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何
十
年
か
ぶ
り
に
長
唄
三
味
線
を
再
び
学
び

始
め
、
間
も
な
く
七
年
に
な
り
ま
す
。
子
ど
も

の
頃
身
体
に
染
み
込
ま
れ
た
物
事
と
い
う
の
は

強
い
も
の
で
、
稽
古
を
再
開
し
て
暫
く
す
る
と

す
ぐ
に
指
が
動
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
時
間

を
つ
く
っ
て
は
稽
古
に
励
み
、
名
取
と
な
っ
て
、

お
家
元
の
襲
名
披
露
演
奏
会
と
い
っ
た
大
き
な

舞
台
で
演
奏
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
も
我
が
師
匠

に
恥
を
か
か
せ
な
い
程
度
に
上
達
し
て
い
ま
す
。

私
は
デ
ビ
ュ
ー
以
来
ず
っ
と
、
東
洋
的
な
美

を
洋
服
と
い
う
西
洋
の
ス
タ
イ
ル
に
落
と
し
込

む
こ
と
に
腐
心
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
根
本
に

あ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
私
を
育
ん
で
く
れ
た
日

本
の
文
化
で
す
。
祖
父
や
母
の
お
か
げ
で
、
幼

い
頃
か
ら
歌
舞
伎
や
文
楽
、
長
唄
と
い
っ
た
伝

統
芸
能
に
親
し
み
、
そ
う
い
え
ば
幼
少
の
私
が

初
め
て
描
い
た
ス
タ
イ
ル
画
は
、
歌
舞
伎
の
衣

装
で
し
た
。

古
く
は
明
治
維
新
、
昭
和
に
入
っ
て
敗
戦
後
、

日
本
的
な
も
の
は
旧
態
依
然
と
し
た
価
値
観
と

同
一
視
さ
れ
、
蔑
ろ
に
さ
れ
る
時
期
が
長
く
続

き
ま
し
た
。
や
っ
と
、こ
こ
二
〇
年
ほ
ど
で
し
ょ

う
か
、
日
本
的
な
も
の
が
む
し
ろ
新
鮮
な
も
の

と
し
て
見
直
さ
れ
、
当
初
「
和
ブ
ー
ム
」
と
で

も
い
え
る
現
象
だ
っ
た
も
の
も
、
一
過
性
の
も

の
で
終
わ
ら
ず
に
定
着
し
た
よ
う
に
思
え
ま
す
。

雑
誌
で
も
テ
レ
ビ
で
も
、
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
と

も
い
え
る
よ
う
に
和
物
が
取
り
上
げ
ら
れ
つ
づ

け
て
い
ま
す
。
こ
の
あ
た
り
は
若
干
、
世
界
の

中
で
存
在
感
を
失
っ
た
日
本
人
の
自
己
発
電
的

要
素
も
見
え
隠
れ
し
ま
す
が
。

き
っ
か
け
は
ど
う
あ
れ
、
自
分
た
ち
の
文
化

の
足
元
を
見
直
し
、
紆
余
曲
折
の
歴
史
を
経
な

が
ら
も
連
綿
と
受
け
継
が
れ
た
も
の
に
あ
ら
た

め
て
価
値
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
た

い
へ
ん
幸
せ
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
島
国
日

本
に
は
古
代
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
人
や
も
の
が
渡

来
し
、
土
着
の
も
の
と
混
ざ
り
合
い
、
気
候
や

風
土
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
独
特
の
文
化
や

習
慣
が
育
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
客
観
的
に
見
て

も
そ
れ
は
、
至
宝
の
ご
と
き
財
産
で
す
。
世
界

中
で
文
化
の
多
様
性
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
現
在

だ
か
ら
こ
そ
、
私
た
ち
に
は
、
大
切
に
後
世
に

伝
え
る
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

実
際
の
と
こ
ろ
、
こ
う
し
た
日
本
の
文
化
習

慣
に
当
然
の
よ
う
に
親
し
み
な
が
ら
成
長
し
て

き
た
の
は
、
私
た
ち
の
世
代
が
最
後
だ
っ
た
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
と
は
い
え
、
悲
観
し
た
り
難
し
く

考
え
た
り
す
る
必
要
も
な
い
と
思
い
ま
す
。
敷

居
が
高
い
よ
う
に
思
え
る
和
物
文
化
で
す
が
、
鑑

賞
す
る
だ
け
で
な
く
、
日
常
の
暮
ら
し
の
中
の
も

の
と
し
て
取
り
入
れ
れ
ば
よ
い
の
で
す
。
こ
の
数

年
で
、
着
物
を
着
る
若
い
女
性
が
増
え
ま
し
た
。

書
道
の
世
界
に
も
若
い
才
能
が
次
か
ら
次
へ
と

生
ま
れ
、
新
聞
の
歌
壇
に
は
小
学
生
と
思
わ
れ

る
常
連
の
投
稿
者
も
い
ま
す
。
こ
ん
な
ふ
う
に
、

ひ
ら
り
と
軽
や
か
に
、
興
味
の
あ
る
分
野
へ
と
飛

び
込
ん
で
ゆ
け
ば
よ
い
の
で
す
。
文
化
は
Ｄ
Ｎ
Ａ

に
組
み
込
ま
れ
る
と
い
う
学
説
が
あ
る
と
い
い
ま

す
が
、
そ
れ
が
本
当
な
ら
、
私
た
ち
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
に

も
、
ま
だ
ま
だ
日
本
文
化
の
神
髄
は
組
み
込
ま

れ
て
い
る
は
ず
で
す
か
ら
。
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