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第
一
部
「
宴
を
彩
る
座
敷
う
た
」

出演者

蟹江尾八

（　　　）

蟹江しほ蟹江礼子

蟹江尾馨蟹江尾乃玉蟹江尾花 蟹江尾風蟹江尾葵

内田るり千鶴 野村祐子望月左登貴美沢田順二

小島範子

〔るり千鶴会〕内田千鶴静　内田千鶴芙由

（唄・三味線）（唄・三味線）（箏）（立方）（笛） （鳴物）

（三味線） （唄・三味線）（三味線）（三味線）（三味線） （ナレーション）

　
端
唄
は
、
か
つ
て
民
謡
や
端
唄
が
俗
曲
と
呼
ば
れ
て
い
た
頃
か
ら
、
人
々

に
と
っ
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
日
本
の
音
楽
と
し
て
培
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

　
曲
名
は
知
ら
な
く
て
も
、
ど
こ
か
で
聞
い
た
よ
う
な
懐
か
し
さ
、
そ
し
て

粋
と
情
け
、
ま
た
風
刺
を
題
材
と
し
た
曲
な
ど
、
人
々
に
親
し
ま
れ
て
き
ま

し
た
。
酒
宴
で
は
欠
か
せ
な
い
役
目
を
担
う
、
我
が
国
の
民
俗
音
楽
の
ひ
と

つ
で
す
。

　
今
回
の
舞
台
で
は
、
日
本
伝
統
楽
器
の
三
味
線
、
箏
、
笛
、
鳴
物
と
、
日

本
舞
踊
に
よ
る
お
座
敷
音
楽
の
数
々
を
お
届
け
い
た
し
ま
す
。

　
私
は
、
か
ね
て
よ
り
お
座
敷
民
謡
や
端
唄
俗
曲
を
愛
好
し
て
き
ま
し
た

が
、
女
性
の
声
の
高
さ
に
適
し
た
三
味
線
伴
奏
は
、
自
分
に
と
っ
て
は
無
理

な
発
声
で
歌
う
こ
と
と
な
り
、
三
味
線
の
高
さ
を
下
げ
れ
ば
い
い
音
が
得
ら

れ
な
い
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
に
陥
り
苦
労
し
て
き
ま
し
た
。

　
そ
こ
で
こ
の
度
、
第
二
部
で
は
三
味
線
を
短
く
改
良
し
、
男
性
伴
奏
に
適

し
た
音
の
高
さ
の
伴
奏
で
演
奏
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　
ま
た
こ
れ
を
期
に
、
端
唄
俗
曲
集
の
二
巻
を
三
味
線
譜
と
解
説
付
き
で
、

発
刊
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
演
奏
家
の
方
だ
け
で
な
く
、
愛
聴
家
の
皆

さ
ん
に
も
解
説
を
見
な
が
ら
端
唄
を
楽
し
み
、
尚
一
層
興
味
を
深
め
て
い
た

だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

民謡 端唄
蟹江流家元
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第
一
部
「
宴
を
彩
る
座
敷
う
た
」

◇ 
第
一
場
　
伊
勢
古
市
の
賑
わ
い

伊
勢
音
頭
（
三
重
県
）

伊
勢
音
頭
は
現
在
、「
お
木き

ひ曳
き
木き

や遣
り
の
【
伊
勢
音
頭
】」、「
さ
わ
ぎ
唄
の
【
正
調
伊
勢
音

頭
】」、「
道
中
唄（
別
れ
の
唄
）の【
道
中
伊
勢
音
頭
】」に
分
類
さ
れ
る
。

「
伊
勢
音
頭
」
は
、
伊
勢
神
宮
の
二
十
年
ご
と
に
行
わ
れ
る
式し
き
ね
ん
せ
ん
ぐ
う

年
遷
宮
の
御
神
木
の
お
木
曳

作
業
に
歌
わ
れ
始
め
、
後
に
古ふ
る
い
ち市
や
川
崎
の
遊ゆ
う
り里
に
入
り
、
名
古
屋
で
変
遷
を
遂
げ
土
地
の

唄
と
な
っ
た
。

「
正
調
伊
勢
音
頭
」に
つ
い
て
は
、
文
政
年
間（
一
八
二
〇
年
頃
）の
お
伊
勢
参
り
の
全
盛
期

に
は
参
拝
者
が
年
間
三
五
〇
万
人
押
し
寄
せ
た
記
録
が
あ
り
、
地
元
の
古
市
、
川
崎
の
繁
栄

振
り
は
想
像
で
き
る
。
古
市
で
は
備
前
屋
、
油
屋
、
杉
本
屋
、
扇
屋
な
ど
有
名
な
妓ぎ

楼ろ
う

が
あ

り「
さ
わ
ぎ
唄
」と
し
て
生
ま
れ
た
唄
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

「
道
中
伊
勢
音
頭
」
は
、
元
々
妓
楼
で
賑
や
か
な
踊
り
唄
と
し
て
歌
わ
れ
た
も
の
ら
し
く
、

「
別
れ
の
唄
」
は
道
中
唄
が
口
説
化
し
た
曲
で
あ
る
。
歌
詞
に
あ
る
六
軒
茶
屋
は
昔
松
坂
の

入
り
口
あ
た
り
に
あ
っ
た
茶
屋
の
こ
と
で
あ
る
。

◇ 

第
二
場
　
江
戸
の
さ
わ
ぎ
唄

か
っ
ぽ
れ
（
俗
曲
）

願が
ん
に
ん
ぼ
う
ず

人
坊
主
の
豊ほ
う
ね
ん
さ
い

年
斎
梅う
め
ぼ
う
ず

坊
主
が
、
巨
万
の
富
を
得
た
「
紀き
の
く
に
や

国
屋
文ぶ
ん
ざ
え
も
ん

左
衛
門
」
の
真
似
を
し

て
、
白
い
着
付
け
に
、
浅あ
さ
ぎ
い
ろ

葱
色
の
投な
げ
ず
き
ん

頭
巾
、
赤
い
鼻
緒
の
つ
っ
か
け
草
履
の
扮
装
で
、
一
団

と
な
り
万ま
ん
ど
う燈
を
か
つ
ぎ「
吉
原
」で
踊
っ
た
こ
と
が
流
行
の
始
ま
り
。
明
治
十（
一
八
七
七
）年

の
頃
で
あ
る
。

天
保
年
間
（
一
八
四
〇
年
頃
）
に
江
戸
で
住
吉
踊
り
が
禁
じ
ら
れ
た
際
、
同
時
期
に
流
行
っ

て
い
た
紀
伊
の
民
謡「
鳥
羽
節
」を
取
り
入
れ
て
、
新
た
な
踊
り「
か
っ
ぽ
れ
」が
誕
生
し
た
と

い
う
。「
鳥
羽
節
」で
は「
私
し
ゃ
お
前
に　

か
っ
惚
れ
た
」と
い
う
囃は
や
し
こ
と
ば

子
詞
が
あ
り
、
こ
の「
か

っ
惚ぽ

れ
た
」か
ら「
か
っ
ぽ
れ
」の
フ
レ
ー
ズ
が
生
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

国
に
広
ま
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
記
述
は
、
民
謡
研
究
家
の
「
服
部
鋭
夫
」
先
生
か
ら
聞
い
た
話
と
同
じ
で
、
蟹
江

尾
八
著「
愛
知
県
民
謡
集
」の「
名
古
屋
甚
句
」の
解
説
の
証
明
と
な
っ
た
。

明
治
時
代
、
名
古
屋
の
大
須
、
広
小
路
、
さ
ら
に
伏
見
や
堀
川
沿
い
の
繁
華
街
、
南
桑
名

町
の「
千
歳
座
」、
南
伏
見
の「
音
羽
座
」、
杉
ノ
町
の「
朝
日
座
」、
幅
下
橋
詰
町
の「
笑
福
座
」、

竪
代
官
町
の
「
京
桝
座
」
な
ど
、
芝
居
小
屋
が
並
び
立
ち
、
他
に
小
さ
な
寄
席
が
ひ
し
め
き
合

っ
て
い
た
。「
源
氏
芝
居
」
の
興
行
は
年
間
に
東
京
で
七
十
回
程
度
、
名
古
屋
へ
帰
り
四
十
回

近
く
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
帰
り
の
道
中
の
町
々
で
も
行
わ
れ
、
そ
の
繁
忙
は
今
で
は
考
え
ら

れ
な
い
こ
と
だ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
ほ
ど
流
行
し
た
「
源
氏
節
女
芝
居
」
の
衰
退
に
は
ど
の
よ

う
な
問
題
が
あ
っ
た
か
は
推
測
し
か
な
い
。

な
ぜ
「
名
古
屋
甚
句
」
が
多
く
の
人
々
の
心
を
掴
ん
だ
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
歌
詞
を
歌
っ

て
い
た
の
か
と
、
ま
す
ま
す
興
味
を
ひ
く
。
今
回
の
舞
台
で
は
古
書
か
ら
見
つ
け
た
「
東
下

り
」「
桑
名
船
」を
お
聞
き
い
た
だ
き
ま
す
。

大
津
絵
節
　
梅
忠
（
端
唄
）

大
津
絵
節
の
最
大
の
特
徴
は
、
旋
律
や
音
階
が
著
し
く
変
化
す
る
こ
と
に
あ
る
。
陽よ
う

旋せ
ん

法ぽ
う

の
旋
律
か
ら
陰い
ん

旋せ
ん

法ぽ
う

の
旋
律
に
変
化
す
る
の
は
序
の
口
で
、
同
主
調
の
中
で
の
転
調
だ
け
で

な
く
、
二
度
、
四
度
、
五
度
の
転
調
を
実
に
無
造
作
に
や
っ
て
の
け
ら
れ
、
少
し
も
不
自
然

で
な
く
、
よ
り
新
鮮
な
魅
力
を
感
じ
る
。
ま
た
不
思
議
な
こ
と
に
、
三
味
線
が
陽
旋
法
で
、

唄
が
陰
旋
法
で
そ
の
逆
も
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
い
る
。

江
戸
後
期
の
文
化
文
政
時
代
（
一
八
〇
四
〜
三
〇
年
）
に
大
い
に
も
て
は
や
さ
れ
た
日
本
の

代
表
的
な
音
お
ん
ぎ
ょ
く曲
で
、
民
謡
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
、
各
地
で
そ
の
地
の
民
謡
が
生
ま
れ
て

い
る
。

こ
の
唄
は
、
江
戸
時
代
の
浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
の
作
者
「
近ち

か
ま
つ松

門も
ん
ざ
え
も
ん

左
衛
門
」
の
浄
瑠
璃
「
冥
土

の
飛
脚
」を
題
材
と
し
た
曲
。
物
語
は
、
大
坂
の
淡あ
わ
じ路
町ま
ち

の
飛
脚
宿
亀
屋
の
養
子
忠ち
ゅ
う
べ
え

兵
衛
は
、

新
町
の
遊
女
梅う
め

川が
わ

と
馴
染
み
と
な
り
、
男
の
意
地
か
ら
公
金
の
四
十
両
の
封
印
を
切
っ
て
身

請
け
を
し
た
。
そ
の
後
二
人
は
忠
兵
衛
の
故
郷
の
大や
ま
と和
新に
の
く
ち
む
ら

口
村
へ
逃
げ
る
が
捕
ら
え
ら
れ
る

と
い
う
、
人
気
の
演
目
で
あ
る
。
宝
永
六
（
一
七
〇
九
）
年
に
お
き
た
事
件
を
も
と
に
し
た
も

奴や
っ
こさ
ん
（
俗
曲
）

幕
末
の
頃
（
一
八
六
〇
年
頃
）、
願が
ん
に
ん
ぼ
う
ず

人
坊
主
に
よ
っ
て
広
め
ら
れ
た
俗
曲
。
当
時
は
伊
勢
音

頭
な
ど
と
組
み
合
わ
せ
て
歌
わ
れ
て
い
た
が
、
明
治
に
入
っ
て
「
奴
さ
ん
」
と
し
て
独
立
し
流

行
を
呼
び
、
男
踊
り
、
女
踊
り
の
振
り
が
付
き
、
盛
ん
に
演
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

梅
は
咲
い
た
か
（
端
唄
）

歌
詞
も
節
も
そ
つ
が
な
く
万
人
に
好
ま
れ
た
名
曲
で
、
浮
き
浮
き
し
た
そ
の
曲
節
は
、
自

然
と
手
振
り
身
振
り
を
誘
う
。
花
の
吉
原
で
は「
道み
ち
ゆ
き
う
た

行
唄
」と
し
て
宴
席
で
よ
く
歌
わ
れ
た
。 

三
下
り
さ
わ
ぎ
（
俗
曲
）

江
戸
の
郭く
る
わの
中
に
限
り
歌
わ
れ
て
い
た
唄
。「
吉
原
さ
わ
ぎ
」
と
も
呼
ば
れ
、
昔
は
他
の
花

街
で
は
歌
わ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
歌
舞
伎
の
中
に
お
い
て
廓
な
ど
の
賑
や
か
さ
を

表
現
す
る「
下げ

ざ座
音
楽
」と
し
て
も
使
わ
れ
た
曲
で
あ
る
。

そ
の
調
子
は
、
本
調
子
と
二
上
り
の
雰
囲
気
を
兼
備
し
、
三
下
り
が
持
つ
粋
と
、
奏
法
上

の
有
利
さ
と
が
結
び
つ
き
、
旋
律
的
に
は「
陰い
ん
せ
ん
ぽ
う

旋
法
」と「
陽よ
う
せ
ん
ぽ
う

旋
法
」が
微
妙
に
組
み
込
ま
れ
て

い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。

◇ 

第
三
場
　
民
謡
と
端
唄
の
繋
が
り

名
古
屋
甚
句
と
源
氏
節
（
愛
知
県
）

浄
瑠
璃
作
家「
木
村
茂
」著
書
の「
よ
み
が
え
る
源
氏
節
」を
最
近
貰
い
受
け
、
今
ま
で
浅
い

知
識
だ
っ
た
が
、「
源
氏
節
」
が
い
か
に
人
々
の
娯
楽
に
溶
け
込
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
が
理

解
出
来
き
た
。

「
説せ
っ
き
ょ
う
ぶ
し

経
節
」と「
新し
ん
な
い
ぶ
し

内
節
」か
ら
生
ま
れ
た「
源
氏
節
」は
、「
娘
芝
居
」と
も「
娘
手
踊
り
」と
も

言
わ
れ
、
明
治
時
代
初
期
に
名
古
屋
枇び

わ杷
島じ
ま

あ
た
り
が
発
生
の
人
形
芝
居
で
歌
わ
れ
、
哀
愁

に
満
ち
て
い
て
大
衆
を
酔
わ
せ
た
。
そ
の
幕
間
に
「
岡
本
美
代
治
」
と
い
う
美
声
の
女
弟
子
が

歌
う「
名
古
屋
甚
句
」が
大
受
け
し
、
全
国
的
に
人
気
を
得
た
こ
と
か
ら「
名
古
屋
甚
句
」が
全

の
で
、
歌
舞
伎
で
は「
恋こ

い
の
た
よ
り

飛
脚
大や
ま
と和
往お
う
ら
い来
」と
し
て
上
演
さ
れ
た
。

菊
と
桔
梗
（
山
形
県
）　

山
形
県
の
民
謡
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
こ
の
曲
は
、
文
久
の
頃
（
一
八
六
一
〜
六
四
年
）
寒さ

河が

江え

に
住
ん
で
い
た
鶴
沢
政
の
市
が
、
上
方
の
最
上
紅
の
買
い
付
け
に
来
た
商
人
か
ら
習
い

覚
え
た
と
言
わ
れ
、
後
に
祝
儀
の
席
で
歌
わ
れ
る
祝
唄
に
な
っ
た
。

「
菊
と
桔
梗
」は「
い
よ
ふ
し
系
」と
言
わ
れ
る
唄
で
、
幕
末
期
に
全
国
的
に
広
ま
っ
た
流
行

歌
。
町ま
ち

田だ

佳か

聲
し
ょ
う

氏
の
説
で
は
、
原
調
は
文
化
十
二
（
一
八
一
五
）
年
、
江
戸
の
中
村
座
で
上

演
さ
れ
た
長
唄「
天あ
ま

下ぐ
だ

る
傾け
い

城せ
い

」の
中
に
挿
入
さ
れ
た「
稲
穂
拾
い
て
雁
が
音
二
つ
・
・
・
」の

部
分
の
旋
律
で
、
こ
の
歌
詞
は
文
政
五（
一
八
二
二
）年
刊
行
の
端
唄
集「
浮
か
れ
草
」に
あ
る

「
宮
参
り
」
と
い
う
唄
の
替
唄
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
い
出
し
、
こ
の
端
唄
が

原
調
で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
。

こ
の
唄
が
各
地
の
里
唄
と
し
て
残
さ
れ
て
お
り
、
は
っ
き
り
「
い
よ
ふ
し
」
と
分
か
る
曲
も

あ
れ
ば
、
何
と
な
く
匂
い
を
感
じ
る
曲
も
あ
る
。
代
表
的
な
曲
は
「
伊
予
節
松
山
名
所
（
愛
媛

県
松
山
市
）」、「
花
は
上
野
（
東
京
都
上
野
）」、「
稲
穂
拾
い
て
（
天
下
る
傾
城
）」、「
奥
州
街

道
（
福
島
県
福
島
市
）」、「
宝
船
（
秋
田
県
由
利
）」、「
巡
礼
お
つ
る
（
徳
島
県
鳴
門
市
）」
な
ど

が
あ
る
。

◇ 

第
四
場
　
蟹
江
尾
八
の
創
作
端
唄

名
古
屋
さ
わ
ぎ
（
蟹
江
尾
八
／
採
譜
・
編
曲
）

こ
の
唄
は
も
と
も
と
「
名
楽
園
小
唄
」
と
し
て
作
ら
れ
た
お
座
敷
唄
で
あ
る
。
渡わ
た
な
べ辺
綱つ
な

雄お

／

作
詞
、
杵き
ね

屋や

喜き

鶴つ
る

／
作
曲
、
杵
屋
六
信
／
唄
、
西に
し
か
わ川
鯉こ
い
さ
ぶ
ろ
う

三
郎
／
振
付
で
Ｓ
Ｐ
レ
コ
ー
ド
化
さ

れ
た
も
の
か
ら
、
蟹
江
尾
八
が
歌
詞
を
読
み
取
り
三
味
線
の
手
を
付
け
復
元
し
た
。

大
正
十
二（
一
九
二
三
）年
に
大
須
に
あ
っ
た「
旭
遊
郭
」を
中
村
に
移
転
し「
中
村
遊
廓
」と

し
て
開
業
。
建
築
物
も
堂
々
た
る
大た
い
か廈
高こ
う
ろ
う楼
と
な
り
、
一
切
の
設
備
も
完
備
し
て
一
大
遊
廓

と
な
っ
た
。
貸
座
敷
は
百
三
十
九
軒
あ
り
、
娼し
ょ
う
ぎ妓
は
千
六
百
五
十
人
、
当
時
の
敷
地
は
三
万

坪
超
で
、
あ
の
吉
原
を
凌
駕
す
る
広
さ
だ
っ
た
。
戦
後
「
中
村
遊
郭
」
か
ら
名
を
変
え
て
「
名
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楽
園
」
と
し
、
大
門
、
こ
と
ぶ
き
、
賑
町
、
羽
衣
町
、
日
吉
の
五
つ
の
通
り
に
戦
火
を
免
れ

た
青せ
い

楼ろ
う

が
八
十
八
軒
、
娼
妓
は
八
百
四
十
三
人
。
国
宝
的
な
妓ぎ

楼ろ
う「
四
海
波
」
を
は
じ
め
、
稲

本
、
一
徳
、
豊
稲
な
ど
堂
々
た
る
家
並
が
続
い
て
い
た
。
当
時
の
花
柳
界
の
発
展
が
名
古
屋

文
化
の
盛
隆
の
一
辺
を
築
い
た
。

那
古
野
の
秋
（
蟹
江
尾
八
／
作
曲
・
補
作
詞
）

こ
の
唄
は
、
江
戸
時
代
名
古
屋
三
大
祭
り
と
い
わ
れ
た
「
若わ
か
み
や
ま
つ
り

宮
祭
」
を
歌
っ
た
曲
で
、
他
に

は
「
丸
之
内
天て
ん
の
う
ま
つ
り

王
祭
」、「
東
と
う
し
ょ
う
ぐ
う
ま
つ
り

照
宮
祭
」
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
山
車
が
登
場
し
名
古
屋
城
本
町

通
り
を
中
心
に
行
わ
れ
て
い
た
。

若
宮
祭
は
権
現
様
か
ら
若
宮
ま
で
の
祭
礼
行
列
が
お
こ
な
わ
れ
、
山
車
に
は「
左
甚
五
郎
」

の
ね
む
り
猫
、
オ
ラ
ン
ダ
羅
紗
の
水
引
な
ど
が
見
ど
こ
ろ
で
大
い
に
賑
わ
い
を
見
せ
た
。
こ

の
歌
詞
の
一
部
は
、
当
時
流
行
っ
た
「
十と
お
か
え
び
す

日
戎
」
の
替
唄
で
歌
わ
れ
て
い
た
も
の
を
、
平
成

二
十
三（
二
〇
一
一
）年
、
蟹
江
尾
八
が
補
作
し
曲
を
つ
け
た
。

第
二
部
「
端
唄
で
綴
る
う
た
は
旅
人
」

◇ 

蟹
江
尾
八
の
弾
き
語
り

梅
に
も
春
（
端
唄
）

若わ
か

水み
ず

汲く

み
、
鳥と
り

追お
い

、
遠と
お

音ね

神か
ぐ
ら楽
な
ど
江
戸
の
正
月
風
景
を
描
き
な
が
ら
、
花
街
の
女
性
の

心
情
を
歌
っ
た
、
端
唄
を
代
表
す
る
唄
で
あ
る
。

「
井
戸
車
」は
、
井
戸
の
上
に
車
を
釣
り
、
網
を
下
げ
、
そ
の
両
端
に
釣
瓶
を
つ
け
た
も
の
。

「
鳥
追
」
は
、
江
戸
時
代
の
年
初
め
に
女
太
夫
が
三
味
線
を
弾
き
、
祝
い
唄
を
歌
っ
て
戸
口

に
立
ち
、
銭
を
乞
う
た
女
性
を
い
う
。「
辻
占
」は
、
小
さ
な
巻
紙
に
吉
凶
を
書
い
た
も
の
で
、

吉
原
で
売
ら
れ
て
い
た
。

作
詞
作
曲
は
高た
か
は
し
お
う
し
ゅ
う

橋
桜
洲
。
明
治
時
代
の
浄
瑠
璃
太
夫
で
江
戸
浄
瑠
璃
の
一
派
江
戸
節
の
名

手
と
言
わ
れ
た
。

夕
暮
　
船
に
船
頭
入
り
（
端
唄
）

端
唄
の
代
表
曲
と
し
て
有
名
で
あ
る
が
、
安
政
四（
一
八
五
七
）年
の「
花は

哇う
た

一ひ
と

夕よ

話が
た
り」歌う
た

沢ざ
わ

能の
う

六ろ
く

斉さ
い

著
／
最
初
歌
舞
伎
狂
言
「
鏡か
が
み
や
ま山」
岩
藤
の
場
の
下
座
に
使
わ
れ
た
上
方
唄
と
記
さ
れ
、

元
は「
上
方
端
唄
」で
、
後
に「
江
戸
端
唄
」と
し
て
洗
練
さ
れ
た
曲
調
に
な
っ
た
。

元
唄
は「
あ
れ
鳥
が
な
く
鳥
の
名
も
、
都
と
い
ふ
字
が
あ
る
わ
い
な
」で
あ
っ
た「
待ま
つ

乳ち

山や
ま

」

は
隅
田
川
の
左
岸
に
あ
っ
て
、
古
く
は
松
山
と
の
由
で
あ
る
。

二
上
り
新
内
（
端
唄
）

「
新
内
」
の
よ
う
に
哀
調
を
帯
び
た
曲
節
を
二
上
り
調
子
の
三
味
線
で
歌
う
。「
浄
瑠
璃
と

し
て
の
新
内
」
は
本
調
子
が
基
調
な
の
に
対
し
、
こ
の
唄
は
「
二
上
り
で
弾
く
新
内
風
」
と
し

て
こ
の
名
が
付
け
ら
れ
た
。
文
政
六
（
一
八
二
三
）
年
頃
、
名
古
屋
で
流
行
し
た
と
伝
え
ら
れ

て
い
る
。

紅
葉
の
橋
（
端
唄
）

秋
風
が
立
染
め
る
頃
、
江
戸
っ
子
は
向む
こ
う
じ
ま島
の
百ひ
ゃ
っ
か花
園え
ん

で
の
七
草
見
を
楽
し
み
、
ま
た
い
ろ

い
ろ
な
所
で
虫
の
音
を
味
わ
う「
虫
聞
き
」が
風
流
人
士
の
中
で
流
行
っ
て
い
た
。

秋
と
言
え
ば
紅
葉
、
江
戸
で
紅
葉
の
名
所
は
下
谷
の「
正し
ょ
う
と
う
じ

燈
寺
」と
品
川
の「
海か
い

晏あ
ん

寺じ

」で
、

正
燈
寺
の
そ
ば
に
は「
吉
原
」、
海
晏
寺
の
そ
ば
に
は「
品
川
遊
郭
」が
あ
り
、
い
う
ま
で
も
な

く
紅
葉
狩
り
は
、
廓
通
い
の
「
だ
し
」
に
使
わ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
そ
の
中
で
武
士
か
ら
町
人

ま
で
、
吉
原
は
天
下
御
免
の
社
交
場
、
遊
び
が
芸
を
生
み
、
文
化
を
育
み
、
江
戸
っ
子
は
洒

落
と
粋
に
命
を
か
け
、
遊
び
は
粋
に
と
決
め
、
風
流
を
愛
す
る
江
戸
庶
民
に
持
て
囃
さ
れ
た

端
唄
で
あ
る
。

明
治
十
二
（
一
八
七
九
）
年
の
こ
と
、
ア
メ
リ
カ
の
南
北
戦
争
で
北
軍
の
最
高
司
令
官
と
し

て
活
躍
し
、
勝
利
を
呼
込
ん
だ
名
将
で
、
そ
の
後
第
十
八
代
ア
メ
リ
カ
大
統
領
と
な
っ
た「
グ

ラ
ン
ト
将
軍
（
一
八
二
二
〜
八
五
年
）」
が
、
大
統
領
辞
任
後
の
外
遊
で
日
本
を
訪
れ
た
折
、

芸
妓
に
よ
り
端
唄「
紅
葉
の
橋
」の
総
踊
り
が
披
露
さ
れ
、
襦じ
ゅ

袢ば
ん

の
袖
を「
星
条
旗
」で
染
め
抜

い
た
片
袖
に
感
激
し
た
と
い
う
逸
話
が
残
っ
て
い
る
。　

春
雨
（
端
唄
）

春
宵
の
情
景
を
詠
い
、
梅
と
鶯
う
ぐ
い
すを
男
女
に
見
立
て
、
派
手
の
中
に
上
方
風
の
し
っ
と
り
と

し
た
味
わ
い
を
持
っ
た
端
唄
の
代
表
曲
。
作
者
は
弘
化
三
（
一
八
四
六
）
年
、
柴し
ば

田た

花は
な

守も
り

が
引

田
屋
に
て
作
ら
れ
た
と
い
わ
れ
、
丸
山
遊
女
の
「
お
か
つ
」
が
節
を
つ
け
た
と
言
わ
れ
て
い

る
。　

香
に
迷
う
（
端
唄
）

江
戸
時
代
、
弘
化（
一
八
四
四
〜
四
八
）か
ら
安
政（
一
八
五
四
〜
六
〇
）に
か
け
て「
春
雨
」

と
と
も
に
流
行
し
た
。
後
に「
下
座（
手
品
の
合
方
）」と
し
て
使
わ
れ
た
。
新
春
の
華
や
か
さ

の
中
に
、
し
っ
と
り
と
し
た
味
が
あ
り
、
歌
意
は
梅
と
鶯
、
懸け

想そ
う

文ぶ
み

と
薄は
く

氷ひ
ょ
う、
さ
ら
に
百も
も

夜よ

通が
よ

い
「
雪
に
思
い
の
深
草
の
」
の
素
材
を
綴
り
合
わ
せ
な
が
ら
、
男
女
の
情
を
濃
厚
に
描
い
て

い
る
。

本
来
は「
御
所
車
」と
い
う
上
方
端
唄
が
江
戸
端
唄
と
な
り「
香
に
迷
う
」と
曲
名
を
変
え
て

い
る
。
懸
想
文
と
は
、江
戸
時
代
、正
月
に
烏え

ぼ

し
帽
子
姿
で
懸
想
文
売
り
が
売
り
歩
い
た「
お
札
」

で
あ
る
。
も
と
は
花
の
枝
に
つ
け
た
艶え
ん

書し
ょ

で
あ
っ
た
が
、
後
に
細
い
畳
紙
の
中
に
洗
米
を
二

〜
三
粒
入
れ
、
男
女
の
良
縁
を
得
る
縁
起
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

紀
伊
の
国
（
端
唄
）

歌
い
出
し
は「
神
お
ろ
し
」の
祈
祷
文
の
一
節
か
ら
取
り
入
れ
、「
玉た
ま

姫ひ
め

」「
三み

囲め
ぐ
り」「
合ご
う

力り
き

」

「
袖そ
で

摺す
り

」「
真ま
っ

崎さ
き

」「
九く

郎ろ

助す
け

」
の
吉
原
界
隈
の
各
稲
荷
を
綴
り
合
せ
、
狐
の
嫁
入
り
の
様
子

を
巧
み
に
詠
い
上
げ
た
名
曲
で
、
幕
末
の
こ
ろ
作
ら
れ
た
。
作
者
は
不
詳
。

京
の
四
季
（
端
唄
）

文
久（
一
八
六
二
〜
六
四
）の
頃
、
祇
園
で
遊
ん
で
い
た
儒
教
の
学
者 

中な
か

島じ
ま

棕そ
う

隠い
ん

の
作
詞
で

あ
る
。
京
都
祇
園
を
中
心
に
、
東
山
や
圓ま
る

山や
ま

の
風
物
詩
を
詠
い
込
み
、
優
雅
な
曲
想
で
京
都

の
代
表
的
な
曲
で
あ
る
。
中
島
棕
隠
は
江
戸
時
代
後
期
の
儒
学
者
・
漢
詩
人
・
狂
詩
作
家
で

あ
る
。

茄
子
と
南
瓜
（
端
唄
）

江
戸
端
唄
に
は
艶
も
の
や
四
季
も
の
、
ま
た
滑
稽
な
も
の
な
ど
、
社
会
を
風
刺
し
た
曲
も

多
岐
に
わ
た
り
歌
わ
れ
た
。
こ
の
曲
は
世
間
に
よ
く
あ
る
地
主
と
借
家
人
の
も
め
事
を
面
白

お
か
し
く
表
現
し
、
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
流
行
し
た
。

綱
は
上
意
（
端
唄
）

平
安
中
期
の
武
将「
源
頼
光
」の
四
天
王
の
一
人「
渡
辺
綱
」と
、
鬼
神
と
の
す
さ
ま
じ
い
ま

で
の
格
闘
を
歌
い
上
げ
、
そ
の
重
厚
な
趣
が
一
転
し
て
、
遊
び
に
出
か
け
る
亭
主
と
、
そ
れ

を
引
き
止
め
よ
う
と
す
る
女
房
と
の
痴
話
喧
嘩
に
す
り
か
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
面
白
さ

は
、
ま
さ
に
吉
原
の
風
情
と
言
え
る
。
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