
米
沢
彦
八
と
そ
ろ
ま

林

泰

弘

、

は

じ

め

に

義

太
夫

節

以
前

の
古

流
人

形
浄

瑠
璃

に
お

い
て
、

間
狂

言
と

し

て

上
演

さ
れ

た
道
化

人
形

の
そ

ろ
ま

は
、
近

世
中
期

に
か
け

て
衰

退
し

て

い

っ
た
。

「
竹

豊

故
事

」

(
宝
暦

六
年

刊
)

下
巻

「
操

人
形

之

故

事
並
名

人

之
遣

手
付
古
今

達

人
之
事

」

に
は
、

此

野
呂
松

氏

を
祖

と

し
、

京
大

坂

の
操

芝

居

――野
呂

問

・
鹿

呂

間

・
鹿

呂
七

・
麦
間

等

と
名
を

付
、
道

外

た

る
詞

を
な

し
、

浄

る
り
段

物

の
間

の
狂
言
を

な
し

た
り
。

近
来

ハ
ケ
様
成

事

ハ
捨

り
、

知

れ

る
人
も
稀

.
成

し
也
。

と

あ

り

(=
、
す

で
に

宝
暦

頃

に

こ
う

い

っ
た

操

り

人
形

の
間

狂

言

が

衰
退

し

て
い
た

こ
と
が

知
ら

れ

る
。

し

か
し

、

「
竹
豊

故

事
」

の
刊
行

さ

れ
た

ま
さ

に

そ

の
宝
暦

六

年

が
、

そ
れ
ま

で
長

ら
く
廃

っ
て

い
た

そ
ろ
ま

に
と

っ
て
重

要
な

年
と

な

っ
て
い
る

の

で
あ

る
。
現
存

最

古

の
そ
ろ

ま
狂

言
本

は

「登

り
舟

」

「北

野
八
景

」

「地

ご

く

め
ぐ

り

」

「祭

り
八
景

」

「料

理

献
立

」

で

あ

る
が
、

宝
暦

六
年

春

に
京
都

で
刊

行
さ

れ

て

い
る
し
、

本

居
宣

長

が

「
在
京

日
記
」

に
お

い

て

「
そ
ろ
ま
物

ま

ね
」

を
見

た
と

記

し

て

い
る

の
も
宝
暦

六
年

の
条

で
あ

る
。

宝

暦
六

年

以
前

に
そ

ろ
ま
が

復
活

上
演

さ

れ
た

と

い
う
記
録

は
見

当
た

ら
な

い
。

そ

ろ
ま

は
、
宝

暦

六
年

に
な

っ
て
突
然

復
活

し
た

も

の
と

映

る

の
で
あ

る
。

一
体

こ

の
復
活

現
象

は
ど

の
よ

う
な

理

由
に

よ

る
も

の
な

の

で
あ

ろ
う

か
。

資

料
が

少
な

い

た
め
決

定
的

な

こ
と

は
言

え
な

い
が

、

こ
れ

を
当

時
京

都

で
人
気

の
あ

っ
た

芸
人

・
米

沢
彦

八

と

の
関
連

で
考

察

し
、

さ
ら

に
そ

ろ
ま

と
上
方

落

語

の
関
係

に

つ
い
て
触

れ

て
み
た

い
。

二
、
米

沢

彦
八

と
彦

六

肥

田
晧

三
氏

が

紹
介

さ
れ

た

三
)
よ

う

に
、

京

都
に

遊
学

中

の
本
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居
宣

長

は
、

現
在

の
落

語
家

の
祖
先

で
あ

る
米

沢
彦

八

の
芸
を

た
び

た
び

見
て

い
る
。

知
恩
院

の
御

影
堂

に
ま

い
り
、

け

ふ
は
大

人

の
忌

日
な
れ
ば

、

回
向

し
お
が

み
奉

り

て
、
南

の
か
た

の
門

を
出

て
、
祇

園
林

を

す

ぎ
、

二
間

茶
屋

に
入

て
、
物

く

ひ
な
ど
す

。

い
と

う
人
多

く

来

り
集

り

て
、
に
ぎ

は

し
き
さ

ま
な

り
。

社
内

に
米

沢
彦

八
居

侍

り

て
、
人
多

く
集

れ

り
。

し
ば

し
入

て
聞
侍

る
。
此

彦

八
と

い
ふ
も

の
は
、

都
に

名
高

き
も

の
に
な

ん
有

け

る
。

い
と
お

か

し

く
は
な

し
物

ま
ね

な
ど

し
侍

り

て
、
人

の
耳
を

悦
ば

し
け

る
。

(
「在
京

日
記

」
三
H
宝

暦
六
年

正

月
二
十

四

日
条

)

盆

ま

へ
近

く
成

て
、

い
つ

こ
も

く

い
と

さ
は

が
し
。

此

比
四

条
河

原

に
、

後

す
ゴ

と
か

や

い
ひ

て
、

米

沢
彦

八
が

出
侍

り
て

い
と

に
ぎ

は
し

く
見

ゆ
。

か
れ

こ
れ

役
者
う

き
世

物
ま

ね
、

又

五

ツ
六

ツ
ば

か

り
成

い
と

き
な

き
童

の
、
江

戸

万
歳

か
る
わ
ざ

や
う

の
こ
と

し
侍
り

て
、

人
多

く
よ

り
侍

る
。

そ

こ
ら
床

几
お

ほ
く
、

茶

見
せ

出
し

て
、

か
は

ら

い
と

に
ぎ

は

し
き

こ
と
也

。

(
同

・
宝

暦

六
年

七
月

七
β
条

〉

四
条

下

る
所

の
河
原

に
、
米

沢
彦

八
が

出
居

侍

る
。

い
と

に
ぎ

は

し
。

(同

・
宝
暦

七
年

七

月

二
十

九

日
)

こ

こ
に
名
前

の
挙
げ

ら

れ

て
い
る
米

沢
彦

八

は

二
代

目

で
あ

る
。

元
禄

期

の
初
代

米

沢
彦

八

は
大

坂

で
活

躍

し
た

が

、

「
翁
草

」

巻

百

二

十

六

(里

に

、

享

保
七

年

の
頃
よ

り
米

沢
彦

八

と
云

へ
る
も

の
、

所

々
法

会
等

の
場
に

出

て
、

あ

ら
れ

ぬ
譜

言

を
云

て
人

を
笑

せ
、

都

の
名
題

と

成

て
久

し
く
有

し
が

、

明
和

の
頃

に
や

死

て
、
其

弟

子
儀

八

郎

外
に
店

を
構

へ
、

軍
書

読

と
成

る
。

文

四
郎
、

勝

五
郎

な
ど

が

彦
八

を
嗣

て
祇

園

に
常

店

を

出
し
、

此
者

共

も
今

は
皆

死

し

て
其
店

は
残

り
な

が
ら

、
今

の
者

ど

も

の
咄

は
遥

に
劣
れ

り

と

あ

る
よ
う

に
、

二
代

目

以
降

の
名
跡

は

京
都

に
移

っ
た

こ
と

が
知

ら
れ

て
い
る
。

京

都

の
米

沢
彦

八

の
活

動

は
、

二
代

目
が

元

文
年

間

に
三
冊

の
軽

ロ
本

を

三
年
連

続

で
板
行

し
た

ほ
か

に
は
資

料

が
少

な

い
。

こ

の
宣

長

の
記
述

は

、
分

量
が

わ
ず

か

で
あ

っ
て
も
、
上

方
落

語
研

究
史

上

、

貴
重

な

も

の
で
あ

る
。

と

こ
ろ

で
、

「在

京

日

記
」

に

は

、

同

じ
宝
暦

六
年

に

次

の
よ

う

な
記

事
が

あ

る
。

村

田
氏

よ
り

ま
ね

か
れ

て
、
か

の
木

屋
町

の
座

敷

に
ま

か
り

ぬ
。

嘉
太

夫
浄

瑠
璃

、
豊

松
大

和

が
弟

子

に
、
縫

殿

と

い
ふ
上

手
あ

り
。

こ
れ

が
ま

い
り

て
か
た

り

け
る
。

安

倍
安

名
が

小
袖

物

ぐ

る

ひ

の
段

を
き

き
侍

る
。

大
方

嘉

太
夫

ふ

し

は
、

今

の
世

に

は

さ

の
み
も

て

は
や
さ

ず
。

女
童

の
耳
ど

を

き
や
う

な

れ
ど

、
義

太
夫

よ

り
は
、

又

}
き

は
味

は

ひ
あ

り

て
、

お

も

し
ろ
き

か
た

あ

る
物
也
。

其

跡
に

て
、

彦

六
と

い

へ
る
物

の
、

上

り
船

そ

ろ

ま

物

ま

ね

し

け

る
。

是

は

、

近

き

こ
ろ

は

や

り
侍

り

て
、

度

く

き

」
し
事
な

れ

ど
、

お
か

し

き
事
多

く

て
、

あ

か
ず
興

あ

一54



る
物

也
。

(宝

暦
六
年

六

月
十

日
条

・
傍

線

は
引
用
者

に
よ

る
)

傍

線
部

の

「
彦
六

」

は
筑
摩

書
房
版

「本

居
宣
長

全
集

」

に
よ

る

も

の
だ
が

、
従

来
、
前

述

の

二
代

目
米

沢
彦

八

の
こ
と
を

指
す

も

の

と
考

え

ら
れ

る

こ
と

が
多

か

っ
た
。

前

掲
肥

田
氏

論
文
や

、
宮

尾
與

男

「
上
方

舌

耕

文
芸

の
研

究

」
(五
H
で
も

「
彦

八

」

と
し

て
紹
介

さ

れ

て

い
る
。

い

っ
た

い
、

こ

の

「
彦

六
」

は

米
沢

彦
八

の

こ
と

な

の

で
あ

ろ
う

か
。

本

稿
執

筆

に
当
た

っ
て
、

残
念

な
が

ら

「在

京

日
記
」

の
原

本
に

触

れ

る
機
会

を

持

た
な

か

っ
た
。

「彦

六
」

が

誤
植

・
誤
刻

で
あ

る

可
能

性

も

あ

る
わ
け

だ

が
、

「彦

六

と

い

へ
る
物

」
と

い
う
書

き
方

か
ら

は
、

こ

の
芸

人

の
名
前
が

宣
長

に
と

っ
て
は
初

め

て
聞
く
も

の

で
あ

っ
た

こ
と
を
読

み
と

る
べ
き

で
あ

る
よ
う

に
思

わ
れ

る
。
既

に

名
前

の
出

て

い
る
米
沢

彦
八

よ
り
、

他

の
箇
所

に
名

前

の
見
え
な

い

「彦

六
」
の
方

が

こ

の
箇

所

に
お

い
て
は

つ
じ

つ
ま
が

合
う
だ

ろ
う

。

ま

た
、

「彦

六

」

が
座

敷

に
呼

ば

れ

て
物
ま

ね

を
披

露

し

て

い
る

点

に

は
注
意

が
必

要

で
あ

る
。

宣
長

が
記

す
米

沢
彦

八

の
芸

は
、

す

べ
て
大
道

に
お

い
て
演

じ
ら

れ

て

い
る
。

「
太

平
楽

府

」

「
茄

子
腐

稿

」

と

い

っ
た

狂

詩
集

に
残

さ

れ
た

、

二
代

目
彦

八
を

追
悼

す

る
狂
詩

も
、
す

べ
て
彦

八

の
大

道

芸

の
様

子
を
描

写

し

て
い

て
、

座
敷

芸
を
描

写

し
た
も

の
は
存

在

し

な

い
。

暉
峻
康

隆

「
落

語

の
年

輪
」
〔噛ハ)
に
よ

る
と
、
大

道

芸
人

は
、
乞

胸

と

い

っ
て
、

身
分

は

町
人

で
あ

り
な

が
ら

も
賎

民

同
様
と

見
な

さ

れ

た

の
に
対

し
、

文
化

三
年

以
前

は
、

大
道

芸
人

は
も

と
よ

り
、
寺

社

や

明
地

の

寄

場

に
出
演

す

る
講

釈
師

な
ど

ま

で
、
乞
食

と

同
類

と

み
ら

れ

て

い
た
。
乞

胸

は
、

そ

の
頭

の
山
本

仁
太

夫
、

も

し
く

は
非

人

頭

の
車
善

七

の
配

下
と
さ

れ

て

い
た

の
で
あ

る
か

ら
、
当

時

か

ら
江

戸
落

語
中

興

の
祖
と

さ

れ

て
い
た
烏

亭
焉

馬

と
そ

の
社

中

(
咄

の
会
)

の
面

々
が
、

趣
味

で
作

っ
た

小
咄

を
発

表

は
し

て

も

、

公
開
実

演

に
手

を
出

さ
な

か

っ
た

の
は
当
然

で
あ

る
。
ま

た
寄
席

咄

の
元
祖

・
三
笑

亭

可
楽
に

先
立

っ
て
、

実

演
を

手
が

け

た
初

代

石
井
宗

叔

や
桜

川
慈

悲
成

が
、

座
敷

咄

に
終
始

し
た

理
肉
も

ま
た

そ

こ
に

あ

っ
た
と
考

え

ら
れ

る
。

(
「
落
語

の
年
輪

」

百

六
十

一
頁
)

と

あ

る
よ

う
に
、

座
敷

芸

人
は

乞
胸

頭

の
管
轄

を
離

れ
た

町
人

で
あ

り
え
た

。
大

道
と

座
敷

と

い
う

芸
態

の
違

い
は
、
身

分

制

の
厳

し

い

江

戸
時

代

に
お

い

て
、

現
在

わ

れ
わ

れ
が

想
像

す

る
以

上
に

大
き

な

意
味

合

い
を

持

っ
て

い
た

の
で
あ

る
。

落

咄

で
は

な

い
が
、

講

釈

に

つ
い
て

も
、

「
只
誠

埃

録
」
(七
v
巻

二

百

二

に
、

亦
享
保
の
頃
神
田
伯
竜
子
と
い
へ
る
者
専
ら
大
名
旗
本
衆

へ
招

か
れ
軍
書
講
談
を
読
で
大
に
行
は
れ
た
り
。
見
識
有
者
に
て
町

家

へ
出
ず
。

と

い
う

記
述
が

あ

っ
て
、

武
家

向

け

に
座
敷

で
講

釈
を

行
う
者

が

、
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町
家

向

け

の
講

釈

の
よ
う

に
大
道

で
芸

を
行

う

こ
と

は
不
見
識

で
あ

る
と
見

な
さ

れ
た

こ
と
が

わ
か

る
。
大

道
芸

を
専

ら
と

し
た

芸
人

が

座

敷

に
出

る
こ
と
が

な

か

っ
た

と
は
断

言

で
き
な

い
が

、
両

者

の
芸

態

の
間

に
格

に
お

い
て
厳
然

と
差

が
あ

っ
た

こ
と

は
確

か

で
あ

る
。

も

っ
と

も
、

暉
峻

氏

や

「
只
誠
埃

録
」

は
江

戸
に

つ
い
て
説

い
た

も

の
で
あ

る

の
だ

が
、

格
式

を
重

ん
じ

る
京
都

に
お

い
て
も
事
情

に
大

き
な

違

い
は
な

か

っ
た
も

の
と

思
わ

れ

る
。

さ

ら

に

、
宣

長

は
他

の
箇

所

に
お

い
て
、

「
社

内

に
米

沢
彦

八

居

侍

り

て
」

「
四
条

下

る

所

の
河
原

に
、

米

沢
彦

八

が

出
居

侍

る
」

の

よ
う

に
、
米

沢
彦

八

を
常

に

フ
ル
ネ
―

ム

で
記

し
て

い
る
。
周

知

の

人
物

で
あ

っ
た

は
ず

の
米
沢

彦

八

に

つ
い

て
は
、

「
と

い

へ
る
物

」

な
ど

と

書
く

必
要

も

な

か

っ
た
。

屋

号

を
記

さ
ず

、

「
彦

六
と

い

へ

る
物
」

と
だ

け
あ

る

六
月
十

日
条

は
、

明
ら

か
に

こ
れ
ら

と

は
違

っ

て

い
る
。

以

上

の
よ
う
な

点

か
ら
考

え

て
、
や

は

り
本
居

宣
長
全

集

の

「
彦

六
」

は
、
彦

八
と

は

別
人
と

見

る
べ
き

で
あ

ろ
う
。

た
だ

で
さ

え

数

少
な

い

二
代

目
米

沢
彦

八

に
関
す

る
記

事
が

―
つ
減

る
の

は
残
念

で

あ

る
が

、
少

な
く

と
も

こ

の
宝

暦

六
年

六
月

十

日
条

は
、

他

の
米

沢

彦
八

に
関
す

る
記

事
と

相
違
点

が
多

く

、
同

列
に

論
ず

る
わ
け

に

は

い
か

な

い
。

「
の
ろ
ま

そ
ろ
ま

狂

言
集

成

」
〔七
)
所
収

の
、
信

多

純

「

「道

化
人
形

の
系

譜
」

で

は
、

こ
の
箇

所
を

「彦

六
」
と

し

て
引
用

し
、
彦

六

の
前

に
演

じ

た
嘉
太

夫
節

の
芸

人
と

の
関
連

を
考

察

し

て
、

彦

六

は
あ

る

い
は
箒
問

で
あ

っ
た

か
も

し
れ
な

い
と

し

て

い
る
が
、

こ

の
方

が
適

当

で
あ

る
と

思
わ

れ

る
。

で

は
、

「
役

者
う

き

世
物

ま

ね

」
を

行

っ
た
米

沢

彦

八

は

ま
物

ま
ね

」

と
は
無

関
係

で
あ

る

の
だ

ろ
う

か
。

三
、
米
沢
彦
八
は
そ
ろ
ま
物
ま
ね
を
演
じ
た
か

「
そ

ろ

禿

氏
祐

祥

編

「
絵
本

上

袋

集

」

九̂
)
に

よ

る

と
、

彦

八

没

後

の
明

和
年

間

に

「
米

沢
彦

八
極

楽
遊

」
と

題

す

る
作
品

が
板

行

さ

れ

て

い

る
。

い
ま

原
本

の
所

在
が

不
明

で
内

容

を
確

認

で
き
な

い
が
、

上

袋

の
影

印

で
は
、

書
名

の
他

に

「
都

の
名

取

は
地
獄

の
噂

」

と

あ

り
、

鬼

の
他

に
、
彦

八

と
お
ぼ

し

き
鼓

を
持

っ
た

男

と
、

冥
官

あ

る

い
は

閻
魔

王
と

思
わ

れ

る
人
物

の
三
者

が
描

か
れ

て

い
る
こ

と
が

確

認

で

き
る
。「

都

の
名
取

は
地

獄

の
噂
」

と

は
、

米
沢

彦

八
が

地
獄

に

関
す

る

咄
を
ネ

タ
と

し

て
持

っ
て

い
た

こ
と
を

示
す

も

の

で
あ

ろ
う
。

宝

暦

年
間

は
、
地
獄

を
扱

っ
た

滑
稽

文
学

が

流
行

し

て

い
た
ら

し

く
、
「
不

増
物

語

」

(
宝

暦

五
年

・
滑

稽

本
〉
、

「
地

獄
楽

日
記

」

(
宝

暦

五

年

・
滑

稽

本

)
、

「
根

南

志

具
佐

」

(
宝

暦

十

二

年

・
談

義

本

)

「
地
獄

噂

鬼

の
田
分

言

」

(宝

暦
年

間

・
黒
本

〉

な

ど
が

出

て

い
る
。

彦

八

が

口
演

し
た
地
獄

の
咄
自

体

は
、

こ
れ

ら
か

ら
刺

激
を

受

け
た

可
能

性
も

あ

る
だ

ろ

う
。

し
か

し

こ
れ
ら

は

み
な

地
獄

内
部

の
騒
動

記

で

あ

っ
て
、

「極

楽

遊

」

と
題

す

る

作
品

に
共

通
す

る

よ
う

な
内

容

の

も

の
で
は
な

い
。

絵

本

「
米
沢

彦

八
極
楽

遊

」
が

、
鬼

が
彦

八
を
連
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れ

て
地

獄

・
極
楽

へ
の
珍

道
中

を
繰

り
広
げ

る
筋

立

て

で
あ
る
と

す

れ
ば
、

冥
界

に
や

っ
て
き
た

そ
ろ
ま

を
鬼

が
極
楽

ま

で
連

れ

て
ゆ
く

そ
ろ

ま

「
地
ご

く
め

ぐ
り

」
と

の
関
連

を
当

然
認

め

て
よ

い
だ

ろ
う

。

な

お

、

「
地
ご

く

め
ぐ

り

」

に
関

し

て
は
、

前
掲

「
の
ろ
ま

そ
ろ

ま
狂

言
集

成
」

の
解
題

に

お

い
て
、

能

狂
言

「
八
尾

」
に

よ

っ
た
も

の
と

さ
れ

て
い
る
。
彦

人

の
本
芸

で
あ

っ
た
落

咄

は
、
仮

名
草

子
時

代

の
初
期

噺
本

か
ら
狂

言

に
取
材

し

て
い
る
も

の
が
多

く

み
ら

れ
、

関
係

が

深

い
。

「
米

沢
彦

八
極

楽

遊
」

が
拠

っ
た
も

の
が

狂
言

と
そ

ろ
ま

の
い
ず
れ

で
あ

る
か
多

少

の
考

察

の
必
要

が
あ

る
だ

ろ
う
。

両

者
と

も
、

六
道

の
辻

に
差

し
掛

か

っ
た

死
者
を

、
鬼

が
地

獄

へ

伴

お
う
と

す
る
も

の
の
、
極
楽

へ
向
か
う

こ
と

の
出

来

る
証
拠

(
「
八

尾
」

で
は

八
尾

の
地

蔵

の
文

、

「
地
ご

く

め
ぐ

り
」

で
は
善

光

寺

の

御
印

文
V
を

持

っ
て
お

り
、
鬼

が
極

楽

へ
連

れ

て
ゆ
く
、

と
す

る
筋

立

て
は
共

通
し

て

い
る
。

「八

尾
」
二
9
に

お

い
て
は
、
死
者

(
ア
ド
)

の
登
場

に
際

し
て
、

是

は
河
内
国

八
尾

の
里

の
者

で
御

座
る
。

我
思

は
ず

も
無
常

の

風

に
誘
れ
、

唯
今

冥

土

へ
お
も

む
き

ま
す

る
。
先

そ

ろ
り

く

と
参

う
と
存

る
。

誠

に
、

只
今
な

と
身

ま
か

ら
う

と
は
存

ぜ
な

ん
だ
。

是

と
存
た

成

ら
ば
後

生
も

願
は

う
物

を
、

近
来
残

念
な

事
を
致

た
。

の
よ

う
な
簡

潔
な

語

り
が
あ

っ
て
、

八
尾

の
地
蔵

の
文

を
持

っ
て
い

る

こ
と
を

語

っ
た

の
ち

、

す
ぐ

六
道

の
辻

で
鬼

に

出
会
う

の
で
あ

る

が
、

「
地
ご

く

め
ぐ

り
」

の
方

は
亡

者
が

鬼

に
出

会

う
ま

で
が

実

に

長

い
。○

へ

め
う
な

と

こ
ろ

へ
き

て

の
け

た

は
。

こ
ふ

み
た

と

こ
ろ
が

長

ら

く

じ
か
と

お
も

へ
ば
、

ち
を

ん

い
ん

の
さ

ん
も

ん
も

み
え

ず

。

ふ
け

た

へ
は

い

つ
た

で
も
な

し
。

つ
ち

ぼ

こ
り

が
ふ

く

で

も

な

し
。

お
ぼ

ろ
月

よ

で
も
な

し
。

お
れ
が

身

の
う

へ
は

、
う

つ
と

り

し
た
や

う
な
。

も

し
も

の
こ
と
は
な

か

つ
た

か
。

い
ま

し
よ

く
ど

つ
た

に
、

み
や

く
と

つ
て
み
よ
。

わ
が

で
に

み
や
く

を
と

る
と

き

は
。

し
ん
、

か
ん
、

じ

ん
、

は

い
、

ひ
、
め

い
も

ん
。

ヤ

ア
く

な

む

さ
ん

、
し

も
ふ

た
。

こ
ふ
な

る
と

し

つ
た

ら
、

こ
ち

の
と

こ
ろ

か
ら
、

や

ん
げ

ん

お

い
て
と
な

り
、

き
ぐ

す

り
や

の
お
む

す
と

そ
ふ

て
。

立
ば

し
や

く
や

く
、

と
ゴ

す

り
や
ぼ

た
ん

、
あ

る
き
す

が

た
は

ゆ
り

の
は

な
。

も

は
や

ひ
ね
た

に

は
と

り

の
、
こ

も

く
さ

が
す

や
う

な
あ

し
も

と

で
あ

る
か

れ
た

に
よ
う

か
。

う
ら

に

ほ
れ

て
、

玉
づ
さ

を
お

く
す

。
此

ほ

う
か

ら
は
や

る
。

玉
づ

さ
を

よ

み
な
ら

べ
た

所
が

、

そ

こ
も

と
さ

ま

へ
ほ
れ

申
事

実

正
め

い
は
く

な

り
。

万

一
此

こ
と

さ

う
ゐ
ご

ざ
候

は
ゴ

、

し
ゆ
く

ら
う

め

し

つ
れ

、
諸

だ
う

ぐ

と
も

に
此
方

へ
ひ
き
取

べ
し
、

ほ
れ
状

く
だ

ん

の
ご

と

し
。

あ

て
名

は
、

こ

つ
て
り
さ

ま
ま

い
る
、
ね

り

み
そ

よ
り
、

な
ど

と

い
ふ

や
う
な

、
し
た
た

る

い
状
を
此

ほ

う
か

ら
や

る

に
、

な

に
が

む
す

め
、

ま

こ
と

㌧
お
も

ひ
、
あ

の
ほ
う
か

ら
も

お

く

す
。

こ

つ
ち

か
ら

も
や

り
、
や

つ
た

り
と

つ
た

り
、

と

つ
た

り

や

つ
た

り
、

ふ

み

の
と

り
や

り
ば

つ
か

り
で
、

つ
い
に

=
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ま

く
ら

も
か

は
さ
ず
。

(
O
は

そ
ろ
ま

、

△
は
そ

ろ
ま

以
外

の
人
物

の
台

詞
を

表
す
。

引

用
は

「
の
ろ
ま

そ
ろ
ま

狂
言
集

成
」

に
よ

る
が

、
引

用

に
当

た

っ
て
濁
点
を

付
し

た
。

以
下
、

そ
ろ

ま
狂

言

の
引

用

は

こ
れ

に

従
う
)

こ
れ

は
自

分
が

死
ん
だ

こ
と

を
確
認

し

て
か
ら

惚
気
を

言

っ
て
い

る
場

面

で
あ

る
が
、

以
下
、

道
脇

の
田

の
出

来
具
合

を
眺

め
な

が

ら

六
道

の
辻

へ
と
歩

き

出
す
。

そ

の
途

中
、

○

「
む
か
ふ

の
方

み

れ
ば

、

く
ろ

じ
ゆ
す

の
き

せ

る
づ

y
が

お

ち

て
あ

る
。

こ
れ
を

こ

へ
て
行

で
は
な

い
。

ド

レ
、

ひ
ら

い
ま

せ
ふ
。

な

む
さ

ん
、

か
ま
ぼ

こ

の

い
た
が

ひ

つ
く

り
か

へ
つ
て

あ

る
。

の
よ
う

な
ク

ス
グ

リ
が

い
く

つ
か
挟

ま

れ

て
、

鬼

の
登
場

と
な

る

の

は
よ
う

や
く

そ

の
あ
と

で
あ

る
。

極

楽

へ
向

か
う

途

中

に

つ
い
て
も

、

「
八
尾

」

で

は
、
鬼

が

死

者

を

ど

う

し

て
も
地

獄

へ
送

ろ
う

と

す

る
が

、

「
地
ご

く

め

ぐ
り

」

で

は
善

光
寺

の
印
文

を
見

せ
ら
れ

た
鬼

は
、

△
、

八
」
あ
、

こ
れ

さ

へ
あ
れ
ば

、

ゑ
ん

ま

王

へ
申

上
ず

と
、

す

ぐ
に
ご

く
楽

へ
道

び
き

い
た
そ
ふ
。

さ

あ

く

さ

き

へ
た

つ

て
ご

ざ

れ

く

。

と

素
直

に
極
楽

行

き
を
決

め

る
。

「
八

尾
」

の
鬼

は
、
八

尾

の
地
蔵

か
ら
閻

魔

王
に
宛

て
た

手
紙

を

読

ん

で
、

此
上

は
力

な

し
と

て
、
罪

人

の
手

を
取

て
、

焔
魔

王

の
案

内

じ

や

に

て
、

九
品

の
浄

土

へ
送

り
と

～
け

、
夫

よ

り
地

ご
く

に
帰

り

し
が

と
、
極

楽
送

り
を
認

め

て
す

ぐ
に
極

楽

へ
連

れ

て
行

く

の
に
対

し
、

「地
ご

く

め
ぐ

り
」

に

お
け

る
極
楽

ま

で
の
途
中

で
は
、

ム

へ
な
ん

と
、

花

の

み
や

こ
も

に
ぎ
や

か

な
事

で
有

ふ
な

。

○

、

に
ぎ

や

か
な

事

で
ご

ん
す
。

茶

や
さ

ん

と

の
は
や

り

う
た

な

ど
も
、

う
た

ひ

つ
く

し

て
き
れ

め

や
ら

、
長

崎

か
ら

状
通

て
と

り
よ

せ
た
も

の
か
、

お
ま

へ
が

か

い
て
や

ら
ん

し
た

か
、

か
く

た
け

ひ
げ

に
け

い

つ
た

ん
よ

き

ん
す

か
ん

な

ん
く

は

つ
く

と
、

お
ま

へ
の

い
わ

い
す

や
う

な

事
ど

も
、

さ

み

せ
ん

に

か
け

て
う

た
ふ

じ
や
。

△

へ
は

て
籾

、
何

を

い
ふ
や
ら

。

く

る
か

く

。

○

、
く

る
ま

す

く

。

の
よ
う

な

く
す

ぐ
り

が
何

度
も

繰

り
返

さ
れ

、

そ

の
度

ご

と

に

「く

る
か

く

。

く

る
ま
す

く

。
」

の
や

り
と

り

が

行

わ
れ

る
。
極

楽

に
到
着

し

て
も
、

そ

ろ
ま
が

地

獄
を

覗

く

こ
と
を

望

み
、

○

ヘ

ア
、
あ

ち
ら

こ
ち
ら

に
、

か

ら
だ

は
牛

馬

で
か

ほ
が

人
間

じ

や
。

あ
れ

は
な

ん

じ
や

へ
。

ム

へ
あ

れ
は

し
や
ば

に

て
牛

馬

を

そ
ま

つ
に

し
た

も

の
は

、
あ

の
と
を

り
。

○

ヘ
ア

㌻

く

う

れ

し
や
。

こ
ち

の
お
や

ぢ

は
と

ん
と

仏

に
な

つ
て
い
ら

る

ン
。

ム
へ
そ

れ
が

し
れ

た

か
。

○

へ
こ
ち

の
お
や
ぢ

は

仏
を

き

つ
う
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そ
ま

つ
に
し

た
わ

う
じ
や
。

と

い

っ
た
落

咄
が
最

後

に
置

か
れ

て
浄
土

に
入

る
。

そ

れ
ぞ
れ

の
全
体

の
分

量

の
違

い
を
差

し
引

い

て
も

、
極
楽

を

ほ

と
ん

ど
描

か
な

い

「
八
尾

」
と

比

べ
、

「
地
ご

く

め

ぐ
り

」

は
む

し

ろ
地
獄

の
存

在
が

か
す

ん

で
し
ま
う

ほ
ど
、

極
楽

ま

で

の
道

の
り
が

長

く
、

ま
た

滑
稽

に
描

写
さ
れ

て
い
る
。

こ

の
よ

う

に
道

中

の
滑
稽

を
描

い
た

「
地
ご

く
め

ぐ
り
」

に

は
、

後
述

す

る
が
、

さ
な

が
ら

一

席

の
落

語

(旅

ネ

タ
)

の
趣

が

あ

る
。

「
米

沢
彦

八
極

楽

遊
」

と

い

う

書

名
が

内
容

を

そ

の
ま

ま
表

し

て

い
る
も

の
だ

と
す

れ

ば

、

「
八

尾

」

よ
り
も

「地
ご

く

め
ぐ
り

」
と

の
間

に
何
ら

か

の
関
連

を
見

て

取
る

の
は
自
然

で
あ
ろ
う

。

「米

沢
彦

八
極
楽
遊

」

の
よ
う

な
作

品

は
、
あ

の
世

で
の
米

沢
彦

八

の
滑
稽

な
様

子
が
、

現

世
か

ら

の
延

長

で
あ

る
と
す

る
趣

向
に

よ

り
、

一
層

効
果

が
上
が

る
は
ず

で
あ

る
。
す

な
わ

ち
、

現
世

で

そ
ろ

ま

の
物
ま

ね
を

し

て
い
た

米
沢

彦
八
が

、
あ

の
世

で
も

そ

ろ
ま
狂

言

「
地
ご
く

め
ぐ

り
」
さ

な

が
ら

に
滑
稽

を
生

み
出

し
続

け

て

い
る
、

と

い
う

こ
と

で
な

け

れ
ば
な

る
ま

い
。

以
上

の
こ
と

か
ら
、

米

沢
彦

八

の
レ
パ
ー

ト
リ

ー
と

し

て
、

そ

ろ

ま
物

ま
ね

が
あ

っ
た
と

考

え

て
よ

い
だ

ろ
う
。

四
、

そ
ろ

ま
と
落

咄

前

章

で
み
た

よ
う

に
、

そ
ろ

ま
に

は
落
咄

を
利

用
し

て

い
る
箇
所

が

あ

る

。

「地

ご

く
め

ぐ
り

」
に
限

っ
た

こ
と

で
は
な

く
、

「北

野
ま

い
り

」

に
も
、○

ヘ
ヲ

㌻
五
郎

兵
衛

さ
ん

。
あ

の
き

よ

い
と
た

か

い
は
な

ん
じ

や

へ
。

ム
へ
あ

れ

は
ひ

の
み
や

ぐ
ら
。

○

ヘ

ア

㌧
わ

し
や

わ

る

ふ

み
た
。

ム

へ
な

ん
と

み
た
。

○

へ
や

り
も
ち

の
せ
ん
ち

か
と

お
も

ふ

た
。

と

い
う

箇

所
が
あ

る
が
、

こ
れ

は
延
宝

七

年
刊

「
当
世

軽

口
咄

揃
」

=̂
)
の
、

と

つ
と
遠

国

の
者

、

四

五
人
つ

れ

に

て
花

の
都

へ
の
ぼ

り

、
京

内

参

り
を

す

る
。

北

野

を

こ

Σ
ろ
ざ

し

て
千
本

通

り
を
上

り

し

が
、
焼

亡

の
時

に
鐘

つ
く

所
を

見

て
、
あ

れ

は
何

を
商

買

に
す

る
人

の
家

ぞ
。
さ

て

く

な
が

い
家

じ

や
と
、

い
ろ

く

評
判

す
れ

ど
、

培
あ

か
ず

。

同
行

の
う
ち

に
か
し

こ
だ

て
す

る
者

い

ひ
け

る

は
、
あ

さ
ま

し
や

。

ミ
な

ハ
初

心
者

じ
や
。

あ

れ
を

し

ら
ぬ

か
。

あ
れ

は
鑓

持

の
雪
隠

じ
や

と

い
ふ

た
。

(巻

二

の
五

・

鑓

持
雪

隠

の
事
)

を
は

め
込

ん
だ

も

の
で
あ

る
。

現
存

す

る

そ
ろ
ま

の
曲

数

は
わ
ず

か
な

も

の
で
あ

る
が

、
そ

の
全

て

の
笑

い

の
箇

所

に
関

し
て
軽

口
本

と

の
詳
細
な

比
較

調

査
を

し
た

わ

け

で
は
な

い
。

し

た
が

っ
て
、
他

に
も

明
ら

か
に
軽

口
本
を

利
用

し

て
い
る
箇

所
が

あ

る

の
か
ど

う
か

は
現
在

の
と

こ
ろ
指

摘

で
き

な

い

の
だ

が
、

我

々
の
知

り
う
る

軽

口
本

所
収

の
咄

を
利

用

し
て

い
る
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か

否
か

に
関
係

な

く
、
落

咄
と

呼
ぶ

し
か
な

い
も

の
を

は
め

こ
ん

で

い
る
箇

所
が

そ
ろ
ま

に

は

い
く

つ
も

見
ら
れ

る
。
豊

富

に
盛

り
込

ま

れ

て

い
る
く
す

ぐ

り
に

も
、
語

り

口
を
変
え

る

こ
と

に
よ

っ
て
容

易

に
落

咄

に
な

り
得

る
も

の
が
多

い
。

そ
ろ
ま

と
落

咄
と

の
関

係

の
深

さ

が
う

か
が

わ
れ

る
。

ま

た

、
そ
ろ
ま

狂
言

「や

ど
が

へ
」
は
、
大
家

で
あ
る

そ
ろ

ま
が
、

い
ろ

い
ろ
と
商

売

に
難
癖

を

つ
け

て
借

家
を

申
し

込
む

人
を
追

い
返

す
筋

で
あ

る
が
、

末

尾
に

は
、

○

ヘ
ア

ン
、
こ
り
や

ゆ

る
せ

く

、
こ
れ

は
ま

た
め

い
わ

く
な
。

ひ
よ

ん
な

し
や

く
や

に
か

ン

つ
て
な
ん
ぎ

す

る
。

コ
レ
ガ

ほ
ん

の
小
家

の
や

み

じ
や

と

あ
る
。

こ
れ

は
単
な

る
駄

洒
落

で
は

な
く
、

当
時

流
行

し

て

い
た

口
合

≡̂
v
を

取
り

入
れ

た
も

の
と

思
わ

れ
る
。

さ

ら
に
、

そ

ろ
ま

狂
言

「
け

い

こ
ぞ

う

へ
」
や
、

成
立

の
時

期

が

宝

暦

よ

り
下

る
と

見

ら

れ

て

い
る
そ

ろ
ま

狂
言

「
東
都

八
景

」

(
天

明

元
年

の
奥
書

を
有

す

る
)

に
は

、
当
時

の
芸

人
を

描
写

し
た

箇
所

が

あ

る
。

「
け

い

こ
ぞ

う

へ
」

の
該

当
箇

所

は
、

○

ヘ

ソ

レ
北

野

Σ
入

口
に

ゐ
ら

る

㌧
は

ら
ゑ

い
ぢ
殿

で
ゑ

す
。

そ

の
こ
は
ね

が

こ

の
と

お

り
。

露

へ
さ

て

こ
ん
ば

ん
申

ま
す

る
は
、

か

の
金
む

ら
や

の
お

さ

ん
と
金

五
郎

と
、

れ

ん
ぼ

れ

Σ

つ
の
だ

ん

で
ご

ざ

り
ま

す
。

(
以
下
略

)

ム
へ

そ
ん
な

ら

よ
し
を

か
九

八
を

せ
ふ
わ

い
の
。

九
八
へ
さ

て
ぽ

い
く

く

く

と

は
な

し
ま
す

。

ま

つ
は

な

し
と
申

ま

す
も

の
は
、

お
さ

む
ら

い
さ

ま

が
た

に
む

き

ま

す
は

な
し

と
、
御

し
ゆ

つ
け

様
が

た

に
む

き
ま

す
咄

と
、

べ
ち

に
む
く

の
む
か

ぬ

の
と

い
ふ

て
、

は
な

し
に

か

は

」

ご

ざ
り

ま
せ

ぬ
。

と
な

っ
て

い
る
。

こ

こ

で

の

「
は
ら

ゑ

い
ぢ

(栄

治

)
」

は
世

話

講
釈

の
よ
う

な

も

の
を
読

ん

で

い
る
が

、
お
そ
ら

く

「
本

朝
世
事

談
綺

」
巻

五

(三
)
(享

保

十
九

年
刊
)

に
、

年

来
浅

草
御

門
傍

に
出

て
、

太

平
記

を

講
ず
。

此

も

の
は

理
尽

抄

と
云
太

平

記

の
評
判

の
書

を

以

て
講

尺
せ

り
。

又

そ

の
頃
赤

松
清

龍
軒

と

い
ふ
者

、

堺

町
に
芝

居

を

か
ま

へ
、

原
昌

元

と
名

乗

て
軍
談

を

講
ず
。

京

都

に

て
は
原
永

楊

と

云
者

世

に
鳴

。

と

記
す

原

氏

と
関

係
が

あ

る

講
釈

師

で
あ

ろ
う

。

ち

な

み

に
、

「
東

都

八
景
」
に
は
、
当
時

有

名
な

講
釈

師

・
滋

野
瑞

龍
軒

が

登
場
す

る
。

「よ

し

を

か
九

八
」

に

つ

い
て
は

不

詳

で
あ

る

が
、

「
咄
」

を
自

称

し

て

い
る
点

と

、

「
む

く

の
む

か

ぬ

の
と

い
ふ

て
、

は

な

し
に

か

は

Σ
ご
ざ

り
ま

せ
ぬ

」
と

い
う

と

こ

ろ
か

ら
見

て
、
軽

口
咄
を

演

じ

る
芸

人

で
あ

っ
た

の
だ

ろ
う
。

こ
の
よ
う

な
物

ま

ね
は

、
そ

ろ
ま

を
真

似

た
と

い
う

「彦

六
」

や

米
沢

彦
八

の
浮

世
物

ま
ね

と
変

わ

る
と

こ
ろ

が
な

い
。

そ

ろ
ま
が

声

色

・
役
者

物
ま
ね

な

ど

に
よ

っ
て
演

じ

ら
れ

た

こ
と
は

、
前
述

の
「
道

化
人

形

の
系
譜

」

に
お

い

て
す

で
に
指

摘
さ

れ

て

い
る

が
、

講
釈
師
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・
咄
家

の
物

ま
ね

を
行

っ
て
い
る

こ
と

は
、

そ
う

い

っ
た
芸

能
と

の

関
連
を

思
わ

せ

る
。

以

上

の
よ
う

に
、

そ
ろ
ま

は
他

の
文
芸

や
芸
能

を
積

極
的

に

取
り

入
れ

て

い
る
と

こ
ろ
が

あ
る
。

廃
れ

て
新

た
な
創

造
力

を
失

っ
て
い

た
と
思

わ

れ
る

そ
ろ
ま
が

、

こ
れ
だ

け
当
時

の
流

行
を

盛

り
込
ん
だ

内

容

で
急
遽

復
活

し

て
き
た

こ
と

の
理
由

は
、

こ
う

い

っ
た
他

ジ

ャ

ン

ル
と

の
関

連
か

ら
も
考

え

て
み

る
べ
き
だ

ろ
う
。

「在

京

日
記
」
宝

暦

六
年
六

月
十

日
条

の

「そ

ろ
ま

物
ま
ね

」

の

記
事
が
、

宝

暦
六

年

の
突

然

の
そ
ろ
ま

狂
言

本
刊

行
と
軌

を

一
に

し

て

い
る
こ
と

、
米

沢
彦

八
が
そ

ろ
ま
物

ま
ね

を
行

っ
た

と
思
わ

れ

る

こ
と
、

そ

の
彦
八

は
、

死
後

に
な

っ
て
追
悼

の
狂
詩

や

「米

沢
彦

人

極
楽

遊
」

が

出
さ

れ
る

ほ
ど

の
人
気
者

で
あ

っ
た

こ
と
、

宝
暦

以
前

の
そ

ろ
ま
興

行
記
事

が
絶

え

て
み
ら
れ

な

い

こ
と
、

そ

ろ
ま
が

多
く

の
落

咄
等

を
取

り

入
れ

て
い
る

こ
と
、

以
上

の
よ

う
な
点

か
ら

考
え

て
、

何
ら

か

の
機
会

に
そ

ろ
ま

に
触
れ

た
米

沢
彦

人
を

は
じ

め
と
す

る
芸

人
が

そ
ろ

ま
を
ま

ね
、

次

い
で

そ
ろ
ま

の
人
気

が

一
時
的

に
高

ま

っ
た
、

と

い
う

の
が

実
情

で

は
な

い
だ
ろ

う
か
。

こ
う
考

え

る
と

「道

化

人
形

の
系
譜

」

に
、

京

の
地

で
宝

暦

頃
、

「
そ
ろ

ま
」

狂

言

の
復

活
が

見

ら
れ

た

こ

と
は
事

実

で
あ

る
。

―
楽

子

が
京

の

こ

の
動
き

を
知

ら
な

か

っ

た

の
は
不
思

議

で
あ

る
が
、

そ
れ

だ
け

に

こ
の
復
活

が
宝

暦
年

間
に

入

っ
て
か
ら

急

に
見
ら

れ
た

現
象

で
あ

り
、

且

つ
京

の
地

の

一
部

に
お

い
て

で
あ

っ
た

こ
と

を
も

物
語

る
も

の

で
は
な
か

ろ

う

か
。

と
あ

る
よ
う

な
、

一
楽

子
が

そ
ろ

ま
復

活
を

知
ら

な

か

っ
た

こ
と

の

説

明
も

つ
く

と
思

わ
れ

る
。

五
、

上
方

落

語

の
旅
ネ

タ
と

そ
ろ

ま

前

述

の
よ

う
に
、

そ

ろ
ま
が

落
咄

か
ら

影
響

を
受

け

て

い
る

こ
と

は
確

か

で
あ

る
が
、

逆

に
落
咄

に
影

響
を

与
え

た

で
あ

ろ
う
側

面
も

見
逃

す

こ
と

は
出
来

な

い
。

そ

ろ
ま

狂

言
本
を

読

め
ば
、

そ
れ

ら
が

あ
ま

り

に
も
現

行

の
上
方

落
語

に
似

て
い
る

こ
と

に
気
づ

く
。

惚
気

や

独

り
合
点
、

駄

洒
落

の
連

続
や

糞
尿

諒
な

ど
、

笑

い

の
性

質
が

似

て

い
る

だ

け

で
な

く
、

「
登
り

舟
」

「
地
ご

く

め
ぐ

り
」

「大

津

も

ど

り
」

「
北

野
ま

い
り
」

の
よ
う

な
、

そ
ろ

ま
が

道

中

で

い
ろ

い
ろ

と
滑

稽
を

演

じ
て

み
せ

る
作
品

な
ど

は
、

明

ら
か

に
上
方

落

語

の
旅
ネ

タ

の
成
立

と

関
係

が
あ

る
も

の
と

思
わ

れ

る
。

上
方

落

語

で
は
、

旅
ネ

タ
を

入
れ

込

み
咄
と

称

し
、

前

座

の

口
さ

ば

き

と
し

て
学
ば

せ
る

こ
と
に

な

っ
て

い
る
。

旅

に

も

い
ろ

い
ろ
と
ご

ざ

い
ま
す

。
東

の
旅
と

い
う

の
は
伊

勢

参

り

の
お
う

わ

さ

で
、

「
伊

勢
参

宮

神

乃
賑

」

と
申

し

ま
す

。

西

の

旅

は

「
兵

庫

渡

海

鰹

魅

入
れ

」
、

北

の

旅

は

「
池

田

の

猪

買

」
、

南

の
旅

は

「
紀

州

飛

脚

」
、

天

に
昇

り

ま

す

の
は

「
月

宮

殿

星

都

」
、

海

の
底

へ
行

き

ま
す

の

は

「
竜

宮

界
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竜

都

」
、

異

国

へ
参

り

ま
す

の

は

「
島

巡

り
大

人

之

屍

」
、

あ

の
世

に
行
き

ま
す

の
は

「
地

獄

八

景

亡

者

戯
」

と
、

い
ろ

ん
な

旅
が

し

こ
ん

で
は
ご
ざ

い
ま

す
が

(
「米

朝
落

語
全

集
」
二
尊
巻

六

「
伊
勢

参
宮

神

乃
賑
」
)

と

い
う
よ

う

に
、

い
ろ

い
ろ
な
種

類

の
旅
ネ

タ
が
存

在

し

て
い
る
。

右

の
東

の
旅

「
伊
勢

参
宮

神
乃

賑
」

の
み

は

一
席

の
落

語

の
題
名

で

は
な

く

、

「
七

度

狐

」

「
こ
ぶ

弁
慶

」

「
軽
業

」

「
三
十

石

夢

の
通

い
路
」

な
ど

、
独

立

し
て
演

じ
る

こ
と

も
可
能

な
多

く

の
咄
か

ら
成

る
、
長

講
続

き
物

の
総
称

で
あ

る
。

旅
ネ

タ

が

こ
れ

ほ
ど
豊

富

な
分

量

と
な

っ
て
い
る

の

は
、

江

戸
落

語
に

は
み
ら

れ
な

い
上

方
落

語

の

特

徴

で
あ

る
。

こ
の
う

ち
、

「
三
十

石
夢

の
通

い
路

」

に

つ
い
て

は
、
舟

に

乗

る

前

の
物

売
り

の
描
写

、
船

中

で

の
国
元

・
商
売

の
尋

ね
合

い
、

何
度

も

う

る
さ
く
船

頭

に
話

し
か
け

る
男

の
存

在
な

ど
、
そ
ろ

ま
狂

言

「
登

り
舟

」

に
細
部

ま

で
類
似

し

て

い
る
。
前

掲

の

「在

京

日
記
」

の
彦

六

は

、

「上

り

船

そ
ろ

ま

物
ま

ね

」
を

演

じ

て

い
た

。

お

そ
ら

く
米

沢

彦
八

も

「登

り
舟

」
を
演

じ

て

い
た

の
で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。
「
三

十

石
夢

の
通

い
路
」

は
、

明
治

初

年
ご

ろ
、
初

代
桂

文
枝

の
名

人
芸

と

質

入
れ

の

エ
ピ

ソ

ー
ド

で
有

名

に
な

っ
た
ネ

タ

で
あ

る
が
、

「
上

り

船
そ

ろ
ま
物

ま
ね

」
を

元

に
し

て
宝
暦

頃

に
す

で
に
落

語
と

し

て

の
原
形
が

出
来

上
が

っ
て

い
た

も

の
か
も

し
れ

な

い
。

前
述

の
よ

う
に
、

彦

八

は

「地
ご

く

め
ぐ

り
」
を

も
演

じ

て

い
た

と

見
ら

れ

る
が
、

こ
れ

も
お

そ
ら

く

「
地
獄

八
景
亡

者
戯

」

の
原
形

と
な

っ
た

も

の
と

思
わ

れ

る
。

こ

の
よ
う

に
考
え

る

と
、
米

沢

彦

八
は

上
方
落

語

の
旅

ネ

タ

の
元

祖
と

称

す

べ
き
存
在

と

い
う

こ
と

に
な

る
。

彦

八
自

身

の
演

じ

て

い
た
落

咄

は
、

軽

口
本

を
通

じ

て
み

る
限

り

ご

く
短

く
、

長
大

な
長

講
旅
ネ

タ
に

発
展

す

る
よ
う

な
も

の
で

は
な

い
。

実
際

に

口
演
さ

れ

て

い
た

咄

の
長

さ

が
ど

の
よ

う
な

も

の

で
あ

っ
た

か
推

し
量

る

に
足

る
だ

け

の
資

料

も
皆

無

で
あ

る
が

、
上

方
落

語

に
お

け
る

旅
ネ

タ

の
発
展

は
、

そ

ろ
ま
物

ま
ね

と
密

接

な

関
係

が

あ

る

の
で
あ

ろ
う
。

少
な

く

と
も

、

そ
ろ

ま
が

無

け
れ
ば

、

現
在

の

旅
ネ

タ

の
う
ち

の
い
く

つ
か

は
存
在

し
な

か

っ
た

の
で
は
な

い
か
と

思
わ

れ

る
。

も

し

か
し
た

ら
、

旅
ネ

タ

に
は

め
も

の
が
非
常

に
多

く
用

い
ら
れ

る

の
も
、

音
曲

と

は
切

っ
て
も
切

り
離

せ
な

い
そ

ろ
ま

の
物

ま

ね
か

ら
起

こ

っ
た

も

の
で
あ

る

の
か
も

知

れ
な

い
。

六
、
結

び

以

上
、
そ
ろ

ま
と

米
沢

彦

八

・
上

方
落

語

と

の
関
係

を
考

察

し

た
。

そ

ろ

ま
に

つ
い
て
も
米

沢
彦

八

に

つ
い

て
も
、

そ
れ
ぞ

れ

現
存

す

る
資
料

が

乏

し

い
が

、
今

で
は

顧

み
ら

れ

る
事

の
な

い
そ

ろ
ま

が
、

二
代

目
米

沢
彦

八
を
介

し

て
上

方
落

語

の
旅

ネ
タ

の
形
成

に
大

き

く

関
与

し

て

い
る
こ
と

は
、

そ
ろ

ま
と

上
方

落

語

の
両
者

に

つ
い

て
の

研
究

の
上

で
、

広
が

り
を

持
た

せ

る

こ
と
に

な

る

で
あ

ろ

う
。
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〈注
〉

(
 
)
引

用
は

「
日
本
庶

民
文
化
資

料
集
成
」
七

(
=
=

書
房
、

昭
和

五
十
年
)
に
よ

る
。

(
二
)
「
寄
席

」

(
「
日
本

の
古
典

芸
能
」
九

、
平

凡
社

、
昭
和

四
十

六

年
)
所
収
、

「大
阪
落
語
」
。

(三
)
引

用
は

「
本
居
宣
長
全
集
」

十
六

(筑
摩
書
房
、

昭
和
四
十
九

年
)
に
よ
る
。

(四
)
引
用
は

「
日
本
随
筆
大
成

・
第
三
期
」
二
十

二

(吉
川
弘
文
館
、

昭
和
五
十
三
年
)

に
よ
る
。

(
五
)

笠
間
書

院
、

平
成

四
年
。

(
六
)

講
談
社

、
昭
和

五
十
三
年
。

(七
)
「
せ
き
ね
文
庫

選
集
」

(教
育
出
版

セ
ン
タ
ー
、
昭
和
五
十
八
年
)

所
収

の
影
印

に
よ

る
。

(八
)
大
学
堂
書
店
、

昭
和

四
十
九
年
。

(九
)
仏
教
芸
術

院
、
大
正
十

一
年
。

(
一
〇
)
引
用

は
岩

波
文
庫

「大

蔵
虎
寛
本

・
能
狂

言
」
中

(岩
波

書

店
、

昭
和

二
十
八
年
)
に
よ
る
。

(
一
一
)
引
用

は

「
噺
本
大

系
」
五

(東
京
堂

出
版
、

昭
和
五
十
年
)

に
よ

る
。

(
=

「)
鈴

木
業

三

「
こ
と
ば
遊

び
辞
典

」

(東

京
堂

出
版
、

昭
和

三

十

五
年
)

所
収

「
解
説

・
し
ゃ
れ
」
に
よ

る
と
、
江
戸
時

代

の
シ
ャ

レ
に
は
、
上
方

で
行
わ
れ
た

口
合
と

江
戸
で
行
わ
れ
た
地

口
が
あ

り
、

口
合

は
母
音
が
相

通
す

る
も

の
が
多

い
と

い
う
。

こ

の
箇

所

の

「小

家

」
と

「
子
故
」

は
、

ほ
ぼ
母
音

が
相
通
し

て
い
る
と
認

め
て
よ
か

ろ
う
。

(
=
二
)
引
用

は

「
日
本
随
筆
大
成

・
第

二
期

」
十
二

(吉
川

弘
文
館

、

昭

和
四
十
九
年
)

に
よ
る
。

(
}
四
)
創

元
社
、
昭
和

五
十
七
年
。
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(
は
や

し

や
す

ひ
ろ

・
博

士
後
期
課
程
)


