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『丹波与作待夜の小室節』について
─俗謡と〈旅〉をつかった入れ子型構造─

常　吉　幸　子

On “Tanba no Yosaku Matsuyono Komurobushi”
-a nest of Tales with popular songs and a travelling board game-

Tsuneyoshi Yukiko

   Chikamatsu’s “Tanba no Yosaku......”(1708.01) can’t be thought of highly, but, partially popular and 
sometimes performed nowadays. It had been failing made much of, mainly because of happy ending. I tried 
here to find this play can be rerated with “Shinju Kasane Idutsu”(1707.11-12) which performed just before 
“Tanba no Yosaku......” and these two plays are related and important each other. In conclusion, “Tanba no 
Yosaku......” includes “Shinju Kasane Idutsu” although the former is an happy-ending comedy , the latter is a 
most miserable tragedy. “Shinju Kasane Idutsu” shows good and kind people (ex. hero’s wife sister brother , 
and heroin's boss) straggling to save them from tragedy. But all their efforts had turned in vain because youth 
and foolishness of heroes. It's unhappy and painful but this is a kind of formula for making plays  in those 
days. People were familiar with that kind of plays . But it doesn’t suite for the plays for January including a 
New Year's Day. So they exchanged it to “Tanba no Yosaku”, the happy comedy. I think Chikamatsu had been 
highly proud of “Shinju Kasane Idutsu”  as his own masterpiece. That's the reason this two plays made a nest 
of tales.
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こ
の
作
品
は
、宝
永
五
年
正
月
の
正
月
竹
本
座
初
演
と
さ
れ
て
い
る
。こ
う
さ
ら
っ

と
言
っ
て
し
ま
っ
て
も
す
む
の
だ
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
鳥
越
文
蔵
氏
に
よ
る

パ
リ
本
『
丹
波
与
作
待
夜
の
小
室
節
』
の
紹
介１

と
そ
れ
に
よ
る
『
義
太
夫
年
表
』
の

記
述
、
さ
ら
に
、
鈴
木
光
保
氏
に
よ
る
詳
細
な
考
察２

を
踏
ま
え
た
も
の
だ
。
そ
し
て
、

そ
の
直
前
の
初
演
作
と
し
て
『
心
中
重
井
筒
』
が
十
一
月
か
ら
極
月
の
初
演
と
し
て

確
定
す
る
。
こ
の
作
中
に
は
、
宝
永
四
年
十
月
四
日
の
宝
永
地
震
が
踏
ま
え
ら
れ
て

お
り
、
初
演
時
期
も
そ
の
創
ら
れ
た
状
況
も
、
内
部
徴
証
に
よ
っ
て
、
動
か
な
い
と

こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
連
続
し
て
「
初
演
」
さ
れ
た
世
話
物
浄
瑠
璃
は
、
実
に

面
白
い
連
環
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
。

　

こ
の『
丹
波
与
作
…
…
』に
は
ほ
と
ん
ど
古
典
的
と
も
い
え
る
解
釈
を
め
ぐ
る「
諸

説
」
が
あ
る
。
広
末
保
氏
は
、
お
じ
ゃ
れ
（=

客
引
き
女
）
の
し
が
な
い
境
涯
に
暮

ら
す
「
小
万
」
の
悲
し
み
と
姫
君
の
「
お
乳
の
人
」
と
し
て
奉
公
大
事
に
我
が
子
へ

の
心
情
を
明
か
す
こ
と
も
で
き
な
い
滋
野
井
の
悲
劇
の
分
裂
と
も
と
れ
、「
滋
野
井
」

「
三
吉
」
の
親
子
の
悲
劇
と
「
与
作
」「
小
万
」
の
恋
人
た
ち
の
悲
劇
の
分
裂
│
二
つ

と
も
四
つ
と
も
い
え
そ
う
な
悲
劇
の
分
裂
│
が
、
バ
ラ
バ
ラ
に
あ
っ
て
、
一
つ
の
統

一
し
た
悲
劇
を
成
し
て
い
な
い
、
と
の
指
摘
に
対
し
て
、
こ
こ
に
論
理
的
な
統
一
性

を
求
め
な
い
、
と
井
口
氏
は
宣
言
し
、
そ
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
と
も
い
え
る
読
み
の

正
当
性
を
、
こ
れ
か
ら
み
ず
か
ら
の
作
品
の
読
み
、
あ
る
い
は
作
品
解
釈
と
そ
の
探

求
そ
れ
自
体
と
し
て
、
み
ず
か
ら
の
読
み
の
正
当
性
を
示
し
て
い
く
、
と
い
っ
た
覚

悟
を
示
す３

。
普
遍
的
に
あ
っ
た
近
代
主
義
と
そ
の
超
克
と
い
う
局
面
に
位
置
し
時
代

の
必
然
と
も
い
え
る
諸
説
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

い
つ
ま
で
も
、「
分
裂
し
て
い
る
」
だ
の
「
論
理
的
統
一
性
に
欠
け
る
」
な
ど
と
、

近
代
の
尺
度
で
近
代
以
前
の
作
品
を
評
価
し
て
い
て
も
仕
方
が
な
い
。そ
の
意
味
で
、

作
品
そ
の
も
の
の
表
面
に
あ
ら
わ
れ
る
、「
こ
と
ば
」
の
連
環
を
見
る
の
は
、
意
味

の
あ
る
視
点
で
あ
る
。
紛
れ
も
な
く
近
松
自
身
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
行
文
と
語
彙
の

選
択
は
、
最
も
確
か
な
作
者
の
意
思
の
表
れ
だ
か
ら
で
あ
る
。
浄
瑠
璃
芝
居
の
技
術

や
そ
れ
を
取
り
巻
く
現
実
を
含
め
、
広
い
視
野
で
近
松
浄
瑠
璃
を
研
究
さ
れ
た
信
多

純
一
氏
は
、
た
と
え
ば
『
心
中
天
の
網
島
』
に
つ
い
て
、
今
も
敬
意
を
持
っ
て
参
照

さ
れ
る
論
究
を
残
さ
れ
た４

。
も
ち
ろ
ん
、
先
行
作
あ
る
い
は
後
の
関
連
作
と
の
構
想

の
連
関
は
、
そ
の
連
続
性
を
理
解
す
る
上
で
も
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
秀

逸
な
信
多
・
久
保
両
氏
の
諸
説
を
新
鮮
な
思
い
で
見
な
が
ら
も
、
私
が
禁
じ
得
な
い

の
は
、
そ
の
こ
と
に
本
当
に
作
品
の
核
心
に
至
る
ベ
ク
ト
ル
が
含
ま
れ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

信
多
氏
の
こ
の
詳
細
な
論
は
、『
心
中
天
の
網
島
』
の
テ
ー
マ
の
核
心
を
指
し
示

す
こ
と
は
な
い
。
金
槌
を
つ
か
っ
て
金
物
の
歪
み
を
修
整
す
る
よ
う
に
、観
客
の「
勘

違
い
」
を
な
く
し
て
い
こ
う
と
で
も
い
う
よ
う
な
意
図
で
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

紙
屋
治
兵
衛
は
神
の
許
さ
ぬ
罪
人
で
あ
る
。
彼
自
身
も
そ
れ
を
思
い
知
り
つ
つ
、「
お

さ
ん
」
へ
の
感
謝
と
罪
悪
感
を
小
春
と
共
有
し
つ
つ
、
そ
の
〈
想
い
〉
の
成
就
を
不

可
能
に
し
、
そ
の
こ
と
に
甘
ん
じ
る
と
い
う
あ
り
方
を
、
釘
を
刺
す
よ
う
に
念
押
し

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
信
多
氏
の
詳
細
に
ノ
ー
ト
さ
れ
指
摘
さ
れ
る
も
の
は
、
幾
重

に
も
『
天
の
網
島
』
の
核
心
は
心
中
に
よ
る
愛
の
成
就
で
は
な
い
の
だ
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
彼
ら
は
も
う
死
ぬ
ほ
か
は
な
く
、
そ
の
死
は
も
は
や
ど
の
よ
う
な
意
味

で
も
〈
成
就
〉
で
は
な
い
。
久
堀
氏
の
御
説
も
、信
多
氏
の
よ
う
な
〈
キ
イ
ワ
ー
ド
〉

を
見
つ
け
て
、
そ
の
テ
ー
マ
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
で
、
そ
の
〈
キ

イ
ワ
ー
ド
〉
や
要
素
が
ど
の
よ
う
な
先
行
作
品
や
「
能
」
な
ど
の
古
典
芸
能
に
由
来

し
共
有
さ
れ
て
い
る
か
、
と
い
っ
た
問
題
で
、
本
当
に
「
核
心
」
に
あ
る
テ
ー
マ
に

　
　
『
丹
波
与
作
待
夜
の
小
室
節
』
に
つ
い
て
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つ
い
て
触
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　

両
氏
の
よ
う
な
、
具
体
的
で
緻
密
な
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
比
較
考
察
を
軽
ん
じ
る

こ
と
は
、
私
の
本
意
で
は
な
い
。
し
か
し
、
近
松
の
、
と
く
に
〈
世
話
物
浄
瑠
璃
〉

に
は
、
明
確
な
テ
ー
マ
が
、
つ
ま
り
作
品
全
体
の
〈
総
和
〉
で
あ
る
と
こ
ろ
の
ベ
ク

ト
ル
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
否
定
し
得
な
い
明
確
な
〈
事
実
〉
だ
と
い
い
た
い
の
で

あ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
近
松
作
の
一
連
の
〈
世
話
物
浄
瑠
璃
〉
を

時
系
列
で
た
ど
っ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
示
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。
最
初
の

作
『
曾
根
崎
心
中
』（
元
禄
十
六
年
五
月
七
日
竹
本
座
初
演
）
も
、
同
時
期
の
歌
舞

伎
の
絵
入
り
狂
言
本
『
唐
崎
八
景
屛
風
』
を
視
野
に
入
れ
る
と
、
そ
の
明
確
な
テ
ー

マ
性
が
浮
か
び
上
が
る
。
明
和
版
『
外
題
年
鑑
』
が
元
禄
十
七
年
正
月
竹
本
座
初
演

と
す
る
『
薩
摩
歌
』
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
か
ら
、『
曾
根
崎
心
中
』
か
ら
の
展

開
と
考
え
得
る
要
素
が
あ
り
、
全
体
と
し
て
の
作
品
の
ベ
ク
ト
ル
は
は
っ
き
り
し
て

お
り
、
実
際
初
演
は
元
禄
十
七
年
正
月
竹
本
座
で
あ
る
か
、
実
際
に
は
初
演
さ
れ
な

く
て
も
、
そ
の
た
め
に
創
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
い
え
る
内
部
徴
証
を
も
っ
て
い

る
。
そ
の
点
は
か
つ
て
の
拙
論
に
て
述
べ
た
つ
も
り
で
あ
る５

。『
曾
根
崎
心
中
』
は

足
か
け
三
年
の
公
演
を
果
た
し
て
、
竹
本
座
の
財
務
状
況
を
劇
的
に
改
善
し
た
こ
と

は
、
西
沢
一
風
の
『
今
昔
操
年
代
記
』
に
詳
し
く
、
活
字
化
さ
れ
て
『
新
群
書
類
従

　

六
』
や
『
庶
民
文
化
資
料
集
成　

七
』
な
ど
に
て
、
容
易
に
参
照
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
た
だ
、
正
月
の
舞
台
に
〈
心
中
も
の
〉
を
避
け
よ
う
と
い
う
感
覚
は
、
常
識

的
で
理
解
で
き
る
。
こ
の
論
文
で
と
く
に
取
り
上
げ
る『
丹
波
与
作
待
夜
の
小
室
節
』

が
、
内
部
徴
証
か
ら
宝
永
四
年
十
月
以
降
、
現
実
的
に
は
十
一
月
か
ら
極
月
初
演
と

思
わ
れ
る
『
心
中
重
井
筒
』
と
、
正
月
の
出
し
物
と
し
て
差
し
替
え
ら
れ
た
も
の
と

い
え
る
で
あ
ろ
う
か６

。

　
『
丹
波
与
作
待
夜
の
小
室
節
』
に
は
歌
舞
伎
に
先
行
作
と
も
い
え
る
も
の
が
あ
り
、

早
く
は
延
宝
年
間
に
内
容
不
詳
の
『
丹
波
與
作
』
が
京
・
北
側
芝
居
で
上
演
さ
れ
た

と
い
う
記
録７

が
あ
る
。
元
禄
六
年
京
・
村
山
座
の
『
丹
波
与
作
手
綱
帯
』
は
絵
入
り

狂
言
本
が
の
こ
り
、『
元
禄
歌
舞
伎
傑
作
集　

下
巻
』
に
て
、
そ
の
お
よ
そ
の
内
容

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
高
野
辰
之
氏
も
「
解
説
」
で
述
べ
る
よ
う
に
、
大
名
家
と

上
流
武
士
の
世
界
を
舞
台
に
し
て
、
あ
る
程
度
比
較
し
う
る
よ
う
な
主
要
登
場
人
物

の
配
置
が
見
ら
れ
る
と
し
て
も
、
か
な
り
異
質
な
作
品
で
は
あ
る
。

　

世
界
取
り
や
、
人
物
配
置
に
ア
イ
デ
ア
を
提
供
し
た
と
し
て
も
、
近
松
の
『
丹
波

与
作
待
夜
の
小
室
節
』
は
、
こ
の
「
丹
波
与
作
」
系
統
に
お
い
て
は
、
き
わ
だ
っ
て

独
立
性
の
高
い｢

緻
密｣

な
、
い
わ
ば
よ
く
で
き
た
作
品
で
あ
る
と
い
え
る
、
と
筆

者
は
考
え
て
い
る
。

　

近
松
が
「
芸
の
六
義
が
義
理
に
詰
ま
っ
て
あ
は
れ
」
で
あ
る
こ
と
を
、
そ
の
作
劇

の
〈
自
負
〉
と
し
て
、『
難
波
み
や
げ
』
に
語
っ
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

「
芸
の
六
義
」
と
は
何
で
、
そ
れ
が｢

義
理
に
詰
ま
る｣

と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の

だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、『
夕
霧
阿
波
鳴
渡
』
の
下
之
巻
「
顔
も
い
き
〳
〵
に
こ

〳
〵
と
、
立
っ
て
踊
る
や
扇
屋
夕
霧
」
の
あ
の
場
面
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
。
実
は
、

こ
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
実
際
講
義
で
使
用
し
、
じ
っ
く
り
検
討
し
て
み
た
こ
と
が

あ
る
。
お
な
じ
夕
霧
も
の
で
あ
る
『
三
世
相８

』
に
お
け
る
遊
女
観
な
ど
か
ら
も
、
廓

を
で
る
こ
と
な
く
病
死
し
た
「
か
わ
い
そ
う
な
夕
霧
」
と
い
っ
た
感
覚
が
坂
田
藤
十

郎
の
出
世
作
の
伝
説
の
舞
台
『
夕
霧
名
残
正
月
』
以
来
通
底
し
て
お
り
、
阿
波
国
の

上
士
、
左
近
・
雪
夫
妻
の
挿
話
も
含
め
て
、
合
目
的
的
に
理
解
で
き
る
、
緻
密
な
ま

と
ま
り
の
あ
る
作
品
と
考
え
て
よ
い
。
非
現
実
的
な
不
合
理
を
排
除
す
る
の
は
、
近

松
の
い
う
「
芸
の
六
義
が
義
理
に
詰
ま
っ
て
あ
は
れ
」
と
い
う
〈
方
針
〉
か
ら
は
は

ず
れ
て
い
る
、
と
筆
者
は
理
解
し
て
い
る
。
だ
と
す
れ
ば
、『
大
経
師
昔
暦
』
の
よ

う
な
緻
密
な
作
品
も
、
義
理
に
詰
ま
っ
て
い
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
夕
霧
に

つ
い
て
も
、
大
経
師
お
さ
ん
に
つ
い
て
も
、
そ
の
歴
史
的
事
実
と
し
て
あ
き
ら
か
な

〈
死
〉
を
共
通
認
識
と
し
て
理
解
し
つ
つ
も
、
彼
ら
を
悲
運
か
ら
解
き
放
ち
、
罪
か

ら
解
放
し
て
救
い
た
い
と
い
う
、
切
実
な
希
求
が
、
や
は
り
〈
通
底
〉
し
て
い
る
と

考
え
た
い
の
だ
が
ど
う
だ
ろ
う
か
。

　

私
た
ち
近
代
・
現
代
の
文
学
の
徒
の
悲
し
さ
は
、
醜
い
、
ま
た
は
、
厳
し
い
、
要

す
る
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
も
の
の
み
が
リ
ア
ル
で
、最
後
に
救
わ
れ
て
め
で
た
い
話
は
、
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非
現
実
的
な
わ
ざ
と
ら
し
い
も
の
、
と
い
っ
た
見
方
を
し
が
ち
で
あ
る
。
重
い
病
で

臨
終
の
床
に
あ
る
夕
霧
が
、
姑
藤
屋
妙
順
の
、
自
分
は
西
方
浄
土
の
迎
え
で
は
な
い
、

藤
屋
の
家
に
迎
え
取
り
、
金
ず
く
め
で
養
生
さ
せ
、
妙
順
の
「
精
力
」
で
本
復
さ
せ

て
み
せ
る
と
い
う
頼
も
し
い
宣
言
に
、家
中
が
気
負
い
立
ち
、つ
い
に
、夕
霧
が
「
病

は
気
か
ら
」
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
場
で
完
全
に
回
復
し
て
立
っ
て
踊
る
、
と
い
う

展
開
も
、
あ
る
い
は
、「
芸
の
六
義
が
義
理
に
詰
ま
り
て
あ
は
れ
」
と
い
う
枠
内
に
、

充
分
お
さ
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
で
は
な
い
か
。

　
『
心
中
重
井
筒
』
は
作
者
近
松
自
身
に
と
っ
て
、
ど
う
い
う
作
品
だ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。
た
と
え
ば
、
正
月
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
上
演
を
打
ち
切
っ
て
、
も
っ
と
縁

起
の
い
い
作
品
に
差
し
替
え
よ
う
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
、
そ
の
こ
と
は

近
松
に
と
っ
て
心
情
的
に
、
あ
る
い
は
、
作
者
の
プ
ラ
イ
ド
に
お
い
て
、
ど
う
い
う

意
味
を
持
っ
て
い
た
か
、
考
え
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
。
信
多
純
一
氏
は
、
先
掲
書

に
お
い
て
、
こ
の
作
品
の
中
之
巻
「
六
軒
町
重
井
筒
屋
の
場
」
の
冒
頭
に
あ
る
、
客

待
ち
の
遊
女
た
ち
が
興
ず
る
「
火
ま
わ
し
」
の
遊
び
の
場
面
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
詳

細
な
分
析
か
ら
「
ま
さ
か
こ
の
よ
う
に
ぴ
っ
た
り
と
端
役
の
一
人
一
人
ま
で
も
い
き

い
き
と
動
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
核
を
描
き
分
け
て
い
よ
う
な
ど
と
は
夢
に
も
思
っ
て

い
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
点
に
大
変
驚
か
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。」
と
述
べ
て

い
る
。
近
松
の
文
章
の
難
し
さ
読
み
に
く
さ
が
、
こ
の
よ
う
な
緻
密
な
劇
と
し
て
の

「
つ
く
り
」
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。『
重
井
筒
』
の
緻
密

は
、
い
う
ま
で
も
な
く
こ
の
場
面
に
留
ま
ら
な
い
。
細
部
ま
で
計
算
さ
れ
、
劇
的
に

仕
組
ま
れ
た
『
重
井
筒
』
は
、
文
字
通
り
近
松
の
傑
作
で
あ
り
、
渾
身
の
工
夫
の
結

晶
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
近
松
は
ど
の
よ
う
な
意
識
で
そ
の
〈
替

わ
り
〉
の
作
で
あ
る
『
丹
波
与
作
待
夜
の
小
室
節
』
を
創
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
こ
で
、
そ
の
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
の
末
尾
を
飾
る
、「
与
作
を
ど
り
」
を
あ
げ
て

お
こ
う
。

　

え
い
〳
〵
〳
〵
〳
〵
、
紺
屋
の
徳
兵
衛
、
ふ
さ
に
も
と
よ
り
恋
染
め
こ
み
の
、

内
の
身
代
灰
汁
で
も
剥
げ
ず
、
口
入
れ
頼
み
て
。
銀
四
百
目
を
、
か
り
に
雇
う
て

女
房
と
名
付
け
、
阿
呆
三
太
を
ら
む
右
源
太
で
、
や
ま
け
ふ
づ
く
る
内
儀
の
心
、

男
い
と
し
し
、
子
も
ま
た
か
は
い
、
吝
い
隠
居
の
手
前
を
包
み
、
宵
寝
す
る
子
を

わ
が
夫
ぞ
と
、
言
ひ
ま
げ
済
す
、
び
ん
か
づ
ら
、
徳
兵
衛
不
義
者
と
は
や
ま
る
競

ひ
、
顔
は
渋
面
ぐ
面
も
い
ら
ず
、
羽
織
ひ
ら
り
と
、
や
つ
、
や
つ
、
こ
の
〳
〵
、

こ
の
〳
〵
、
我
が
子
の
、
こ
の
〳
〵
、
胸
倉
と
っ
て
、
引
き
ず
り
出
す
、
宵
よ
り

積
る
憂
き
涙
、
理
づ
め
、
義
理
づ
め
、
情
づ
め
、
如
在
な
い
義
の
貞
女
に
め
で
て
、

銀
も
投
げ
出
し
、
ふ
さ
と
の
仲
も
を
、
明
日
は
神
明
、
今
宵
の
月
ぞ
、
思
ひ
斬
っ

た
と
誓
言
す
れ
ど９

、
…
…

　

こ
れ
は
一
体
何
だ
ろ
う
か
。
全
編
に
「
与
作
丹
波
の
馬
追
な
れ
ど
、
い
ま
は
お
江

戸
の
刀
差
し
じ
ゃ
」
な
ど
の
、
歌
謡
を
ち
り
ば
め
た
こ
の
作
品
で
あ
る
。
当
時
流
行

の
座
敷
歌
・
座
敷
踊
り
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
に
の
せ
て
、
ま
る
で
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
テ
ー
マ

の
よ
う
に
、一
曲
の
最
後
を
飾
っ
た
の
が
こ
の
「
与
作
を
ど
り
」
な
の
だ
。
こ
の
「
与

作
を
ど
り
」
は
、「
重
井
筒
」
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。
九
百

字
に
も
な
る
、
ボ
リ
ュ
ー
ム
で
、
な
か
な
か
力
が
入
っ
て
い
る
、
と
い
う
べ
き
で
あ

ろ
う
か
。「
や
っ
こ
の
こ
の
こ
の
」
な
ど
は
、
そ
の
「
流
行
の
」
与
作
踊
り
の
お
決

ま
り
の
合
い
の
手
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、内
容
が
、か
な
り
詳
細
で
よ
く
で
き
た
『
心

中
重
井
筒
』
の
あ
ら
す
じ
…
…
。
こ
の
後
、
生
姜
酒
・
玉
子
酒
の
く
だ
り
が
つ
づ
く

の
で
、
さ
ら
に
引
用
し
て
み
た
い
。

　

今
宵
契
り
の
恋
風
は
、
生
姜
酒
で
も
防
が
れ
ず
、
気
も
ふ
は
ふ
は
の
玉
子
酒
、

心
を
二
つ
に
打
ち
割
っ
て
、
き
み
が
方
へ
ぞ
走
り
ゆ
く
、

　

該
当
す
る
『
心
中
重
井
筒
』
の
本
文
を
こ
こ
に
並
べ
て
み
よ
う
か
。

　

南
無
三
宝
、
義
理
に
詰
ま
っ
た
女
房
の
台
詞
、
も
っ
と
も
と
胸
に
応
へ
し
よ
り
、

ふ
さ
が
大
事
を
は
っ
た
り
と
忘
れ
た
り
、
入
相
限
り
に
待
て
、
待
た
う
、
こ
の
手

筈
が
違
う
て
は
、
生
き
死
に
の
で
き
る
銀
、
い
や
〳
〵
親
仁
に
は
明
日
の
こ
と
、
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ち
ょ
っ
と
逢
う
て
と
、
立
ち
戻
る
、
ア
ゝ
さ
う
も
な
る
ま
い
か
、
た
っ
た
今
誓
文

立
て
、こ
と
に
銀
も
手
放
し
た
り
、ま
づ
こ
ち
ら
を
し
ま
う
て
の
け
う
か
、ハ
ア
ゝ

か
は
い
や
、
ふ
さ
が
ど
う
ぞ
、
銀
の
首
尾
な
っ
て
、
玉
子
酒
飲
む
や
う
に
し
た
い

こ
と
ぢ
ゃ
と
嘆
き
し
を
、
気
遣
ひ
す
な
と
、
い
さ
め
し
が
、
気
の
弱
い
女
子
な
り
、

こ
ち
ら
は
ま
ゝ
よ
と
、
ま
た
立
ち
帰
り
、
思
へ
ば
〳
〵
、
女
ど
も
生
姜
酒
し
て
待

ち
ま
す
と
、
手
づ
か
ら
生
姜
お
ろ
し
た
る
、
志
も
不
便
な
り
と
、
辻
を
越
え
て
は

ま
た
戻
り
、
辻
に
立
っ
た
り
、
つ
く
ば
う
た
り
、
行
く
も
、
帰
る
も
定
ま
ら
ず
、

ど
う
せ
う
か
、
か
う
し
ゃ
う
が
酒
、
煎
り
つ
く
や
う
に
気
が
な
っ
て
、
胸
搔
き
回

す
玉
子
酒
、
心
を
二
つ
に
打
ち
割
っ
て
、
き
み
が
方
へ
と
、
走
り
行
く
、
後
は
な

み
だ
の
玉
子
酒
、
霜
の
し
ろ
み
に10

、

　

ど
う
だ
ろ
う
か
。「
心
を
二
つ
に
打
ち
割
る
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味

す
る
の
だ
ろ
う
。
栗
原
剛
氏
は
心
が
崩
壊
し
た
こ
と
を
示
す11

、
と
い
う
。
ど
う
見
て

も
「
破
滅
型
」
に
み
え
る
「
紺
屋
徳
兵
衛
」
も
理
の
詰
ま
っ
た
、
情
の
こ
も
っ
た
女

房
の
言
葉
に
は
動
か
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
が
、お
ふ
さ
と
自
分
の
身
の
破
滅
に
な
る
。

こ
こ
で
も
、「
生
き
て
い
く
」
た
め
に
は
、
お
辰
の
い
う
と
お
り
に
す
る
し
か
な
い
。

お
ふ
さ
も
同
様
、
中
之
巻
、「
内
儀
様
」
の
親
身
の
忠
告
に
従
う
し
か
な
い
、
生
き

た
け
れ
ば
。「
心
を
二
つ
に
打
ち
割
」
っ
た
紺
屋
徳
兵
衛
は
、
ど
ち
ら
を
選
ぶ
か
を

合
理
的
に
検
討
し
た
わ
け
で
も
、
ど
ち
ら
か
を
き
っ
ぱ
り
あ
き
ら
め
た
わ
け
で
も
な

い
。
考
え
る
こ
と
そ
れ
自
体
を
ま
る
ご
と
う
ち
捨
て
て
、
お
ふ
さ
の
も
と
に
走
っ
て

行
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
心
中
す
る
「
最さ
い

期ご

場ば

」
で
、
徳
兵
衛
は
お
辰
か
ら
逃

げ
惑
い
、
す
で
に
殺
害
し
た
お
ふ
さ
の
遺
体
に
し
た
い
よ
ろ
う
と
し
て
、
井
戸
に
落

ち
て
死
ぬ
。
強
い
お
辰
の
道
理
に
、
徳
兵
衛
は
か
な
わ
な
い
。
だ
か
ら
逃
げ
る
し
か

な
い
。
そ
う
い
う
取
り
締
め
の
な
さ
が
、
こ
の
作
品
の
根
元
に
あ
り
、
そ
う
い
う
者

た
ち
の
「
悲
劇
」
と
し
て
、筋
と
展
開
が
趣
向
交
じ
り
に
詰
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
与
作
を
ど
り
」
は
そ
の
『
重
井
筒
』
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
と
し
て
、
秀
逸
な
出
来

を
示
し
て
い
る
。
も
う
一
度
、『
重
井
筒
』
を
見
せ
ら
れ
た
よ
う
な
気
が
す
る
、
と

い
え
ば
い
い
す
ぎ
に
な
る
だ
ろ
う
か
。

　

本
稿
の
テ
ー
マ
は
、
二
年
も
前
か
ら
抱
え
て
い
た
も
の
で
、
ま
あ
、
私
が
勤
勉
で

な
い
か
ら
と
い
う
べ
き
な
の
だ
ろ
う
が
、
な
か
な
か
文
章
に
で
き
な
い
で
い
た
。
こ

の
「
与
作
を
ど
り
」
を
グ
ラ
ン
ド
フ
ィ
ナ
ー
レ
と
し
て
も
つ
『
丹
波
与
作
待
夜
の
小

室
節
』
は
、
こ
の
『
重
井
筒
』
に
少
な
か
ら
ぬ
共
通
点
が
あ
り
、
い
わ
ば
、「
内
蔵

し
て
い
る
」
と
い
っ
て
も
よ
い
関
係
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
お
ふ
さ
の
難
義
は
父

親
に
よ
る
二
重
の
借
金
、
お
ふ
さ
を
二
重
抵
当
に
い
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
起
因
す

る
。
井
筒
屋
の
お
内
儀
や
主
人
の
性
格
付
け
か
ら
す
れ
ば
、
二
重
抵
当
・
二
重
売
り

が
露
顕
し
て
問
題
に
な
れ
ば
、
お
ふ
さ
に
つ
い
て
の
「
権
利
」
は
放
棄
し
て
も
ら
え

そ
う
で
あ
る
。「
暇
が
ほ
し
く
ば
暇
や
ろ
」と
い
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
お
ふ
さ
も「
京

に
一
代
つ
な
が
れ
」
て
、
徳
兵
衛
に
会
え
な
く
な
る
こ
と
を
せ
つ
な
が
っ
て
い
る
の

で
、
父
親
な
り
自
分
な
り
が
犯
罪
者
に
な
る
こ
と
は
、
心
配
し
て
い
な
い
よ
う
に
み

え
る
。
だ
か
ら
、
井
筒
屋
内
儀
の
忠
告
は
、
い
か
に
も
適
切
な
の
で
、「
徳
兵
衛
を

あ
き
ら
め
ろ
」
と
い
う
忠
告
に
従
え
ば
、
こ
こ
で
の
問
題
で
は
消
滅
す
る
の
だ
。

　
『
丹
波
与
作
待
夜
の
小
室
節
』
の
「
小
ま
ん
」
の
場
合
は
、
関
宿
の
客
引
き
女
な

の
だ
が
、
父
は
百
姓
。
年
貢
の
未
進
に
よ
っ
て
水
牢
に
入
れ
ら
れ
た
父
を
助
け
る
た

め
「
秋
納
め
ま
で
」
と
い
う
こ
と
で
請
け
に
た
っ
た
。
こ
の
こ
と
で
小
ま
ん
は
牢
に

入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
状
況
で
大
金
が
必
要
で
し
か
も
そ
れ
に
タ
イ

ム
リ
ミ
ッ
ト
が
か
か
っ
て
い
る
設
定
が
や
や
似
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
与
作
の
が

わ
も
、
そ
の
小
ま
ん
の
難
義
を
救
う
た
め
、
博
打
に
手
を
出
す
。
そ
も
そ
も
元
妻
・

滋
野
井
と
の
な
れ
そ
め
も
、
不
義
密
通
の
関
係
に
な
り
、
斬
ら
れ
る
と
こ
ろ
を
滋
野

井
が
仕
え
る
「
奥
様
」
の
命
乞
い
の
お
か
げ
で
助
け
ら
れ
、
取
り
立
て
ら
れ
た
。
そ

の
よ
う
な
恩
を
被
り
な
が
ら
、
江
戸
詰
め
で
は
「
山
谷
が
よ
い
」
つ
ま
り
、
吉
原
で

し
く
じ
っ
て
切
腹
す
べ
き
所
、
滋
野
井
が
調
姫
の
乳
母
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
助
け

ら
れ
、
牢
人
の
身
と
な
っ
た
。
ど
こ
ま
で
も
一
貫
す
る
こ
の
取
り
締
め
の
な
さ
は
、

紺
屋
徳
兵
衛
に
共
通
す
る
。「
銭
握
り
」
な
ど
と
い
う
博
打
に
は
ま
り
、
八
蔵
と
い

う
馬
追
仲
間
の
た
ち
の
悪
い
男
に
、
金
を
巻
き
上
げ
ら
れ
、
馬
ま
で
と
ら
れ
る
こ
と
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に
。
こ
の
場
合
、
あ
ち
ら
だ
け
が
悪
い
な
ら
い
い
の
だ
が
、
与
作
自
身
も
イ
カ
サ
マ

を
し
て
勝
と
う
と
し
て
お
り
、
も
と
武
士
の
身
分
と
は
思
え
な
い
。「
そ
り
ゃ
雲
助

の
身
持
ち
ぞ
や
」
と
小
ま
ん
を
嘆
か
せ
る
。
小
ま
ん
の
父
の｢

未
進
米
」
の
た
め
だ

と
言
い
訳
を
し
、
小
ま
ん
も
そ
れ
に
感
謝
し
な
じ
っ
た
こ
と
を
謝
る
な
ど
す
る
が
、

こ
の
後
も
ズ
ル
ズ
ル
三
吉
を
そ
そ
の
か
し
て
盗
み
を
さ
せ
、
三
吉
が
死
罪
に
で
も
な

り
そ
う
な
成
り
行
き
。
そ
こ
で
、
三
吉
が
我
が
子
で
あ
る
と
い
う
証
拠
の
守
り
袋
を

見
つ
け
、
あ
ま
り
の
こ
と
に
足
腰
も
立
た
ぬ
ほ
ど
の
衝
撃
を
受
け
る
。
放
っ
て
お
け

ば
果
て
し
な
く
堕
ち
て
い
く
。
こ
れ
が
、｢

取
り
締
め
の
な
い
男
」
で
あ
る
与
作
で

あ
る
。

　

こ
の
過
程
で
、
目
を
ひ
く
の
が
い
か
に
も
テ
ン
ポ
よ
く
展
開
さ
れ
る
、
与
作
の
博

打
ば
な
し
の
一
節
で
あ
る
。与
作
の
口
か
ら
語
ら
れ
る
こ
の｢

博
打
ば
な
し
」は
、ギ
ャ

ン
ブ
ル
依
存
症
を
地
で
行
っ
て
、
出
色
の
出
来
ば
え
で
あ
る
。『
丹
波
与
作
待
夜
の

小
室
節
』
は
、
あ
る
種
の
近
代
主
義
的
な
観
点
か
ら
、
否
定
的
に
評
価
さ
れ
が
ち
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
適
切
な
評
価
と
い
う
に
は
ほ
ど
遠
い
。
作
品
の
論
理
の

｢

詰
め｣

と
い
う
意
味
で
は
、『
心
中
重
井
筒
』
に
遜
色
な
い
と
い
え
る
こ
の
作
品
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
似
て
い
る
。
こ
の
『
丹
波
与
作
待
夜
の
小
室
節
』
の
核
心
に
は

『
心
中
重
井
筒
』
が
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
ぐ
ら
い
な
の
だ12

。

　

で
は
、
正
月
に
心
中
で
も
あ
る
ま
い
と
い
っ
た
、
そ
の
よ
う
な
理
由
で
、
近
松
の

自
負
す
る
出
来
ば
え
の
『
心
中
重
井
筒
』
が
打
ち
切
ら
れ
た
と
し
て
、
こ
の
作
品
を

自
負
し
、
大
切
に
し
た
い
近
松
が
、
そ
の
『
心
中
重
井
筒
』
に
ど
の
よ
う
な
加
工
を

施
し
て
『
丹
波
与
作
待
夜
の
小
室
節
』
を
創
っ
た
の
か
。
女
房
お
辰
の
善
意
、
お
ふ

さ
の
主
・
井
筒
屋
主
人
と
内
儀
の
慈
悲
も
、
取
り
締
め
も
な
く
堕
ち
て
い
く
彼
ら
を

救
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
『
丹
波
与
作
待
夜
の
小
室
節
』
は
、
そ
の
「
彼
ら
」
を
、
救
う
こ
と
が
で
き
た
、

と
い
う
話
で
も
あ
る
。「
救
う
こ
と
が
で
き
る
」
物
語
へ
の
変
換
は
な
ん
だ
ろ
う
か
。

こ
の
作
品
で
は
、
何
が
違
う
の
だ
ろ
う
か
。「
丹
波
与
作
＝
与
作
踊
り
」
や
「
小
室

節
＝
小
諸
節
」
は
恐
ら
く
そ
の
「
与
作
と
い
ふ
う
た
も
近
年
は
や
り
し
…
…
」
と
『
松

平
大
和
守
日
記
』
に
寛
文
十
一
年
に
記
さ
れ
て
以
来
、
連
綿
と
俗
謡
や
芝
居
・
浄
瑠

璃
に
痕
跡
を
残
し
て
き
た
。
そ
の
時
間
軸
と
系
譜
、
道
中
双
六
が
も
た
ら
す
旅
の
イ

メ
ー
ジ
と
空
間
の
広
が
り
、
そ
し
て
お
じ
ゃ
れ
・
馬
方
か
ら
大
名
・
姫
君
・
お
乳
の

人
な
ど
の
広
い
レ
ン
ジ
で
捉
え
ら
れ
た
社
会
階
層
…
…
。
ア
ラ
ン
・
パ
ー
ソ
ン
ズ
・

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
昔
懐
か
し
い
ヒ
ッ
ト
曲
に
、“T

urn of a Friendly card”

と

い
う
の
が
あ
っ
た
。
す
べ
て
の
王
の
す
べ
て
の
軍
隊
を
も
っ
て
し
て
も
愚
か
者
が
堕

ち
て
い
く
の
を
と
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
う
た
っ
て
い
る
。『
重
井
筒
』
は
、

愚
か
者
が
、
ま
わ
り
の
善
意
の
人
々
が
い
か
に
助
け
よ
う
と
し
て
も
、
堕
ち
て
い
き
、

結
局
ほ
ん
と
に
井
戸
に
落
ち
て
死
ん
で
し
ま
う
話
で
あ
る
。『
丹
波
与
作
待
夜
の
小

室
節
』
は
、
こ
れ
だ
け
の
大
が
か
り
な
装
置
を
使
っ
て
、
や
っ
と
彼
ら
を
救
う
こ
と

が
で
き
た
。
世
界
中
の
軍
隊
に
も
救
え
な
い
も
の
を
、
健
気
な
乳
母
と
最
強
の
か
わ

い
ら
し
い
姫
君
な
ら
、
救
う
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
話
か
も
知
れ
な
い
。
ど
う
だ

ろ
う
か
。

（
活
水
女
子
大
学
）
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（
注
）

１　

鳥
越
文
蔵
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
世
演
劇
資
料
」（『
演
劇
学
』
第
六
号　

昭
和
39

年
刊
）
に
。
の
ち
同
氏
著
『
元
禄
演
劇
攷
』（
平
成
３
年　

八
木
書
店
）
に
再
録
。

２　
『
近
松
作
「
丹
波
与
作
待
夜
の
小
室
節
」
初
演
考
│
宝
永
４
年
末
上
演
説
へ
の

疑
問
を
中
心
に
│
』（
名
古
屋
大
学
国
語
国
文
学
90　

平
成
14
年
７
月
）

３　

広
末
保
『
近
松
序
説
│
近
世
悲
劇
の
成
立
│
』（
一
九
六
八
年
刊　

未
來
社
）

に
言
及
し
て
、
井
口
氏
が
展
開
す
る
論
は
、
文
学
研
究
の
あ
ら
ゆ
る
局
面
で
み
ら

れ
る
、〈
近
代
主
義
と
そ
の
超
克
〉
そ
れ
自
体
で
あ
る
。
西
鶴
の
〈
咄
の
方
法
〉

を
い
う
谷
脇
理
史
氏
の
そ
れ
に
も
通
底
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
井
口
氏
の
こ
の
論

は
一
九
七
七
年
六
月
『
国
語
国
文
』
に
発
表
さ
れ
、
の
ち
に
『
近
松
世
話
浄
瑠
璃

論
』（
一
九
八
六
年
刊　

和
泉
書
院
）
に
再
録
さ
れ
た
。

４　

信
多
純
一
『
近
松
の
世
界
』
所
収
、「
近
松
作
品
解
釈
の
問
題
点
│
『
心
中
天

の
網
島
』
│　

付
録　

紙
・
髪
・
神
『
心
中
天
の
網
島
』」
が
あ
る
。「
歌
舞
伎
│

研
究
と
批
評
│
」
60
号
誌
上
で
久
堀
裕
朗
氏
が
「
近
松
浄
瑠
璃
に
お
け
る
作
品
構

想
の
連
関
」
に
信
多
氏
の
所
説
に
ふ
れ
ら
れ
る
の
を
め
に
し
て
、
実
に
、
新
鮮
な

感
慨
を
禁
じ
得
な
か
っ
た
。

５　
「
近
松
世
話
浄
瑠
璃
『
薩
摩
歌
』
に
み
る
〈
ノ
イ
ズ
〉
と
〈
バ
イ
ア
ス
〉
│
作

品
形
成
と
系
統
の
意
味
│
」（
活
水
論
文
集　

文
学
部
編　

第
六
一
集　

二
〇
一
八
年
三
月
）

６　

鈴
木
光
保
氏
注
２
論
文
。

７　
『
役
者
子
住
算
』
に
延
宝
五
年
十
一
月
と
記
す
。

８　

高
麗
橋
堺
筋
（
大
坂
）　

山
本
九
兵
衛　

貞
享
三
年
の
奥
書
を
も
つ
『
三
世
相
』

は
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
。

９　

本
稿
で
の
引
用
は
、
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
74
所
収
の
、『
丹
波
与

作
待
夜
の
小
室
節
』
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。

10　

本
稿
で
の
引
用
は
、
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
75
所
収
の
、『
心
中
重

井
筒
』
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。

11　

栗
原
剛
「
近
松
門
左
衛
門
に
お
け
る｢

心
中｣

の
倫
理
的
意
義 

│
「
心
中
重

井
筒
」
を
手
が
か
り
に
│
│
」（
思
想
史
研
究
11
号　

二
〇
一
〇
年
年
三
月
）」

12　

井
口
洋
氏
先
掲
書
、
ま
た
平
田
澄
子
氏
「『
丹
波
与
作
待
夜
の
小
室
節
』
考
│

父
と
子
の
馬
子
唄
│
」
で
は
、
こ
の
作
品
の
主
要
テ
ー
マ
は
母
子
の
情
愛
で
は
な

く
、
父
と
子
の
そ
れ
で
あ
る
と
も
読
め
る
論
を
展
開
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
う
い
っ

た
こ
と
が
こ
の
作
品
の
テ
ー
マ
と
い
え
る
か
、
と
い
う
点
は
、
甚
だ
疑
わ
し
く
、

た
と
え
ば
、
母
と
子
の
情
愛
は
、
否
定
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
三
吉
の
願

い
を
拒
否
し
た
と
き
、
三
吉
の
盗
み
が
露
顕
し
た
と
き
、
人
を
殺
し
て
死
罪
と
な

り
そ
う
な
状
況
に
な
っ
た
と
き
、
母
・
滋
野
井
は
、
人
目
も
憚
ら
ず
取
り
乱
し
、

彼
女
の
真
情
と
〈
忠
義
〉
に
感
じ
入
っ
た
「
本
田
ど
の
」
は
盗
ま
れ
た
も
の
は
で

た
の
だ
か
ら
と
、
い
っ
た
ん
三
吉
を
許
そ
う
と
す
る
。
恐
ら
く
、
そ
の
本
田
の
よ

う
な
人
物
の
何
人
か
が
、
さ
ら
に
姫
君
が
、
滋
野
井
に
心
を
動
か
さ
れ
た
の
が
、

与
作
一
家
の
幸
運
の
真
因
で
あ
る
と
い
え
る
。
や
は
り
、
母
と
子
の
愛
が
、
こ
の

作
品
の
中
心
テ
ー
マ
な
の
で
あ
る
。


