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� ●都市古謡　「お茶場唄（節）」について

都
市
古
謡 

「
お
茶
場
唄
（
節
）」
に
つ
い
て

筆
者
は
『
市
史
通
信
』
第
二
三
号
（
二
○

一
五
年
七
月
刊
）
に
「
横
浜
の
古
民
謡
」
を

掲
載
し
た
。「
横
浜
の
古
民
謡
」
は
、
現
在

の
横
浜
市
域
で
、
庶
民
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
た
、

儀
式
唄
・
祝
い
唄
、
仕
事
唄
、
娯
楽
唄
・
酒

宴
唄
、
わ
ら
べ
唄
な
ど
を
、
戦
前
か
ら
戦
後

に
か
け
て
、
幾
度
か
取
り
組
ま
れ
た
古
民
謡

調
査
や
公
演
活
動
の
記
録
か
ら
紹
介
し
た
も

の
で
あ
る
。

古
民
謡
と
は
、
基
本
的
に
つ
く
り
人
・
う

た
い
人
知
ら
ず
で
、
い
つ
か
ら
歌
わ
れ
始
め

た
か
も
わ
か
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
「
横
浜
の
古
民
謡
」
の
う
ち
、
横
浜
が

開
港
場
と
な
っ
て
都
市
化
し
て
以
降
に
誕
生

し
た
こ
と
が
明
白
な
も
の
が
あ
る
。
幕
末
～

明
治
初
期
の
英
仏
駐
屯
軍
を
歌
詞
に
織
り
込

ん
だ
「
野
毛
山
節
」
や
、
輸
出
茶
の
再
製
場

で
歌
わ
れ
た
「
お
茶
場
唄
（
お
茶
場
節
）」。

横
浜
船
渠
が
歌
詞
に
あ
る
「
波
止
場
船
頭

歌
」、
西
洋
洗
濯
屋
の
労
働
歌
「
ポ
ン
コ
ツ

節
」「
ザ
ラ
板
節
」
で
あ
る
。
ま
た
歌
わ
れ

た
場
こ
そ
厳
密
に
は
都
市
と
は
い
え
な
い
も

の
の
、
輸
出
生
糸
の
生
産
現
場
で
歌
わ
れ
た

「
糸
と
り
唄
」、
器
械
製
糸
場
で
歌
わ
れ
た

「
製
糸
場
唄
」
な
ど
も
含
め
て
お
こ
う
。
こ

こ
で
は
そ
れ
ら
を
便
宜
的
に
「
都
市
古
謡
」

と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

古
民
謡
は
、
同
じ
タ
イ
ト
ル
で
あ
っ
て
も
、

伝
承
す
る
者
に
よ
っ
て
、
う
た
（
歌
詞
）
や

ふ
し
（
メ
ロ
デ
ィ
ー
）
が
異
な
る
こ
と
が
一

般
的
で
あ
る
。
さ
き
に
挙
げ
た
都
市
古
謡
の

う
ち
例
外
的
な
の
は
、
明
治
初
期
の
娯
楽
唄

「
野
毛
山
節
」
で
あ
る
。「
野
毛
の
山
」
な
い

し
は
「
野
毛
の
山
か
ら
」
の
タ
イ
ト
ル
で
、

一
九
世
紀
中
に
は
手
風
琴
や
三
味
線
の
独
習

譜
と
し
て
普
及
し
た
こ
と
が
理
由
で
あ
る（
三

田
村
楓
陰
著
『
手
風
琴
速
成
独
習
自
在
』
明

治
二
六
年
刊
、
な
ど
）。
ま
た
「
野
毛
山
節
」

が
酒
席
な
ど
で
披
露
さ
れ
る
開
放
的
な
は
や

り
歌
、
す
な
わ
ち
「
ハ
レ
」
の
唄
で
あ
る
の

に
比
し
て
、
そ
の
他
の
都
市
古
謡
が
労
作
唄

な
ど
の
日
常
的
・
閉
鎖
的
な
「
ケ
」
の
唄
で

あ
っ
て
、
多
く
の
人
の
口
哦
に
の
ぼ
る
も
の

で
な
い
と
い
う
性
質
の
ち
が
い
が
あ
っ
た
。

文
献
資
料
上
か
ら
み
た「
お
茶
場
唄
」

戦
前
か
ら
戦
後
に
か
け
て
、
都
市
古
謡
を

伝
え
た
者
た
ち
の
数
は
多
い
と
は
い
え
ず
、

古
民
謡
の
公
演
記
録
を
み
て
も
代
表
的
な
演

者
は
一
人
か
二
人
で
あ
っ
た
。
し
か
し
「
お

茶
場
唄
」
に
関
し
て
は
、
う
た
・
ふ
し
、
と

も
に
い
く
つ
か
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
確
認

で
き
、
文
献
資
料
も
残
っ
て
い
る
。

「
お
茶
場
唄
」
あ
る
い
は
「
お
茶
場
節
」

と
呼
ば
れ
る
古
謡
は
、
横
浜
か
ら
盛
ん
に
日

本
茶
が
輸
出
さ
れ
て
い
た
一
九
世
紀
後
半
に

誕
生
し
、
明
治
三
二
（
一
八
九
九
）
年
に
全

国
最
大
の
茶
の
産
地
静
岡
県
の
清
水
港
が
開

港
し
て
、
横
浜
の
製
茶
貿
易
が
衰
微
し
た
の

ち
も
長
く
歌
い
継
が
れ
た
。

「
お
茶
場
」
と
は
、
全
国
の
産
地
か
ら
集

ま
っ
た
茶
が
、
海
上
輸
送
で
変
質
し
な
い
よ

う
、
横
浜
で
今
一
度
、
鍋
な
い
し
は
焙
じ
籠

で
加
熱
し
て
乾
燥
さ
せ
る
施
設
で
、
茶
を
輸

出
す
る
外
国
商
館
が
山
下
居
留
地

内
に
設
置
し
た
。
茶
焙
じ
は
、
国

内
の
お
茶
が
出
回
る
初
夏
か
ら
九

月
い
っ
ぱ
い
に
か
け
て
、
主
と
し

て
女
性
が
担
っ
た
季
節
労
働
で
あ

り
、
夏
季
に
加
熱
す
る
焙
じ
場
の

過
酷
さ
は
明
治
期
の
文
献
や
新
聞

な
ど
で
も
し
ば
し
ば
紹
介
さ
れ
、

近
年
歴
史
研
究
も
す
す
ん
で
い
る

（
粟
倉
大
輔
『
日
本
茶
の
近
代
史
』

二
○
一
七
年
刊
、
水
田
丞
「
外
国

人
居
留
地
に
お
け
る
茶
再
製
場
の

建
築
と
再
製
装
置
」『
日
本
建
築
学

会
計
画
系
論
文
集
』
第
六
三
九
号
、

二
○
○
九
年
五
月
刊
）。

新
聞
記
事
な
ど
を
除
け
ば
、
横

浜
新
報
社
編
『
横
浜
繁
昌
記
』（
一
九
○
三

年
刊
）
が
「
お
茶
場
」
に
つ
い
て
論
じ
た
最

も
旧
い
文
献
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
「
茶
焙

じ
」
の
冒
頭
に
は
「
毎
年
初
夏
の
候
か
ら
真

夏
へ
か
け
て
横
浜
へ
出
懸
け
た
人
は
必
ず
元

居
留
地
内
の
所
々
で
ガ
タ
リ
ガ
タ
リ
と
機
械

の
音
が
し
て
而
か
も
余
り
奇
麗
で
な
い
庫
の
、

金
網
張
つ
た
薄
暗
い
窓
の
中
か
ら
『
お
茶
場

ヤ
ッ
コ
ラ
サ
で
溜
め
た
る
金
を
、
皆
ん
な
お

前
に
い、

、り
あ
げ
た
…
…
…
』
と
云
ふ
様
な
変

つ
た
節
の
唄
の
洩
れ
て
来
る
の
を
聞
く
で
あ

ら
う
、
俗
に
お
茶
場
稼
ぎ
と
云
ふ
の
は
即
ち

是
れ
な
の
で
あ
る
」
と
あ
り
、「
お
茶
場
唄
」

と
不
即
不
離
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に

「
唄
と
し
て
は
都
々
一
か
端
唄
、
そ
れ
も
頗

ぶ
る
人
口
に
膾
炙
し
た
有
り
触
れ
た
唄
ば
か

り
で
あ
る
が
、
種
の
節
即
ち
調
が
あ
つ
て
他

の
種
類
の
者
は
謳
へ
ぬ
此
の
節
は
元
と
本
牧

辺
の
流
行
唄
か
ら
来
た
も
の
で
大
に
緩
や
か

な
処
が
拍
子
に
合
ふ
の
で
茶
焙
じ
し
な
が
ら

謳
ふ
に
は
持
つ
て
来
い
の
節
と
も
云
ふ
べ
く
、

旁
々
聞
い
て
は
さ
ま
で
面
白
い
事
は
な
い
が

以
来
数
十
年
今
に
尚
ほ
廃
ら
ず
、
金
網
の
隙

か
ら
洩
れ
て
お
茶
場
唄
の
名
を
成
し
て
居
る

の
で
あ
る
」
と
あ
り
、
本
牧
あ
た
り
の
は
や

り
唄
が
元
、
と
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
『
横

浜
繁
昌
記
』
で
は
「
お
茶
場
唄
」
の
歌
詞
は
、

先
に
記
し
た
『
お
茶
場
ヤ
ッ
コ
ラ
サ
で
溜
め

た
る
金
を
、
皆
ん
な
お
前
に
い、

、り
あ
げ
た
…

…
…
』
の
く
だ
り
だ
け
で
あ
っ
た
。

短
い
な
が
ら
も
こ
の
う
た
の
部
分
を
「
お

茶
場
唄
」
の
元
歌
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
椎

橋
善
男
「
横
浜
お
茶
場
の
唄
」（
茶
業
協
会

『
茶
』第
二
巻
四
号
、
一
九
四
一
年
七
月
号
）

が
そ
れ
で
「『
お
茶
場
、
や
つ
こ
ら
せ
で
、

た
め
た
金
、
み
ん
な
お
前
さ
ん
で
ち
ゃ

く
お茶場の光景　明治中期　横浜開港資料館所蔵
　石造り・煉瓦造りの建物、夏場に火力を用いるお茶場の環境は劣
悪・過酷であった。この作業によって茶の目方は約4分の3となった。「鍋
焙」された輸出茶は「Pan�Fired」と記された。
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む
ち
ゃ
く
ド
ッ
コ
イ
、
ヤ
レ
ヤ
レ
』
こ
れ
が

お
茶
場
唄
の
元
唄
の
か
た
ち
と
な
つ
て
ゐ
る
。

こ
の
文
句
の
通
り
若
い
娘
さ
ん
よ
り
お
女
房

さ
ん
連
中
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
」
と
あ
り
、

「
ド
ッ
コ
イ
ヤ
レ
ヤ
レ
」
の
囃
子
こ
と
ば
を

つ
け
て
紹
介
し
て
い
る
。

椎
橋
の
「
横
浜
お
茶
場
の
唄
」
に
は
、
そ

の
他
の
歌
詞
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
以
下

に
記
し
て
み
よ
う
。

①�

朝
の
三
時
か
ら
、
弁
当
箱
下
げ
て
、
お
茶

場
通
い
も
意
気
な
も
の

②�

鳴
く
な
吠
へ
る
な
泥
棒
ぢ
ゃ
な
い
よ
、
亜

米
三
通
ひ
の
、
お
茶
焙
じ

③�

野
毛
山
の
鐘
が
ゴ
ウ
ン
と
な
り
や
、
瓦
斯

燈
が
消
え
て
、
早
く
行
か
な
き
ゃ
、
釜
が

な
い

④�

開
け
て
お
く
れ
よ
門
番
さ
ん
、
け
ふ
の
天

保
を
貰
は
な
き
ゃ
う
ち
の
鍋
釜
総
休
み
、

箸
と
茶
碗
が
隠
れ
ん
ぼ
、
飯
盛
杓
子
が
隠

居
し
て
、
お
玉
杓
子
も
身
を
投
げ
た

⑤�

鬼
の
百
一
、
情
け
の
五
番
、
情
け
知
ら
ず

の
十
九
番

元
唄
に
加
え
て
、
①
～
⑤
の
歌
詞
は
、
広

く
文
献
等
で
も
紹
介
さ
れ
る
歌
詞
と
な
る
。

横
浜
第
一
の
茶
商
大
谷
嘉
兵
衛
商
店
に
勤
め
、

長
年
お
茶
場
で
の
仕
事
に
従
事
し
た
西
村
英

之
助
（
一
八
七
四
～
一
九
五
六
年
）
の
「
女

工
の
哀
歌
に
明
け
く
れ
た
─
お
茶
場
─
」

（
毎
日
新
聞
横
浜
支
局
編
『
横
浜
今
昔
』
一

九
五
七
年
刊
、
所
収
）
に
お
い
て
も
、
ほ
ぼ

同
じ
う
た
が
紹
介
さ
れ
た
。
ま
た
福
島
雄
次

郎
氏
ら
が
昭
和
四
四
（
一
九
六
九
）
年
こ
ろ
、

池
田
チ
ヨ
（
八
四
歳
）
か
ら
採
集
し
た
「
お

茶
場
節
」
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
（
神

奈
川
県
郷
土
民
謡
研
究
会
編
『
神
奈
川
ふ
る

さ
と
の
民
謡
』
一
九
九
○
年
刊
、
六
九
頁
）。

鬼
の
ミ
ミ　

仏
の
ア
ミ

情
け
知
ら
ず
の
す〔

マ

マ

〕

り
針
屋
敷

　

あ
け
て
お
く
れ
よ
門
番
さ
ん

　

今
日
の
日
当
も
ら
わ
な
き
ゃ

　

箸
と
茶
碗
が
か
く
れ
ん
ぼ

　

お
玉
杓
子
が
身
を
な
げ
る

お
茶
を
も
ん
で
る
の
に

や
れ
も
め
や
れ
も
め
と

　

ア
ラ
ヨ
ッ
ト
ー
エ

わ
た
し
ゃ
あ
ん
ま
さ
ん
の
弟
子
じ
ゃ
な
い

　

ア
ー
ヤ
レ
チ
ョ
イ
ト
チ
ョ
イ
ト

朝
の
三
時
か
ら
弁
当
箱
さ
げ
て

　

天
保
二
、
三
枚
じ
ゃ
情
け
な
い

お
茶
場
や
っ
こ
ら
せ
で
た
め
た
る
金
は

み
ん
な
あ
の
人
で
茶
々
無
茶
苦

横
浜
古
民
謡
保
存
協
会

昭
和
三
三
（
一
九
五
八
）
年
の
横
浜
開
港

百
年
祭
を
は
さ
ん
だ
前
後
の
時
期
は
、
横
浜

の
古
民
謡
の
公
開
・
保
存
に
つ
い
て
も
っ
と

も
精
力
的
に
力
が
注
が
れ
た
時
期
で
あ
る
と

い
え
る
。
そ
の
主
体
と
な
っ
た
も
の
は
、
三

二
年
八
月
に
設
立
さ
れ
た
横
浜
古
民
謡
保
存

協
会
（
会
長
半
井
清
、
副
会
長
新
堀
源
兵

衛
・
堀
内
萬
吉
）
の
活
動
で
あ
り
、
横
浜
市

教
育
委
員
会
の
支
援
の
も
と
、
三
五
年
こ
ろ

に
か
け
て
市
内
外
の
い
く
つ
か
の
公
会
施
設

で
公
演
が
も
た
れ
た
。

こ
の
横
浜
古
民
謡
保
存
協
会
の
編
集
に
な

る
『
横
浜
古
民
謡
集
・
上
』
は
、
昭
和
三
三

年
六
月
一
五
日
の
東
京
六
本
木
の
国
際
文
化

会
館
で
の
、
同
じ
く『
横
浜
古
民
謡
集
・
下
』

は
昭
和
三
四
年
三
月
二
四
日
に
県
立
音
楽
堂

で
の
公
演
記
録
で
あ
り
、
上
・
下
い
ず
れ
に

も
「
お
茶
場
唄
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
以

下
、
唄
い
手
が
判
明
す
る
『
下
』
に
掲
載
さ

れ
た
「
お
茶
場
唄
」
に
つ
い
て
紹
介
し
よ
う
。

〔
合
唱
〕
ア
イ
ヨ
ツ
ト
ー
エ
ー

お
茶
場
や
つ
こ
ら
せ
と
蓄
た
る
金
は

皆
ん
な
お
前
さ
ん
で
茶
々
む
茶
く

　

ド
ッ
コ
イ
ヤ
レ
ヤ
レ

〔
山
口
元
重
・
六
五
才
〕

朝
の
早
う
か
ら
弁
当
箱
下
げ
て

お
茶
場
通
い
も
楽
じ
ゃ
な
い

開
け
て
お
呉
よ
門
番
さ
ん

入
れ
て
お
呉
よ
火
番
さ
ん

今
日
の
天
保
貰
は
な
き
ゃ

鍋
釜
へ
つ
つ
い
総
休
み

箸
と
茶
碗
が
か
く
れ
ん
ぼ

お
ま
ゝ
杓
子
が
隠
去〔
居
〕
し
て

お
玉
杓
子
が
身
を
投
げ
る

　

ド
ッ
コ
イ
ヤ
レ
ヤ
レ

〔
松
野
ツ
マ
・
七
八
才
〕

私
し
ゃ
磯
子
の
貝
殻
育
ち

貝
の
柱
に
牡
蠣
の
屋
根

浅
草
海
苔
ん
を
一
寸
か
け
て

粋
な
浅
利
と
添
う
よ
り
も

矢
つ
張
り
お
前
の
バ
カ
が
よ
い

　

ド
ッ
コ
イ
ヤ
レ
ヤ
レ

〔
池
田
ヨ
シ
・
七
九
才
〕

野
毛
山
の
鐘
が
ゴ
ー
ン
と
な
り
ゃ

港
が
白
む

早
く
行
か
な
き
ゃ
釜
が
な
い

　

ド
ッ
コ
イ
ヤ
レ
ヤ
レ

〔
鈴
木
良
助
・
七
五
才
〕

暗
い
夜
道
に
犬
奴
が
吠
え
る

行
う
か
戻
ろ
う
か
思
案
す
り
ゃ

お
米
な
い
の
を
思
い
出
す

港
で
お
船
が
ボ
ー
と
な
る

　

ド
ッ
コ
イ
ヤ
レ
ヤ
レ

四
人
の
唄
い
手
の
年
齢
は
、
公
演
当
時
の

も
の
で
あ
り
、
逆
算
す
る
と
一
八
八
○
～
九

○
年
代
の
生
ま
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
お
茶

場
で
働
い
た
経
験
は
な
い
も
の
の
、
山
下
町

の
お
茶
場
を
直
接
見
て
、「
お
茶
場
唄
」
を

直
接
聴
い
た
世
代
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ

の
う
ち
、
山
口
元
重
単
独
の
「
お
茶
場
唄
」

に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
五
（
一
九
六
○
）
年

五
月
一
二
日
の
南
区
公
会
堂
で
の
公
演
音
源

が
あ
り
、
Ｃ
Ｄ
「
横
浜
う
た
物
語
」（
二
○

○
九
年
・
キ
ン
グ
レ
コ
ー
ド
、
品
切
）
に
収

竹籠による茶焙じ　明治中期　横浜開港資料館所蔵
　「籃焙」と称された。焙じられた茶は「Basket�Fired」の名で
輸出された。
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録
さ
れ
て
い
る
。

ア
イ
ヨ
ッ
ト
イ
エ　

流
れ
流
れ
て　

着
い
た
る
土
地
は

ア
イ
ヨ
ッ
ト
イ
エ

こ
こ
は
横
浜
開
港
地

　

ア
ド
ッ
コ
イ
ヤ
レ
ヤ
レ

港
を
見
れ
ば
百も
も
ふ
ね船
で

煙
は
空
を
焦
が
す
な
り

出
船
入
り
船
で
賑
や
か
さ

　

ア
ド
ッ
コ
イ
ヤ
レ
ヤ
レ

ア
イ
ヨ
ッ
ト
イ
エ

野
毛
山
の　

野
毛
山
の

　

ア
ナ
ン
ダ
ナ
シ
ダ
イ

鐘
が
ゴ
ン
と
鳴
り
ゃ　

ガ
ス
灯
が
消
え
る

　

ア
イ
ヨ
ッ
ト
イ
エ

早
く
行
か
な
い
と
釜
が
な
い

　

ア
ド
ブ
コ
イ
ヤ
レ
ヤ
レ

朝
の
三
時
か
ら
弁
当
箱
さ
げ
て

　

ア
イ
ヨ
ッ
ト
イ
エ

開
け
て
お
く
れ
よ
門
番
さ
ん

か
け
て
お
く
れ
よ
火
番
さ
ん

今
日
の
天
保
貫
わ
な
き
ゃ

鍋
釜
へ
つ
っ
い
総
休
み

箸
と
茶
碗
が
か
く
れ
ん
ぼ　

飯
盛
杓
子
が
隠
居
し
て

お
玉
杓
子
が
身
を
投
げ
る

　

ア
ド
ッ
コ
イ
ヤ
レ
ヤ
レ

ア
イ
ヨ
ッ
ト
イ
エ

お
茶
場
ヤ
ッ
コ
ラ
セ
と
貯
め
た
る
金
は

ア
イ
ヨ
ッ
ト
イ
エ

　

み
ん
な
お
前
さ
ん
で　

茶
々
無
茶
く

古
謡
の
継
承
─
お
茶
場
か
ら
繭
屋
敷
へ

椎
橋
善
男
が
「
横
浜
お
茶
場
の
唄
」
を
残

し
た
の
は
、
横
浜
で
の
茶
再
製
の
最
盛
期
か

ら
四
○
年
以
上
が
経
過
し
、「
お
茶
場
」
が

失
わ
れ
て
久
し
い
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

そ
の
末
尾
に
は
「
再
製
工
場
は
静
岡
市
に
新

工
場
作
ら
れ
遂
に
そ
の
姿
を
消
し
て
し
ま
つ

た
。
然
し
お
茶
場
の
唄
だ
け
は
屑
糸
と
り
に

転
業
し
た
女
工
が
そ
の
ま
ゝ
作
業
に
歌
つ
て

伝
承
し
て
ゐ
る
」
と
記
し
て
い
る
。

「
屑
糸
と
り
」
の
屑
糸
と
は
、
生
糸
を
生

産
す
る
過
程
で
生
ず
る
キ
ビ
ソ
・
ビ
ス
な
ど

と
呼
ば
れ
る
副
蚕
糸
の
こ
と
で
あ
る
。
生
糸

の
原
料
と
な
る
の
は
、
蚕
繭
の
本
糸
部
分
で

あ
っ
て
、
蚕
が
繭
を
結
ぶ
と
き
に
、
自
ら
を

固
定
す
る
た
め
に
最
初
に
吐
き
出
す
糸
や
、

繭
を
結
び
終
わ
る
と
き
に
吐
く
糸
は
、
細
く

生
糸
に
挽
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
部
分

が
屑
糸
と
な
る
。
屑
糸
は
漂
白
し
て
短
繊
維

と
し
て
展
開
し
、
紡
績
工
程
を
へ
て
、
絹
紡

糸
と
な
る
。
い
ま
だ
国
内
で
の
絹
糸
紡
績
業

が
充
分
に
発
達
し
て
い
な
い
一
九
世
紀
の
段

階
で
は
、
屑
糸
の
ほ
と
ん
ど
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

に
む
け
て
輸
出
さ
れ
た
。
絹
糸
紡
績
の
原
料

と
な
る
も
の
は
、
蚕
が
成
虫
と
な
っ
て
繭
層

を
喰
い
や
ぶ
っ
た
「
出
殻
繭
」
な
ど
の
屑
繭

も
含
ま
れ
る
。
屑
糸
・
屑
繭
は
副
蚕
糸
と
称

さ
れ
、
副
蚕
糸
を
扱
う
外
国
商
館
は
「
繭
屋

敷
」
と
い
わ
れ
た
。
前
田
橋
近
く
の
フ
ラ
ン

ス
系
「
繭
屋
敷
」
に
一
八
才
か
ら
六
、
七
年

勤
務
し
て
、「
お
茶
場
唄
」
を
覚
え
た
女
性

の
唄
が
昭
和
五
四
・
五
五
年
に
か
け
て
実
施

さ
れ
た
民
謡
緊
急
調
査
の
成
果
と
し
て
残
さ

れ
て
い
る
（
永
田
衡
吉
著
『
神
奈
川
県
民
俗

芸
能
誌　

民
謡
編
』
一
九
八
二
年
刊
三
〇
八

～
三
一
二
頁
。神
奈
川
県
教
育
委
員
会
編『
神

奈
川
県
民
謡
緊
急
調
査
報
告
書
』
一
九
八
一

年
刊
九
六
頁
、
ま
た
音
源
は
神
奈
川
県
立
図

書
館
に
架
蔵
さ
れ
て
い
る
）。

唄
い
手
は
、
長
谷
川
や
ま
（
一
九
〇
九
年

生
）
と
長
谷
川
き
よ
（
一
九
一
四
年
生
）
で

あ
り
、
昭
和
初
期
に
「
繭
屋
敷
」
で
覚
え
た

勘
定
と
な
る
。
二
人
は
「
お
茶
場
節
」
の
名

称
で
記
憶
し
て
い
た
。
ま
た
、
唄
い
手
と
囃

し
手
の
相
互
の
掛
け
合
い
が
見
事
な
も
の
で
、

大
勢
が
集
ま
る
お
茶
場
で
の
唄
も
こ
の
よ
う

で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
す
る
こ
と

が
で
き
る
録
音
で
あ
る
。

エ�

ー
皆
さ
ま
ヨ
ー
今
日
も
う
れ
し
や
ナ
ー

ヨ　
　

※
ハ
、
ナ
ン
ダ
コ
リ
ェ

皆
さ
ま
と
一
座　

※
ア
ラ
ヨ
ッ
ト
ウ
ェ
ー

明
日
は
ど
な
た
と
エ
ー　

一
座
や
ら

　
　

※
ハ
、
ド
ッ
コ
イ
ヤ
レ
ヤ
レ

昔
な
じ
み
と
な
ー
ヨ

　
　

※
ハ
、
ナ
ン
ダ
コ
リ
ェ

紅
が
ら
染
め
は　

※
ア
ラ
ヨ
ッ
ト
ウ
ェ
ー

色
は
さ
め
て
も
エ
ー
き
は
残
る

　
　

※
ハ
、
ド
ッ
コ
イ
ヤ
レ
ヤ
レ

エ
ー
声
は
枯
れ
て
も
ナ
ー
ヨ

　
　

※
ハ
、
ナ
ン
ダ
ナ
ン
ダ
イ

朝
で
は
な
ー
い
ヨ
ー　

　
　

※
ア
ラ
ヨ
ッ
ト
ウ
ェ
ー

み�
ん
な
お
前
さ
ん
に
エ
ー
吸
い
取
ら
れ
ェ

ー　
　

※
ハ
、
ド
ッ
コ
イ
ヤ
レ
ヤ
レ

エ
ー　

私
し
ゃ
本
牧
の
ナ
ー
ヨ

　
　

※
ハ
、
ナ
ン
ダ
コ
リ
ェ

貝
殻
そ
だ
ち　

※
ア
ラ
ヨ
ッ
ト
ウ
ェ
ー

貝
の
柱
に　

牡
蠣
の
屋
根

　
　

※
ア
、
ド
シ
タ
イ

粋
な
浅
蜊
と
添
う
よ
り
も

　
　

※
ア
、
ド
シ
タ
イ

や
っ
ぱ
り
お
前
さ
ん
の
エ
ー
馬
鹿
が
よ
い

　
　

※
ハ
、
ド
ッ
コ
イ
ヤ
レ
ヤ
レ

エ
ー　

朝
の
六
時
か
ら
ナ
ー
ヨ

　
　

※
ハ
、
ナ
ン
ダ
コ
リ
ャ

弁
当
箱
さ
ー
げ
ー
て

　
　

※
ア
ラ
ヨ
ッ
ト
ウ
ェ
ー

前
の
お
ば
さ
ん
行
こ
う
じ
ゃ
な
い
か

　
　

※
ア
、
ド
シ
タ
イ

隣
の
お
ば
さ
ん
行
こ
う
じ
ゃ
な
い
か

　
　

※
ア
、
ソ
リ
ェ

今
日
の
天
保　

も
ら
わ
な
き
ゃ

　
　

※
ア
、
ド
シ
タ
イ

鍋
釜
へ
つ
っ
い　

総
休
み

　
　

※
ア
、
ソ
レ
ェ

箸
と
茶
碗
が　

か
く
れ
ん
坊

　
　

※
ア
、
ソ
レ
ェ

飯
盛
り
杓
子
が
エ
ー　

隠
居
す
る

　
　

※
ハ
、
ド
ッ
コ
イ
ヤ
レ
ヤ
レ

エ
ー
ひ
と
つ
あ
げ
ま
す
ナ
ー
ヨ

　
　

※
ハ
、
ナ
ン
ダ
コ
リ
ェ

お
き
よ
ち
ゃ
ん
と
や
ら
ー
に

　
　

※
ア
ラ
ヨ
ッ
ト
ウ
ェ
ー

な
に
は
と
も
あ
れ
ェ
お
杯

　
　

※
ハ
、
ド
ッ
コ
イ
ヤ
レ
ヤ
レ

エ
ー
お
杯
な
ら
ヨ
ー

　
　

※
ハ
、
ナ
ン
ダ
コ
リ
ェ

い
た
だ
き
ま
ー
す
ー
よ

　
　

※
ア
ラ
ヨ
ッ
ト
ウ
ェ
ー

す
ぐ
に
こ
の
手
で
ご
返
杯

　
　

※
ハ
、
ド
ッ
コ
イ
ヤ
レ
ヤ
レ

お�

き
よ
ち
ゃ
ん
ヨ
ー
唄
も
う
た
わ
ず
ナ
ー
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ヨ　
　

※
ハ
、
ナ
ン
ダ
コ
リ
ャ

囃
し
も
せ
ず
ー
に

　
　

※
ア
ラ
ヨ
ッ
ト
ウ
ェ
ー

な
に
か
ご
辛
苦
が
エ
ー
も
め
る
の
ぉ
か
ー

　
　

※
ハ
、
ド
ッ
コ
イ
ヤ
レ
ヤ
レ

エ
ー
何
も
ご
辛
苦
は
ナ
ー
ヨ

　
　

※
ハ
、
ナ
ン
ダ
コ
リ
ェ

も
め
る
の
じ
ゃ
な
ー
い
ー
が

　
　

※
ア
ラ
ヨ
ッ
ト
ウ
ェ
ー

こ
の
頃
お
前
さ
ん
の
エ
ー　

痩
せ
た
こ
ー
と

　
　

※
ハ
、
ド
ッ
コ
イ
ヤ
レ
ヤ
レ

前
掲
『
横
浜
古
民
謡
集
・
下
』
の
「
お
茶

場
唄
」
で
、
松
野
ツ
マ
は
「
私
し
ゃ
磯
子
の

貝
殻
育
ち
」
と
唄
い
、
こ
の
「
お
茶
場
節
」

で
は
「
私
し
ゃ
本
牧
の
貝
殻
そ
だ
ち
」
と
唄

う
。
ど
ち
ら
が
元
歌
に
近
い
か
と
い
え
ば
、

本
牧
で
あ
ろ
う
。「
粋
な
浅
利
と
添
う
よ
り

も
、
や
っ
ぱ
り
お
前
さ
ん
の
馬
鹿
が
い
い
」

の
歌
詞
が
決
め
手
で
あ
る
。
本
牧
鼻
の
北
側

に
広
が
る
浅
瀬
の
海
は
、
東
京
湾
で
も
有
数

の
ア
サ
リ
と
バ
カ
貝
の
漁
場
で
あ
っ
た
。
ア

サ
リ
の
よ
う
な
磯
砂
の
浅
場
で
ふ
れ
あ
う
関

係
よ
り
も
バ
カ
貝
が
棲
息
す
る
深
い
と
こ
ろ

で
つ
な
が
っ
て
い
る
「
お
前
さ
ん
」
と
の
仲

か
よ
い
。
い
く
ら
私
が
お
茶
場
で
稼
い
で
も

無
駄
遣
い
し
て
し
ま
う
「
お
前
さ
ん
」
だ
け

れ
ど
も
…
…
、
ド
ッ
コ
イ
ヤ
レ
ヤ
レ
…
…
、

と
い
う
、
あ
き
ら
め
に
も
似
た
身
の
上
を
つ

つ
み
呑
み
込
ん
だ
よ
う
な
歌
詞
が
、
お
茶
場

唄
の
最
大
の
魅
力
で
あ
る
。
ま
た
冒
頭
に
紹

介
し
た
『
横
浜
繁
昌
記
』
の
「
此
の
節
は
元

と
本
牧
辺
の
流
行
唄
か
ら
来
た
も
の
で
大
に

緩
や
か
な
処
が
拍
子
に
合
ふ
」
と
の
文
章
に

も
一
致
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、「
お
茶
場
唄
」
の
音
源
と
し
て
は
、

さ
ら
に
一
つ
、
前
出
Ｃ
Ｄ「
横
浜
う
た
物
語
」

に
鶴
見
の
山
崎
忠
三
郎
氏
に
よ
る
も
の
（
昭

和
五
八
年
一
月
五
日
録
音
）
が
収
録
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
歌
詞
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

朝
の
三
時
か
ら
弁
当
箱
さ
げ
て

　

お
茶
場
通
い
も
粋
な
も
の

　

ヤ
ッ
ト
ー　

嘘
じ
ゃ
な
い
よ

お
茶
場
ヤ
ッ
コ
ラ
セ
と
貯
め
た
る
金
は

み
ん
な
あ
な
た
で　

ち
ゃ
ち
ゃ
む
ち
ゃ
く

　

ヤ
ッ
ト
ー　

嘘
じ
ゃ
な
い
よ

全
体
的
に
う
た
の
展
開
が
乏
し
く
、
囃
子

こ
と
ば
が
「
ド
ッ
コ
イ
ヤ
レ
ヤ
レ
」
と
異
な

り
独
特
で
あ
る
が
、
横
浜
中
心
部
か
ら
離
れ

た
鶴
見
で
の
継
承
と
し
て
、
貴
重
な
資
料
と

な
っ
て
い
る
。

「
お
茶
場
唄
」の
異
唄
に
つ
い
て

前
掲
『
横
浜
古
民
謡
集
・
下
』
に
は
、
こ

れ
ま
で
紹
介
し
て
き
た
「
お
茶
場
唄
（
節
）」

と
は
別
の
趣
の
「
お
茶
場
唄
」
も
掲
載
さ
れ

て
い
る
。
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
三
つ
の

音
源
と
歌
詞
の
う
え
で
の
リ
ン
ク
が
確
認
で

き
な
い
。

お
茶
は
よ
い
け
ど
よ
い
茶
の
出
ど
こ
よ

　

私
し
も
行
き
た
や
お
茶
煎
り
に

　

犬
や
吠
え
る
な
泥
棒
ぢ
ゃ
な
い
よ

　

私
や
お
茶
場
の
お
茶
ホ
ー
ジ

　

鬼
の
ミ
ー
ミ
ー
仏
の
ア
ミ
ー

　

情
け
知
ら
ず
の
摺
鉢
屋
敷

実
が
あ
っ
た
ら
生
茶
も
ん
で
お
く
れ

　

帰
り
に
ゃ
音
に
名
高
き
公
園
地

　

花
園
橋
を
横
に
見
て

　

柳
の
下
の
芝
の
上

　

夫
婦
約
束
し
て
お
い
で

家
の
隣
を
申
し
上
ま
し
ょ
う

　

忠
臣
蔵
で
は
な
い
け
れ
ど

　

元
禄
格
子
と
し
ゃ
れ
て
は
い
る
が

　

竹
の
柱
に
笹
の
屋
根

　

寝
て
て
大
星
お
が
む
と
も

　

仕
事
は
千
崎
弥
五
郎
で

　

飯
は
朝
喰
っ
て
伴
内
で
も

　

他
所
へ
行
っ
て
は
定
九
郎

　

娘
は
浮
気
で
お
軽
で
も

　

槍
が
降
ろ
う
が
鉄
砲
玉
し
よ
う
が

　

そ
れ
で
も
主
は
与
市
兵
衛

私
の
近
所
に
芋
や
さ
ん
が
出
来
た

　

表
の
か
ん
ば
ん
十
三
里

　

私
の
買
っ
た
は
十
里
だ
よ

　

蒸
し
が
あ
ま
い
か
知
ら
な
い
が

　

噛
ん
で
見
た
ら
ば
五
里
五
里
だ

　

常
雇
火
番
さ
ん
が
い
く
ら
威
張
っ
て
も

　

お
茶
は
生
茶
じ
ゃ
あ
が
ら
な
い〔
下
略
〕

「
犬
や
吠
え
る
な
泥
棒
ぢ
ゃ
な
い
よ
」

「
鬼
の
ミ
ー
ミ
ー
仏
の
ア
ミ
ー
情
け
知
ら

ず
の
摺
鉢
屋
敷
」
の
う
た
は
、
こ
れ
ま
で
紹

介
し
た
歌
詞
と
触
れ
あ
う
部
分
が
あ
る
も
の

の
、
忠
臣
蔵
を
題
材
と
し
た
う
た
は
ま
っ
た

く
み
あ
た
ら
な
い
。
こ
れ
も
お
茶
場
で
歌
わ

れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

現
代
の「
お
茶
場
唄
」

現
代
で
も
、
横
浜
の
民
謡
と
し
て
お
茶
場

唄
を
吹
き
込
む
歌
手
が
い
る
。
藤
沢
出
身
の

民
謡
歌
手
富
田
房
枝
が
唄
う
「
神
奈
川
県
民

謡　

お
茶
場
唄
」
で
あ
る
（
Ｃ
Ｄ
「
民
謡
ふ

る
さ
と
紀
行
」
二
〇
〇
六
年
、
ビ
ク
タ
ー
エ

ン
タ
テ
イ
ン
メ
ン
ト
）。
そ
の
歌
詞
に
創
作

者
は
記
さ
れ
て
な
い
が
、
著
作
権
が
不
明
な

の
で
歌
詞
の
全
文
紹
介
は
控
え
る
。
富
田
の

「
お
茶
場
唄
」
は
「
開
け
て
お
く
れ
よ
門
番

さ
ん
」「
飯
盛
り
杓
子
が
身
を
投
げ
る
」「
お

茶
場
や
っ
こ
ら
せ
と
た
め
た
る
金
は
み
ん
な

お
前
さ
ん
の
茶
々
目
茶
無
」
な
ど
の
こ
れ
ま

で
紹
介
し
た
歌
詞
に
加
え
て
、「
も
め
や
も

め
も
め
、
も
ま
な
き
ゃ
よ
れ
ぬ　

も
め
ば
古

葉
も
粉
茶
と
な
る
」「
茶
師
は
茶
部
屋
で
茶

摘
は
原
へ　

茶
師
と
茶
摘
の
根
競
べ
」
な
ど

の
歌
詞
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。

ポ
ッ
プ
ス
界
の
夫
婦
デ
ュ
オ
、
ダ
・
カ
ー

ボ
も
「
お
茶
場
節
」
を
吹
き
込
ん
で
い
る
。

Ｃ
Ｄ
集「
オ
リ
ジ
ナ
ル
大
全
集
１
２
２
」（
二

〇
一
三
年
、
日
本
コ
ロ
ン
ビ
ア
）
に
収
録
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
歌
詞
は
「
オ
リ
ジ
ナ
ル
を

尊
重
し
、
そ
の
ま
ま
収
録
・
掲
載
し
て
お
り

ま
す
」
と
断
り
が
あ
る
が
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
が

那
辺
に
あ
る
の
か
は
、
古
民
謡
の
場
合
確
定

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
灼
熱
の
夏
場
、
働

か
な
く
て
は
日
々
の
食
事
に
も
事
欠
く
境
遇
、

苦
労
し
て
貯
め
た
お
金
を
使
っ
て
し
ま
う

「
お
前
さ
ん
」
の
存
在
、
そ
れ
で
も
切
れ
ぬ

仲
…
。
煉
瓦
造
・
石
造
の
「
惨
苦
の
茅
屋
」

で
あ
っ
た
「
お
茶
場
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
二

人
の
澄
み
き
っ
た
歌
声
か
ら
は
伝
わ
っ
て
こ

な
い
。
そ
こ
に
は
軽
快
で
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
茶

焙
じ
の
世
界
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

�

（
平
野
正
裕
）


