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禁
曲
と
八

ッ
橋

等
曲
八
橋
流

（後
世
の
生
田
流
）

の
開
祖
八
橋
検
校

（
１
６
１
４
～

１
６
８
５
年
）
の
代
表
作
翌
ハ
段
の
調
』

は
、
今
日
に
お
い
て
も
等
曲
初
級
者

の
入
門
曲
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
る
。

そ
の
演
奏
は
上
級
者
に
と
っ
て
も
奥

深
さ
が
あ
り
、
名
曲
中
の
名
曲
と
言

わ
れ
て
い
る
。
実
は
、
等
曲
と
八
ッ

橋
に
は
深
い
関
係
が
あ
る
。

検
校
は
、
茶
店
の
主
人
岸
治
朗
三

に
お
櫃
の
残
り
米
を
堅
焼
煎
餅
に
す

る
こ
と
を
教
え
た
。
後
に
琴
の
形
に

仕
立
て
た
堅
焼
煎
餅
を

「
八
ッ
橋
」

と
名
付
け
て
売
り
出
し
た
と
こ
ろ
、

大
流
行
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

株
式
会
社
井
筒
八
ッ
橋
本
舗
　
創

業
文
化
２
年

（１
８
０
５
年
）
（代
表

取
締
役
社
長
津
田
純

こ

の
歴
史
は
、

こ
の
八
ッ
橋
と
共
に
あ
る
。
今
日
で

は
京
み
や
げ
と
し
て
の
圧
倒
的
な
知

名
度
を
誇
る
の
が
八
ッ
橋
で
あ
る
。

み
や
げ
品
は
、
進
物

（手
み
や
げ
）

と
旅
み
や
げ
に
分
か
れ
る
。
進
物
は
、

手
軽
に
喜
ん
で
い
た
だ
け
る
も
の
で

あ
り
、
旅
み
や
げ
は
そ
の
土
地
の
旅

の
思
い
出
と
共
に
お
届
け
す
る
も
の

で
あ
り
、
八
ッ
橋
は
後
者
に
属
す
る
。

こ
ん
な
話
が
あ
る
。
修
学
旅
行
で

京
都
に
来
た
生
徒
が
、
八
ッ
橋
を
買
っ

て
帰

っ
た
。
そ
れ
を
父
母
や
祖
父
母

に
み
や
げ
と
し
て
渡
し
た
と
こ
ろ
、

大
変
感
激
し
て
お
礼
の
手
紙
が
何
通

と
な
く
来
る
。
中
に
は
、
仏
壇
に
供

え
て
涙
を
流
し
た
と

い
う
便
り
を
い
た
だ

く
こ
と
も
あ
る
。

み
や
げ
に
は
、
人

と
人
の
心
を
つ
な
ぐ

絆
と
し
て
の
あ
り
が

た
さ
が
あ
る
。
特
に

京
都
の
八
ッ
橋
は
、

親
子
何
代
に
も
渡

り
、
共
通
の
話
題
が

作
れ
る
と
こ
ろ
が
あ

る
。
こ
こ
に
、
八
ッ
橋
と
い
う
商
品

の
不
思
議
さ
が
あ
る
。

井
筒
茶
屋
か
ら
始
ま
る

井
筒
八
ッ
橋
本
舗
の
初
代
佐
兵
衛

は
天
明
８
年

（１
７
８
８
年
）
の
生

ま
れ
で
あ
り
、
赤
穂
か
ら
塩

・
乾
物

を
京
都
に
運
ぶ
仕
事
を
し
て
い
た
。

そ
う
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、
井
筒

茶
屋
に
奉
公
す
る
の
で
あ
る
。
や
が

て
、
精
勤
さ
が
認
め
ら
れ
、
の
れ
ん

分
け
を
許
さ
れ
、
料
理
屋
を
始
め
る

こ
と
と
な
る
。
当
時
か
ら
、
井
筒
で

は
料
理
を
出
す

一
方

で
菓
子
類
を

扱
っ
て
い
た
。
そ
の
中
の
一
つ
の
商
品

が
八
ッ
橋
で
あ

っ
た
。
今
で
も
井
筒

八
ッ
橋
本
舗
は
飲
食
部
門
を
併
設
し

て
い
る
背
景
が
こ
こ
に
あ
る
。

ち
な
み
に
、
現
祇
日
本
店
北
座
周

辺
、
川
端
四
条
の
近
辺
に
は
７
つ
の

芝
居
小
屋
が
あ
っ
た
が
、　
一
軒
二
軒
と

閉
め
る
こ
と
に
な
る
。
最
後
ま
で
残
っ

た
南
座
と
道
路
を
挟
み
北
座
が
あ
る

が
、
つ
い
に
道
路
拡
張
の
関
係
で
明

治
２６
年
に
廃
座
す
る
こ
と
と
な
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
長
き
に
渡

り
井
筒
八
ッ
橋
本
舗
は
芝
居
と
共
に

歩
ん
で
き
た
と
言
え
る
。
芝
居
を
観

て
、
帰
り
に
食
事
を
す
る
。
そ
し
て

み
や
げ
を
買

っ
て
帰

っ
て
い
た
だ
ぐ

と
い
う
こ
と
か
ら
発
展
し
て
き
た
¨

祇
園
本
店
北
座
に
は
、
多
く
の
芸
能

人
が
足
を
運
ぶ
。
そ
の
こ
と
が
新
し

い
菓
子
を
創
る
上
で
参
考
に
な

っ
て

い
る
。
水
上
勉
の
名
作

「五
番
町
夕

霧
楼
」
の
主
人
公
に
因
む
つ
ぶ
あ
ん

入
り
生
八
ッ
橋

「夕
子
」、
初
代
中
村

属
治
郎
に
因
む
夕
霧
太
夫
の

「夕
霧
」

な
ど
で
あ
る
。

名
継
ぎ

は

一
生

さ
て
、
現
社
長
は
ま
だ
７
代
目
を
名

乗
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
父
親
の
津
田

佐
兵
衛
が
６
代
目
で
あ
る
か
ら
だ
。

井
筒
八
ッ
橋
本
舗
で
は
、
呼
称
を

変
え
る
だ
け
で
な
く
、
戸
籍
か
ら
変

え
る
と
い
う
こ
と
を
し
て
い
る
。
そ
し

て
、　
一
度
襲
名
し
た
以
上
は
、
終
身

佐
兵
衛
を
通
す
こ
と
と
な
る
。　
　
　
一

著
者
は
、
老
舗
で
名
前
を
襲
名
す

る
と
い
う
こ
と
を
何
度
と
な
く
見
て

き
た
。
そ
の
多
く
は
、
戸
籍
を
変
え

ず
に
対
外
的
な
呼
称
を
変
え
る
と
い

う
も
の
だ
。
戸
籍
ま
で
変
え
て
し
ま

う
と
い
う
当
店
の
よ
う
な
や
り
方
は
、

京
都
で
も
珍
し
い
も
の
で
あ
る
。
そ

:

代表取締役社長 津田純― 氏
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こ
に
名
前
を
守
る
、
店
を
守
る
津
田

家
の
あ
り
方
が
見
え
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

現
社
長
津
田
純

一
は
、
昭
和
２４
年

の
生
ま
れ
で
あ
り
、
大
学
で
食
品
工

学
を
学
び
、
不
二
家
に
入
社
、
商
品

開
発
＾
生
産
管
理
、
店
舗
運
営
な
ど

を
体
験
し
て
、
井
筒
八
ッ
橋
本
舗
に

一戻
る
こ
と
と
な
る
。
食
品
業
で
あ
る

不
二
家
に
就
職
し
た
こ
と
か
ら
、
最

初
か
ら
自
店
に
戻
る
つ
も
り
で
就
職

し
た
の
で
す
か
と
聞
い
た
と
こ
ろ
、
そ

の
気
は
な
か
っ
た
、
ど
っ
ち
で
も
よ

か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

き
っ
か
け
と
な
る
の
は
、
６
代
目
か

ら
言
わ
れ
た
こ
と
に
あ
る
。

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
生
活
で
役
に
立
っ

た
こ
と
は
、
社
員
の
気
持
ち
が
分
か

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
は
な
い
か
と

い
う
こ
と
だ
。

た
だ
、
そ
れ
が
裏
目
に
出
た
こ
と

が
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
店
二
戻
っ
て

き
て
か
ら
、
工
場
改
善
や
労
働
条
件

を
社
員
の
た
め
と
い
う
思
い
か
ら
強

力

に
進

め
よ
う
と
し

た
。
そ
の
た
め
に
、
幹

部
と
当
た
る
こ
と
も

あ
っ
た
。
し
か
し
、
社

員
は
当
然
自
分
に
つ
い

て
き
て
く
れ
る
と
思
い

込
ん
で
い
た
。
と
こ
ろ

が
、
あ
る
日
体
憩
室
で

体
ん
で
い
る
社
員
の
言

葉
が
壁
越
し
に
聞
こ
え

て

き

た
。

そ

れ

は
、

コ
戻
っ
て
き
た
ボ
ン
は
、

な
ん
や
分
か
ら
な
い
け

れ
ど
、
こ
れ
ま
で
自
分

や
社
長
が
苦
労
を
し
て

進
め
て
き
た
こ
と
を
頭

ご
な
し
に
壊
そ
う
と
し

て
い
る
。
こ
の
ま
ま
で
は
、
こ
の
店

は
お
か
し
く
な
っ
て
し
ま
う
し
、
我
々

も
や
が
て
辞
め
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う

の
で
は
な
い
か
、
そ
の
前
に
皆
で
辞

め
て
し
ま
お
う
…
」
と
い
う
内
容
の

話
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
は
大
変
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け

た
よ
う
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
現
社
長
は
、
「
こ
の
言

葉
が
あ

っ
た
か
ら
こ
そ
今
が
あ
る
。」

と
言
い
切
る
。
更
に
、
こ
れ
は
天
の

声
か
も
し
れ
な
い
と
も
思
っ
て
い
る
。

社
員

と
共

な
か
危

機

を
教

う

そ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
か
ら
、
社

員
と
共
に
考
え
、
お
客
様
の
た
め
に

と
い
う
意
識
を
強
く
持

っ
た
と
い
う

こ
と
だ
っ
た
。
こ
れ
が
当
店
の
最
大

の
危
機
を
救
う
こ
と
と
な
る
ｃ

阪

神

淡

路

大

震

災

の
前

年

（１
９
９
４
年
）
に
純

一
は
社
長
に
就

任
す
る
こ
と
と
な
る
。

若
社
長
は
、
更
に
業
績
を
伸
ば
そ

う
と
、
そ
の
年
の
９
月
に
新
工
場
を

立
ち
上
げ
る
。
当
然
の
こ
と
で
あ
る

が
、
大
量
の
借
り
入
れ
を
す
る
こ
と

と
な

っ
た
。

や
っ
と
工
場
が
動
き
出
し
た
と
い

う
時
に
、
１
９
９
５
年
１
月
１７
日

（火
）

に
阪
神
淡
路
大
震
災
に
遭
遇
す
る
こ

と
と
な
る
。
観
光
客
の
足
が
バ
ッ
タ

リ
止
ま
っ
て
し
ま
い
、
工
場
の
稼
働

率
は
大
幅
に
ダ
ウ
ン
し
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。

こ
の
と
き
に
、
誰
言
う
こ
と
も
な

く
社
員
が
高
速
道
路
の
サ
ー
ビ
ス
エ

リ
ア
で
朝
早
く
か
ら
工
場
の
チ
ラ
シ

を
バ
ス
の
運
転
士
や
ガ
イ
ド
に
配
り
、

売
店
を
兼
ね
て
い
た
工
場

へ
と
誘
導

し
た
の
で
あ
る
。

井筒八ッ橋本舗 祇園本店 北座



う
場
面
を
通
じ
て
感
じ
る
の
は
、
表

面
的
な
ビ
ジ
ネ

ス
モ
デ

ル
で
乗
り

切
っ
た
事
実
は
無
い
と
い
う
こ
と
だ
。

「人
の
絆
」
が
救
う
の
で
あ
る
。

老
舗
同
士
の
絆
が
繭
品
を
つ
く
る

井
筒
八

ッ
橋
本
舗

で
は
、
京
都
老

舗
な
ら
で
は
の
商
品
開
発
を
行

っ
て

い
る
。

創
業
天
保
元
年

（
１
８
３
０
年
）

本
田
味
噌
本
店
と
は
、
「夕
子
白
み
そ

あ
ん
」
を
共
同
開
発
し
た
。
こ
の
老

舗
同
志
が
共
同
で
商
品
開
発
を
す
る

こ
と
は
意
外
に
難
し
い
こ
と
で
あ
る

こ
と
を
、
著
者
は
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ

業
務
を
通
し
て
体
験
し
て
き
た
。

そ
の
殆
ど
は
失
敗
し
て
お
り
、
成

功
事
例
は
無
い
に
等
し
い
。　
一
見
成

功
し
た
よ
う
に
見
え
て
も
、
や
が
て

取
り
分
を
巡
っ
て
混
乱
が
生
じ
る
と

い
う
こ
と
が
あ
る
。
特
に
老
舗
は
歴

史
が
あ
り
、
個
性
が
強
す
ぎ
る
た
め

で
あ
る
。

現
社
長
は
若
い
頃
か
ら
こ
の
こ
と

を
身
を
以
て
学
習
し
て
き
た
。

そ
の
た
め
に
、
日
頃
か
ら

一
人
で
の

単
独
行
動
だ
け
で
は
な
く
、
何
人
か

の
人
達
と
動
く
と
い
う
こ
と
を
常
と

し
て
き
て
い
る
。

著
者
は
、
仕
事
の
関
連
で
本
田
味

噌
本
店

の
代
表
者
本
田
茂
俊
氏
を

知

っ
て
い
る
が
、
老
舗
の
ご
主
人
ら

し
く
物
事
を
落
ち
着
い
て
考
え
る
人

物
で
あ
る
と
記
憶
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
オ
ー
ナ
ー
の
人
柄
が
、
共
同

開
発
に
は
大
切
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。

現
社
長
は
、
歴
史
と
自
身
の
経
営

を
ふ
り
返
り
、
「利
益
よ
り
永
続
を
…
。

も
っ
と
美
味
し
い
お
菓
子
を
」
と
言

う
。
そ
れ
は
、
利
益
が
必
要
な
い
と

い
う
意
味
で
は
な
い
。
利
益
は
、
お

客
様
に
、
商
品
に
、
社
員
に
、
の
た

め
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
あ

る
か
ら
だ
。

現
社
長
は
、
あ
と
Ю
年
は
頑
張

っ

て
仕
事
を
し
た
い
と
言
う
。

そ
し
て
、
真
に
お
客
様

。
従
業
員

の
心
を
分
か
っ
た
人
を
見
極
め
、
後

継
者
に
な

っ
て
も
ら
わ
な
く
て
は
、

と
結
ん
で
く
れ
た
。
一Ｖ
▼

や
が
て
、
バ
ス
が
１
台
、
２
台
と

工
場
に
立
ち
寄
る
よ
う
に
な
り
、
こ

れ
が
当
店
の
危
機
を
救
う
こ
と
と
な

る
の
で
あ
る
。
現
社
長
は
、
こ
の
時

の
こ
と
を
思
い
出
す
と
、
今
で
も
つ
い

涙
が
出
て
し
ま
う
と
話
す
。

今
日
に
お
い
て
は
、
年
間

５
～

６
千

台

の
バ
ス
が
工
場

に
寄
り
、

２。
万
人
以
上
の
人
が
来
て
い
る
。
著

者
が
こ
れ
ま
で
に
老
舗
の
危
機
と
い ′いの筒

今 日も 元気で

伸ばそう 井筒味のチェーン!!

☆

ハイと こたえて すなおに早く

☆

オ おはようは まず  こちらから

ア ありがとうと いわれるように い うように

シ しあわせは みなで わけあお う

ス すみませんは いさぎよく

☆

サ ー ビ ス と は

シ ン セ ツ

ス マ イ ル

セ ン ス に

ソ ウ ジ

☆

人の心にあたたかさをとりもどそう

暫し瞑目

轟 甚 嘉 蔦 瓢 醍 F・
~~~       ~
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歌舞伎銘菓 「夕霧」
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