
p. 1 「西小路・富士見原の競合と伊勢音頭の成立」 
 

西

小

路

・

富

士

見

原

の

競

合

と

伊

勢

音

頭

の

成

立

 

大

野

 

健

 

一

．

は

じ

め

に
 

 

名

古

屋

市

が

行

っ

た

過

去

二

回

の

都

市

ブ

ラ

ン

ド

イ

メ

ー

ジ

調

査＊

１

で

は

、
「

訪

れ

た

い

と

こ

ろ

」
「

連

想

す

る

コ

ン

テ

ン

ツ

」

と

い

う

問

い

に

対

し

て

、

い

ず

れ

も

「

名

古

屋

城

」

が

ト

ッ

プ

に

な

っ

た

。

城

ブ

ー

ム

も

あ

っ

て

名

古

屋

城

の

観

光

資

源

と

し

て

の

価

値

が

高

ま

り

、

今

、

ま

さ

し

く

〽

尾

張

名

古

屋

は

城

で

も

つ

、

と

い

う

唄

い

文

句

が

相

応

し

い

状

況

で

あ

る

。

逆

に

名

古

屋

＝

城

と

い

う

通

念

を

強

め

た

（

生

み

出

し

た

）

の

が

こ

の

伊

勢

音

頭

の

一

節

で

あ

っ

た

と

い

え

る

か

も

し

れ

な

い

。

 

 

で

は

、

伊

勢

音

頭

は

な

ぜ

そ

の

よ

う

に

唄

っ

た

の

だ

ろ

う

か

。

 

 

改

め

て

こ

こ

で

扱

う

伊

勢

音

頭

の

詞

章

を

示

す

。

 

伊

勢

は

津

で

も

つ

 

津

は

伊

勢

で

も

つ

 

尾

張

名

古

屋

は

 

城

で

も

つ

 

 

伊

勢

音

頭

に

は

い

く

つ

も

の

詞

章

が

知

ら

れ

る

が

、

も

っ

と

も

人

口

に

膾

炙

し

た

も

の

と

い

っ

て

よ

い

だ

ろ

う

。

だ

が

改

め

て

読

む

と

伊

勢

と

津

が

も

ち

つ

も

た

れ

つ

と

い

う

の

が

腑

に

落

ち

な

い

し

、

そ

の

次

に

尾

張

名

古

屋

を

も

た

せ

る

の

が

地

域

で

な

く

城

で

あ

る

と

い

う

の

も

脈

絡

を

欠

く

。

そ

も

そ

も

な

ぜ

尾

張

な

の

か

？
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さ

ら

に

伊

勢

が

主

役

の

音

頭

で

あ

れ

ば

、

前

振

り

で

な

く

締

め

に

伊

勢

を

持

っ

て

く

る

の

が

順

当

で

は

な

い

の

か

？

 

 

表

題

お

よ

び

こ

こ

ま

で

現

在

の

一

般

的

な

呼

称

で

あ

る

「

伊

勢

音

頭

」

と

記

し

て

き

た

が

、

当

初

、

河

崎＊

２

音

頭

と

呼

ば

れ

て

い

た

こ

と

は

、
「

伊

勢

参

宮

名

所

図

会＊

３

」

の

古

市

の

項

に

明

確

に

記

さ

れ

て

い

る

。

 

結

論

か

ら

先

に

記

す

と

、

〽

伊

勢

は

津

で

も

つ

、

の

河

崎

音

頭

は

、

伊

勢

の

川

湊

で

あ

る

河

崎

の

音

頭

に

伴

せ

て

、

名

古

屋

の

遊

所

で

唄

い

踊

る

た

め

に

詞

章

が

創

作

さ

れ

、

そ

の

後

、

詞

章

と

囃

子

詞

が

改

変

さ

れ

た

、

と

筆

者

は

考

え

て

い

る

。

 

研

究

の

き

っ

か

け

と

な

っ

た

史

料

は

、

岩

瀬

文

庫

の

「

名

古

屋

遊

廓

図

」
（

寛

延

三

〔

一

七

五

〇

〕

年

写

）

の

西

小

路

芝

居

場

の

枠

外

の

注

記＊

４

で

あ

る

。

 

芝

居

ノ

内

ニ

テ

子

之

年

之

盆

西

小

路

女

郎

川

崎

音

頭

ニ

テ

踊

不

当

一

夜

オ

ド

リ

後

ハ

止

メ

寅

ノ

年

此

芝

居

地

ニ

テ

舞

台

カ

ケ

大

躍

有

之

 

 

芝

居

内

で

子

の

年

（

享

保

十

七

〔

一

七

三

二

〕

年

）

の

盆

に

西

小

路

の

女

郎

が

川

崎

音

頭

で

踊

っ

た

が

当

ら

ず

、

一

夜

踊

っ

た

だ

け

で

中

止

と

な

っ

た

。

寅

の

年

（

享

保

十

九

〔

一

七

三

四

〕

年

）

こ

の

芝

居

で

舞

台

に

か

け

て

大

踊

り

が

あ

っ

た

、

と

い

う

の

で

あ
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る

。

果

た

し

て

不

評

だ

っ

た

も

の

が

リ

バ

イ

バ

ル

で

二

年

後

に

好

評

を

博

す

も

の

だ

ろ

う

か

。

 

小

稿

は

、

享

保

十

七

年

か

ら

十

九

年

の

間

の

活

況

を

呈

す

る

名

古

屋

、

と

り

わ

け

遊

所

の

情

勢

を

史

料

に

求

め

、

そ

こ

で

唄

い

踊

ら

れ

た

河

崎

音

頭

の

制

作

意

図

を

明

ら

か

に

し

、

延

い

て

は

、

全

国

に

流

布

し

て

名

古

屋

=

城

と

い

う

通

念

を

生

み

出

す

に

い

た

っ

た

〽

尾

張

名

古

屋

は

城

で

も

つ

、

の

真

の

意

味

を

考

察

す

る

も

の

で

あ

る

。

 

二

．

伊

勢

河

崎

音

頭

に

関

す

る

史

料

及

び

先

行

研

究

 
 

１

．

作

者

 

先

行

研

究

が

依

拠

す

る

史

料

は

「

神

境

秘

事

談＊

５

」
（

享

和

三

〔

一

八

〇

三

〕

年

、

度

会

貞

多

著

）

の

次

の

箇

所

で

あ

る

。
 

伊

勢

河

崎

音

頭

と

い

へ

る

も

の

は

享

保

の

こ

ろ

吹

上

町

奥

山

桃

雲

と

い

へ

る

人

よ

り

は

し

め

て

つ

く

り

な

せ

し

な

り

、

こ

の

前

ま

て

は

山

田

の

盆

を

と

り

も

、

兀

に

餅

く

り

よ

豆

の

粉

は

と

く

し

や

と

い

へ

る

文

句

を

し

て

う

た

ひ

を

と

り

侍

り

し

事

に

て

あ

り

し

と

か

や

、

桃

雲

い

ま

の

音

頭

と

い

へ

る

も

の

を

工

夫

し

て

、

河

崎

町

伊

藤

又

市

梅

路

と

い

へ

る

も

の

へ

文

句

を

つ

く

ら

せ

、

同

し

町

の

鍛

冶

屋

長

右

衛

門

と

草

司

と

い

へ

る

も

の

へ

ふ

し

を

な

ん

つ

け

さ

せ

、

世

に

ひ

ろ

め

し

よ
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り

の

ち

司

木

浮

山

な

と

ゝ

い

へ

る

此

道

に

か

し

こ

き

人

々

も

出

て

や

ゝ

世

に

行

き

侍

る

事

に

は

成

は

へ

る

。

 

要

点

を

箇

条

書

き

に

す

る

。

 

①

 

奥

山

桃

雲

が

音

頭

で

踊

る

工

夫

を

し

て

プ

ロ

デ

ュ

ー

ス

し

た

。

 

②

 

伊

藤

又

市

梅

路

が

文

句

を

作

っ

た

。

 

③

 

鍛

冶

屋

長

右

衛

門

と

草

司

が

節

を

つ

け

た

。

 

④

 

司

木

浮

山

が

流

行

ら

せ

た

。

 

大

流

行

ま

で

に

は

段

階

が

あ

っ

た

こ

と

が

窺

え

る

。

 

特

筆

す

べ

き

は

桃

雲

が

音

頭

を

盆

踊

り

に

初

め

て

取

り

入

れ

た

と

す

る

点

で

あ

る

。

そ

れ

ま

で

の

伊

勢

山

田

の

盆

踊

り

は

皆

共

に

歌

い

踊

っ

て

い

た

の

だ

が

、

独

唱

と

斉

唱

の

音

頭

の

形

式

に

し

た

と

い

う

の

だ

。

音

頭

形

式

は

、

こ

れ

以

前

か

ら

木

遣

り

な

ど

の

共

同

作

業

に

お

い

て

音

頭

取

り

が

独

唱

し

、

大

勢

が

唱

和

す

る

と

い

っ

た

形

で

存

在

し

て

い

た

も

の

と

思

わ

れ

る

。

 

人

名

中

、
他

史

料

に

も

現

れ

る

の

は

①

桃

雲

と

②

梅

路

で

あ

る

。 

奥

山

桃

雲

は

、

俊

才

で

奇

行

を

好

み

、

蹴

鞠

・

書

画

・

俳

句

・

彫

刻

な

ど

風

流

の

妙

技

を

極

め

、

文

人

墨

客

か

ら

妓

女

に

い

た

る

ま

で

平

民

的

に

交

わ

り

、

時

に

遊

里

で

奇

行

を

試

み

豪

遊

し

て

花

柳

界

に

話

題

を

提

供

し

、

宝

暦

九

年

に

六

十

八

歳

で

死

去

し

た

、
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と

「

神

都

百

物

語＊

６

」

が

伝

え

る

。

 
梅

路

は

、

河

崎

の

魚

商

人

で

伊

勢

俳

諧

神

風

館

五

世

と

な

っ

た

俳

諧

で

軽

妙

洒

脱

な

付

句

に

長

じ

た＊

７

。「

俳

家

奇

人

談＊

８

」
は

、

文

筆

の

事

は

疎

か

っ

た

が

自

然

に

得

た

滑

稽

が

あ

っ

た

と

伝

え

る

。 

①

～

④

以

外

の

人

名

が

「

川

崎

音

頭

」

と

と

も

に

「

ゆ

め

の

あ

と

」

諸

本

に

現

れ

る

が

先

行

研

究

は

見

当

た

ら

な

い

。

 

徳

川

宗

春

の

事

跡

と

当

時

の

名

古

屋

の

あ

り

さ

ま

を

伝

え

る

「

ゆ

め

の

あ

と

」

と

題

し

た

諸

本

は

、

内

容

的

に

㋐

宗

春

の

行

状

を

中

心

に

編

年

体

で

記

し

た

も

の

。

㋑

享

保

・

元

文

年

間

に

お

け

る

風

俗

案

内

記

風

の

も

の

。

㋒

両

方

を

織

り

ま

ぜ

た

も

の

、

に

大

別

さ

れ

る＊

９

。

 

「

風

流

ゆ

め

の

あ

と

」（

岩

瀬

文

庫

蔵

）
な

ど

㋑

の

類

本

に

は
「

川

茂

笹

次

が

川

崎

音

頭

」

と

あ

り

人

名

と

思

わ

れ

る

。

 

川

茂

笹

次

に

つ

い

て

は

、

後

に

章

を

立

て

て

検

証

す

る

。

 

２

．

名

古

屋

と

の

関

わ

り

 

松

木

時

彦

氏

は

、「

温

知

政

要

別

記

」
と

い

う

書

を

引

用

し

た

後

に

「

神

都

よ

り

の

出

店

者

が

、

却か

え

り

て

都

下

よ

り

出

店

の

同

業

者

を

圧

し

、

自

国

創

作

の

川

崎

音

頭

を

持

ち

込

み

て

、

竟つ

い

に

遊

興

の

趣

味

を

一

転

せ

し

め

、
遊

客

の

心

胆

を

奪

ひ

し

奇

術

は

、

慥
ま

こ

と

に

天

勝

以

上

の

手

腕

な

り

き
＊

１

０

」

と

す

る

。
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名

古

屋

の

新

地

で

、

都

下

（

京

・

大

坂

）

か

ら

出

店

し

た

妓

楼

と

伊

勢

の

妓

楼

の

競

争

が

あ

っ

た

こ

と

、

お

よ

び

後

者

が

川

崎

音

頭

を

用

い

て

圧

倒

し

た

と

い

う

部

分

に

注

目

し

た

い

。

 

こ

の

「

温

知

政

要

別

記

」

は

、

逸

書

だ

が

、

松

木

氏

が

引

用

し

て

い

る

部

分

だ

け

で

も

「

ゆ

め

の

あ

と

」

諸

本

に

見

当

た

ら

な

い

伊

勢

の

妓

楼

の

名

古

屋

へ

の

進

出

事

情

が

書

か

れ

て

お

り

、

徳

川

宗

春

の

著

書

の

名

を

冠

す

る

こ

と

か

ら

も

、

享

保

元

文

期

の

名

古

屋

の

事

跡

を

記

し

た

伊

勢

独

自

の

書

で

あ

っ

た

と

思

わ

れ

る

。

 

「

広

本

遊

女

濃

安

都

」
（

蓬

左

文

庫

蔵

）

な

ど

㋐

の

類

本

に

は

、

享

保

十

八

年

九

月

十

一

日

の

岐

阜

お

ど

り

の

記

事

の

後

に

「

川

崎

音

頭

此

こ

ろ

よ

り

は

や

り

出

ス

」

と

あ

る

。

 

３

．

詞

章

 

派

生

し

た

伊

勢

音

頭

を

集

め

た

歌

本
＊

１

１

は

数

あ

る

が

、
意

外

に

も

〽

伊

勢

は

津

で

も

つ

と

い

う

詞

章

が

囃

子

詞

と

共

に

記

さ

れ

た

最

古

の

記

録

は

、
「

近

世

風

俗

志

」

の

よ

う

で

あ

る

。

 

山

路

澄

子

氏

は

、

伊

勢

に

伝

承

す

る

木

遣

り

唄

を

も

と

に

、

漢

字

を

当

て

は

め

、

囃

子

詞

に

は

宗

教

的

意

味

が

あ

る
＊

１

２

、

と

解

し

て

い

る

が

、

実

証

に

乏

し

い

。

 

４

．

演

奏

と

踊

り

 

前

掲

の

「

温

知

政

要

別

記

」

の

記

事

を

「

神

都

百

物

語

」

か

ら
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引

用

す

る
＊

１

３

。

 
西

小

路

の

遊

人

の

体

、

只

新

し

き

事

の

み

を

好

む

に

、

三

味

線

な

ど

は

珍

ら

し

か

ら

ず

。

家

に

用

意

せ

し

道

具

全

く

遊

興

の

所

作

に

非

ず

。

人

尋

ね

の

道

具

に

ひ

と

し

く

、

第

一

に

太

鼓

鑼

轢

ド

ラ

ガ

ク

、

又

は

鼓

笛

、

こ

れ

ら

は

尤

と

も

云

う

べ

し

。

日

夜

川

崎

音

頭

に

て

、

三

月

よ

り

七

月

の

け

し

き

、

暮

前

七

つ

時

よ

り

は

、

近

き

在

家

よ

り

蓑

笠

な

ど

に

て

見

物

に

来

り

、

座

敷

方

は

女

中

侍

打

交

り

、

爪

の

立

所

も

な

き

群

集

、

鉦ド

ラ

太

鼓

の

音

に

騒

ぎ

て

、

貴

賤

男

女

の

別

ち

な

く

、

賑

々

し

く

珍

ら

し

く

覚

へ

て

、

昼

夜

し

ゆ

み

ひ

た

り

た

る

者

数

限

り

な

し

。

 

騒

が

し

い

演

奏

の

中

、

誰

彼

も

賑

や

か

に

目

新

し

い

踊

り

に

狂

騒

し

た

と

い

う

わ

け

で

あ

る

。

 

寛

政

九
〔

一

七

九

七

〕
年

刊

の
「

伊

勢

参

宮

名

所

図

会

」
で

は

、

舞

台

で

は

な

く

、

遊

女

が

輪

に

な

っ

て

踊

っ

て

お

り

、

頬

か

む

り

し

た

遊

女

や

輪

の

外

で

つ

ら

れ

て

踊

る

客

の

姿

も

あ

る

。

 

文

化

三

〔

一

八

〇

六

〕

年

初

版

の

式

亭

三

馬

の

「

潮

来

婦

志

」

で

も

「

川

サ

キ

さ

わ

ぎ

」

と

し

て

、

文

句

こ

そ

違

う

が

七

七

七

五

調

の

詞

章

に

続

け

て

遊

女

ら

の

熱

狂

ぶ

り

を

伝

え

る
＊

１

４

。

 

囃

子

は

や

し

い

ふ

に

及

ば

ず

、

す

べ

て

合

の
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手

の

囃

子

方

は

や

し

か

た

江

戸

と

違

ひ

て

は

な

は

だ

口

早

く

ち

ば

や

に

囃は

や

し

て

後あ

と

よ

り

追お

ひ

か

く

る

や

う

也

。

此

内

太

鼓

を

打う

つ

女

郎

は

顔

に

筋す

じ

を

出

し

、

一

生

懸

命

け

ん

め

い

に

歯

を

く

ひ

し

ば

り

て

惣

身

の

力
ち

か

ら

を

二

ツ

の

腕う

で

に

あ

ら

は

し

、

汗あ

せ

を

流な

が

し

、

真

面

目

ま

じ

め

に

な

り

て

太

鼓

を

打う

つ

な

り

。

又

三

味み

線せ

ん

を

弾ひ

く

女

郎

は

左

り

の

手

を

差さ

し

上あ

げ

、

首く

び

を

右

の

肩か

た

へ

う

な

だ

れ

て

右

の

手

に

力
ち

か

ら

を

入い

れ

、

こ

こ

を

先

途

せ

ん

ど

と

三

味

線

さ

み

せ

ん

を

弾ひ

く

。

芸

者

げ

い

し

や

は

も

ち

ろ

ん

、

腸
は

ら

わ

た

を

引ひ

き

い

だ

す

ば

か

り

の

大

音

を

上あ

げ

、

色

も

勘カ

ン

所

も

な

く

、

の

っ

ぺ

っ

ら

ぽ

ん

に

て

唄う

た

う

。
ま

こ

と

に

古

今

無

双

の

さ

わ

ぎ

に

て

、

江

戸

に

て

称

美

す

る

深

川

又

よ

し

町

な

ど

の

さ

わ

ぎ

と

違ち

か

ひ

、

あ

ま

た

の

女

郎

、

い

づ

れ

も

容

色

を

失
う

し

な

ひ

て

弾ひ

き

唄う

た

ふ

。

太

鼓

三

味

線

さ

み

せ

ん

の

音

曲

、

川

崎さ

き

節ぶ

し

の

調

子

大

に

異

風

に

て

、

耳

を

貫
つ

ら

ぬ

く

ば

か

り

騒さ

わ

が

し

く

、

こ

の

内

は

さ

ら

に

人

と

物

語が

た

る

事

な

ら

ず

。

お

の

〳

〵

煙

草

た

ば

こ

の

み

て

聞

居

る

の

み

な

り

。
さ

れ

ど

も

相

方

あ

い

か

た

の

女

郎

は

い

う

に

及

ば

ず

、

空か

ら

じ

ま

い

の

女

郎

も

、

客

の

手

前

て

ま

へ

を

恥は

じ

る

に

や

。

お

の

〳

〵

よ

ん

ど

こ

ろ

な

く

、

役

に

当あ

た

り

た

る

顔か

ほ

も

ち

し

て

、

客

の

方

へ

は

顔

を
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そ

む

け

、

又

は

客

の

方

を

後う

し

ろ

に

な

し

て

騒さ

わ

ぎ

唄う

た

ふ

也

。

ま

こ

と

に

古
い

に

し

へ

を

忘わ

す

れ

ぬ

姿
す

が

た

、

愚お

ろ

か

な

る

筆

に

及お

よ

ば

ず

、

お

も

し

ろ

き

事こ

と

例た

と

ふ

る

も

の

な

し

。

 

西

澤

爽

氏

は

、

こ

れ

を

「

伊

勢

古

市

の

遊

女

の

見

立

て

踊

り

の

野

卑

化

の

ご

と

き

さ

ま
＊

１

５

」

と

す

る

が

、

他

の

史

料

に

見

ら

れ

る

よ

う

に

、

客

を

顧

み

ず

一

心

不

乱

に

踊

る

遊

女

の

狂

騒

こ

そ

が

河

崎

音

頭

の

真

骨

頂

だ

っ

た

と

考

え

る

べ

き

で

あ

ろ

う

。

 

三

．

川

茂

笹

次

 

 

先

述

の

風

俗

案

内

風

「

ゆ

め

の

あ

と

」

類

本

で

川

崎

音

頭

に

名

を

冠

す

る

川

茂

笹

次

を

検

証

す

る

。

 

佐

々

木

が

道

外

踊を

と

り

お

か

し

く

、

川

茂

笹

次

が

川

崎

音

頭

に

と

り

と

り

に

紙

の

油

の

ひ

ろ

が

る

ご

と

く

、

い

つ

の

間

に

か

は

町

一

杯は

い

六

法

で

来こ

い

と

大

勢

の

女

ど

も

押

合

ふ

中

を

…
…

（
「

夢

の

跡

」

蓬

左

文

庫

蔵

）

 

 

本

ご

と

に

前

後

の

内

容

に

異

同

が

あ

る

も

の

の

「

川

茂

笹

次
＊

１

６

が

川

崎
＊

１

７

音

頭

」

と

い

う

記

述

は

、

西

小

路

の

案

内

箇

所

に

見

ら

れ

る

。

 

 

西

小

路

と

の

関

わ

り

を

示

す

史

料

を

さ

ら

に

二

つ

挙

げ

る

。

 

 

「

三

廓

盛

衰

記

附

録
＊

１

８

」

は

、

享

保

十

六

年

の

西

小

路

の

茶

屋
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は

ま

だ

二

十

二

軒

で

あ

っ

た

と

し

、

家

名

を

よ

せ

た

廓

盡

し

を

載

せ

、
「

川

茂

色

ど

る

金

砂

子

」

と

川

面

に

川

茂

を

当

て

て

い

る

。

 

次

に

「

名

古

屋

遊

廓

図

」

の

西

小

路

南

北

の

筋

の

中

村

屋

南

隣

の

空

家

の

注

書

き

を

挙

げ

る

。

 

此

明

家

初

メ

川

茂

茶

屋

い

た

し

、

早

く

仕

廻

後

錦

武

茶

屋

致

し

是

も

仕

廻

 

以

上

か

ら

、

川

茂

茶

屋

は

、

西

小

路

草

創

の

頃

の

店

だ

っ

た

が

早

々

に

閉

め

た

。

そ

れ

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

そ

の

亭

主

と

思

し

き

川

茂

笹

次

は

、

川

崎

音

頭

に

何

ら

か

の

功

績

が

あ

り

共

に

記

憶

さ

れ

た

、

と

考

え

ら

れ

る

。

 

四

．

遊

所

の

競

合

 
 

こ

こ

で

は

活

況

を

呈

し

た

名

古

屋

の

遊

所

の

状

況

を

考

察

す

る

。

一

般

に

三

廓
（

三

遊

所

）
と

一

括

し

て

語

ら

れ

る

こ

と

が

多

い

が

、

当

稿

で

は

そ

の

違

い

に

着

目

し

た

い

。

 

１

．

立

地
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享

保

十

六

〔

一

七

三

一

〕

年

八

月

、

藩

主

宗

春

は

、

好

色

が

人

に

と

っ

て

飲

食

同

様

の

こ

と

で

あ

る

と

し

て

見

物

所

・

遊

興

所

を

許

し

た

。

西

小

路

・

葛

町

・

不

二

見

原

（

富

士

見

原

）

の

三

カ

所

が

新

規

に

地

固

め

を

始

め

た
＊

１

９

。

 

愛

智

郡

日

置

村

の

西

小

路

と

前

津

小

林

村

の

富

士

見

原

は

、

城

と

宮

宿

（

熱

田

）

の

ほ

ぼ

中

間

に

あ

た

り

、

城

下

か

ら

見

れ

ば

と

も

に

寺

社

地

の

南

の

周

縁

部

で

あ

る

。

西

小

路

と

葛

町

は

接

し

て

お

り

本

町

通

筋

と

堀

川

の

間

に

あ

る

が

、

富

士

見

原

は

周

辺

に

田

畑

が

広

が

っ

て

い

る

点

に

留

意

さ

れ

た

い

。
（

図

１
＊

２

０

）

 

客

の

大

供

給

地

で

あ

る

城

下

町

や

宮

宿

か

ら

の

距

離

に

大

差

は

な

い

が

、

西

小

路

と

富

士

見

原

の

間

は

直

線

距

離

で

一

㎞

ほ

ど

離

れ

て

い

る

。

 

２

．

開

地

主

体

 
図 １ ： 本 町 通 筋 地 割 概 念 図  
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次

に

西

小

路

と

富

士

見

原

の

開

地

に

関

わ

る

相

違

を

示

す

。

 
「

名

古

屋

遊

廓

図

」

の

「

西

小

路

」

の

名

主

に

は

備

前

屋

小

三

郎

と

伊

勢

屋

林

兵

衛

、

組

頭

は

佐

々

木

屋

喜

兵

衛

と

千

歳

屋

伊

左

衛

門

と

記

さ

れ

て

お

り

、

伊

勢

の

妓

楼

が

主

体

で

あ

っ

た

こ

と

が

分

か

る

。

大

多

数

の

遊

女

も

伊

勢

か

ら

来

た

と

考

え

ら

れ

る

。

 

同

じ

「

名

古

屋

遊

廓

図

」

の

「

富

士

見

原

」

に

は

以

下

の

よ

う

な

添

え

書

き

が

あ

る

。

 

開

地

享

保

十

六

辛

亥

年

、

号

富

士

見

原

、

当

地

永

安

寺

町

八

郎

右

衛

門

家

取

立

始

而

此

所

ヘ

翌

十

七

壬

子

年

春

移

ル

。

家

三

軒

立

八

郎

右

衛

門

則

改

富

士

見

屋

外

日

野

屋

若

松

屋

右

三

軒

也

。

京

大

坂

よ

り

遊

女

共

罷

越

繁

昌

。
（

中

略

）

名

主

 

富

士

見

屋

八

郎

右

衛

門

。

 

享

保

十

六

年

に

開

か

れ

富

士

見

原

と

号

し

た

。

名

古

屋

の

永

安

寺

町

の

八

郎

右

衛

門

が

家

を

建

て

始

め

、

翌

年

春

に

は

富

士

見

屋

と

名

を

改

め

た

八

郎

右

衛

門

の

他

に

日

野

屋

、
若

松

屋

が

建

っ

て

、

京

都

や

大

坂

か

ら

遊

女

が

来

て

繁

昌

し

た

。

 

伊

勢

か

ら

遊

女

と

共

に

出

店

し

た

西

小

路

に

対

し

て

、

富

士

見

原

を

主

導

し

た

地

元

資

本

は

、
京

都

や

大

坂

か

ら

遊

女

を

招

い

た

。

こ

の

こ

と

は

「

温

知

政

要

別

記

」

に

も

「

大

坂

よ

り

は

多

く

藤

見

原

町

の

方

へ

有

付

し

」

と

あ

る

こ

と

と

も

符

合

す

る

。
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妓

楼

経

営

で

は

一

日

の

長

が

あ

る

伊

勢

の

妓

楼

に

対

抗

し

て

、

富

士

見

原

は

文

化

の

先

進

地

「

上

方

」

と

い

う

ブ

ラ

ン

ド

を

手

に

し

た

わ

け

で

あ

る

が

、

こ

の

内

実

を

暴

く

史

料

も

存

在

す

る

。

 

小

説

兼

細

見

の
「

不ふ

た

つ

さ

か

津

き
＊

２

１

」
か

ら

引

用

す

る

。

 

惣

じ

て

富ふ

士じ

見み

の

茶ち

や

屋

と

申

ハ

、
大

方か

た

が

女

郎

ハ

上

方が

た

に

て

亭

主

て

い

し

ゆ

ハ

名

古

屋

な

ご

や

の

素

人

し

ろ

と

衆し

ゆ

。

料

理

り

や

う

り

人

ハ

桑

名

か

ら

抱か

か

へ

て

酌
し

や

く

す

る

小

女

郎

め

ろ

ハ

三

河

か

ら

買

ひ

求も

と

め

、

一

家

に

居ゐ

る

十

人

ハ

十

色い

ろ

の

心

々

に

て

、

客

扱

き

や

く

あ

つ

か

い

一

致

せ

ず

…
…

 

こ

の

西

小

路

の

女

に

よ

る

悪

口

の

後

で

、

富

士

見

原

の

下

男

が

芸

の

で

き

な

い

西

小

路

の

伊

勢

の

遊

女

を

扱

き

下

ろ

す

。
書

名

は

、

西

小

路

と

富

士

見

原

を

二

つ

の

盃

に

見

立

て

た

も

の

で

あ

り

、

ど

ち

ら

に

付

く

こ

と

も

な

い

客

観

的

な

細

見

と

み

ら

れ

る

。

 

店

に

と

っ

て

は

他

地

に

客

が

流

れ

て

は

死

活

問

題

だ

か

ら

、

新

地

同

士

で

客

の

奪

い

合

い

に

な

っ

た

こ

と

は

想

像

に

難

く

な

い

。

 

３

．

施

策

 

新

た

に

得

た

「

誘

客

合

戦

」

と

い

う

視

点

を

も

っ

て

、

両

遊

所

の

出

来

事

を

時

系

列

に

挙

げ

そ

の

意

図

を

検

討

し

て

い

く

。

こ

と

わ

り

が

な

い

も

の

は

「

遊

女

濃

安

都

」

の

記

事

で

あ

る

。

 

◎

享

保

十

七

年
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〇

三

月

二

十

一

日
＊

２

２

よ

り

 
⑴

 

西

小

路

芝

居

が

大

当

た

り

 

名

人

の

誉

れ

高

い

榊

山

小

四

郎

が

初

来

名

し

古

今

稀

な

大

当

り

と

な

る

。

 

 
 

〇

五

月

二

十

日

 

⑵

 

富

士

見

原

で

花

火

が

始

ま

る

 

長

者

町

和

泉

屋

権

右

衛

門

方

へ

、

三

州

吉

田

よ

り

客

人

有

之

、

富

士

見

ケ

原

に

て

花

火

揚

候

由

、

風

聞

申

出

、

今

日

古

今

の

賑

合

、

前

津

田

畑

を

踏

荒

、

押

合

へ

し

合

、

溝

川

は

勿

論

、

肥

壺

へ

落

る

も

の

夥

し

。

 

 

周

辺

が

田

畑

で

あ

る

こ

と

を

地

の

利

と

し

富

士

見

原

で

花

火

が

毎

夜

打

ち

上

げ

ら

れ

、

花

火

屋

も

出

店

し

大

賑

わ

い

と

な

っ

た

。

吉

田

の

客

人

と

は

花

火

師
＊

２

３

で

あ

ろ

う

。

和

泉

屋

権

右

衛

門

は

、

酒

造

を

生

業

と

し

て

い

た

か

ら

、

富

士

見

原

で

の

酒

の

拡

販

を

狙

っ

て

花

火

を

仕

組

ん

だ

と

見

ら

れ

た

の

で

あ

ろ

う

。

 

 

「

名

古

屋

錦

」
の

地

図
＊

２

４

に

は

花

火

の

見

物

客

を

当

て

込

ん

だ

二

階

建

て

の

貸

座

敷

や

空

地

に

涼

台

を

並

べ

て

千

畳

敷

と

し

た

旨

の

書

き

込

み

が

あ

る

。

さ

ら

に

湯
＊

２

５

も

記

さ

れ

て

お

り

、
「

月

堂

見

聞

集
＊

２

６

」

が

「

有

馬

の

汲

湯

と

申

し

た

て

」

と

伝

え

る

も

の

と

思

わ

れ

る

。
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富

士

見

原

の

花

火

の

音

が

西

小

路

で

も

聞

こ

え

て

、

妓

楼

の

亭

主

は

、

伊

勢

に

は

な

か

っ

た

開

放

的

な

遊

び

方

に

驚

き

、

客

を

失

う

焦

り

を

感

じ

た

こ

と

だ

ろ

う

。

 

 
 

〇

七

月

盆

 

⑶

 

西

小

路

芝

居

で

女

郎

が

川

崎

音

頭

を

踊

る

 

冒

頭

で

挙

げ

た

「

名

古

屋

遊

廓

図

」

に

よ

る

。

 

主

催

者

と

し

て

は

意

を

決

し

た

催

し

だ

っ

た

と

考

え

ら

れ

る

。

と

い

う

の

も

風

俗

を

乱

す

と

い

う

理

由

で

寛

永

六

〔

一

六

二

九

〕

年

、

女

歌

舞

伎

が

禁

止

さ

れ

て

以

来

、

女

が

舞

台

に

立

つ

こ

と

は

な

く

、
夜

の

公

演

も

ご

法

度

で

あ

っ

た

。
当

た

れ

ば

画

期

的

だ

が

、

処

罰

を

受

け

る

恐

れ

も

あ

っ

た

。

前

年

の

町

を

挙

げ

て

の

盆

踊

り

や

下

屋

敷

で

催

さ

れ

た

盆

踊

り

大

会

に

便

乗

し

て

「

盆

の

夜

の

遊

女

の

盆

踊

り

」

と

い

う

言

い

訳

を

用

意

し

て

の

決

行

だ

っ

た

の

で

は

な

か

ろ

う

か

。

富

士

見

原

に

な

い

芝

居

場

を

用

い

て

伊

勢

ブ

ラ

ン

ド

を

打

ち

出

し

た

が

、

不

評

で

一

夜

で

終

わ

っ

た

。

蛇

足

な

が

ら

、

伊

勢

は

江

戸

時

代

の

旅

文

化

の

中

心

で

あ

り
＊

２

７

、

憧

れ

の

地

と

し

て

一

定

の

ブ

ラ

ン

ド

力

は

あ

っ

た

も

の

と

考

え

ら

れ

る

。

 

 

◎

享

保

十

八

年

 

 
 

〇

五

月

初

 

⑷

 

富

士

見

原

に

て

人

形

福

引

大

流

行
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富

く

じ

に

似

て

射

幸

心

を

煽

っ

た

た

め

停

止

を

命

じ

ら

れ

た

。

 
⑸

 

富

士

見

原

に

て

毎

日

涼

み

花

火

揚

る

 

〇

六

月

 

⑹

 

富

士

見

原

に

て

夜

芝

居

始

ま

る

 

宮

古

路

豊

後

ら

に

よ

る

人

形

浄

瑠

璃

が

毎

夜

大

繁

昌

と

な

っ

た

。 

矢

継

ぎ

早

の

富

士

見

原

の

施

策

、

特

に

西

小

路

で

は

続

か

な

か

っ

た

夜

の

芝

居

が

富

士

見

原

で

人

気

を

博

し

、

西

小

路

の

亭

主

ら

は

、

こ

の

年

も

さ

ぞ

焦

慮

し

た

こ

と

だ

ろ

う

。

 

〇

七

月

盆

か

ら

八

月

一

日

 

⑺

 

西

小

路

の

遊

女

が

屋

外

の

仮

設

舞

台

で

踊

る

 

本

亀

屋

の

裏

手

に

矢

来

を

取

り

回

し

、

舞

台

を

仮

設

し

、

見

物

の

桟

敷

も

設

け

、

大

賑

わ

い

と

な

っ

た

。

客

か

ら

女

郎

へ

の

進

物

や

女

郎

か

ら

見

物

客

へ

の

音

信

見

舞

い

な

ど

が

な

さ

れ

た

と

い

う

。

閉

鎖

的

な

芝

居

場

を

避

け

、

竹

矢

来

の

外

に

音

が

漏

れ

出

る

屋

外

に

転

じ

た

こ

と

に

よ

り

、
開

放

的

で

気

さ

く

な

交

流

が

生

ま

れ

た

。

し

か

も

主

役

は

、

花

火

や

人

形

で

は

な

く

、

妓

楼

の

核

心

た

る

女

郎

た

ち

で

あ

る

。

 

「

遊

女

濃

安

都

」

は

、

こ

の

舞

台

で

取

り

分

け

流

行

し

た

の

が

篇

盡つ

く

し

歌

だ

っ

た

と

伝

え

る

。
伊

勢

ブ

ラ

ン

ド

を

前

面

に

出

し

た

川

崎

音

頭

で

は

な

か

っ

た

点

に

留

意

し

た

い

。
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◎

享

保

十

九

年

 
⑻

西

小

路

独

自

の

遊

女

細

見

「

八

百

屋

の

縁

の

下
＊

２

８

」

成

立

 

 

序

に

享

保

十

九

年

め

で

た

き

月

と

あ

り

、

本

文

に

も

寅

の

年

寅

の

月

と

あ

る

か

ら

一

月

の

成

立

で

あ

ろ

う

。

現

存

す

る

の

は

蓬

左

文

庫

の

一

書

の

み

だ

が

、
「

ゆ

め

の

あ

と

」

の

い

わ

ゆ

る

「

名

古

屋

案

内

随

筆

体

」

諸

本

に

「

さ

て

は

八

百

屋

の

縁

の

下

」

と

引

用

さ

れ

て

い

る

ほ

ど

だ

か

ら

、

あ

る

程

度

流

布

し

た

書

物

だ

っ

た

と

見

受

け

ら

れ

る

。

た

だ

し

、
「

不

た

つ

さ

か

津

き

」

と

は

異

な

り

、

西

小

路

に

限

っ

た

細

見

で

あ

り

、

制

作

に

は

西

小

路

妓

楼

が

関

わ

っ

た

と

考

え

る

べ

き

だ

ろ

う

。

能

の

「

江

口

」

や

古

歌

を

引

い

た

掛

け

合

い

に

京

風

の

文

化

的

色

づ

け

が

見

ら

れ

る

。

西

小

路

芝

居

に

遊

女

を

並

べ

て

芝

居

の

役

者

評

判

に

な

ぞ

ら

え

て

評

す

る

設

定

に

は

、

芝

居

場

へ

の

こ

だ

わ

り

が

感

じ

ら

れ

る

。

 

 

同

書

中

で

、

伊

勢

で

は

ま

だ

素

人

同

然

だ

っ

た

と

い

う

遊

女

が

評

判

へ

の

要

望

を

次

の

よ

う

に

述

べ

る

。

 

京

風

ば

か

り

を

よ

し

と

宜

ら

れ

て

は

伊

勢

方

は

皆

下

に

着

く

て

あ

ろ

、

京

は

京

、

名

古

屋

は

名

古

屋

な

こ

や

、

伊

勢

い

せ

の

浜は

ま

荻お

ぎ

、

難な

に

波は

の

芦

を

よ

し

と

云

の

も

所

が

ら

、

唯

名

古

屋

衆

の

評

判

□

そ

れ

尊た

ふ

（

と

）

し

 

既

に

西

小

路

に

も

京

の

遊

女

が

混

じ

っ

て

お

り

、

出

身

地

の

偏
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見

を

い

れ

ず

、

名

古

屋

で

の

評

価

を

尊

重

せ

よ

、

と

い

う

の

だ

ろ

う

。

 

⑼

 

西

小

路

芝

居

で

川

崎

音

頭

の

大

踊

り

 

月

は

不

明

だ

が

、

冒

頭

で

挙

げ

た

「

名

古

屋

遊

廓

図

」

の

伝

え

る

川

崎

音

頭

に

よ

る

大

踊

り

で

あ

る

。

 

五

．

名

古

屋

風

の

矜

持

 
 

次

に

、
遊

所

の

客

の

側

か

ら

名

古

屋

城

下

の

状

況

を

考

察

す

る

。 

前

掲

の

「

不

た

つ

さ

か

津

き

」

か

ら

一

文

を

引

用

す

る

。

 

 

着

て

み

よ

か

し

の

ゑ

ど

う

た

ひ

が

川

崎

お

ん

ど

に

な

り

。

 

則

ち

、

お

仕

着

せ

の

江

戸

の

唄

か

ら

、

地

元

が

唄

わ

れ

る

川

崎

音

頭

に

唄

の

好

み

が

変

わ

っ

た

と

い

う

こ

と

だ

ろ

う

。

こ

の

地

元

志

向

は

遊

女

に

対

し

て

も

起

き

て

い

た

。

 

「

遊

女

濃

安

都

」

は

、

⑺

の

記

事

の

篇

盡

し

歌

に

続

け

て

次

の

よ

う

に

伝

え

て

い

る

。

 

京

都

・

大

坂

・

伏

見

・

伊

勢

中

の

地

蔵

・

古

市

等

、

所

々

よ

り

遊

女

ど

も

追

々

来

り

満

々

た

り

。

彼

一

と

花

の

人

心

、

此

頃

は

他

所

の

女

も

あ

き

心

に

て

不

珍

、

高

直

な

る

物

と

初

て

心

得

、

兎

角

、

地

女

の

方

が

よ

い

と

申

出

…
…

 

 

既

に

遊

女

は

「

伊

勢

が

良

い

」
「

い

や

、

上

方

が

良

い

」

と

い

う

段

階

で

は

な

か

っ

た

。

他

所

の

遊

女

が

高

値

で

あ

る

と

初

め

て

気
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づ

き

、

地

元

出

身

の

遊

女

を

見

直

し

た

の

で

三

遊

所

以

外

の

小

見

世

が

町

々

に

で

き

た

と

い

う

。
こ

れ

に

危

機

感

を

抱

い

て

⑻

の
「

八

百

屋

の

縁

の

下

」

が

書

か

れ

た

の

だ

ろ

う

。

短

期

間

で

ブ

ラ

ン

ド

の

詐

術

に

気

付

い

た

名

古

屋

の

遊

び

人

は

、

京

風

、

江

戸

風

と

い

っ

た

既

成

の

形

を

疑

い

始

め

、

独

自

の

価

値

観

に

自

信

を

深

め

た

と

考

え

ら

れ

る

。

 

 

奔

放

か

つ

合

理

的

な

名

古

屋

風

の

嚆

矢

は

、

既

に

両

遊

所

の

遊

び

に

見

ら

れ

る

が

、

決

定

的

と

な

っ

た

の

は

や

は

り

「

睦

月

連

理

玉

椿

む

つ

ま

じ

き

れ

ん

り

の

た

ま

つ

ば

き

」

の

上

演

で

あ

ろ

う

。

 

 

小

見

世

の

一

つ

の

飴

屋

町

の

花

村

屋

の

遊

女

小

さ

ん

と

日

置

の

畳

屋

喜

八

の

心

中

未

遂

事

件

を

宮

古

路

豊

後

が

享

保

十

九

年

の

春

に

芝

居

に

し

、

大

当

た

り

を

取

っ

た

。

 

 

こ

れ

ま

で

京

・

大

坂

・

江

戸

で

上

演

さ

れ

た

芝

居

が

名

古

屋

に

遅

れ

て

く

る

の

が

通

常

だ

っ

た

中

で

、

当

地

で

起

き

た

事

件

を

題

材

に

当

地

で

作

ら

れ

、

初

演

さ

れ

た

こ

と

が

人

々

に

与

え

た

驚

き

と

喜

び

は

計

り

知

れ

な

い

。

 

 

こ

の

芝

居

が

世

に

出

た

の

は

、

藩

主

宗

春

の

政

治

方

針

に

よ

る

と

こ

ろ

が

大

き

い

。

幕

令

で

は

心

中

を

芝

居

に

す

る

の

は

法

度
＊

２

９

だ

っ

た

が

、

豊

後

に

全

く

お

咎

め

は

な

か

っ

た

。

さ

ら

に

幕

令

で

は

心

中

未

遂

の

科

で

非

人

身

分

に

落

と

さ

れ

る
＊

３

０

は

ず

だ

っ

た
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両

人

も

形

ば

か

り

晒

さ

れ

た

だ

け

で

親

元

に

返

さ

れ

、

晴

れ

て

夫

婦

に

な

っ

た

と

さ

れ

る

。

宗

春

は

著

書

「

温

知

政

要

」

で

法

度

号

令

が

多

く

な

る

と

挑

戦

心

が

な

く

な

り

心

が

い

じ

け

る

か

ら

、

法

度

は

少

な

い

方

が

い

い

、

と

記

し

て

い

る

。

 

 

こ

の

後

、

豊

後

が

同

作

を

引

っ

提

げ

て

江

戸

に

凱

旋

し

大

当

た

り

を

取

り

、
そ

の

影

響

と

見

ら

れ

る

出

奔

欠

落

が

増

え

た

。
結

局

、

宗

春

が

心

中

物

の

上

演

を

許

し

た

こ

と

が

、

府

下

の

風

紀

紊

乱

に

繋

が

り

、

幕

府

と

の

関

係

の

悪

化

が

決

定

的

と

な

る

。

 

 

と

も

あ

れ

、

名

古

屋

の

人

々

は

、

幕

府

に

追

従

し

な

い

御

三

家

宗

春

の

大

き

な

庇

護

の

下

に

あ

る

こ

と

を

こ

の

時

覚

知

し

た

に

違

い

な

い

。

 

こ

こ

ま

で

を

年

表

に

整

理

し

た

。

⑶

と

⑼

の

川

崎

音

頭

が

全

く

異

な

る

状

況

下

で

踊

ら

れ

た

こ

と

が

分

か

る

。
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六

．

詞

章

の

変

遷

 

冒

頭

で

提

示

し

た

疑

問

点

を

箇

条

書

き

で

再

掲

す

る

。

 

①

 

伊

勢

と

津

が

持

ち

つ

持

た

れ

つ

と

は

ど

う

い

う

意

味

か

？

 

②

 

な

ぜ

名

古

屋

が

唄

わ

れ

る

の

か

？

 

さ

ら

に

、

当

初

河

崎

音

頭

と

呼

ば

れ

て

い

た

こ

と

が

明

確

に

な

っ

た

今

、

次

の

疑

問

が

加

え

ら

れ

よ

う

。

 

③

 

河

崎

は

詞

章

の

ど

こ

に

あ

る

の

か

？

 

ま

ず

、

前

章

ま

で

の

検

証

を

基

に

②

に

つ

い

て

考

え

て

み

た

い

。

享

保

十

七

年

夏

時

点

で

の

西

小

路

遊

所

の

課

題

は

、

上

方

の

遊

女

を

集

め

た

富

士

見

原

遊

所

に

勝

つ

こ

と

で

あ

っ

た

。

 

河

崎

音

頭

の

狙

い

は

、

ご

当

地

名

古

屋

を

誉

め

な

が

ら

伊

勢

と

一

つ

の

唄

に

唄

い

込

む

こ

と

で

、

気

取

っ

た

上

方

ブ

ラ

ン

ド

と

は

享保19年 享保１８年 享保１７年 年

一 九 七 六 五 七 五 三 月

●
　
睦
月
連
理
玉
椿
　
大
当
り

⑻
　
西
小
路
独
自
の
遊
女
細
見
成
立

●
　

流
行
り
始
め
る

⑺
 
西
小
路
の
遊
女
が
屋
外
の
舞
台
で
踊
る

⑹
 
富
士
見
原
に
て
夜
芝
居
始
ま
る

⑸
 
富
士
見
原
に
て
毎
日
涼
み
花
火
揚
る

⑷
 
富
士
見
原
に
て
人
形
福
引
大
流
行

⑵
 
富
士
見
原
で
花
火
が
始
ま
る

⑴
 
西
小
路
芝
居
が
大
当
た
り

で
き
ご
と

庇
護
の
覚
知
　
名
古
屋
風
の
矜
持

出
身
地
よ
り
人

地
女
再
評
価

伊
勢
X
上
方

状
況

⑼
 
西
小
路
芝
居
で

の
大
踊
り

⑶
 
西
小
路
芝
居
で

を
踊
る
も
当
た
ら
ず

川
崎
音
頭

川
崎
音
頭

川
崎
音
頭



p. 22 「西小路・富士見原の競合と伊勢音頭の成立」 
 

異

な

る

伊

勢

の

親

和

性

を

ア

ピ

ー

ル

す

る

こ

と

だ

っ

た

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

河

崎

音

頭

は

、

い

わ

ば

伊

勢

と

名

古

屋

の

フ

レ

ン

ド

シ

ッ

プ

ソ

ン

グ

と

し

て

企

図

さ

れ

た

の

だ

ろ

う

。

同

様

の

傾

向

が

「

近

世

風

俗

志
＊

３

１

」

が

挙

げ

る

次

の

唄

に

も

窺

わ

れ

る

。

 

 

伊

勢

へ

七

た

び

熊

野

へ

三

度

、

愛

宕

さ

ま

へ

は

月

ま

ゐ

り

 

「

愛

宕

さ

ま

」

部

分

が

当

初

は

伊

勢

神

宮

と

共

に

三

種

の

神

器

を

蔵

す

る

「

熱

田

さ

ん

」

で

あ

っ

た

と

筆

者

は

推

測

す

る

。

東

国

で

一

生

に

一

度

と

言

わ

れ

た

伊

勢

詣

だ

が

、

距

離

的

に

近

い

名

古

屋

な

ら

七

度

で

も

筋

が

と

お

る

し

、

名

古

屋

か

ら

遠

い

熊

野

へ

は

三

度

、

と

い

う

の

も

頷

け

る

。

熱

田

に

は

地

元

で

呼

び

な

ら

わ

さ

れ

て

い

た

よ

う

に

「

さ

ん

」

付

け

を

し

て

伊

勢

と

並

べ

て

唄

う

こ

と

で

親

近

感

は

増

し

た

こ

と

だ

ろ

う

。

 

つ

ぎ

に

①

と

③

に

つ

い

て

考

え

た

い

。
一

般

的

な

解

釈

で

は
「

伊

勢

」

は

伊

勢

国

で

は

な

く

宇

治

・

山

田

、
「

津

」

は

安

濃

津

と

考

え

ら

れ

て

い

る

よ

う

だ

が

、

両

地

域

に

は

政

治

的

に

も

経

済

的

に

も

互

恵

関

係

は

見

当

た

ら

な

い

。

 

「

伊

勢

」
が

神

宮

を

指

す

と

考

え

た

場

合
「

津

」
は

何

だ

ろ

う

。

神

宮

と

持

ち

つ

持

た

れ

つ

の

関

係

に

あ

る

も

の

―
―

こ

れ

こ

そ

、

音

頭

に

そ

の

名

を

冠

す

る

河

崎

で

あ

る

と

筆

者

は

考

え

る

。

 

河

崎

は

近

世

以

来

勢

田

川

沿

い

に

成

立

し

た

河

岸

問

屋

街

と

し
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て

門

前

町

山

田

と

宇

治

の

台

所

を

支

え

て

き

た

裏

方

で

あ

っ

た

。

伊

勢

神

宮

が

伊

勢

市

の

「

聖

」

を

象

徴

す

る

も

の

で

あ

れ

ば

、

河

崎

は

「

俗

」

を

代

表

す

る

地

域
＊

３

２

で

あ

り

、

持

ち

つ

持

た

れ

つ

の

関

係

と

い

え

よ

う

。

普

通

名

詞

の

「

津

」

は

物

資

が

集

散

す

る

港

町

の

意

味

が

あ

る

こ

と

を

考

え

合

わ

せ

る

と

、

 

◎

伊

勢

＝

神

宮

・

・

・

・

聖
 

◎

津

 

＝

港

 

河

崎

・

・

俗

 

と

い

う

真

意

が

現

れ

る

。

伊

勢

神

宮

は

河

崎

で

も

つ

、

と

言

え

ば

尊

大

に

聞

こ

え

る

が

、

伊

勢

は

津

で

も

つ

、

と

婉

曲

に

い

え

ば

奥

ゆ

か

し

い

。

こ

の

短

い

詞

章

に

は

、

神

宮

を

物

資

で

支

え

る

港

町

河

崎

の

自

負

が

込

め

ら

れ

て

い

た

の

で

あ

る

。

 

 

次

に

詞

章

の

構

造

を

考

察

す

る

。

ま

ず

、

実

際

の

唄

わ

れ

方

を

確

認

し

た

い

。

一

例

と

し

て

ウ

ェ

ブ

上

に

あ

る

動

画

「

伊

勢

音

頭

（

歌

詞

付
＊

３

３

）
」

を

ご

覧

い

た

だ

き

た

い

。

テ

ロ

ッ

プ

を

引

用

す

る

。

 

ア

、

ヨ

ー

イ

ヨ

イ

、

伊

勢

は

ナ

ー

津

で

も

つ

、

津

は

伊

勢

で

も

つ

、

ア

、

ヨ

ー

イ

ヨ

ー

イ

、

尾

張

名

古

屋

は

、

ヤ

ン

レ

、

城

で

も

つ

、

ヤ

ー

ト

コ

セ

ー

（

以

下

略

）

 

 

傍

線

部

の

囃

子

詞

で

間ま

を

持

た

せ

、

七

七

（

間

）

七

（

間

）

五

で

唄

わ

れ

て

い

る

。
筆

者

は

こ

れ

を

現

代

の

演

芸

に

も

残

る
「

振
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っ

て

謎

っ

て

落

と

す
＊

３

４

」

と

い

う

形

だ

と

気

付

い

た

。

 
伊

勢

は

津

で

も

つ

津

は

伊

勢

で

も

つ

 

〔

ネ

タ

振

り

〕

 

尾

張

名

古

屋

は

 

〔

謎

掛

け

〕

 

城

で

も

つ

 
〔

オ

チ

〕

 

つ

ま

り

、

伊

勢

と

津

は

持

ち

つ

持

た

れ

つ

、

と

振

っ

て

意

味

を

考

え

さ

せ

る

。

で

は

名

古

屋

は

（

な

に

で

も

つ

の

）

？

と

謎

掛

け

し

て

、

考

え

さ

せ

て

か

ら

答

え

を

示

す

わ

け

で

あ

る

。

 

 

と

こ

ろ

が

、
「

城

」

で

は

折

角

の

「

振

り

」

を

受

け

て

お

ら

ず

、

オ

チ

に

な

っ

て

い

る

と

は

い

え

な

い

。

そ

こ

で

「

振

り

」

を

先

の

真

意

で

読

み

直

す

と

「

神

宮

と

港

は

持

ち

つ

持

た

れ

つ

」

と

読

め

る

か

ら

、

尾

張

名

古

屋

の

神

宮

と

港

を

考

え

れ

ば

よ

い

。

答

え

は

一

つ

。
「

宮

」

宿

が

神

宮

も

港

も

兼

ね

備

え

て

い

る

。

 

伊

勢

は

津

で

も

つ

 

津

は

伊

勢

で

も

つ

 

尾

張

名

古

屋

は

 

宮

で

も

つ

 

 

こ

れ

が

享

保

十

七

年

の

盆

に

唄

い

踊

ら

れ

た

河

崎

音

頭

の

詞

章

で

あ

る

と

筆

者

は

考

え

る

。

短

い

詞

章

の

中

で

伊

勢

と

尾

張

に

ふ

れ

て

謎

掛

け

に

作

る

、

と

い

う

芸

当

が

手

練

れ

の

作

で

あ

る

こ

と

は

確

か

で

、

奥

山

桃

雲

は

そ

れ

に

相

応

し

い

。

 

 

た

だ

し

、

こ

の

唄

に

よ

る

踊

り

は

一

夜

で

終

わ

っ

た

。

説

明

さ
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れ

れ

ば

腑

に

落

ち

る

が

、

そ

れ

を

面

白

い

、

と

繰

り

返

し

唄

い

踊

る

か

ど

う

か

？

智

に

働

け

ば

小

賢

し

さ

が

鼻

に

つ

く

こ

と

も

あ

る

。 

で

は

、

そ

の

一

年

余

り

後

に

河

崎

音

頭

が

流

行

り

始

め

た

の

は

な

ぜ

か

？

 

ま

ず

、
当

時

の

他

の

流

行

唄

を

参

考

に

し

た

い

。「

広

本

遊

女

濃

安

都

」

な

ど

で

は

川

崎

音

頭

流

行

始

め

を

伝

え

る

記

事

の

前

に

、

同

年

の

流

行

っ

た

「

ほ

か

け

て

こ

い

節ふ

し

」

の

歌

詞

が

あ

る

。

 

坂

は

て

る

〳

〵

鈴

鹿

は

く

も

る

あ

い

の

土

山

雨

が

ふ

る

笠

持

て

こ

い
＊

３

５ 

 

元

唄

を

た

ど

る

と

、

ま

ず

近

松

門

左

衛

門

の

世

話

物

「

丹

波

与

作

待

夜

の

小

室

節

」
（

宝

永

四

〔

一

七

〇

七

〕

年

）

に

「

坂

は

照

る

照

る

。

鈴

鹿

は

曇

る

。

土

山

あ

ひ

の

。

あ

ひ

の

土

山

雨

が

降

る

」

と

あ

る

。

さ

ら

に

遡

る

と

「

落

葉

集
＊

３

６

」
（

元

禄

十

七

〔

一

七

〇

四

〕

年

刊

）

の

馬

士

む

ま

か

た

踊

に

「

坂

は

照

る

照

る

。

鈴

鹿

は

曇

る

。

さ

き

は

い

と

言

う

て

は

は

い

ど

う

し

。

あ

ひ

の

土

山

雨

が

降

る

」

と

あ

る

。

 

 

い

ず

れ

も

東

海

道

の

鈴

鹿

峠

を

挟

ん

で

天

気

が

変

わ

る

さ

ま

を

抒

情

的

に

唄

っ

た

冗

長

な

文

句

で

、

鈴

鹿

の

馬

子

に

思

い

を

馳

せ

て

し

み

じ

み

と

す

る

の

が

こ

れ

ら

の

唄

に

対

す

る

正

当

な

観

賞

で

あ

っ

た

の

だ

ろ

う

。
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一

方

こ

の

流

行

唄

は

、

既

存

の

馬

子

唄

を

河

崎

音

頭

と

同

じ

く

七

七

七

五

に

整

え

、

雨

に

備

え

て

「

笠

持

っ

て

来

い

」

と

囃

子

詞

を

入

れ

た

も

の

と

考

え

ら

れ

る

。

こ

れ

で

は

鈴

鹿

越

え

の

風

情

も

あ

っ

た

も

の

で

は

な

い

が

、

こ

の

下

世

話

な

が

ら

あ

る

意

味

次

元

を

変

え

る

囃

子

詞

に

こ

そ

、

既

存

の

文

化

を

破

壊

し

て

新

た

な

文

化

を

創

造

す

る

時

代

の

力

が

垣

間

見

え

る

。

 

「

城

」

で

も

つ

、

が

生

ま

れ

た

背

景

に

も

そ

ん

な

時

代

の

力

が

あ

っ

た

の

で

は

な

か

ろ

う

か

。
す

な

わ

ち

、「

宮

宿

が

神

宮

も

港

も

兼

ね

て

い

る

か

ら

、

な

ど

と

い

う

小

賢

し

い

理

屈

は

面

白

く

も

な

い

。

今

の

尾

張

名

古

屋

は

お

殿

さ

ま

で

も

っ

て

い

る

に

決

ま

っ

て

い

る

」

と

い

う

想

い

で

、
「

殿

」

と

い

う

の

を

憚

っ

て

「

城

」

と

し

た

の

だ

と

筆

者

は

考

え

る

。

理

屈

か

ら

感

性

の

詞

章

へ

と

次

元

を

変

え

た

者

は

、

付

句

に

長

じ

た

俳

諧

梅

路

で

あ

っ

た

と

し

て

も

不

思

議

は

な

い

。

 

と

は

い

え

、

最

初

か

ら

「

城

」

で

は

意

味

が

通

じ

な

い

。

当

初

の

「

伊

勢

と

名

古

屋

の

フ

レ

ン

ド

シ

ッ

プ

ソ

ン

グ

」

が

ス

タ

ン

ダ

ー

ド

と

し

て

存

在

し

て

い

た

か

ら

こ

そ

次

元

を

変

え

た

心

地

よ

さ

が

生

ま

れ

た

こ

と

は

〽

坂

は

て

る

〳

〵

の

唄

に

同

じ

で

、

宗

春

讃

歌

と

な

っ

た

こ

と

で

さ

ら

な

る

共

感

を

生

ん

だ

の

だ

ろ

う

。

 

 

宗

春

讃

歌

で

あ

る

証

左

は

囃

子

詞

か

ら

も

見

て

取

れ

る

。
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「

近

世

風

俗

志

」

に

あ

る

囃

子

詞

を

挙

げ

る

。

 
ヤ

ア

ト

コ

セ

ー

、

ヨ

イ

ヤ

ナ

、

 

ア

リ

ヤ

リ

ヤ

、

コ

リ

ヤ

リ

ヤ

、

 

ソ

リ

ヤ

ナ

ン

デ

モ

セ

ー

 

 

三

行

目

の

最

後

が

「

何

で

も

せ

」

と

読

め

る

の

は

凡

そ

同

意

し

て

い

た

だ

け

る

か

と

思

う

。

 

 

二

行

目

は

ど

う

か

？

頭

の

音

に

注

目

す

る

と

、
ア

、
コ

、
ソ
（

三

行

目

）

に

な

る

。

こ

れ

は

指

示

代

名

詞

の

ア

レ

、

コ

レ

、

ソ

レ

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

さ

ら

に

「

リ

ヤ

」

を

連

母

音

の

表

記
＊

３

７

と

見

れ

ば
「

あ

れ

や

り

ゃ

ー

、
こ

れ

や

り

ゃ

ー

」
の

名

古

屋

弁

と

な

る

。

 

合

わ

せ

る

と

共

通

語

で

「

あ

れ

や

っ

て

み

な

さ

い

よ

、

こ

れ

や

っ

て

み

な

さ

い

よ

、

そ

れ

何

で

も

や

っ

て

み

よ

」

と

な

る

。
 

法

度

で

暮

ら

し

を

締

め

付

け

る

幕

府

と

は

逆

に

法

令

を

少

な

く

し

、

町

踊

り

・

芝

居

・

遊

所

を

許

し

、

心

中

未

遂

の

者

に

憐

憫

を

垂

れ

、

心

中

の

芝

居

も

咎

め

立

て

し

な

か

っ

た

宗

春

の

治

政

。

そ

れ

ぞ

れ

の

能

力

を

信

じ

て

何

事

も

気

を

奮

い

起

こ

し

て

や

っ

て

み

よ

、

と

い

う

異

端

の

殿

様

か

ら

の

メ

ッ

セ

ー

ジ

を

確

か

に

受

け

取

っ

た

と

い

う

証

が

こ

の

囃

子

詞

で

は

な

か

っ

た

か

。

 

囃

子

詞

は

、

こ

こ

に

至

っ

て

独

唱

に

添

え

る

単

な

る

合

の

手

で

は

な

く

、

独

唱

部

分

の

内

容

を

昇

華

さ

せ

る

も

の

に

な

っ

た

と

い
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え

よ

う

。
仲

間

内

で

意

味

を

共

有

し

て

斉

唱

す

る

こ

と

で

、「

自

由

な

」

時

代

を

生

き

る

喜

び

が

共

鳴

増

幅

し

、

河

崎

音

頭

は

「

さ

わ

ぎ

」

と

呼

ば

れ

る

ほ

ど

の

激

し

い

演

奏

と

踊

り

で

大

流

行

に

至

っ

た

の

で

あ

ろ

う

。

 

七

．

む

す

び

 
 

享

保

二

十

一

〔

一

七

三

六

〕

年

、

名

古

屋

の

遊

所

が

閉

鎖

さ

れ

た

が

、

伊

勢

の

遊

女

は

故

地

に

帰

っ

て

も

河

崎

音

頭

を

踊

り

続

け

た

の

だ

ろ

う

。
そ

れ

が

参

宮

客

の

土

産

と

な

っ

て

全

国

に

伝

播

し

、

各

地

の

遊

所

で

唄

い

踊

ら

れ

た

。

十

八

世

紀

末

か

ら

備

前

屋

・

杉

本

屋

な

ど

古

市

の

妓

楼

で

は

「

尾

張

名

古

屋

」

も

「

城

」

も

で

て

こ

な

い

、
見

立

て

の

た

め

の

伊

勢

音

頭
＊

３

８

が

踊

ら

れ

た

。
十

九

世

紀

初

頭

に

三

馬

が

潮

来

で

見

た

、

客

を

顧

み

ぬ

一

心

不

乱

の

遊

女

の

狂

騒

は

、
身

体

の

開

放

で

得

る

こ

と

が

で

き

た

一

時

の
「

自

由

」

で

あ

り

、
河

崎

音

頭

の

精

神

の

残

照

で

あ

っ

た

の

か

も

し

れ

な

い

。 

一

方

で

、

伊

勢

・

尾

張

の

地

名

が

入

り

、

軽

快

に

韻

を

踏

む

詞

章

は

、

冒

頭

に

述

べ

た

と

お

り

、

延

々

と

今

日

ま

で

伝

承

さ

れ

、

「

名

古

屋

=

城

」
と

い

う

観

念

の

根

拠

と

な

っ

て

い

る

。
あ

ま

っ

さ

え

、

天

保

十

三

〔

一

八

四

二

〕

年

に

執

筆

開

始

し

た

「

金

城

温

古

録

」
で

す

ら
「

尾

張

名

古

屋

は

城

で

も

つ

と

謡

ひ

し

そ

の

世

に

は

」

と

名

古

屋

城

の

形

容

と

し

て

用

い

て

い

る

の

だ

か

ら

無

理

も

な

い

。 
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こ

こ

ま

で

新

遊

所

間

の

競

合

と

独

自

文

化

に

至

る

価

値

観

の

変

化

と

い

う

視

点

で

史

料

を

分

析

検

討

し

た

結

果

、

河

崎

音

頭

は

、

当

初

、

川

茂

笹

次

の

骨

折

り

に

よ

っ

て

名

古

屋

西

小

路

新

地

で

唄

い

踊

る

た

め

に

作

ら

れ

、

そ

の

後

詞

章

を

変

化

さ

せ

て

宗

春

讃

歌

の

色

彩

を

持

つ

に

至

っ

た

、

と

結

論

付

け

た

い

。

つ

ま

り

「

〽

尾

張

名

古

屋

は

城

で

も

つ

、

と

唄

わ

れ

た

」

と

い

う

形

容

は

、

城

で

は

な

く

、

徳

川

宗

春

に

こ

そ

相

応

し

い

の

で

あ

る

。

 

努

め

て

史

料

に

基

づ

く

実

証

に

徹

し

た

つ

も

り

だ

が

、

推

論

が

強

引

と

い

う

ご

批

判

も

あ

ろ

う

。

筆

者

と

し

て

は

、

小

稿

が

河

崎

音

頭

と

宗

春

の

治

政

と

の

関

連

に

つ

い

て

一

石

を

投

じ

る

こ

と

が

で

き

た

な

ら

そ

れ

だ

け

で

幸

い

で

あ

る

。

今

後

、

活

発

な

議

論

が

展

開

さ

れ

る

こ

と

を

心

か

ら

願

っ

て

や

ま

な

い

。

 

〈

注

〉

 

＊

１

 

平

成

二

八

年

度

・

平

成

三

〇

年

度

「

都

市

ブ

ラ

ン

ド

イ

メ

ー

ジ

調

査

結

果

報

告

書

」
（

名

古

屋

市

観

光

文

化

交

流

局

）

 

＊

２

 

「

河

崎

」
「

川

崎

」

の

表

記

は

原

典

に

従

っ

た

。

以

降

小

稿

で

呼

称

す

る

場

合

は

、

現

町

名

の

河

崎

を

使

用

す

る

。

 

＊

３

 

蔀

関

月

『

伊

勢

参

宮

名

所

図

会

』

一

七

八

七

年

、

塩

屋

忠

兵

衛

 

＊

４

 

同

様

の

注

記

は
「

名

古

屋

遊

廓

之

図

」（

桃

木

書

院

所

蔵

図
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の

模

写

）
『

名

古

屋

市

史

編

纂

史

料

』
（
「

な

ご

や

コ

レ

ク

シ

ョ

ン

」

に

て

公

開

）

に

も

見

ら

れ

る

。

注

書

き

が

候

文

で

書

か

れ

、

岩

瀬

文

庫

所

蔵

図

と

異

同

も

あ

る

。

 

＊

５

 

『

大

神

宮

叢

書

』

第

六

神

宮

随

筆

大

成

後

篇

、

西

濃

印

刷

出

版

部

 

所

収

、

六

八

四

頁

 

＊

６

 

松

木

時

彦

「

神

都

百

物

語

」

一

九

三

二

年

（
『

柳

田

国

男

の

本

棚

４

』

大

空

社

 

所

収

、

一

〇

〇

頁

）

 

＊

７

 

『

伊

勢

市

史

』

第

三

巻

近

世

編

、

七

五

二

頁

、

二

〇

一

七

年

、

伊

勢

市

 

＊

８

 

竹

内

玄

々

一

『

俳

家

奇

人

談

』

一

四

〇

頁

、

古

今

堂

、

一

八

九

二

年

 

＊

９

 

織

茂

三

郎

「

遊

女

濃

安

都

」

解

題

『

日

本

庶

民

生

活

史

料

集

成

』

第

一

五

巻

八

〇

四

頁

、

三

一

書

房

、

一

九

七

一

年

 

＊

１

０

 

＊

６

同

書

、

二

六

頁

 

＊

１

１

 

「

伊

勢

音

頭

二

見

真

砂

」「

麓

廼

塵

」
な

ど

。
と

も

に
『

近

代

歌

謡

集

』
（

校

註

日

本

文

学

類

従

２

、

博

品

館

、

一

九

二

九

年

）

所

収

 

＊

１

２

 

山

路

澄

子
「

伊

勢

音

頭

に

つ

い

て

」『

名

古

屋

女

子

大

学

紀

要

』

二

〇

巻

、

一

九

七

四

年

 

＊

１

３

 

旧

字

は

筆

者

が

改

め

た

。

フ

リ

ガ

ナ

は

元

の

ま

ま

。
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＊

１

４
 

以

下

の

引

用

部

で

筆

者

が

漢

字

に

直

し

た

部

分

に

は

元

の

表

記

を

ル

ビ

で

入

れ

た

。

一

部

の

句

点

は

読

点

に

し

た

。

 

＊

１

５

 

西

澤

爽
「

日

本

近

代

歌

謡

の

実

証

的

研

究

」
四

二

八

頁

、

一

九

八

九

年

 

＊

１

６

 

笹

次

の

表

記

に

異

同

が

あ

り

、
「

三

廓

細

見

抄

」
（

蓬

左

文

庫

蔵

）

で

は

川

茂

笹

法
．
と

読

め

、
「

夢

農

跡

」
（

吉

川

本

・

名

古

屋

市

史

資

料

）

で

は

川

茂

笹

治
．
と

し

て

い

る

。

 

＊

１

７

 

明

和

三

〔

一

七

六

六

〕

年

写

本

の

「

三

廓

細

見

抄

」
（

蓬

左

文

庫

蔵

）

は

「

伊

勢

お

ん

ど

」

と

し

て

い

る

。

こ

の

こ

ろ

既

に

川

崎

音

頭

と

は

呼

ば

れ

て

い

な

か

っ

た

も

の

と

思

わ

れ

る

。

 

＊

１

８

 

『

夢

の

跡

』

蓬

左

文

庫

蔵

 

所

収

 

＊

１

９

 

「

遊

女

濃

安

都

」

＊

９

に

同

じ

 

＊

２

０

 

「

享

保

十

四

酉

年

名

護

屋

絵

図

」
（

愛

知

県

図

書

館

蔵

）

を

基

に

作

成

し

た

本

町

筋

周

辺

の

地

割

に

遊

所

を

加

え

た

。

白

場

に

は

田

畑

や

薮

・

沼

な

ど

に

家

屋

が

散

在

す

る

。

 

＊

２

１

 

『

名

古

屋

叢

書

』

第

一

四

巻

 

所

収

に

よ

っ

た

。

以

下

の

引

用

部

で

、

筆

者

が

漢

字

に

直

し

た

部

分

に

は

元

の

表

記

を

ル

ビ

で

入

れ

た

。

一

部

の

句

点

は

読

点

に

し

た

。

な

お

同

叢

書

の

附

録

で

尾

崎

久

弥

氏

は

、

同

書

の

成

立

を

享

保

十

七

年

八

月

頃

～

翌

年

二

月

と

す

る

。
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＊

２

２
 

「

尾

陽

戯

場

事

始

」
（
『

名

古

屋

叢

書

』

第

一

六

巻

、

一

九

六

〇

年

、

名

古

屋

市

教

育

委

員

会

）

は

、

こ

の

日

を

記

す

。
「

遊

女

濃

安

都

」
で

は

五

月

二

〇

日

の

記

事

の

後

に

記

す

。『

名

古

屋

遊

廓

図

』
（

岩

瀬

文

庫

蔵

）

は

春

と

だ

け

記

す

。

 

＊

２

３

 

『

名

古

屋

遊

廓

図

』
（

岩

瀬

文

庫

蔵

）

の

「

富

士

見

原

」

に

「

吉

田

よ

り

華

火

取

組

夥

布

賑

合

」

と

あ

る

。

 

＊

２

４

 

『

名

古

屋

遊

廓

の

図

』

名

古

屋

市

史

編

纂

史

料

（
「

な

ご

や

コ

レ

ク

シ

ョ

ン

」

に

て

公

開

）

 

＊

２

５

 

『

名

古

屋

遊

廓

図

』
（

岩

瀬

文

庫

蔵

）

に

も

場

所

が

若

干

異

な

る

が

「

薬

湯

」

と

あ

る

。

 

＊

２

６

 

『

日

本

随

筆

大

成

』

続

別

巻

四

、

所

収

、

一

八

四

頁

 

＊

２

７

 

『

伊

勢

市

史

』

第

三

巻

近

世

編

、

五

二

二

頁

、

二

〇

一

七

年

、

伊

勢

市

 

＊

２

８

 

蓬

左

文

庫

蔵

。

以

下

の

引

用

で

便

宜

上

漢

字

に

直

し

た

部

分

に

は

元

の

表

記

を

ル

ビ

で

入

れ

た

。
読

点

は

筆

者

が

付

け

た

。 

＊

２

９

 

『

徳

川

実

紀

』
享

保

七

年

十

二

月

七

日

の

い

わ

ゆ

る
「

相

対

死

に

禁

止

令

」

 

＊

３

０

 

江

戸

町

触

、
享

保

八

年

二

月

に

事

後

処

理

の

細

則

あ

り

。 

＊

３

１

 

岩

波

文

庫

版

、

三

巻

、

四

五

三

頁

 

＊

３

２

 

『

河

崎

―

歴

史

と

文

化

』
（

一

九

八

三

年

、

伊

勢

市

教

育
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委

員

会

）

の

「

は

し

が

き

」

よ

り

引

用

。

 

＊

３

３

 
熊

本

城

本

丸

御

殿

春

の

宴

h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
y
o
u
t
u
b
e
.
c
o
m
/
w
a
t
c
h
?
v
=
v
P
A
5
0
V
I
P
d
t
I
 

＊

３

４

 

ウ

ク

レ

レ

漫

談

家

・

ぴ

ろ

き

「

ネ

タ

を

ふ

っ

て

、

な

ぞ

っ

て

、

落

と

す

。

僕

の

漫

談

の

基

本

的

な

ス

タ

イ

ル

」
（

二

〇

一

九

年

三

月

二

三

日

朝

日

新

聞

朝

刊

）

と

あ

る

。

堺

す

す

む

「

何

で

か

フ

ラ

メ

ン

コ

」

が

好

例

。

 

＊

３

５

 

「

広

本

遊

女

濃

安

都

」

は

続

け

て

「

持

て

く

る

ふ

し

と

い

ふ

車

還

合

戦

桜

と

い

う

ふ

浄

留

り

本

通

行

に

出

た

り

」

と

す

る

が

、

車

還

合

戦

桜

道

行

の

文

句

に

「

ほ

か

け

て

こ

い

」

は

あ

る

が

「

持

て

く

る

」

は

見

当

た

ら

な

い

。

 

＊

３

６

 

『

日

本

歌

謡

集

成

』

巻

六

、

東

京

堂

出

版

、

所

収
 

＊

３

７

 

芥

子

川

律

治

『

江

戸

時

代

の

名

古

屋

方

言

』
（

一

九

六

六

年

、

名

古

屋

市

教

育

委

員

会

）

三

六

頁

に

猿

猴

庵

の

「

お

き

や

」

と

い

う

表

記

は

「

お

き

ゃ

ー

」

に

通

ず

る

の

で

は

な

い

か

、

と

の

指

摘

あ

り

。

 

＊

３

８

 

松

木

氏

は

「

伊

勢

音

頭

は

所

謂

古

市

花

街

の

音

頭

踊

で

あ

る

が

、

決

し

て

古

来

の

踊

と

は

思

は

れ

な

い

。
（

中

略

）

本

家

本

元

の

河

崎

音

頭

を

圧

倒

し

て

、

別

経

路

の

如

く

に

成

っ

た

も

の

で

あ

る

」
（

＊

６

同

書

、

三

二

七

頁

）

と

し

て

伊

勢

音

頭

の

詞

章
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を

載

せ

て

い

る

。

 

（

お

お

の

・

た

け

る

 

歴

史

小

説

作

家

）
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