
し
ゆ
は
金
屏
引
ま
ハ
し
小
竹
筒
等
も
た
せ
、
ま
た
ハ
披

に
こ
し
元
手
代
男
つ
れ
た
る
町
人
か
ち
に
て
、
よ
ほ
ど
は
れ
が
ま
し
き
物
な
り
。
又
そ
れ

く
に
茶
屋
の
娘
中
居
な
ど
を
よ
び
よ
せ
、
し
や
く
さ
せ
酒
呑
居
る
も
あ
り
、
舞
子
を

つ
れ
て
聞
居
る
も
あ
り
、
法
師
瞽
女
を
と
も
な
ひ
聞
も
有
、
肩
ニ
手
拭
か
け
、
又
は
韎
韐

が
け
や
、 

羽
織
も
着
ず
に
頬
か
ふ
り
し
て
聞
居
る
者
ひ
と
つ
も
な
く
、
甚
し
づ
か
に
し
て

花
々
し
く
、
浄
る
り
会
と
大
に
異
な
る
も
の
也（
14
）。

こ
れ
ら
の
絵
と
文
献
か
ら
は
天
明
期
に
は
地
歌
が
大
変
流
行
し
て
い
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
。

【図一】 『歌系図』所収のおさらい会の様子。
『歌系図』（翻刻・注解）、高野辰之編『日本歌謡集成』第八巻、東京堂、昭
和十七年より転載。
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ま
た
、
加
藤
は『
三
味
線
問
答
』の
記
述
か
ら
当
時
の
地
歌
の
稽
古
場
の
様
子
に
つ
い
て
、

　

中
で
も
生
田
・
山
田
流
の
箏
曲
や
地
歌
三
弦
の
分
野
で
は
、
家
元
や
そ
の
高
弟
・
門
下
の
名
取
師
匠
を
ほ
と
ん
ど
盲
人
の
男
女
が
独

占
し
、
座
興
に
招
か
れ
る
ほ
か
は
主
と
し
て
趣
味
や
教
養
に
音
曲
を
習
う
素
人
弟
子
の
広
範
な
稽
古
需
要
に
さ
さ
え
ら
れ
て
、
音
曲

指
南
を
も
っ
て
生
活
の
自
立
を
か
ち
え
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
検
校
・
勾
当
・
座
頭
・
瞽
女
な
ど
盲
人
芸
能
者
た
ち
の
周
囲
に
は
、

贔
屓
の
旦
那
衆
や
遊
芸
習
得
の
町
人
男
女
が
一
種
の
文
化
集
団
を
形
成
し
て
い
た
。（
中
略
）こ
れ
ら
師
匠
と
弟
子
た
ち
の
催
す
初
会
・

歌
び
ら
き
・
さ
ら
い
会
な
ど
の
演
奏
会
は
親
戚
・
知
人
相
集
ま
る
社
交
の
サ
ロ
ン
で
も
あ
っ
た（
15
）。

　
と
、
当
時
の
当
道
座
で
の
地
歌
に
関
わ
る
盲
人
を
取
り
巻
く
様
相
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
、「
検
校
・
勾
当
・
座
頭
・

瞽
女
な
ど
盲
人
芸
能
者
た
ち
の
周
囲
に
は
、
贔
屓
の
旦
那
衆
や
遊
芸
習
得
の
町
人
男
女
が
一
種
の
文
化
集
団
を
形
成
し
て
い
た
。」と
い
う

記
述
で
、
上
方
に
お
け
る
地
歌
演
奏
家
は
当
道
座
の
庇
護
を
受
け
つ
つ
も
、
旦
那
衆
を
中
心
と
し
た
町
人
等
の
支
援
を
受
け
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
は
、
十
八
世
紀
以
降
の
地
歌
の
作
品
に
出
現
す
る
、
丹
波
屋
七
兵
衛
、
三
井
次
郎
右
衛
門
高
英
（
16
）
等
の
当
時
の

豪
商
と
思
わ
れ
る
人
物
が
作
詞
を
行
な
っ
て
い
る
こ
と
の
理
由
の
一
つ
と
も
い
え
る
。

一
―
五　

端
歌
の
完
成 

― 

歌
木
検
校
、
峰
崎
勾
当
の
活
躍

　
『
歌
系
図
』附
言
に
は
一
―
三
で
引
用
し
た
部
分
に
続
い
て
次
の
記
述
が
続
く
。

　

か
の
歌
木
の
御
坊
の
さ
か
ん
に
唱
起
し
て
よ
り
風
調
一
變
し
て
、
實
や
ら
花
や
品
さ
だ
め
が
た
く
、
か
く
れ
ん
ぼ
と
い
へ
ば
六
段
れ
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遊里における音曲の受容に関する東西比較

ん
ぼ
を
合
の
手
に
か
す
り
、
は
く
さ
い
に
は
上
る
り
め
か
せ
し
一
く
せ
を
ほ
の
め
か
す
な
ど
、
禪
家
に
所
謂
一
足
飛
の
悟
り
に
し
て
、

正
法
眼
に
あ
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、
遊
藝
は
活
機
を
尚
び
て
時
に
お
こ
な
は
る
ゝ
を
い
さ
ぎ
よ
し
と
す
れ
ば
、
是
又
難
す
べ
き
に
あ
ら

ず
、
さ
れ
ば
新
曲
の
時
め
く
も
、
し
は
が
れ
た
る
が
し
ら
ぶ
れ
ば
も
の
が
な
し
く
、
古
調
の
わ
び
た
る
も
、
は
な
や
な
ぎ
に
ほ
は
す

れ
ば
浮
れ
出
る
さ
ま
に
、
さ
れ
ば
、
か
し
こ
の
色
事
、
こ
ゝ
の
く
ぜ
ち
、
あ
る
は
や
さ
し
う
あ
は
れ
な
る
、
あ
る
は
を
か
し
う
ざ
れ

ば
み
た
る
、
き
く
ま
ゝ
に
こ
れ
歌
に
つ
く
り
、
糸
に
も
の
し
て
、
艶
な
る
あ
た
り
に
う
た
ひ
し
ら
べ
さ
せ
ん
こ
そ
、
二
な
き
た
の
し

み
な
り
け
ら
し
・
・
・

　

こ
こ
か
ら
は
、
つ
ま
り
、
鶴
山
勾
当
、
吉
村
ら
に
続
い
て
歌
木
検
校
ふ
さ
一（
生
没
年
不
明
）が
現
れ
て
、
そ
れ
ま
で
の「
端
歌
」（
こ
こ

で
は
狭
義
の
「
端
歌
」）
の
作
風
が
一
変
し
、
歌
詞
の
持
つ
風
情
を
曲
想
に
反
映
さ
せ
た
作
品
が
次
々
と
作
曲
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
歌

木
検
校
は
、
俳
諧
調
の
歌
詞
を
用
い
た
新
傾
向
の
端
歌
を
作
り
始
め
た
こ
と
で
知
ら
れ
、
端
歌
の
作
品
も
多
い
。
平
野
は
当
時
刊
行
さ
れ

た
歌
本
等
を
考
察
し「
特
に
、
宝
暦
頃
の
唄
本
は
、
鶴
山
・
吉
村
そ
れ
に
歌
木
検
校（
宝
暦
六
年［
一
七
五
六
］登
官
）の
新
曲
の
増
補
を
目

的
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
よ
う
な
趣
き
さ
え
あ
る
。」（
17
）と
指
摘
し
て
い
る
。

　

<

参
考
四>

は
歌
木
検
校
作
曲
の
端
歌
《
露
の
蝶
》
の
詞
章
で
あ
る
。
東
都
の
「
ろ
て
ふ
」
の
作
詞
と
さ
れ
、
男
に
捨
て
ら
れ
た
女
が
、

無
心
に
露
を
吸
う
蝶
を
見
て
う
ら
や
ん
で
、
涙
を
流
す
と
い
っ
た
女
心
を
歌
っ
た
も
の（
18
）で
あ
る
。

　　

<

参
考
四>

端
歌《
露
の
蝶
》歌
木
検
校
作
曲
、
東
都
ろ
て
ふ
作
詞

　

世
の
中
に
た
と
へ
ん　

昨
日
の
淵
は
今
日
の
瀬
と　
（
合
） 

変
は
り
や
す
さ
よ
人
心　

今
は
こ
の
身
に
も
愛
想
も
小
想
も　

月
夜
の

空
鳥
鐘
を　

恨
み
し
こ
と
の
仇
枕　

憂
き
を
知
ら
ず
や
草
に
寝
て　

花
に
遊
び
て
朝
に
は　

露
に
養
う
蝶
々
の　
（
合
）身
ぞ
羨
ま
し
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味
気
な
や　

思
ひ
切
り
な
き
女
気
の　

涙
に
ひ
た
す
袖　

袖
枕　

　　

さ
て
、
十
八
世
紀
に
盛
ん
に
創
作
さ
れ
た「
端
歌
」は
、
大
坂
の
峰
崎
勾
当（
生
没
年
不
明
）の
出
現
に
よ
っ
て
芸
術
的
作
品
と
し
て
の
一

応
の
完
成
を
み
る
。
峰
崎
勾
当
は「
端
歌
」の
み
な
ら
ず
今
日
伝
承
さ
れ
る
地
歌
の
中
で「
名
曲
」と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
多
く
の
作
品
を
残
し

た
が
、
峰
崎
に
関
す
る
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
天
明
期
か
ら
寛
政
期
に
か
け
て
大
坂
・
島
ノ
内
で
活
躍
し
て
い
た
地
歌
家
で
あ
る
。
数
々

の
名
曲
の
誉
高
い
作
品
を
残
し
な
が
ら
当
道
座
で
は「
検
校
」に
登
官
し
た
記
録
は
な
く
、
今
も
謎
の
人
物
で
あ
る
。
そ
の
作
品
の
詞
章
は

名
曲
中
の
名
曲
で
あ
る
端
歌《
雪
》、
手
事
物《
残
月
》の
詞
章
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
大
坂
・
南
地
の
人
物
を
歌
っ
た
も
の
が
あ
り
、
島
之
内

辺
り
に
住
ん
で
作
曲
の
ほ
か
に
教
授
活
動
を
行
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
で
き
る
。
ま
た
、
峰
崎
作
品
に
は
流
石
庵
羽
積
や
油
屋

茂
作
と
い
っ
た「
豪
商
」と
思
わ
れ
る
人
物
の
名
前
が
見
ら
れ
、
現
在
残
る
資
料
か
ら
は
断
定
は
で
き
な
い
が
、
遊
里
と
大
き
な
関
わ
り
を

持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
文
字
数
の
都
合
で
紹
介
を
避
け
る
が
地
歌
舞
の
名
作
と
し
て
も
知
ら
れ
る《
雪
》

を
是
非
一
聴
頂
き
た
い
。
歌
詞
の
持
つ
叙
情
性
を
見
事
に
表
し
た
そ
の
旋
律
と
作
曲
構
成
は
、
ま
さ
に「
端
歌
」の
極
地
と
い
え
る
作
品
で

あ
る
。

　　

峰
崎
以
降
も「
端
歌
」は
多
く
の
作
曲
家
に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
た
が
、
江
戸
で
活
躍
し
た
山
田
流
箏
曲
（
19
）
の
創
始
者
・
山
田
検
校
斗と

よ養

一い
ち

に
も
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
吾あ

ず
ま嬬

箏こ
と
う
た譜

』は
、
文
化
六
年
に
開
版
さ
れ
た
山
田
検
校
の
作
品
の
詞
章
を
集
め
た
山
田
流
箏
曲

の
規
範
的
な
歌
本
で
あ
り
、
所
収
の
作
品
の
う
ち
現
在
「
古
曲
」（
20
）
と
呼
ば
れ
る
作
品
群
が
十
二
曲
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
詞
章
は
、

二
曲
を
除
い
て
吉
原
等
の
遊
里
を
主
題
と
し
た
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
山
田
流
箏
曲
の
中
で
も
異
彩
を
放
つ
作
品
群
で
あ
る
。「
古
曲
」は

短
い
小
品
で
あ
る
が
歌
唱
力
を
必
要
と
す
る
作
品
で
、「
端
歌
」に
似
た
性
格
を
持
つ
。
地
歌
の「
端
歌
」が
三
味
線
と
歌
が
主
体
で
あ
る
の
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と
異
な
り
、「
古
曲
」は
山
田
流
箏
曲
の
特
徴
で
あ
る
箏
と
歌
が
主
体
で
あ
る
。
山
田
検
校
以
前
に
吉
原
に
は
、
鶴
山
勾
当
が
住
ん
で
地
歌

を
広
め
た
が
、
曲
調
が
哀
愁
に
過
ぎ
る
も
の
と
し
て
吉
原
で
は
そ
の
演
奏
が
禁
ぜ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
鶴
山
勾

当
の
江
戸
に
お
け
る
最
後
の
記
録
で
あ
る『
泉
曲
集
』の
出
版
年（
宝
暦
十
二
年［
一
七
六
二
］）と
、
山
田
検
校
が
二
十
歳
で
初
め
て《
江
ノ

嶋
曲
》創
作
を
行
っ
た
安
永
六
年［
一
七
七
七
］に
は
十
五
年
の
開
き
が
あ
る
も
の
の
、
江
戸
で
は「
端
歌
」が
紹
介
さ
れ
演
奏
さ
れ
て
い
た

こ
と
は
推
測
で
き
る
。
し
か
し
、
鶴
山
勾
当
が
紹
介
し
た
上
方
の「
繁
太
夫
物
」や「
端
歌
」は
、
鶴
山
勾
当
以
降
の
吉
原
で
流
行
し
た
一
中

節
や
河
東
節
の
曲
調
と
は
異
な
る
、
上
方
の
「
は
ん
な
り
」
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
当
時
の
江
戸
の
人
々
の
好
み
に
は
あ
ま
り
合

わ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
、
音
曲
受
容
の
東
西
交
流
は
あ
っ
た
も
の
の
、

十
八
世
紀
の
時
点
で
は
地
域
の
文
化
性
も
相
ま
っ
た
伝
播
と
受
容
と
淘
汰
に
よ
り
、
そ
の
後
の
音
曲
の
発
展
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
一
―
六　

上
方
の
遊
里
と
端
歌

　

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
上
方
の
、
特
に
大
坂
で
の「
端
歌
」の
発
生
か
ら
完
成
に
は
、
作
曲
者
の
み
な
ら
ず
、
作
詞
を
行
っ
た
人
物
の

文
学
的
、文
芸
的
な
素
養
溢
れ
る
詞
章
が
あ
っ
た
。ま
た
、当
道
座
の
盲
人
芸
能
者
の
活
躍
に
よ
っ
て
曲
が
生
ま
れ
、い
わ
ゆ
る「
元
禄
文
化
」

に
よ
っ
て
そ
れ
が
花
開
き
、
町
人
ら
を
中
心
に
享
受
さ
れ
、
幕
末
に
至
る
ま
で
さ
ら
な
る
発
展
を
遂
げ
て
い
っ
た
。
本
論
で
は
言
及
し
な

か
っ
た
が
、「
地
歌
箏
曲
」は
大
名
家
の
子
女
の
教
養
と
し
て
身
に
つ
け
る
べ
き
も
の
の
一
つ
で
あ
り
、武
家
奉
公
を
願
う
町
人
子
女
に
と
っ

て
も
稽
古
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の「
地
歌
箏
曲
」の
教
授
に
関
し
て
は
当
道
座
お
よ
び
瞽
女
と
い
う
盲
人
芸
能
者
の
独
占
市
場
で

あ
っ
た（
21
）。

　

こ
れ
ま
で
市
井
で
の
教
授
、
江
戸
の
遊
里
に
お
け
る
遊
女
へ
の
芸
能
指
導
に
関
し
て
の
状
況
は
資
料
が
散
見
さ
れ
る
も
の
の
、
上
方
の
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遊
里
に
お
け
る
遊
女
へ
の
芸
能
指
導
に
関
し
て
は
こ
れ
と
い
っ
た
資
料
も
な
く
研
究
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
本
稿
の
第
二
章
で
は
吉
原
の

音
曲
活
動
に
お
け
る「
男
芸
者
」の
関
わ
り
に
つ
い
て
山
彦
新
次
郎
を
中
心
に
展
開
さ
れ
る
が
、
第
一
章
の
締
め
く
く
り
と
し
て
、
以
下
の

仮
説
を
挙
げ
て
お
く
。

　

上
方
の
遊
里
で
の
音
曲
は
、
当
時
市
井
で
も
て
は
や
さ
れ
た「
浄
瑠
璃
」に
加
え
て
、「
端
歌
」の
大
流
行
か
ら「
地
歌
」が
大
き
な
位
置
を

占
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
江
戸
中
期
に
は
地
歌
を
伴
奏
と
す
る「
上
方
舞
」が
大
坂
と
京
都
で
生
ま
れ
、
遊
里
の
舞
踊
と
し
て
も
密
接

な
関
わ
り
を
持
っ
て
発
展
し
て
き
た
。
そ
の
中
心
的
作
品
は「
端
歌
」で
あ
る
。「
端
歌
」の
創
作
を
多
く
行
っ
た
鶴
山
勾
当
、
歌
木
検
校
、

峰
崎
勾
当
に
つ
い
て
は
作
品
以
外
の
こ
と
に
関
し
て
は
詳
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
作
風
か
ら
遊
里
と
の
関
わ
り
が
あ
っ
た
と
指

摘
で
き
る
。
当
道
座
の
盲
人
芸
能
者
が
座
か
ら
の
金
品
の
配
当
を
得
て
生
活
を
し
て
い
た
こ
と
は
既
知
で
あ
る
が
、
芸
能
活
動
か
ら
の
収

入
も
大
き
な
生
活
の
糧
と
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
久
保
田
ら
は
、「
ち
ょ
う
ど
現
在
の
カ
ラ
オ
ケ
感
覚
で
、
何
曲
か
の
「
持
歌
」
を
身

に
付
け
る
こ
と
も
社
交
術
の
一
つ
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
そ
の
こ
と
は
、
当
道
座
の
人
々
に
は
全
く
不
要
の
楽
譜
や
、
歌
詞
集
が
、
次
々
に

出
版
さ
れ
、
新
曲
が
増
え
る
都
度
、
改
訂
や
増
補
も
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
た
事
実
が
物
語
っ
て
い
る
。（
中
略
）特
に
、
遊
里
に
は
武
士
も

商
人
も
出
入
り
し
て
お
り
、
三
味
線
の
一
つ
も
弄
べ
る
一
芸
が
必
要
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
か
の
大
石
内
蔵
助
も
、
京
都
の
遊
里
に
遊
び
、

岸
野
次
郎
三
と
も
三
味
線
で
交
流
し
、
作
詞
さ
え
残
し
て
い
る
。」（
22
）と
当
時
の「
端
歌
」創
作
の
背
景
に
つ
い
て
述
べ
て
お
り
、
当
時
の

遊
里
が
武
家
や
町
人
ら
と
当
道
座
の
盲
人
芸
能
者
と
の
接
点
の
中
心
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

上
方
の
遊
里
で
の
音
曲
指
導
つ
い
て
は
史
料
が
乏
し
く
不
明
で
あ
る
。
当
道
座
が
遊
里
の
地
歌
指
導
を
行
な
っ
て
い
た
こ
と
に
関
し
て

は
、
津
田
が
京
都
・
祇
園
で
の
地
歌
指
導
を
当
道
座
の
中
井
検
校（
？
～
明
治
八
年
、
の
ち
に
守
山
検
校
と
改
名
）が
行
っ
て
い
た
と
述
べ

て
い
る
（
23
）。
上
方
の
音
曲
は
地
歌
と
浄
瑠
璃
が
主
で
あ
り
、
地
歌
は
当
道
座
お
よ
び
瞽
女
と
い
う
盲
人
芸
能
者
に
よ
り
教
授
が
行
わ
れ

て
い
た
。
一
般
の
人
が
地
歌
を
指
導
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
明
治
四
年
の
当
道
座
廃
止
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
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上
方
の
遊
里
に
お
け
る
地
歌
指
導
に
関
し
て
は
江
戸
や
他
の
音
曲
の
状
況
と
は
異
な
り
、
当
道
座
の
支
配
が
あ
っ
た
。

　
　
　
　

二　

浮
世
絵
に
描
か
れ
た
江
戸
の
遊
里
と
音
曲　

　

江
戸
は
、
豊
臣
秀
吉
が
小
田
原
の
北
条
氏
を
滅
ぼ
し
、
惣
無
事
令
に
よ
っ
て
家
康
が
江
戸
に
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
展
し
た
街
で
あ
る
。

江
戸
期
の
文
化
で
最
初
に
大
き
な
花
が
咲
い
た
の
は
、
前
章
に
述
べ
た
よ
う
に
、
元
禄
期
の
上
方
で
あ
っ
た
。
江
戸
の
芝
居
に
お
け
る
音

楽
は
元
禄
の
頃
ま
で
は
、
一
中
節
な
ど
上
方
の
音
楽
が
中
心
で
あ
っ
た
。
延
享
、
寛
延
の
こ
ろ
に
常
磐
津
節
や
富
本
節
が
生
ま
れ
る
。
河

東
節
は
魚
河
岸
か
ら
生
ま
れ
た
が
時
間
の
経
過
に
伴
い
歌
舞
伎
か
ら
離
れ
ゆ
く
。
江
戸
の
音
楽
は
、地
歌
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
上
方
の「
ス

ロ
ー
テ
ン
ポ
な（
は
ん
な
り
し
た
）」音
楽
と
は
異
な
り
、「
ア
ッ
プ
テ
ン
ポ（
せ
っ
か
ち
）な
」歯
切
れ
の
良
さ
が
特
徴
で
あ
ろ
う
。

　

天
明
か
ら
寛
政
、
享
和
、
文
化
、
文
政
に
か
け
て
、
江
戸
吉
原
を
中
心
に
活
動
し
た
天
才
的
な
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
が
い
た
。
そ
れ
は
河

東
節
の
三
代
目
山
彦
新
次
郎
で
あ
る
。
河
東
節
の
み
な
ら
ず
一
中
節
で
は
初
代
菅
野
序
遊
と
な
り
、
山
田
検
校
に
も
弟
子
入
り
し
山
田
流

箏
曲
の
奥
許
し
を
得
、
義
太
夫
節
も
染
太
夫
に
つ
い
て
二
百
段
を
語
っ
て
い
る
。
山
彦
新
次
郎
と
倅
文
次
郎
は
、
河
東
節
、
一
中
節
、
そ

し
て
山
田
流
箏
曲
を
結
ぶ
活
動
を
し
て
い
た
。

　

第
二
章
で
は
、
江
戸
吉
原
の
男
芸
者
と
し
て
河
東
節
を
盛
ん
に
し
、
五
代
目
都
一
中
と
共
同
し
て
上
方
の
曲
で
あ
っ
た
一
中
節
を
江
戸

で
広
め
た
、
山
彦
新
次
郎
・
文
次
郎
父
子（
一
中
節
で
は
初
代
お
よ
び
二
代
目
菅
野
序
遊
父
子
）に
つ
い
て
紹
介
す
る
。
次
い
で
、
浮
世
絵

か
ら
想
像
さ
れ
る
箏
曲
の
山
田
検
校
と
の
係
わ
り
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
る
。
併
せ
て
、
文
政
期
に
多
く
開
板
さ
れ
た
一
中
節
に
関
わ
る

浮
世
絵
の
パ
ト
ロ
ン
の
存
在
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
る
。
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二
―
一 

「
姿
海
老
屋
楼
上
の
図
」
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と　

　
【
図
二
Ａ
】
に
「
姿
海
老
屋
楼
上
の
図
」
を
示
す
。
こ
の
絵
は
、

姿
海
老
屋
筆
頭
の
花
魁
「
七
里
」
が
姿
野
を
襲
名
し
た
際
の
絵
で

あ
り
、
彼
女
が
面
倒
を
み
て
育
て
た
七
人
の
妹
女
郎
が
描
か
れ
、

三
味
線
、
箏
お
よ
び
胡
弓
の
三
曲
図
に
な
っ
て
い
る
。

　

絵
に「
七
里
改
二
代
目
姿
野
」と
あ
る
の
で
、
江
戸
吉
原
の
遊
女

の
名
寄
せ
で
あ
る
。『
吉
原
細
見
』
を
調
べ
て
ゆ
く
と
、
文
政
十
一

年（
一
八
二
八
）秋
に「
七
里
」が「
姿
野
」を
襲
名
し
た
こ
と
が
分
か

る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
絵
は「
姿
野
」襲
名
の
お
披
露
目
に
際
し
て

開
板
さ
れ
た
絵
で
あ
る
。
重
い
名
跡
の
場
合
に
は
、
そ
の
名
前
が

継
承
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
何
代
目
か
を
明
ら
か
に
す
る
た

め
に
は
、『
吉
原
細
見
』
を
丁
寧
に
見
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
。
前
任

の「
七
里
」が
文
政
九
年（
一
八
二
六
）春
の『
吉
原
細
見
』に
、
筆
頭

と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
の
を
最
後
に
退
楼
し
た
あ
と
、「
姿
野
」

を
襲
名
す
る「
七
里
」が
、
文
政
十
年（
一
八
二
七
）秋
に
二
枚
目
と

し
て
新
た
に
突
き
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
一
年
後
に「
姿
野
」を
襲
名

し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
「
姿
野
」
は
姿
海
老
と
い
う
屋
号
の
一
文
字
を
用
い
た
重
い
名

【図二 A】 姿海老屋楼上之圖 七里が二代目姿野を襲名した際の絵である。「七
人」による山田流の十三弦筑紫琴、「姿野」による江戸四弦胡弓、および「す
がその」による三味線が描かれている。「姿野」の前には一中節の稽古本『都
羽二重拍子扇』（黄色）、および箏曲の稽古本『琴曲鈔』と推測される青色の
横本が描き込まれている。沢山の豪華な贈り物が描かれ、贔屓による入銀が
想定される絵である。溪斎英泉筆 蔦屋吉蔵板 文政 11 年（1828）千葉市美術
館蔵。
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跡
で
あ
る
。
振
袖
新
造
の
「
す
が
ゆ
ふ
」（
右
端
）
同
じ
く
「
す
が

の
と
」（
左
か
ら
三
番
目
奥
）、
部
屋
持
の
「
す
が
そ
の
」（
左
か

ら
四
番
目
手
前
）、
番
頭
新
造
の「
す
が
う
ら
」（
右
か
ら
三
番
目
）

の
い
ず
れ
も
が
、「
姿
野
」
に
因
ん
で
「
す
が
」
で
始
ま
る
源
氏
名

を
持
ち
、
か
つ
、
禿
を
含
む
全
員
が
藤
の
模
様
の
着
物
を
身
に

つ
け
、
帯
や
髪
飾
り
に
は
「
姿
野
」
と
同
じ
「
対

む
か
い

鶴つ
る

菱び
し

紋
」
が
あ
し

ら
わ
れ
て
い
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
の
注
釈
書
で
あ
る
『
湖
月
抄
』
を
は
じ
め
様
々
な

贈
り
物
も
描
き
込
ま
れ
、
そ
の
多
く
に
「
対
鶴
菱
紋
」
が
描
き
込

ま
れ
て
い
る
。
左
端
に
描
か
れ
た
打
掛
に
は
、「
七
里
」時
代
の「
き

き
よ
う
紋
」と
、
帯
に
は「
対
鶴
菱
紋
」が
認
め
ら
れ
る
。
贅
を
尽

く
し
た
お
披
露
目
で
あ
る
。「
姿
野
」
は
、
こ
れ
ら
を
贈
ら
れ
る

に
値
す
る
女
性
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
姿
海
老
屋

で
の
教
育
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
の
豪

華
な
贈
り
物
を
準
備
し
た
の
は
、
富
裕
な
人
物
と
理
解
し
て
間

違
い
な
い
だ
ろ
う
。

　

音
曲
の
視
点
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。「
姿
野
」
が
弾
い
て
い
る

の
は
、
四
弦
の
江
戸
胡
弓
で
あ
る
。
中
央
で
琴
（
箏
）
を
弾
く
の

【図二 B】 七人が弾ずる箏の
前に置かれた，一中節の稽
古本『『都羽二重拍子扇』と，
箏の稽古本と想定される青
色表紙の横本『琴曲鈔』．

【図三】 五代目都一中と菅
野序遊父子の協力により
刊行された『都羽二重拍
子扇』．都のかたばみ紋と，
菅野の桐花紋があしらわれ
ている．千葉市美術館蔵．
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は「
七
人
」で
あ
る
。
そ
の
左
で「
す
が
そ
の
」が
三
味
線
を
弾
く
と
い
う
、
三
曲
図
の
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
箏
は
山
田
流
の
十
三
弦
筑
紫

琴
で
あ
る
。

　

絵
を
注
意
し
て
み
る
と
、「
姿
野
」
の
前
に
、
黄
色
い
表
紙
の
縦
型
本
と
、
青
色
の
表
紙
の
横
型
本
が
描
か
れ
て
い
る
（【
図
二
Ｂ
】）。
縦

型
の
黄
色
い
表
紙
の
本
に
は
『
都
羽
二
重
拍
子
扇
』
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
都
一
中
五
世
と
菅
野
序
遊
父
子
が
共
同
し
て
編
集
し
、
序
遊
の

倅
で
あ
る
二
代
目
序
遊（
菅
野
利
三
）の
筆
耕
に
よ
り
、
文
政
三
年（
一
八
〇
六
）に
瀬
戸
物
町
文
花
堂
塩
屋
庄
三
郎
か
ら
板
行
さ
れ
た
一
中

節
の
稽
古
本
で
あ
る
（【
図
三
】）。
隣
に
置
か
れ
た
青
色
表
紙
の
横
本
に
は
題
箋
に
文
字
が
な
く
書
名
が
不
明
で
あ
る
が
、
横
本
で
あ
る
こ

と
か
ら
、『
源
氏
物
語
』に
取
材
す
る
歌
が
載
っ
て
い
る
箏
曲
の
稽
古
本『
琴き

ん

曲き
ょ
く

鈔し
ょ
う』と

推
察
さ
れ
る
。
箏
曲
の
稽
古
本
と
し
て
は
、
他
に
も

文
政
七
年（
一
八
二
四
）に
再
板
さ
れ
た
山
田
流
箏
曲
の『
吾あ

ず
ま嬬

箏こ
と

譜う
た

』な
ど
が
考
え
ら
え
る
が
、
こ
の
場
合
に
は
い
ず
れ
も
縦
本
で
あ
る
。

　

演
奏
さ
れ
て
い
る
曲
名
は
何
な
の
か
、
こ
の
図
か
ら
は
判
然
と
し
な
い
。
こ
の
時
代
、
箏
曲
は
武
家
の
娘
が
身
に
つ
け
る
べ
き
教
養
と

さ
れ
て
お
り
、
吉
原
の
高
位
の
遊
女
も
こ
れ
に
な
ら
っ
て
い
る
。
胡
弓
に
代
わ
っ
て
尺
八
の
一
種
で
あ
る
一ひ

と

節よ
ぎ
り切

を
加
え
た
三
曲
も
好
ま

れ
て
い
る
。
山
田
流
箏
曲
に
も
、「
竹
い
か
だ
」と
い
う
普
化
僧
の
尺
八
を
歌
い
込
ん
だ
曲
も
あ
る
。
山
田
流
の
箏
曲
は
箏こ

と
う
た唄

と
称
す
る
弾

き
語
り
が
主
流
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
広
め
た
の
は
江
戸
で
活
躍
し
た
山
田
検
校
斗と

よ養
一い

ち

で
あ
っ
た
。
こ
の
絵
か
ら
、
高
級
遊
女
た
ち
の
声

曲
に
対
す
る
力
量
は
、
相
当
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
見
え
て
く
る
。

　

箏
曲
は
江
戸
市
中
で
も
流
行
っ
て
お
り
、式
亭
三
馬
が
文
化
九
年（
一
八
一
二
）に
書
き
、書
肆
西
村
源
六
か
ら
板
行
さ
れ
た『
浮
世
風
呂
』

三
編（
24
）に
、武
家
奉
公
か
ら
暇
を
も
ら
っ
た
一
人
を
含
む
、三
人
の
娘
た
ち
が
箏
唄
に
つ
い
て
話
を
し
て
い
る
場
面
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

「
葉
隠
れ
」、「
桜
狩
」、「
江
の
島
」、「
長
恨
歌
」、「
住
吉
」、「
那
須
野
」と
曲
名
が
出
て
く
る
。
そ
し
て
山
座（
山
田
検
校
）の
声
を
ほ
め
て
い
る
。

当
時
、
箏
曲
が
は
や
り
、
大
勢
の
山
田
検
校
の
弟
子
が
江
戸
市
中
に
い
た
証
拠
で
あ
る
。
武
家
奉
公
は
町
娘
が
良
い
嫁
入
り
先
を
見
付
け

ら
れ
る
た
め
の
一
つ
の
条
件
で
あ
っ
た
時
代
で
あ
る
。
箏
が
弾
け
る
こ
と
は
、
採
用
さ
れ
る
た
め
の
有
利
な
条
件
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
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【
図
二
Ａ
】で
は
二
冊
の
稽
古
本
が「
姿
野
」の
方
を
向
い
て
い
る
。こ
の
こ
と
は
、「
姿
野
」が
、当
時
、吉
原
で
も
て
は
や
さ
れ
た「
一
中
節
」

と
山
田
流
の
箏
曲
を
弾
ず
る
こ
と
が
で
き
、さ
ら
に
は
胡
弓
も
こ
な
せ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
胡
弓
に
は
様
々
な
ス
タ
イ
ル
が
あ
る
が
、

絵
は
四
弦
の
江
戸
胡
弓
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な「
姿
野
」を
描
く
こ
と
は
、「
姿
野
」に
入
れ
あ
げ
て
い
た
贔
屓
の
要
請
で
あ
り
、
入
銀
で
絵

が
開
板
さ
れ
た
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。
で
は
、吉
原
で
彼
女
た
ち
に
声
曲
を
教
授
し
た
の
は
誰
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。『
吉
原
細
見
』

に
名
前
が
登
録
さ
れ
て
い
る
男
芸
者
が
教
師
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
箏
曲
の
場
合
に
は
、
第
一
章
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に

当
道
と
し
の
官
位
が
あ
る
の
で
、
吉
原
芸
者
に
は
な
れ
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。『
閑
談
数
刻
』（
25
）
に
は
、
山
田
検
校
が
吉
原
で
俳
諧

を
楽
し
ん
で
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
山
田
検
校
が
吉
原
に
来
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

明
治
五
年（
一
八
七
二
）の
芸
娼
妓
解
放
令
を
受
け
て
、
江
戸
か
ら
の
伝
統
文
化
を
保
持
す
る
約
二
十
軒
の
大
き
な
妓
楼
が
、
廃
業
あ
る

い
は
合
併
し
て
数
を
減
ら
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
遊
女
に
教
養
教
育
を
施
す
力
が
、
妓
楼
に
失
わ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
同
時
に
、

こ
れ
ま
で
は『
吉
原
細
見
』に
お
い
て
、「
男
芸
者
」お
よ
び「
女
芸
者
」と
記
さ
れ
て
い
た
欄
が
、
明
治
十
三
年
に
は「
太
夫
」お
よ
び「
芸
妓
」

と
名
称
が
変
わ
り
、
さ
ら
に
明
治
十
四
年
か
ら
は「
幇
間
」、「
本
芸
妓
」お
よ
び「
小
芸
妓
」と
な
っ
た
。『
吉
原
細
見
』に
お
け
る
記
載
方
法

の
変
化
は
、
祇
園
と
吉
原
と
の
芸
娼
妓
解
放
令
へ
の
対
応
の
仕
方
の
違
い
を
反
映
す
る
と
同
時
に
、
高
級
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
で
あ
る
男
芸

者
の
質
が
幕
末
か
ら
明
治
期
に
大
き
く
変
容
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
明
治
以
降
で
は
、
男
芸
者
と
幇
間
と
が
同
一
視
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
方
、
京
都
の
祇
園
で
は
前
章
に
述
べ
た
よ
う
に
教
育
機
関
と
し
て
の
「
女に

ょ
う

紅こ

場ば

」
を
設
け
、
祇
園
の
文
化
の
命

脈
を
保
つ
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。

二
―
二　

河
東
節
・
一
中
節
・
山
田
流
箏
曲
を
つ
な
い
だ 

山
彦
新
次
郎

　

江
戸
中
期
・
後
期
の
男
芸
者
は
高
級
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
で
あ
り
、
江
戸
の
声
曲
文
化
を
支
え
て
い
た
。
寛
政
か
ら
文
化
・
文
政
期
の『
吉
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原
細
見
』
に
お
い
て
、
男
芸
者
欄
の
上
位
に
ラ
ン
ク
さ
れ
て
い
た
の
が
、

河
東
節
や
一
中
節
の
男
芸
者
で
あ
る
。
こ
の
頃
に
は
一
中
節
も
河
東
節

も
既
に
芝
居
か
ら
離
れ
、
座
敷
芸
に
な
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
吉

原
と
い
う
遊
里
で
の
活
動
に
重
点
を
置
い
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
男
芸
者

と
し
て
名
前
が
あ
る
こ
と
は
、
営
業
政
策
的
に
重
要
な
事
で
あ
っ
た
と

理
解
で
き
る
。

　

吉
原
で
は
な
く
大
名
屋
敷
な
ど
で
演
奏
す
る
機
会
も
あ
っ
た
。【
図
四
】

は
喜
多
川
哥
麿
が
描
い
た
「
大
名
屋
敷
の
京
伝
」
と
呼
ば
れ
る
三
枚
続
き

の
絵
の
部
分
で
あ
る
。
三
枚
続
き
の
絵
の
右
側
に
は
、
花
笠
踊
り
を
御

簾
内
か
ら
眺
め
る
姫
君
、
左
端
に
は
三
味
線
や
囃
子
方
が
描
か
れ
て
い

る
。
左
下
に
戯
作
者
山
東
京
伝
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
も
こ
の
絵
は

知
ら
れ
て
い
る
（
こ
の
図
で
は
省
略
）。
こ
の
絵
の
開
板
時
期
は
天
明
八

年（
一
七
八
八
）か
ら
寛
政
二
年（
一
七
九
〇
）頃
と
さ
れ
て
い
る（
26
）。
河
東
節
の
二
代
目
山
彦
源
四
郎
が
剃
髪
し
て
存
候
を
名
乗
っ
た
の

が
寛
政
三
年（
一
七
九
一
）で
あ
る
。
こ
こ
で
奏
で
ら
れ
て
い
る
音
曲
が
河
東
節
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
花
笠
踊
り
の
娘
の
左
に
見
え
る

僧
形
の
三
味
線
演
奏
者
は
、
山
彦
新
次
郎
の
師
匠
で
あ
る
山
彦
存
候
の
可
能
性
が
あ
る
。

　

文
化
年
間
に
お
け
る
『
吉
原
細
見
』
の
男
芸
者
の
部
で
、
ト
ッ
プ
の
座
に
あ
っ
た
の
が
、
五
代
目
都
一
中
お
よ
び
河
東
節
の
山
彦
新
次

郎
・
文
次
郎
父
子
で
あ
る
。
新
次
郎
は
天
才
的
な
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
で
あ
っ
た
。『
十
寸
見
編
年
集
』（
27
）に
よ
れ
ば
、新
次
郎（
桐
屋
伊
介
）

は
三
代
目
桐
屋
五
兵
衛
の
倅
で
あ
る
。
父
親
は
病
弱
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
六
歳
か
ら
桐
屋
の
当
主
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
、
明
和

【図四】「大名屋敷の京伝」部分．哥麿筆．伏見屋
善六・高津哉伊助板、天明８年（1788）～寛政 2
年（1790）頃．ブリュッセル王立美術歴史博物館
蔵（26）
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四
年（
一
七
六
七
）の『
吉
原
細
見（
真
木
柱
）』か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
伊
介
が
十
歳
の
明
和
八
年
七
月
十
一
日（
一
七
七
七
年
八
月
二
十
一

日
）に
、
父
が
亡
く
な
っ
て
い
る
。 

二
十
六
歳
に
な
っ
た
時
に
、
成
人
し
た
妹
の
夫
に
桐
屋
五
兵
衛
四
代
目
を
継
が
せ
、
河
東
節
の
二
代

目
山
彦
源
四
郎（
の
ち
存
候
）の
弟
子
に
な
る
。『
一
中
譜
史
』に
よ
れ
ば（
28
）茶
屋
桐
屋
五
兵
衛
は
家
田
姓
で
あ
り
、
元
禄
の
頃
か
ら
吉
原

で
茶
屋
を
営
ん
で
い
た
。
家
田
姓
は
三
河
、
尾
張
、
美
濃
に
多
い
名
字
で
あ
り
、
吉
原
に
は「
家
田
屋
」と
い
う
妓
楼
も
あ
る
。
ま
た
、
玉

菊
灯
籠
で
有
名
な
妓
楼「
中
卍
屋
」は
尾
張
出
身
の
家
田
姓
で
あ
る
。
新
次
郎
は
過
去
帳
に
文
政
六
年
十
二
月
十
三
日（
一
八
二
四
年
一
月

十
三
日
）歿（
六
十
三
歳
）と
あ
る
こ
と
か
ら
、
生
ま
れ
は
宝
暦
十
一
年（
一
七
六
一
）で
あ
る
。
山
田
検
校
と
同
世
代
で
あ
る
。

　

山
彦
新
次
郎
の
家
田
家
の
過
去
帳
に
は
、
酒
井
抱
一
の
戒
名
も
記
さ
れ
、
山
彦
が
酒
井
抱
一
に
恩
義
を
感
じ
て
い
た
こ
と
が
知
れ
る
。

抱
一
が
残
し
た「
吾
妻
唄
」に
は
、
他
の
箏
唄
の
記
録
に
は
な
い「
岡
康
砧
」と
い
う
曲
が
残
さ
れ
て
お
り
、
抱
一
と
箏
曲
と
の
係
わ
り
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
。
抱
一
は
宝
暦
十
一
年（
一
七
六
一
）生
ま
れ
で
あ
る
の
で
、
山
田
検
校
や
山
彦
新
次
郎
と
同
世
代
で
あ
る（【
表
一
】参

照
）。
抱
一
が
身
請
け
を
し
た
大
文
字
屋
の「
香
川
」は
河
東
節
の
三
味
線
が
得
意
で
あ
っ
た（
29
）。
抱
一
は
、
神
田
明
神
お
よ
び
山
王
権
現

の
祭
礼（
天
下
祭
）に
お
い
て
、
佐
久
間
町
お
よ
び
魚
河
岸
か
ら
出
さ
れ
た
附
祭
の
た
め
に
河
東
節
の
詞
章
を
代
作
し
、
山
彦
新
次
郎
は
こ

れ
に
曲
を
つ
け
て
い
る
。

　

こ
の
時
代
に
は
、
河
東
節
は
既
に
歌
舞
伎
を
離
れ
て
い
た
が
。
助
六
だ
け
は
旦
那
衆
が
御
簾
内
で
演
奏
し
て
い
た
。
寛
政
三
年

（
一
七
九
四
）の「
助す

け
ろ
く六

花く
る
わ
の街

二ふ
た

葉ば

艸ぐ
さ

」で
、
出
世
前
の
新
次
郎
は
山
彦
文
次
郎
の
名
前
で
助
六
を
弾
じ
て
い
る
。
同
じ
時
期
の
吉
原
俄
に
お

い
て
も
河
東
節
の「
禿
万
歳
」を
弾
じ
て
い
る
こ
と
が
、
勝
川
春
朗（
の
ち
の
葛
飾
北
斎
）の
絵
に
残
さ
れ
て
い
る
。
三
代
目
山
彦
新
次
郎
を

襲
名
す
る
の
は
、
文
化
二
年（
一
八
〇
五
）正
月
の
こ
と
で
あ
る
。

　
『
歌
舞
伎
年
表
』（
30
）を
調
べ
る
と
、
文
政
二
年（
一
八
一
九
）三
月
に
玉
川
座
で「
助
六
所
縁
江
戸
桜
」が
演
じ
ら
れ
て
い
る
。
配
役
は
、

七
代
目
市
川
団
十
郎
が
助
六
、
瀬
川
菊
之
丞
が
揚
巻
、
松
本
幸
四
郎
が
意
休
で
あ
っ
た
。
助
六
の
縦
三
味
線
は
山
彦
新
次
郎
で
あ
り
、
倅
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の
文
次
郎
と
共
に
浄
瑠
璃「
助
六
所
縁
江
戸
桜
」を
弾
い
て
い
る
。
こ
の
時
は
、
菊
五
郎
も
助
六
を
企
画
し
て
い
た
。
助
六
は
吉
原
を
舞
台

と
し
、
河
東
節
は
魚
河
岸
と
係
わ
り
が
あ
る
。
吉
原
で
は
市
川
団
十
郎
ら
を
接
待
し
、
貸
し
切
り
で
助
六
を
観
劇
し
て
い
る
。
吉
原
出
身

の
新
次
郎
が
、
芝
居
と
吉
原
と
の
間
の
調
整
役
を
演
じ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　

一
中
節
の
世
界
で
は
、【
図
三
】に
示
す
よ
う
に
山
彦
新
次
郎
は
倅
文
次
郎
お
よ
び
五
代
目
都
一
中
と
共
同
で
稽
古
本『
都み

や
こ羽は

二ぶ
た

重え

拍ひ
ょ
う
し子

扇お
う
ぎ』

を
出
版
し
、
菅
野
序
遊
と
し
て
江
戸
に
お
い
て
一
中
節
を
改
め
て
広
め
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
五
代
目
都
一
中
と
山
彦
新
次
郎
と
は
、
い

ず
れ
も
吉
原
の
男
芸
者
で
あ
り
近
い
関
係
に
あ
っ
た
。
山
彦
新
次
郎
が
山
田
検
校
の
門
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
山
田
流
箏
曲
側
の
記
録
（
31
） 

で
も
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
山
彦
新
次
郎
は
晴
眼
で
あ
っ
た
た
め
に
、
名
前
は
も
ら
え
な
か
っ
た
と
解
釈
さ
れ
る
。
義

太
夫
の
ほ
か
に
長
唄
お
よ
び
謡
曲
な
ど
も
稽
古
を
し
て
い
た
、
と
い
う
多
才
な
人
物
で
あ
っ
た
。

　

あ
る
と
き
、
吉
原
の
銭
湯
で
入
浴
中
に
、
元
山
伏
で
あ
っ
た
近
所
の
豆
腐
屋
の
唄
が
一
種
独
特
の
節
で
あ
る
の
を
聞
き
、
こ
れ
を
研
究

し
て
勧
進
帳
の
名
乗
り
や
読
み
上
げ
の
節
と
し
て
作
っ
た
と
あ
る
。
河
東
節
は
も
は
や
発
展
の
余
地
が
な
い
の
で
、
自
分
の
家
を
継
ぐ
者

は
一
中
節
で
あ
る
べ
き
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
駒
形
に
住
ん
で
い
た
と
き
火
災
に
遭
い
、
箔
屋
町
の
守
随
氏
の
蔵
屋
敷
に
仮
住
ま
い
し

て
い
た
時
に
、
同
家
の
主
人
が
所
有
す
る
歌
舞
伎
の
正
本
の
中
に
近
松
の『
心
中
天
網
島
』を
見
て
、
人
の
死
を
描
写
し
た
三
味
線
の
曲
に

感
激
し
た
と
あ
る
。
芸
に
お
い
て
極
め
て
熱
心
で
あ
り
、
多
彩
で
あ
り
、
研
究
心
の
旺
盛
な
人
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
理
財
の
面
で
は

鉄
砲
同
心
株
を
得
て
い
る
。

　
『
江
戸
時
代
音
楽
通
解
』（
32
）に
よ
れ
ば
、
山
彦
新
次
郎
が
一
中
節
で
は
菅
野
序
遊
を
名
乗
っ
た
の
は
、
文
化
四
年（
一
八
〇
七
）か
ら
文

化
九
年
こ
ろ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
前
述
の
文
政
二
年（
一
八
一
九
）の「
助
六
所
縁
江
戸
桜
」で
は
、
河
東
節
の
三
味
線
弾
き
と
し
て
山
彦

新
次
郎
を
名
乗
っ
て
い
る
。
菅
野
派
が
一
中
節
と
し
て
独
立
す
る
の
は
二
代
目
菅
野
序
遊（
初
代
の
倅
山
彦
文
次
郎
）の
と
き
で
天
保
一
〇

年（
一
八
三
九
）の
こ
と
で
あ
っ
た
。
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山
彦
新
次
郎
、文
次
郎
父
子
が
一
中
節
の
三
味
線
を
弾
い
た
最
初
の
記
録
は
、『
十
寸
見
編
年
集
』（
33
）に
よ
れ
ば
文
化
四
年（
一
八
〇
七
）

八
月
二
十
日
に
お
け
る
、
河
内
屋
半
次
郎
方
で
の
河
東
節
と
一
中
節
の
掛
け
合
い
「
源
氏
十
二
段
浄
瑠
璃
供
養
」
で
あ
る
。
浄
瑠
璃
の
内

容
は
、
京
都
か
ら
金
売
吉
次
に
連
れ
ら
れ
て
奥
州
平
泉
に
渡
る
牛
若
丸
が
、
途
中
三
河
で
浄
瑠
璃
姫
と
出
会
う
恋
物
語
で
あ
る
。
こ
の

曲
で
は
八
ツ
橋
検
校
作
で
山
田
流
の
箏
唄
に
な
っ
て
い
る「
心
尽
し
」が
、
河
東
節
の
三
味
線
で
弾
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
山
田
検
校
の

助
言
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
34
）。
山
彦
新
次
郎
は
河
東
節
、
一
中
節
お
よ
び
山
田
流
箏
曲
の
接
点
に
い
た
人
で
あ
る
。
山
彦
新
次
郎
が

こ
れ
ら
を
こ
な
す
力
量
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
コ
ン
サ
ー
ト
・
マ
ス
タ
ー
の
よ
う
に
、
弾
き
手
を
リ
ー
ド
し
な
が
ら
演
奏
し
た
の
で
は
な
い
か

と
想
像
さ
れ
る
。
こ
の
曲
は
長
唄
「
十
二
段
」
に
も
編
曲
さ
れ
、
歌
舞
伎
の
「
御
所
桜
堀
川
夜
討
」
で
も
利
用
さ
れ
て
い
る
。
文
化
十
四
年

（
一
八
一
七
）に
山
田
検
校
が
他
界
す
る
と
、
江
戸
吉
原
に
お
い
て
遊
女
に
箏
曲
を
教
え
る
役
割
が
、
奥
許
を
得
て
い
た
新
次
郎
に
移
っ
て

い
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
な
お
、
吉
原
細
見
の
芸
者
の
欄
に
箏
曲
関
係
者
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
は
、
享
保
十
六
年（
一
七
三
一
）に
与
兵

衛（
箏
）お
よ
び
安
永
二
年（
一
七
七
三
）秋
に
東
喜（
琴
）の
み
で
あ
る（
35
）。
盲
人
と
し
て
当
道
座
に
属
し
官
位
を
与
え
ら
れ
て
い
た
箏
曲

関
係
者
に
あ
っ
て
は
、
吉
原
の
男
芸
者
と
し
て
登
録
さ
れ
る
こ
と
が
憚
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

二
―
三 　

一
中
節
を
描
く
絵　

― 

三
味
線
、
箏
、
胡
弓

　

文
政
年
間
に
は
多
く
の
音
曲
を
描
く
浮
世
絵
が
開
板
さ
れ
る
。
そ
の
多
く
が
溪
斎
英
泉
の
筆
に
な
る
。【
図
五
】
は
、
文
政
六
年

（
一
八
二
三
）に
二
代
目
蔦
屋
重
三
郎
か
ら
板
行
さ
れ
た
、『
吉
原
要
事
廓
の
四
季
志
』七
月
に
描
か
れ
た
扇
屋
の
筆
頭「
花
扇
」で
あ
る
。
膝

元
に『
都
羽
二
重
拍
子
扇
』が
描
か
れ
、
一
中
節
を
さ
ら
っ
て
い
る
情
景
で
あ
る
。
禿
が
耳
元
で
何
か
さ
さ
や
い
て
お
り
、
贔
屓
の
客
が
来

た
こ
と
で
も
知
ら
せ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？
一
中
節
の
稽
古
本
『
都
羽
二
重
拍
子
扇
』
が
描
き
込
ま
れ
た
絵
は
、
他
に
も
複
数
が
存
在
す

る
。
初
代
菅
野
序
遊（
山
彦
新
次
郎
）は
文
政
六
年
十
二
月
十
二
日（（
一
八
二
四
年
一
月
十
三
日
）に
亡
く
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
絵
は
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存
命
中
に
開
板
さ
れ
て
い
る
。
絵
か
ら
は
、
菅
野
序
遊

（
山
彦
新
次
郎
）が
高
級
遊
女（
花
魁
）た
ち
に
一
中
節
の

三
味
線
を
教
え
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
外
題
に

『
都
羽
二
重
拍
子
逢
妓
』
と
あ
り
芝
居
を
コ
マ
絵
に
取
り

入
れ
た
絵
も
（【
図
六
】）、
菅
野
序
遊
が
存
命
中
の
文
政

六
年（
一
八
二
三
）の
開
板
で
あ
る
。丸
海
老
屋
の「
陸
奥
」

を
描
き
、
コ
マ
絵
に
同
年
正
月
の
市
村
座「
八
重
霞
曽
我

組
絲
」に
お
け
る
七
代
目
団
十
郎
の
五
郎
、甚
六
の
鬼
王
、

半
四
郎
の
月
小
夜
を
描
い
た
と
思
わ
れ
る
絵
で
あ
る
。

他
に
、
扇
屋
の「
照
鳰
」に「
鞘
当
て
」を
コ
マ
絵
と
し
て

配
し
た
絵
も
あ
る
。

　

そ
の
他
の
絵
は
殆
ど
歿
後
の
開
板
で
あ
る
。
文
政
七

～
八
年（
一
八
二
四
～
一
八
二
五
）に
開
板
の
揃
い
物「
拍

子
逢
妓
」
は
特
異
的
で
あ
る
。
こ
の
揃
い
物
で
は
、『
都

羽
二
重
拍
子
扇
』
の
冒
頭
に
あ
る
十
段
の
曲
名
を
、【
図

七
】の「
夕
が
す
み
」の
よ
う
に
内
題
と
し
て
書
き
込
み
、

当
時
の
高
級
遊
女
を
描
い
て
い
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
、

存
在
し
て
よ
い
筈
の
「
小
春
髪
結
」
が
未
見
で
あ
り
九
枚

【図五】溪斎英泉筆『吉原要事廓の
四季志』の七月に描かれた扇屋の筆
頭「花扇」。文政六年（1823）。蔦屋
重三郎板。日本浮世絵博物館蔵。

【図六】 溪斎英泉筆『都羽二重拍子
逢妓』「丸海老屋内陸奥」　文政六年

（1823）　版元不明　画像提供森宮古
美術。
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が
確
認
で
き
て
い
る
。
因
み
に
こ
の
十
曲
は
菅
野
庁
遊
が
作
っ

た
曲
、
あ
る
い
は
古
く
か
ら
あ
る
曲
に
手
を
入
れ
た
も
の
と
さ

れ
て
い
る
。
一
中
節
が
江
戸
時
代
ほ
ど
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
で
な
く

な
っ
た
現
代
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
絵
が
一
中
節
を
描
く
絵
で

あ
る
と
見
分
け
る
こ
と
は
、
浮
世
絵
関
係
者
で
も
困
難
に
な
っ

て
い
る
。

　

初
代
菅
野
序
遊
が
亡
く
な
っ
た
後
に
開
板
さ
れ
た
絵
に

お
い
て
、
声
曲
が
描
き
込
ま
れ
た
他
の
例
と
し
て
、
文
政

八
年
（
一
八
二
五
）
春
に
仮
宅
か
ら
戻
っ
た
こ
と
を
宣
伝
す
る
た
め
に
企

画
さ
れ
た
、
五
十
五
枚
の
大
き
な
揃
い
物
「
契
情
道
中
双

見
立
て
よ
し

は
ら
五
十
三
つ
ひ
」
と
、
八
枚
構
成
の
「
吉
原
八
景
」（
文
政
十
～
十
一
年

（
一
八
二
七
～
一
八
二
八
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
本
橋
と
京
を
含

む
五
十
五
の
宿
場
に
、
当
時
の
高
級
遊
女
を
一
人
ず
つ
配
し
た
揃
い
物
で

あ
る
。

　

三
島
宿
の
姿
海
老
屋
内「
七
人
」の
膝
元
に
も『
都
羽
二
重
拍
子
扇
』が
描

き
込
ま
れ
て
い
る
。
神
奈
川
宿
の
鶴
屋
内
「
雲
井
」
と
藤
枝
宿
の
尾
張
屋
内

「
喜
長
」
に
は
箏
が
描
か
れ
て
い
る
。
掛
川
、
袋
井
お
よ
び
見
附
の
三
つ
の

宿
場
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
倉
田
屋
の
振
袖
新
造
「
文
山
」
が
弾
す
る
箏
、
花

【図七】溪斎英泉筆『拍子逢妓』
「夕がすみ」．文政七年（1824）
春から文政八年春．近江屋平
八板 . 日本浮世絵博物館蔵．

【図八】 溪斎英泉筆　「契情道中双ろ
く（女偏に録のつくり）」 見立よしは
ら五十三つゐ 掛川，倉田屋内「文山」
部分．蔦屋吉蔵板．文政八年 1825）．
日本浮世絵博物館蔵．



― 162 ―

【図九】溪斎英泉筆「吉原八景」
堅田の落雁 姿海老屋内「七人」 
蔦屋吉蔵板　文政十～十一年

（1827 ～ 1828）　ウィーン美術
史美術館蔵。

【図一〇Ａ】 歌川國貞筆『三曲美人合』西村屋与八板　地歌箏曲における三
曲合奏とは異なる構成である。日本浮世絵博物館蔵。

【図一〇Ｂ】描き込まれた
「和久良婆」の正本。

【図一一】「和久良婆」の
正本　国会図書館蔵
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魁「
ゑ
に
し
」の
胡
弓
、
お
よ
び
芸
者「
佐
多
」の
三
味
線
が
描
か
れ
、
こ
の
三
枚
を
並
べ
る
と「
三
曲
図
」と
な
る
。「
文
山
」が
弾
く
箏
に
は
、

青
色
の
拍
子
の
横
本
が
描
き
込
ま
れ
て
お
り
、『
琴
曲
鈔
』と
推
測
さ
れ
る（【
図
八
】）。
因
み
に
、「
文
山
」の
着
物
と
箏
、ま
た
、芸
者「
佐
多
」

の
着
物
に
は
姉
女
郎「
ゑ
に
し
」の
定
紋「
三
つ
柏
」が
描
か
れ
て
い
る
。
姉
女
郎「
ゑ
に
し
」が
こ
の
二
人
を
妹
女
郎
と
し
て
面
倒
を
見
て
い

る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

　

文
政
十
年（
一
八
二
七
）あ
る
い
は
文
政
十
一
年
に
開
板
さ
れ
た
八
枚
の
揃
い
物「
吉
原
八
景
」の「
堅
田
の
落
雁
」姿
海
老
屋
内「
七
人
」

（【
図
九
】）に
は
、
一
中
節
の
稽
古
本
が
描
き
込
ま
れ
、「
賤
は
た
帯
」の
丁
が
開
か
れ
て
い
る
。
他
の
本
の
表
紙
に
は「
夕
霞
」お
よ
び「
吉

原
八
景
」の
文
字
が
見
え
る
。い
ず
れ
も
、『
都
羽
二
重
拍
子
扇
』の
冒
頭
に
あ
る
十
段
で
あ
り
、初
代
菅
野
序
遊
が
作
っ
た
も
の
、あ
る
い
は
、

手
を
入
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

　

三
曲
合
せ
と
し
て
描
か
れ
た
絵
を
見
て
み
よ
う
。【
図
一
〇
Ａ
】は
歌
川
國
貞
筆「
三
曲
美
人
合
」で
あ
る
。
箏
曲
の
分
野
で
は
三
曲
合
奏

と
は
、
箏
、
三
味
線
、
胡
弓
に
よ
る
合
奏
を
意
味
す
る
。
こ
の
絵
で
は
箏そ

う

に
代
わ
っ
て
琴
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
胡
弓
に
代
わ
っ
て

一ひ
と

節よ

切ぎ
り

に
も
な
っ
て
い
る（
立
っ
て
い
る
遊
女
が
手
に
し
て
い
る
）。
楽
器
が
三
種
類
と
い
う
意
味
で
三
曲
と
称
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

注
目
す
べ
き
は
右
端
の
絵
に
描
き
込
ま
れ
た
、
河
東
節
と
一
中
節
の
掛
け
合
い「
和
久
良
婆
」の
正
本（【
図
一
〇
Ｂ
】） 

で
あ
る
。「
和
久

良
婆
」を
描
く
の
で
あ
れ
ば
、
三
曲
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
こ
の
曲
は
松
羅（
の
ち
都
一
閑
斎
）の
作
で
あ
り
、
十
寸
見
蘭
爾
が
文
政
七
年

（
一
八
二
四
）に
十
寸
見
蘭
洲
を
襲
名
し
た
際
の
お
披
露
目
の
浄
瑠
璃
と
さ
れ
て
い
る
。
河
東
節
と
一
中
節
の
双
方
の
手
付
を
、
山
彦
文
次

郎
（
二
代
目
菅
野
序
遊
）
が
行
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
河
東
節
の
パ
ー
ト
は
十
寸
見
蘭
洲
が
浄
瑠
璃
を
語
り
、
三
弦
は
山
彦
文
次
郎
、
一

中
節
の
パ
ー
ト
は
浄
瑠
璃
を
都
千
中
、
三
弦
を
菅
野
忠
次
郎
が
担
当
し
た
。
こ
の
曲
の
成
立
を
『
十
寸
見
編
年
集
』（
36
）
で
は
文
政
五
年

（
一
八
二
二
）と
し
て
い
る
が
、
文
政
七
年
の
市
村
座
の
顔
見
世
番
付
の
記
載
内
容
か
ら
、
文
政
七
年
で
あ
る
。

　

こ
の
曲
に
は
酒
井
抱
一
作
の
河
東
節「
汐
汲
里
の
小
車
」と
同
様
に
、
謡
曲「
松
風
」に
由
来
し
て
中
納
言
在
原
行
平
、
松
風
お
よ
び
村
雨
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が
登
場
し
、『
古
今
集
』に
あ
る
行
平
の「
立
ち
わ
か
れ
い
な
ば
の
山
の
峰
に
生
ふ
る
ま
つ
と
し
聞
か
ば
今
か
へ
り
こ
む
」が
引
用
さ
れ
て
い

る
。
国
会
図
書
館
に
あ
る「
和
久
良
婆
」の
正
本
の
詞
章
の
部
分
を【
図
一
一
】に
示
す
。
筆
耕
は
山
彦
文
次
郎
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
上
品

な
曲
が
現
在
は
廃
曲
と
な
っ
て
お
り
、
鑑
賞
で
き
な
い
の
が
は
な
は
だ
残
念
な
こ
と
で
あ
る
。
復
曲
を
期
待
し
た
い
。

　

こ
の
他
に
も
三
曲
合
せ
の
絵
が
あ
る
。
溪
斎
英
泉
筆「
浮
世
美
人
見
立
三
曲
」で
は
、
三
味
線
、
箏
お
よ
び
胡
弓
の
三
曲
と
な
っ
て
お
り
、

『
都
羽
二
重
拍
子
扇
』お
よ
び『
琴
曲
鈔
』と
思
わ
れ
る
青
色
の
横
本
が
描
き
込
ま
れ
て
い
る
。
演
奏
さ
れ
て
い
る
曲
名
は
不
明
で
あ
る
。

二
―
四 　

パ
ト
ロ
ン
は
誰
か

　

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
十
点
以
上
の
絵
に
一
中
節
の
稽
古
本『
都
羽
二
重
拍
子
扇
』が
登
場
し
、
一
中
節
の
曲
名
を
内
題
に
す

る
絵
も
存
在
す
る
。
さ
ら
に
箏
曲
も
登
場
し
箏
も
登
場
す
る
。
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
に
一
中
節
、
さ
ら
に
は
箏
曲
に
関
わ
る
絵
が
特
異
的
に

多
い
の
だ
ろ
う
か
。
内
容
か
ら
し
て
、
沢
山
の
絵
が
売
れ
る
ほ
ど
の
市
場
性
は
な
い
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
所
謂
、

入
銀
に
よ
っ
て
私
家
版
的
に
開
板
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
で
は
、
こ
の
背
後
に
い
る
パ
ト
ロ
ン
は
誰
な
の
か
と
い
う
問
い
が
立
つ
。

　

ヒ
ン
ト
は
仮
名
垣
魯
文
に
よ
る「
津
国
屋
藤
兵
衛
」に
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
本
の
原
題
は「
再い

ま

き
来
紀
文ぶ

ん

廓
く
る
わ
の

花は
な
み
ち街

」で
あ
り（
37
）、
魯

文
は
二
代
目
津
藤
、
す
な
わ
ち
、
放
蕩
し
て
散
財
し
た
こ
と
で
有
名
な
粋
人
細さ

い

木き

香こ
う

以い

の
父
で
あ
る
、
山
城
河
岸
の
豪
商
細
木
藤
次
郎（
俳

号
仙せ

ん

塢う

）
に
つ
い
て
詳
し
く
書
い
て
い
る
。
山
城
河
岸
に
あ
っ
た
津
国
屋
の
初
代
伊
兵
衛
は
質
実
剛
健
で
正
直
堅
固
、
学
問
好
き
で
、
花

街
に
は
関
心
の
な
い
真
面
目
な
人
で
あ
り
、
主
家
の
養
子
と
な
っ
て
、
店
を
大
き
く
し
大
名
貸
し
な
ど
も
行
っ
た
豪
商
で
あ
っ
た
。

　

長
男
藤
次
郎
は
、
父
の
残
し
た
身
代
を
継
ぐ
と
同
時
に
和
漢
の
書
を
読
み
、
俳
諧
を
能
く
し
、
為
永
春
水
と
親
し
く
な
り
、
春
水
を
伴
っ

て
深
川
に
遊
び
、
梅
本
、
尾
花
、
花
屋
、
山
本
な
ど
に
登
楼
し
、
後
の
桜
川
善
孝
、
鳥
羽
屋
小
三
次
、
十
寸
見
和
十
、
講
談
師
乾
坤
坊
良
斎
、

葵
岡
北
溪
、
尾
の
丸
小
兼
、
薮
医
竹
内
、
按
摩
喜
斎
な
ど
の
取
り
巻
き
を
連
れ
て
、
吉
原
、
品
川
、
内
藤
新
宿
の
娼
家
に
遊
ん
だ
。
さ
ら
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遊里における音曲の受容に関する東西比較

に
、
中
村
、
市
村
、
森
田
座
の
三
芝
居
の
見
物
ご
と
に
名
題
の
役
者
を
茶
屋
に
呼
び
酌
を
さ
せ
、
芸
者
に
あ
て
る
祝
儀
す
ら
も
、
奉
書
紙

に
水
引
を
か
け
結
び
、
大
三
方
に
う
ず
高
く
盛
り
上
げ
て
そ
の
場
に
出
す
な
ど
、
体
裁
は
い
つ
も
派
手
に
見
え
、
全
盛
遊
び
の
大
尽
客
で

あ
っ
た
。
贔
屓
の
春
水
は『
梅
暦
』の
な
か
で
千
葉
の
藤
兵
衛
、す
な
わ
ち
千
藤
と
し
て
津
の
國
屋
藤
次
郎（
津
藤
）の
名
前
を
世
に
広
め
た
。

　

一
方
、
本
業
で
は
前
田
、
上
杉
、
浅
野
な
ど
の
へ
の
大
名
貸
に
転
じ
、
利
益
を
大
き
く
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
息
子
藤
兵
衛（
細

木
香
以
）の
時
代
に
な
る
と
、放
蕩
を
尽
く
し
、家
業
を
破
産
さ
せ
て
し
ま
う
。
こ
の
二
代
目
の
藤
次
郎
で
あ
る
が
、魯
文
の
文
に
よ
れ
ば
、

　

天
保
十
二
年
の
頃
竹
川
町
三
村
氏（
鳥
羽
屋
）の
姉
を
嫁
り
て
後
妻
と
す
、
同
時
妾
宅
を
山
王
町（
今
京
橋
区
日
吉
町
と
改
称
）に
新
築

し
、
此
家
に
至
る
の
日
は
例
の
幇
間（
と
り
ま
き
）多
く
集
ひ
、
狂
歌
俳
諧
の
画
賛
を
合
せ
、
一
中
節
河
東
節
の
音
曲
を
催
し
、
葵
岡

北
溪
斎
の
席
画
千
種
庵
二
世
勝
田
諸
持
（
初
号
青
雲
亭
傍
ら
一
中
節
に
都
一
閑
斎
の
名
あ
り
、
後
に
一
派
の
譜
節
を
立
て
宇
治
太
夫

紫
文
と
号
す
、
近
世
宇
治
節
の
鼻
祖
）
が
判
者
に
て
、
狂
歌
の
当
座
を
詠
ず
る
こ
と
あ
り
、
或
夜
は
又
乾
坤
坊
良
斎
が
怪
談
の
講
座

を
開
き
自
他
一
席
の
耳
を
傾
け
、
男
子
之
助
と
父
子
隻
び
て
快
楽
を
同
じ
く
せ
り
、
… 

中
略 

… 

営
業
の
暇
間
に
は
近
傍
内
山
町
な

る
盲
者
百
島
勾
当
が
家
に
赴
き
例
の
一
閑
斎
な
ど
内
招
き
一
中
節
の
声
曲
に
浩
然
の
気
を
養
う
の
み
に
て
、
花
奢
放
逸
に
流
る
遊
戯

は
こ
と
ご
と
く
一
洗
せ
り

と
あ
る
。

　

津
國
屋
藤
次
郎
は『
津
廼
国
名
所
図
会
』と
い
う
小
冊
子
を
作
り
、
幇
間
や
芸
人
な
ど
の
取
り
巻
き
二
十
五
人
を
山
や
川
、
さ
ら
に
寺
社

仏
閣
に
見
立
て
て
人
物
評
を
記
し
、
北
斎
の
弟
子
魚
屋
北
溪
に
挿
絵
を
書
か
せ
木
版
本
と
し
て
摺
ら
せ
、
私
家
版
と
し
て
配
布
し
た
。
仲

間
う
ち
で
な
い
と
理
解
で
き
な
い
よ
う
な
、
ハ
イ
・
コ
ン
テ
ク
ス
ト
な
内
容
に
な
っ
て
い
る
。【
図
一
二
】に『
津
廼
国
名
所
図
会
』に
お
け
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る「
山
彦
明
神 

文
二
楼
」の
部
分
を
示
す
。
山
彦
文
次
郎（
二

代
目
菅
野
序
遊
）
が
山
彦
明
神
と
い
う
、
な
か
ば
神
格
化
さ

れ
た
よ
う
な
扱
い
で
書
か
れ
、
河
東
節
お
よ
び
一
中
節
の
双

方
を
よ
く
し
て
い
た
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
文
次
郎
も

多
能
な
人
で
、俳
諧
、茶
、篆
刻
、書
を
こ
な
す
人
で
あ
っ
た
。

『
津
廼
国
名
所
図
会
』の
開
板
は
天
保
十
一
年（
一
八
四
〇
）春

で
あ
る
。
文
次
郎
は
天
保
十
二
年
正
月
十
日
（
一
八
四
一
年

二
月
一
日
）
に
数
え
歳
五
十
六
歳
で
亡
く
な
っ
て
い
る
の
で
、

亡
く
な
る
一
年
前
の
開
板
で
あ
っ
た
。

　

魯
文
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
山
彦
文
次
郎
や
勝
田
諸
持（
都
一
閑
斎
、
後
の
宇
治
紫
文
）な
ど
の
河
東
節
や
一
中
節
の
芸
能
者
、
百
島

勾
当
、
為
永
春
水
、
葵
岡
北
溪（
魚
屋
北
溪
）な
ど
、
大
勢
の
取
り
巻
き
が
津
國
屋
藤
次
郎
の
周
り
に
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
百
島

勾
当
は
盲
人
で
あ
り
、
そ
の
家
を
稽
古
場
に
し
て
藤
次
郎
は
初
代
序
遊
か
ら
一
中
節
の
三
味
線
を
習
い
、
藤
次
郎
の
妾
し
ず（
菅
野
し
ず
）

は
山
田
流
の
箏
を
勾
当
か
ら
学
ん
だ
と
い
う
。
魯
文
の
文
章
か
ら
は
、
津
國
屋
藤
次
郎
は
芝
居
に
も
通
じ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
【
図
五
】か
ら【
図
一
〇
】に
示
す
よ
う
に
、
多
く
の
一
中
節
に
関
わ
る
絵
が
文
政
六
年（
一
八
二
三
）の
山
彦
新
次
郎（
初
代
菅
野
序
遊
）の

歿
後
に
開
板
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
特
に
、
都
一
閑
斎
の
作
で
文
次
郎
が
手
附
け
を
し
た「
和
久
良
婆
」の
三
曲
図（【
図
一
〇
】）が
存
在
す
る

こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
れ
ら
、
一
連
の
一
中
節
お
よ
び
箏
曲
に
関
わ
る
絵
は
、
山
彦
文
次
郎
（
二
代
目
菅
野
序
遊
）
と
の
係
わ
り
の
中
で
、

津
國
屋
藤
次
郎
を
パ
ト
ロ
ン
と
し
て
開
板
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
上
方
の
箏
曲
の
作

詞
に
お
い
て
も
丹
波
屋
七
兵
衛
、
三
井
次
郎
右
衛
門
が
関
与
し
た
よ
う
に
、
文
芸
活
動
に
は
パ
ト
ロ
ン
の
支
援
が
欠
か
せ
な
い
こ
と
が
理

【図一二】 『津廼国名所図会』山
彦明神　文二楼．国会図書館蔵．
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遊里における音曲の受容に関する東西比較

解
で
き
る
。

　　

一
中
節
に
お
け
る
都
、
菅
野
、
宇
治
の
三
派
の
関
係
に
つ
い
て
少
し
触
れ
て
お
こ
う
。『
一
中
譜
史
』（
37
）
に
お
い
て
四
代
目
菅
野
序
遊

（
六
代
目
桐
屋
五
兵
衛
の
息
子
）が
語
る
に
は
、
二
代
目
菅
野
序
遊
が
亡
く
な
っ
た
後
、
二
代
目
に
は
子
が
無
か
っ
た
の
で
妹
の
子
幾
三
郎

が
養
子
と
し
て
三
代
目
を
継
承
す
る
が
才
能
の
面
で
問
題
が
あ
っ
た
。
文
次
郎
と
親
し
か
っ
た
浅
草
材
木
町
の
千
種
庵
勝
田
諸
持
（
権
左

衛
門
）が
後
継
者
と
し
て
名
乗
を
上
げ
る
。
前
出
の
津
国
屋
藤
次
郎（
細
木
仙
塢
）が
催
す
狂
歌
の
会
の
判
者
と
し
て
し
ば
し
ば
招
か
れ
て

い
た
の
が
縁
で
、
藤
次
郎
が
好
む
一
中
節
に
触
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
浄
瑠
璃
を
五
代
目
都
一
中
に
学
び「
一
閑
斎
」を
称
し
、
三

味
線
は
初
代
菅
野
序
遊（
山
彦
新
次
郎
）に
学
び
腕
前
を
上
げ
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
、
初
代
の
妻
理
恵
が
反
対
し
た
。
一
閑
斎
が
宇
治

派
を
新
た
に
起
こ
し
宇
治
紫
文
と
な
っ
た
際
に
は
、
吉
原
の
大
籬
玉
屋
山
三
郎
や
序
遊
の
家
で
あ
る
六
代
目
桐
屋
五
兵
衛
、
津
藤
三
代
目

細
木
香
以
、
幇
間
朝
顔
吟
平
が
奔
走
し
た
と
あ
る
。
宇
治
派
一
中
節
創
立
の
お
披
露
目
の
会
は
嘉
永
二
年（
一
八
四
九
）八
月
十
五
に
、
湯

島
天
満
宮
境
内
の
松
金
亭
で
催
さ
れ
、
お
披
露
目
の
曲
は
、
宇
治
一
中
節
、
河
東
節
お
よ
び
山
田
流
箏
曲
の
掛
合
い
に
よ
る『
月
の
筵（
月

見
酒
）』で
あ
っ
た
。

　
　
　
　

三　

ま
と
め

・ 

遊
里
に
お
け
る
音
曲
の
受
容
に
関
す
る
東
西
比
較
を
行
っ
た
。

・ 

十
八
世
紀
に
盛
ん
に
創
作
さ
れ
た「
端
歌
」は
、
大
坂
の
峰
崎
勾
当
の
出
現
に
よ
っ
て
芸
術
的
作
品
と
し
て
完
成
し
た
。

・ 

江
戸
で
は
山
田
検
校
斗
養
一
が
山
田
流
の
箏
曲
を
盛
ん
に
し
た
。
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・ 

遊
里
に
お
い
て
音
曲
を
担
い
教
授
し
た
の
は
，上
方
で
は
盲
人
の
組
織「
当
道
」に
属
す
る
検
校
で
あ
り
、江
戸
で
は
吉
原
の「
男
芸
者
」

で
あ
っ
た
。

・ 
サ
ロ
ン
と
し
て
の
遊
里
の
芸
を
支
え
た
の
は
，
上
方
で
は
丹
波
屋
七
兵
衛
や
三
井
次
郎
右
衛
門
な
ど
，
江
戸
で
は
津
国
屋
藤
次
郎
の

よ
う
な
豪
商
で
あ
っ
た
。

・ 

江
戸
で
は
パ
ト
ロ
ン
の
支
援
に
よ
り
，
一
中
節
な
ど
の
音
曲
を
扱
う
浮
世
絵
が
板
行
さ
れ
た
。

　
謝
辞

　

津
国
屋
藤
次
郎
（
細
木
仙
塢
）
に
つ
い
て
ご
教
示
頂
い
た
、
実
践
女
子
大
学
佐
藤
悟
教
授
に
謝
意
を
表
す
る
。
本
研
究
の
一
部
は
、

二
〇
一
九
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究B 19H

01231

「
江
戸
後
期
の
文
化
・
芸
能
に
お
け
る
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
ュ
構
造
の
解
明
―

吉
原
を
中
心
に
」に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

（
注
）

（
１
） 

江
戸
期
に
出
版
さ
れ
て
い
た
地
歌
の
歌
詞
を
集
め
た
歌
詞
集
で
あ
る「
歌
本
」や「
楽
譜
」に
は『
歌
曲
時
習
考
』、『
絃
曲
大
榛
抄
』、『
琴
曲
浜
の

真
砂
』
等
の
冠
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
琴
」
と
「
箏
」
は
本
来
別
々
の
楽
器
で
あ
る
が
、
江
戸
期
以
降
こ
の
漢
字
は
混
用
が
認
め
ら
れ
、

本
稿
で
扱
う「
箏
曲
」も
上
述
の「
琴
曲
」も
ど
ち
ら
も
今
日
の「
地
歌
箏
曲
」を
さ
し
て
用
い
ら
れ
た
。

（
２
） 「
曲
種
」と
い
う
用
語
に
つ
い
て
野
川（
二
〇
〇
六
）は「『
曲
種
』と
は
、
膨
大
な
レ
パ
ー
ト
リ
を
、
詞
章
や
旋
律
な
ど
の
特
徴
に
基
づ
い
て
整
理

す
る
た
め
の
分
類
体
系
」で
、「
地
歌
に
お
い
て
は
、
分
類
の
種
類
が
多
様
で
あ
る
点
、
研
究
的
な
立
場
と
い
う
よ
り
は
、
地
歌
を
伝
承
す
る
人
々

自
身
に
よ
っ
て
積
極
的
に
使
わ
れ
て
き
た
点
に
特
徴
が
あ
る
」と
述
べ
て
い
る
。（
野
川
美
穂
子「
曲
種
分
類
か
ら
見
た
地
歌
研
究
史（
四
・
日
本

を
め
ぐ
る
論
考
、
徳
丸
吉
彦
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
）」お
茶
の
水
音
楽
論
集 
特
別
号
、 

三
〇
一-

三
一
六
頁（
二
〇
〇
六
年
）。

（
３
） 『
松
の
葉
』（
秀
松
軒
編
の
江
戸
初
期
に
成
立
し
た
歌
謡
書
。
五
巻
か
ら
な
る
近
世
前
期
に
お
け
る
上
方
の
三
味
線
歌
謡
を
集
成
し
た
最
初
の
書
。

元
禄
一
六（
一
七
〇
三
）年
京
都
・
井
筒
屋
庄
兵
衛
／
万
治
屋
治
兵
衛
刊
行
。）等
に
み
ら
れ
る
。
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（
４
） 

地
歌
に
お
け
る
曲
種
の
生
成
に
関
す
る
研
究
は
野
川
美
穂
子『
地
歌
に
お
け
る
の
生
成
』（
第
一
書
房
）（
二
〇
〇
六
年
）に
詳
し
い
。

（
５
） 

地
歌
の
流
儀
に
は「
野
川
流
」と「
柳
川
流
」が
あ
り
、「
野
川
流
」で
は
創
作
さ
れ
た
三
十
二
曲
全
曲
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
。

（
６
） 「
テ
レ
ン
ト
ン
」「
ト
テ
ン
テ
ン
」は
い
ず
れ
も「
口
三
味
線
」。「
テ
レ
ン
ト
ン
」は
第
三
弦
を「
も
ろ
撥
」で
弾
き（
テ
レ
ン
）次
に
第
二
弦
の
解
放

弦
を
弾
く（
ト
ン
）を
表
し
、「
ト
テ
ン
テ
ン
」は
第
一
弦
の
解
放
弦
を
一
度
弾
き（
ト
）続
け
て
第
二
の
解
放
弦
を
二
度
続
け
て
弾
く（
テ
ン
テ
ン
）

こ
と
を
意
味
す
る
。

（
７
） 

佐
山
検
校
は
江
戸
で
活
躍
し
た
人
物
で
、
死
後
に
発
刊
さ
れ
た
歌
本『
松
の
葉
』に
は
十
二
曲
が
佐
山
検
校
作
曲
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
８
） 

少
な
く
と
も
江
戸
時
代
ま
で
は
規
範
と
さ
れ
た
。

（
９
） 『
歌
系
図
』は
、
天
明
二（
一
七
八
二
）年
に
流
石
庵
羽
積（
？
～
文
化
九
）に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
、
地
歌
四
七
〇
余
曲
の
作
詞
・
作
曲
者
名
を
ま

と
め
た
書
。
歌
詞
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。『
国
書
人
名
辞
典
』に
は「
古
銭
蒐
集
家〔
生
没
〕生
没
年
未
詳
。
天
明
・
寛
政（1781-1801

）頃
の
人
。

〔
名
号
〕川
村
と
も
。
名
、
羽
積
。
号
、
流
石
庵
。〔
経
歴
〕大
阪
の
人
。
古
銭
を
蒐
集
研
究
し
、
ま
た
俳
諧
に
も
長
じ
た
」（
市
古
貞
次
他
編『
国

書
人
名
辞
典　

第
一
巻　

あ-
か
』岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
）と
あ
る
。
翻
刻
は「『
歌
系
図
』（
翻
刻
・
注
解
），
高
野
辰
之
編『
日
本
歌
謡
集
成
』

第
八
巻
，
東
京
堂
，（
昭
和
十
七
年
）」に
依
っ
た
。

（
10
） 

加
藤
康
昭『
日
本
盲
人
社
会
史
研
究
』未
来
社
、（
一
九
七
四
年
）。

（
11
） 

梅
田
千
尋「
近
世
京
都
惣
検
校
職
屋
敷
の
構
造
」世
界
人
権
問
題
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要 

十
三
号
、
九
九-

一
一
六
頁（
二
〇
〇
八
年
）。

（
12
） 「
繁
太
夫
物
」の
よ
う
に
、
曲
種
を「
〇
〇
物
」と
分
類
す
る
歌
本
も
あ
る
。
現
在
は「
長
歌
物
」や「
端
歌
物
」と
呼
ぶ
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

（
13
） 

平
野
健
次「
Ⅲ
大
阪
端
歌
の
改
革
」『
大
阪
の
作
曲
家
』CBS

ソ
ニ
ー
レ
コ
ー
ド
解
説
、
七
頁（
一
九
七
四
年
）。

（
14
） 

耳
見
斎
眼
徳
が
天
明
五
年（
一
七
八
五
）に
刊
行
し
た『
三
味
線
問
答
』巻
之
一
の
五
−
六
丁
に
記
述
が
見
ら
れ
る
。
三
味
線
好
の
俳
号
三
去（
世

話
に
い
ふ
遊
屋
、
遊
び
人
）を
主
人
公
と
し
た
上
方
滑
稽
本
。
三
去
を
主
人
公
に
、
京
の
音
曲
好
き
の
生
活
や
風
俗
を
う
が
っ
て
描
写
し
つ
つ
、

三
味
線
の
曲
名
尽
し
や
歌
謡
の
一
節
、
藝
談
等
を
交
え
た
内
容
。
翻
刻
は
、
一
九
七
〇
年
刊
行（
野
間
光
辰
監
修『
上
方
滑
稽
本
集　

近
世
文
芸

叢
刊
四
』般
庵
野
間
光
辰
先
生
華
甲
記
念
会
）。

（
15
） 

丹
波
屋
七
兵
衛
は
端
歌《
縁
の
綱
》（
十
八
世
紀
末
峰
崎
勾
当
作
曲
）、
三
井
次
郎
右
衛
門
高
英
は《
手
事
物《
園
の
秋
》（
十
九
世
紀
中
頃
菊
岡
検

校
作
曲
）の
作
詞
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

（
16
） 

加
藤
康
昭『
日
本
盲
人
社
会
史
研
究
』未
来
社
、
二
九
二
頁
、
一
九
七
四
年
。

（
17
） 

前
出（
13
） 

七
頁
。
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（
18
） 

前
出（
13
） 

八
頁
。

（
19
） 

山
田
検
校
斗
養
一
が
創
始
し
た
。
山
田
流
箏
曲
は
、
河
東
節
、
一
中
節
な
ど
当
時
江
戸
で
流
行
の
歌
浄
瑠
璃
を
取
り
入
れ
、
そ
れ
ま
で
の
八
橋

流
や
生
田
流
箏
曲
と
は
異
な
る
新
様
式
の
歌
曲
で
、「
江
戸
歌
」を
箏
と
三
味
線
用
い
て
演
奏
す
る
音
楽
で
あ
る
。
能
や
源
氏
物
語
等
の
王
朝
文

学
を
主
題
と
し
た
作
品
が
多
く
格
調
高
い
音
楽
で
あ
る
。
箏
が
主
で
三
絃
は
従
属
的
で
あ
り
、
曲
中
で
奏
者
が
歌
い
分
け
を
行
う
他
、
箏
曲
以

外
の
浄
瑠
璃
と
の「
掛
け
合
い
」を
行
う
作
品
も
あ
る
。
か
つ
て
は
四
絃
胡
弓
を
加
え
た「
三
曲
合
奏
」が
行
わ
れ
て
い
た
。
明
治
以
降
は
婦
女
子

へ
の
稽
古
で
は
遊
里
に
通
じ
る「
三
絃（
＝
三
味
線
）」を
教
え
る
の
は
不
適
切
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
時
期
も
あ
っ
た
と
い
う
。

（
20
） 『
吾
嬬
箏
譜
』（
文
化
六
年
）『
増
訂
撫
箏
雅
譜
集
』（
嘉
永
六
年
）『
八
葉
集
』（
大
正
十
五
年
）
に
所
収
。
三
十
六
曲
あ
る
が
、
伝
承
が
絶
え
た

曲
も
あ
る
。
な
お
、『
吾
嬬
箏
譜
』は
以
降
文
政
七
年
再
版
、
天
保
十
年
改
版
等
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。

（
21
） 

前
出（
16
） 

二
九
二
頁
。

（
22
） 

久
保
田
敏
子
編『
地
歌
箏
曲
研
究
』京
都
市
立
芸
術
大
学
日
本
伝
統
音
楽
研
究
セ
ン
タ
ー
、
四
〇
頁（
二
〇
一
一
年
）。

（
23
） 

津
田
道
子（『
京
都
の
響
き　

柳
川
三
味
線
』京
都
當
道
会
、
二
九
二
ペ
ー
ジ
、（
一
九
九
八
年
）に「
祇
園
街
の
地
歌
の
師
匠
を
し
て
い
た
」と
の

記
述
が
あ
る
。
祇
園
街
は
現
在
も
舞
妓
・
芸
妓
の
た
め
の
教
育
施
設
と
し
て「
八
坂
女
紅
場
学
園
」が
あ
り
、
地
歌
を
は
じ
め
と
し
た
教
育
が
行

わ
れ
て
い
る
。
そ
の
起
源
は
明
治
六
年
に
設
立
さ
れ
た「
下
京
区
第
十
五
区
婦
女
職
工
引
立
会
社
」で
あ
る
が
、
中
井（
守
山
）検
校
が
い
つ
の
時

点
か
ら
師
匠
を
行
な
っ
て
い
た
か
は
不
明
。

（
24
） 

式
亭
三
馬『
浮
世
風
呂
』（
中
村
通
夫
校
注
）、
日
本
古
典
文
学
大
系
63
、
岩
波
書
店
、
三
二
四-

三
二
八
頁（
昭
和
三
十
二
年
）。

（
25
） 

田
川
屋
駐
春
亭『
閑
談
数
刻
』、『
随
筆
百
花
苑
』第
十
二
巻
に
収
録
、
中
央
公
論
者
、
二
三
二
頁（
昭
和
五
十
九
年
）。

（
26
） 「
大
名
屋
敷
の
京
伝
」
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
王
立
美
術
歴
史
博
物
館
蔵
。『
喜
多
川
歌
麿
展
図
録 

解
説
編
』， 

千
葉
市
美
術
館 

九
六-

九
七
頁

（
一
九
九
五
年
）。

（
27
） 

川
尻
蕙
洲『
十
寸
見
編
年
集
』、
三
田
村
鳶
魚
編『
未
完
随
筆
百
種
』第
十
巻
に
収
録
，
中
央
公
論
社
、
二
三
二
頁（
昭
和
五
十
二
年
）。

（
28
） 

樋
口
素
童「
一
中
譜
史
」近
世
文
芸
研
究
叢
書
，
第
二
期
芸
能
篇 

三
十
五 
邦
楽
三, 

株
ク
レ
ス
出
版
、
三
六
頁（
一
九
九
八
年
）。

（
29
） 

前
出（
25
）二
八
一
頁
。

（
30
） 

伊
原
敏
郎『
歌
舞
伎
年
表
』第
三
巻
、
岩
波
書
店
、
五
九
頁（
昭
和
三
十
三
年
）。

（
31
） 

岸
辺
成
雄
、
近
藤
由
喜
子
、
岸
部
百
代「
山
田
検
校
の
生
涯
と
事
蹟
」、『
東
洋
音
楽
研
究
』第
二
六
・
二
七
号
、
一- 

六
頁（
一
九
六
九
年
）。

（
32
） 

町
田
博
三
編『
江
戸
時
代
音
楽
通
解
』近
世
文
芸
研
究
叢
書
、
第
二
期
芸
能
篇 

三
十
五　

邦
楽
三
、
株
ク
レ
ス
出
版
、
七
六
頁（
一
九
九
八
年
）。
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（
33
） 

前
出 （
26
）二
八
三
頁
。

（
34
） 
野
川
美
穂
子「
伝
え
る
と
い
う
こ
と
」、亀
山
香
能 

演
奏CD

『
時
を
紡
い
で
』解
説
、財
団
法
人
日
本
伝
統
文
化
振
興
財
団
、五
頁（
二
〇
〇
五
年
）。

（
35
） 
前
原
恵
美
『「
吉
原
細
見
」
に
見
ら
れ
る
男
芸
者
一
覧
（
稿
）』
平
成
二
五
～
二
八
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究 C

，
課
題
番
号
：

25370123

）「
江
戸
～
昭
和
期
の
常
磐
津
演
奏
家
に
関
す
る
基
盤
研
究
」平
成
二
九
年
三
月
．
前
原
恵
美『「
吉
原
細
見
」に
見
ら
れ
る
男
芸
者
一

覧
（
稿
）』
平
成
二
五
～
二
八
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究C

，
課
題
番
号
：25370123

）「
江
戸
～
昭
和
期
の
常
磐
津
演
奏
家
に
関
す

る
基
盤
研
究
」平
成
二
九
年
三
月
。

（
36
） 

前
出 （
27
）二
八
六
頁
。

（
37
） 

仮
名
垣
魯
文「
津
国
屋
藤
兵
衛
」原
題
は「
再い

ま

き
来
紀
文ぶ

ん

廓
く
る
わ
の

花は
な
み
ち街

」、『
近
世
実
録
全
書
』坪
内
逍
遥
鑑
選
、
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一-

四
八
頁（
昭

和
四
年
）。

参
照
文
献

（
1
） 

平
野
健
次『
箏
曲
地
歌
体
系
・
解
説
』ビ
ク
タ
ー
音
楽
産
業
株
式
会
社
、
一
九
八
七
年
。

（
2
） 

平
野
健
次
・
久
保
田
敏
子
「
寛
延
以
降
地
歌
唄
本
総
合
索
引
」『
日
本
音
楽
と
そ
の
周
辺
』
吉
川
英
史
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
、
音
楽
之
友
社

（
一
九
七
三
年
）。）

（
3
） 

久
保
田
敏
子「
視
覚
障
害
者
の
福
祉
と
音
楽 - 
音
楽
社
会
学
的
考
察- 

」龍
谷
大
學
論
集　

三
九
五
号
、
一
一
九-

一
三
六
頁（
一
九
七
一
年
）。

（
4
） 

平
野
健
次「
上
方
の
端
歌｣

『
箏
曲
と
地
歌
』東
洋
音
楽
選
書
三
、
音
楽
之
友
社
、（
九
六
七
年
）。

（
5
） 

藤
田
徳
太
郎 

校
註
、
秀
松
軒
編『
松
の
葉
』岩
波
書
店
、（
一
九
三
一
年
）。

（
6
） 

西
尾
文
庫
蔵
書
「
三
味
線
問
答
」『
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
／
古
典
籍
書
誌
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
』https://trc-deac.trc.co.jp/W

J11F0/W
JJS0

7U
/2321315100/2321315100100010/m

p01620900

（
最
終
閲
覧
日
：
二
〇
二
二
年
十
二
月
二
十
二
日
）

（
静
岡
大
学
教
育
学
領
域
音
楽
教
育
系
統　

長
谷
川　

慎
）

（
文
芸
資
料
研
究
所
客
員
研
究
員　

日
比
谷　

孟
俊
）



― 5 ―

【
図

二
A

】 姿
海

老
屋

楼
上

之
圖

 七
里

が
二

代
目

姿
野

を
襲

名
し

た
際

の
絵

で
あ

る
。「

七
人

」
に

よ
る

山
田

流
の

十
三

弦
筑

紫
琴

、「
姿

野
」

に
よ

る
江

戸
四

弦
胡

弓
、お

よ
び

「
す

が
そ

の
」

に
よ

る
三

味
線

が
描

か
れ

て
い

る
。「

姿
野

」
の

前
に

は
一

中
節

の
稽

古
本

『
都

羽
二

重
拍

子
扇

』（
黄

色
）、

お
よ

び
箏

曲
の

稽
古

本
『

琴
曲

鈔
』

と
推

測
さ

れ
る

青
色

の
横

本
が

描
き

込
ま

れ
て

い
る

。
沢

山
の

豪
華

な
贈

り
物

が
描

か
れ

、
贔

屓
に

よ
る

入
銀

が
想

定
さ

れ
る

絵
で

あ
る

。
溪

斎
英

泉
筆

 蔦
屋

吉
蔵

板
 文

政
11

年（
1828）

千
葉

市
美

術
館

蔵
。
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【図五】溪斎英泉筆『吉原要事廓の四季志』の七月に描かれた扇屋の筆頭「花
扇」。膝元に一中節の稽古本『都羽二重拍子扇』が描かれている。文政六年（1823）
蔦屋重三郎板 日本浮世絵博物館蔵
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