
　
右
の
歌
詞
は
先
日
行
わ
れ
た
、
馬
関

ま
つ
り
な
ど
で
一
度
は
耳
に
し
た
こ
と

が
あ
る「
平
家
踊
り
」で
口
説
か
れ
る
こ

と
が
多
い
源
平
音
頭
の
一
節
で
す
。

　
栄
華
を
極
め
た
平
家
一
門
。
平
家
踊

り
は
壇
ノ
浦
の
源
平
合
戦
で
入
水
し
た

安
徳
天
皇
の
霊
を
慰
め
、
終
え
ん
を
迎

頃こ

ろ

は
寿じ

ゅ

永え

い

の
四よ

と

せ年
の
昔

む
か
し

奢お

ご

る
も
の
は
久ひ

さ

し
か
ら
ず

譬
た
と
え

の
如ご

と

く
平へ

い

家け

の
軍ぐ

ん

勢ぜ

い

都み

や

こ

お落
ち
し
て
鵯

ひ
よ
ど
り
ご
え越
や

四し

こ

く国
屋や

し

ま島
と
追お

わ
れ
に
追お

わ
れ

海う

み

を
逃の

が

れ
て
こ
こ
下し

も
の
せ
き関
…
…

え
た
平
家
一
門
の
供
養
に
端
を
発
し
た

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
民
衆
の
生
活
の
中

で
盆
踊
り
と
し
て
広
ま
り
、
代
々
受
け

継
が
れ
て
き
ま
し
た
。

　
時
代
と
と
も
に
形
は
変
わ
り
な
が
ら

も
、
先
人
の
技
と
思
い
を
後
世
へ
伝
え
、

広
め
る
活
動
を
し
て
い
る「
下
関
平
家
踊

保
存
会
」を
紹
介
し
ま
す
。

地
域
の「
盆
踊
り
」か
ら

世
界
の「
平
家
踊
り
」へ

　
昭
和
35
年
、
市
内
各
地
の
盆
踊
り
を

統
一
す
る
こ
と
に
な
り
、
名
称
を「
盆
踊

り
保
存
会
」か
ら「
郷
土
芸
能
・
平
家
踊

り
保
存
会
」と
改
め
ま
し
た
。
平
家
踊
り

を
広
く
全
国
に
広
め
る
こ
と
を
目
的
に

活
動
を
始
め
ま
す
。
近
く
は
地
元
の
盆

踊
り
大
会
か
ら
、
県
内
の
物
産
展
、
遠

く
は
、
東
京
・
京
都
・
大
阪
へ
と
市
の

観
光
宣
伝
の
た
め
、
全
国
各
地
へ
赴
き

実
績
を
重
ね
ま
し
た
。

　
中
国
地
方
代
表
と
し
て「
伊
勢
神
宮
奉

納
民
謡
大
会
」に
、
山
口
県
代
表
と
し
て

「
大
阪
万
国
博
覧
会
」に
出
演
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、「
沖
縄
海
洋
博
覧
会
」、
昭
和

52
年
に
は「
フ
ラ
ン
ス
・
ニ
ー
ス
国
際
カ
ー

ニ
バ
ル
」へ
出
演
。
こ
の
出
演
を
機
に
、

各
地
域
に
あ
っ
た
５
団
体
を
一
本
化
し

「
平
家
踊
保
存
会
」を
発
足
し
ま
し
た
。

　
現
在
は「
八は

っ
と
ん
か
い

音
会
」「
彦
島
連
」「
西
山
連
」

の
３
団
体
で
組
織
さ
れ
、
約
130
人
の
会

員
が
練
習
に
励
ん
で
い
ま
す
。

三
味
線
・
音
頭
・
太
鼓
・
踊
り

醸
し
出
す
力
強
い
エ
ネ
ル
ギ
ー

　
練
習
場
に
近
付
く
と
ワ
ク
ワ
ク
す
る

感
覚
に
自
然
と
体
が
熱
く
な
り
ま
す
。

　

体
に
響
く
太
鼓
の
音
、「
二
上
が
り
」

の
三
味
線
の
テ
ン
ポ
の
速
い
独
特
の
リ

ズ
ム
。「
ヤ
ト
エ
ー
ソ
ラ
エ
・
ヤ
ト
エ
ノ

エ
ー
」と
音
頭
の
合
間
の
お
は
や
し
が
気

分
を
盛
り
上
げ
ま
す
。
皆
さ
ん
が
楽
し
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下
関
平
家
踊
保
存
会

そ
う
に
踊
る
踊
り
は
、
こ
つ
さ
え
つ
か

め
ば
す
ぐ
に
仲
間
に
入
れ
そ
う
で
す
。

　
平
家
踊
り
は
三
味
線
、
音
頭
、
太
鼓
、

踊
り
で
構
成
さ
れ
、
中
で
も
、
三
味
線

は
全
体
の
リ
ズ
ム
・
テ
ン
ポ
を
リ
ー
ド

す
る
最
も
重
要
な
役
割
を
担
い
ま
す
。

踊
り
が
始
ま
る
と
ば
ち
と
指
が
休
ま
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
音
頭
は「
源
平
音
頭
」を
は
じ
め
、「
那

須
の
与
一
」「
引
接
寺
く
ど
き
」な
ど
多
数

が
口
説
か
れ
て
い
ま
す
。

　
口
説
き
は
そ
の
一
口
目
、
ま
た
は
二

口
目
に「
ナ
ガ
シ
」「
ユ
ス
リ
」「
フ
シ
」な

ど
が
入
る
こ
と
に
よ
り
一
層
音
頭
が
生

き
て
き
ま
す
。
口
説
き
方
も
大
変
難
し

く
、
口
説
き
手
に
は
セ
ン
ス
と
技
術
が

必
要
で
す
。

　
踊
り
の
特
徴
は
全
国
的
に
も
珍
し
い

「
糸
操
り
式
」と
い
わ
れ
る
踊
り
方
。
糸

を
操
る
よ
う
に
腕
を
上
下
さ
せ
、
11
拍

子
と
い
う
独
特
の
テ
ン
ポ
で
踊
り
ま
す
。

　
太
鼓
は
左
が
低
音
、
右
が
少
し
高
い

音
程
の
二
つ
の
太
鼓
を
専
用
の
台
の
上

に
並
べ
て
設
置
し
ま
す
。
太
鼓
の
右
前

に
空
の
酒
樽
を
置
き
、
細
め
の
ば
ち
を

両
手
に
奇
数
拍
子
の
速
い
テ
ン
ポ
で
打

ち
鳴
ら
し
ま
す
。
平
家
太
鼓
の
奇
数
拍

子
を
基
に
し
た
勇
壮
な
打
ち
方
は
全
国

に
類
が
な
く
、
平
家
踊
り
は
山
口
県
を

代
表
す
る
伝
統
芸
能
と
し
て
伝
承
さ
れ

て
い
ま
す
。

伝
統
を
後
世
に
…
…

　
牛
尾
三
雄
副
会
長（
彦
島
連
会
長
）は
、

「
会
員
ひ
と
り
ひ
と
り
が
気
を
引
き
締
め
、

技
を
磨
き
、
下
関
な
ら
で
は
の
伝
統
文

化
を
後
世
に
伝
え
て
い
き
た
い
。
若
い

人
た
ち
に
も
、
郷
土
の
誇
り
を
受
け
継

い
で
い
っ
て
ほ
し
い
」と
熱
い
思
い
を
語

っ
て
く
れ
ま
し
た
。

　
練
習
場
に
は
次
の
時
代
の
担
い
手
の

子
ど
も
の
姿
も
あ
り
、
大
人
顔
負
け
の

ば
ち
さ
ば
き
に
頼
も
し
く
も
あ
り
ま
し
た
。

★私たちと一緒に活動しませんか
★イベント出演も承ってます

下関平家踊保存会事務局
（観光政策課内）担当：牛尾
� （☎231-1350）

八
はっとんかい
音会

西山連

彦島連

しものせき馬関まつり

イスタンブールでの披露（2003年）
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