
　　
説
経
節
と
は
、主
に
江
戸
か
ら

大
正
時
代
に
流
行
し
た
三
味
線
や

人
形
を
使
っ
た
語
り
芸
の
一
種
で
、

代
表
作
に「
山さ

ん

椒し
ょ
う

大だ

夫ゆ
う

」・「
小お

栗ぐ
り

判は
ん

官が
ん

」な
ど
が
あ
り
ま
す
。明
治
の
は

じ
め
、外
田
ケ
谷
に
そ
の
説
経
節
の

名
人
と
う
た
わ
れ
た
人
物
が
い
ま

し
た
。初
代
若
松
辰
太
夫
こ
と
漆
原

四
郎
次
で
す
。

　
四
郎
次
は
、文
政
６（
１
８
２
３
）

年
、外
田
ケ
谷
に
生
ま
れ
ま
し
た
。

板
橋
の
五
代
目
薩
摩
若
太
夫
を
師

匠
と
し
て
、は
じ
め「
薩
摩
辰
太
夫
」

と
称
し
ま
し
た
が
、後
に
奥
州
白
河

（
現・福
島
県
白
河
市
）で
の
興
業
を

期
に
、名
を
若
松
に
改
め
た
と
い
う

こ
と
で
す
。

　
そ
の
芸
風
は
声
の
力
が
あ
り
、

重
忠
を
や
れ
ば
そ
こ
に
本
物
の
重

忠
が
現
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
、ま
た

太
っ
た
体
で
あ
り
な
が
ら
、清
姫
を

語
る
と
優
し
い
美
女
に
見
え
た
と

い
い
ま
す
。そ
の
芸
に
惹
か
れ
た
浪

花
節
の
創
始
者
で
あ
る
浪
花
亭
駒

吉
は
、外
田
ケ
谷
に
長
く
寄
留
し
、浪

花
節
を
生
み
出
し
た
と
い
い
ま
す
。

　
晩
年
は
日ひ

暮ぐ
ら
し

龍り
ゅ
う

卜ぼ
く

と
名
乗
り
、多

く
の
子
弟
を
擁
し
ま
し
た
。菩
提
寺

の
宝
性
寺
に
は
、一
門
の
供
養
塔
で

あ
る
三
基
の
石
塔
が
あ
り
ま
す
。中

央
が
四
郎
次
夫
妻
の
も
の
で
、台
石

に
は
八
十
数
人
も
の
門
人
が
記
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、右
は
、四
郎
次
の
分
家
で

漆
原
平
之
丞
夫
妻
、左
は
初
代
若
松

辰
和
太
夫
こ
と
網
野
国
蔵
夫
妻
の

も
の
で
す
。初
代
若
松
辰
太
夫
派
の

隆
盛
ぶ
り
が
し
の
ば
れ
ま
す
。
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