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大

名

行

列

と

い

え

ば
「

下

に

ー

、

下

に

ー

」

の

掛

け

声

を

発

し

な

が

ら

し

ず

し

ず

と

行

進

す

る

一

大

歴

史

絵

巻

を

連

想

す

る

。
「

下

に

ー

」

と

い

う

ぐ

ら

い

で

、

行

列

と

行

き

交

う

沿

道

の

庶

民

は

屈

辱

的

な

土

下

座

を

強

い

ら

れ

た

と

、

今

で

は

信

じ

ら

れ

て

い

る

よ

う

だ

が

、

事

実

は

違

う

。

土

下

座

を

要

求

す

る

の

は

、

徳

川

御

三

家

の

参

勤

交

代

の

折

だ

け

で

、

そ

れ

以

外

の

大

名

に

土

下

座

は

不

要

。

道

路

の

脇

に

寄

っ

て

後

ろ

向

き

に

じ

っ

と

し

て

い

れ

ば

よ

か

っ

た

の

だ

と

い

う

。

し

か

し

、

道

路

脇

ま

で

人

が

あ

ふ

れ

退

避

す

る

空

間

が

無

い

場

合

に

は

困

っ

て

し

ま

う

。

 

夏

の

風

物

詩

隅

田

川

の

花

火

大

会

の

夕

方

、
「

下

に

ー

、

下

に

ー

」

と

黒

山

の

人

盛

り

の

両

国

橋

を

渡

ろ

う

と

い

う

殿

様

が

、

脇

に

寄

れ

な

い

仕

事

帰

り

の

た

が

や

と

衝

突

。

一

戦

交

え

て

逆

に

首

を

切

ら

れ

て

し

ま

う

落

語

「

た

が

や

」

が

そ

の

好

例

だ

。

殿

様

の

首

が

落

下

す

る

の

を

見

な

が

ら

、

群

衆

が

「

た

ー

が

ー

や

ー

」
と

叫

ぶ
「

落

ち

」
は

、

花

火

を

褒

め

る
「

た

ー

ま

ー

や

ー

」

の

語

呂

合

わ

せ

だ

が

、

権

力

者

に

向

か

う

庶

民

の

反

感

が

良

く

伝

わ

っ

て

痛

快

だ

。

 

「

ず

い

ず

い

ず

っ

こ

ろ

ば

し

／

ご

ま

み

そ

ず

い

／

ち

ゃ

つ

ぼ

に

お

わ

れ

て

／

ト

ッ

ピ

ン

シ

ャ

ン

／

ぬ

け

た

ら

ド

ン

ド

コ

シ

ョ

／

・
・
・

」

お

な

じ

み

日

本

古

謡

「

ず

い

ず

い

ず

っ

こ

ろ

ば

し

」

の

出

だ

し

だ

。

御

三

家

以

外

に

、

山

城

の

国

宇

治

の

お

茶

を

将

軍

に

献

上

す

る

た

め

に

、

茶

葉

を

詰

め

た

お

茶

壷

が

東

海

道

を

下

る

際

に

「

下

に

ー

、

下

に

ー

」

の

土

下

座

を

要

求

し

た

ら

し

い

。

こ

れ

は

そ

れ

を

伝

え

る

歌

だ

と

い

う

。

 
お

茶

壷

は

大

大

名

気

取

り

で

、

土

下

座

を

し

な

い

も

の

を

容

赦

な

く

断

罪

し

た

と

い

う

。

だ

か

ら

、

沿

道

の

民

衆

は

お

茶

壷

さ

ま

ご

一

行

を

毛

嫌

い

し

て

、

行

列

が

近

づ

い

て

く

る

と
「

ト

ッ

ピ

ン

シ

ャ

ン

」

と

戸

締

り

し

て

家

の

中

に

ひ

っ

そ

り

と

隠

れ

て

い

た

。

そ

し

て

、

こ

れ

が

通

り

を
「

ぬ

け

た

ら

」
「

ド

ン

ド

コ

シ

ョ

」

と

出

て

き

て

ア

カ

ン

ベ

ー

を

し

た

と

い

う

わ

け

だ

。

 

こ

の

お

茶

は

土

用

休

眠

の

た

め

に

、
そ

の

一

部

が

甲

州

谷

村

勝

山

城

の

茶

壺

蔵

に

格

納

さ

れ

た

と

い

う

。
都

留

市

は

、
こ

の

縁

で

観

光

用

に

再

現

し

た

お

茶

壷

道

中

祭

を

や

っ

て

い

る

。
祭

の

観

光

客

に

土

下

座

を

強

い

て

、
「

ト

ッ

ピ

ン

シ

ャ

ン

」
か

ら
「

ド

ン

ド

コ

シ

ョ

」
ま

で

再

現

し

て

み

た

ら

、
客

は

ど

ん

な

反

応

を

す

る

の

だ

ろ

う

。 


