
へー

.

ゴ
日

本

、、
永

.
代

蔵

」

小

考

ド

i

巻
頭
の

一
節
を
め
ぐ

っ
て
ー

谷

脇

理

史
,

「

一

「
月
本
永
代
蔵
」

に
ほ
、
正
式

に
序
と
称
す

べ
き
も

の
は
な

い
が
・
そ

の
巻

あ

膏

頭
の
蛋

(昊

道
謙

。ず
し
て
・…

L
に
始
ま
り
・
「是
和
国
の
虱

俗
な
り
」

で
収
ま
る

一
段

落
Y

槍
《

同
章

の
導
入
部

で
あ
る
と
同
時
に
、
「
永

代
蔵
」

の
序
と
し

て
の
体
裁
を
整
え

て
い
る
と

い
宜
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
漆
、

野

間
光
辰
氏

の
云
わ
れ
る
よ
う
に
、

「
永
代
蔵

六
巻
の
序
説

で
あ

る
鶴
か
り
で

な
く
、
い
わ
濃
町
人
物

す
べ
て
忙
わ

た
る
西
鶴

の
根
本
思
想

と
も

い
う
べ
き
も

の
」

(
日
本
古
典
文

学
大

系

『
西
鶴
集

・,下
」

解

説
)

と
ま
で
、'

ご
と
ご
と
し

く
評

し
う
る

か
ど
う

か
ほ
問
題

で
あ
る

に
し

て
も
、

こ
の
冒
頭

の

一
節
が
、

こ

れ
ま

で
、

「
永
代
蔵
」

の
序
に
あ
た
る
部
分
と
し

て
読
ま
れ
、
そ

の
主
張
を

一

つ
の
出
発
点

と
し
て

「
永
代
蔵
」

が
.問
題
に
さ
れ
て
来

て
い
る
こ
と
は
周
知

で

あ
る
。

確
旗
淀
そ

れ
檍
」

一
見
も

っ
と
も
ら

し
く
勿
体
ら

し
く
、

西
鶴

の
文
章

に
は

珍
ち
意

《
訟

の
重
宅

嵳

備
釜

書
か
れ
て
蓄

。
従
っ
て
そ
の
文
体

が
、
そ

の
場
そ
の
場
に
ふ
さ
わ

し
い
文
体
を
縦
横

に
駆
使
す
る
西
鶴

に
よ

っ
て

意

識
的

に
採
用
さ

れ
た
文
体

で
あ
り
、

こ
れ
が
、
序
を
欠

く
作
品

の
冒
頭
と
し

て
、
.序

の
役
割
を
も

か
ね
る
よ
う
配
慮
さ
れ

つ
つ
書
か
れ
た
文
章

で
あ
る
と
い

う
点

は
簡
単

に
承
認
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ

の
意
味
で
こ
れ
が
、

こ

れ

ま

で

、「
永
代
蔵
」

の
序
と
同
然

の
も

の
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
読

ま
れ
て
い
る
こ
と

に

対
し

て
は
、
私

も
ま
売
異
論
を
さ
し
は
さ
む
余

地
が
な
い
。

し
か
し
、

こ
れ
は
、
そ

の
文
体

の
勿
体
ら
し
さ
、
重

々
し
さ
を
文
字
通

り
に

う
け
入
れ
、
.
「
西
鶴

の
根
本
思
想
」

の
表
明
と

い

っ
た
型

で
、
す
こ
ぶ
る
ま
じ

め
に
う
け
と

め
る

べ
送

も

の
な
の
だ
ろ
う
か
コ
確

か
に
、
ど

の
よ
う
な
文
章

で

も
思
想
を
表
現
し

て
い
な

い
は
ず
は
な

い
か
ら
、

こ
こ
に
も
西
鶴

・の
思
想

は
あ

ヘ

へ

ら
わ
れ
て

い
よ
う
。
だ
が
、
そ

の
思
想
、

あ
る

い
は
、

そ

の
い
さ
さ

か
難
解
な

ヘ

へ

文
体

の
中
で
行
な
わ
れ
る
西
鶴

の
主
張
に
の
み
注
目
し
て
こ
の

一
節

を
読

ん
で

し
ま

っ
た
と
す

れ
ば
、
西

鶴

が
こ
の
よ
う
な
文
体
を
用

い
て
書

い
た
意
図
を

と

ら
え
そ
こ
な
う
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
だ

ろ
う
か
。
さ
ら

に
は
、
序
と
も
見
ら

れ
る
こ
れ
を
、

ま
と
も
に
、
と

い
う
よ
り
生
真
面
月
に
受
け
取
り
す
ぎ
る
て
と

一
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「が
、

「
永
代
蔵
」

に
お
け
る
西
鶴

の
主
張

の
み
に
注

月
す

る
こ
と

に

つ
な

が

り
、

「
永
代
蔵
」

に
お
け

る
西
鶴

の
創
作
意
図
を
、
教
訓

・
警
告
と

い

っ
た
次

元
に
限
定
す
る
と
い
う
結
果

を
こ
れ
ま
で
生

ん
で
来

て
し
ま

っ
て
い
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

具
体
的

な
解

明
を
行
な

う
前

に
、

い
さ
さ

か
先
走

っ
た
問
題

の
提
示
を
行
な

っ
て
し
ま

っ
た
が
、

こ
れ

ま
で
、
西
鶴
作
品

の
中

で
も
も

っ
と
も
注
釈
的
研
究

の
進

ん
で
い
る
の
が

「
永
代
蔵
」

で
あ

る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、

こ
の

一
節

に
お

ヘ

ヘ

ヘ

へ

い
て
西
鶴
が
何
故

て
の
よ
う
な
文
体
を
意
識
的
に
採
用
し
た
か
と

い
う
点

に

つ

い
て
は
、
十
分
な
言
及
が
な
さ
れ

て
い
る
よ
う
で
は
な

い
。
と
同
時
に
、
そ

の

文
脈

の
把
握
や
解
釈

の
点

に
関
し

て
も
、
現
在
、
対
立
す
る
見
解
が
併
存

し
て

い
允
り
、
納
得
し
が
允

い
説
が
行
な
わ
れ
て

い
た
り
す
る
よ
う
に

も

思

わ

れ

る
。
そ

こ
で
以
下
私
は
、
こ

の

一
節

を
ど

う
読
む
べ
き
か
と

い
う
問
題
に

つ
い

て
の
私
見
を
、
解
釈

の
問
題
を
か
ら
め

つ
つ
提
示

し
て
み
た
い
。
紙
数

の
関
係

も
あ
り
先
学

の
諸
説
を
十
分
に
引
用
し

つ
つ
論

証
す
る
余
裕

が
な

い
の
で
、

い

さ
さ
か
独
断
的
な
解
釈
の
提

示
や
、
結
論

の
み
を
述
べ
る
部
分
が
多
く
な

る
点

等
が
生
ま
れ
か
ね
な

い
が
、

あ
ら
か
じ
め
御

容
赦

た
ま
わ
れ
ば
幸

で
あ

る
。

二

論

述
の
都
合

上
、

ま
ず
そ

の
全
文
を
以
下

に
引
用
し

て
お
き
た

い
、

「
天
道
言
ず

し
て
国
土

に
恵

み
ふ
か
し
。
人

は
実
あ

っ
て
偽
り
お

ほ
し
。

其

心
ン
は
本
虚

に
し
て
物

に
応

じ
て
跡
な
し
。
是
善
悪

の
中
に
立
て
す
ぐ

な

る
今

の
御
代
を
、

ゆ
た

か
に
わ
た
る
は
人
の
人
た
る
が
ゆ

へ
に
常

の
人

に
は
あ
ら
ず
。

一
生

一
大
事
身
を
過
る

の
業
士
農
工
商

の
外

出
家
神
職

に

か
ぎ
ら
ず
、
始
末
大
明
神

の
御
詫
宣
に
ま
か
せ
金
銀

を
溜

べ
し
。
是

二
親

の
外
に
命

の
親
な
り
。
人
間
長
く
み
れ
ば
朝

を
し
ら
ず
短
く
お
も

へ
ば
夕

に
お
ど
ろ
く
。
さ
れ
ば
天
地
は
万
物

の
逆

旅
、
光
陰

は
百
代

の
過
客
浮
世

ま
ぼ
ろ
し

は
夢

攪

と

い
ふ
。
時

の
間

の
煙
死
す
れ
ば
何
ぞ
金
銀
瓦
石
に
は
お
と
れ

り
。
黄
泉

の
用

に
は
立
が
た
し
。
然
り
と

い

へ
ど
も
残
し
て
子
孫
の
た
め

と

は
な
り

ぬ
。

ひ
そ
か
に
思
ふ
に
世
に
有

程

の
願

ひ
何
に
よ
ら
ず
銀
徳

に

て
叶

は
ざ
る
事
天
溝
下

に
五

つ
有

。そ
れ
よ
り
外
は
な
か
り
き

。是

に
ま
し

に
は
か

た
る
宝
船

の
有
べ
き
や
。
見
ぬ
嶋

の
鬼

の
持

し
隠
れ
笠

か
く

れ
簔

も
暴

雨

の
役

に
立
ね
ば
、
手

遠
き
ね
が
ひ
を
捨

て
近
道

に
そ
れ
ノぐ
・
の
家
職
を

は

げ
む

べ
し
。
福

徳
は
其

身

の
堅
固
に
有

。
朝
夕

油
断
す
る
事
な

か
れ
。
殊

更
世

の
仁
義
を
本
と
し
て
神

仏
を
ま

つ
る
べ
し
。
是
和
国

の
風
俗
な
り

。L

右

の

一
文

の
申
で
、
諸

注
を
参

照
し
た
時

ま
ず
問

題
に
な
る
の
は
、
「
天
道
言

ず

し

て
…
…
」

の
出
典

に
関

し
て
で
あ

る
。
今
諸
注

の
交

通
整
理
を
細

か
く
行

な
う
こ
と
は
し
な

い
が
、

こ
の
出
典
を
慎
重

に

「
未
詳
」
と
さ
れ
、
守
随
憲
治

氏

「瞰
日
本
永

代
蔵

・
上
」

が
引
用
す

る
山
本
角
太
夫
正
本

「
日
本
蓬
莢
山
」

の

一
節

「
そ
れ
天
は
、
も

の
い
は
ず
し

て
、
国
土
を
恵

み
、
人
は
弁
舌
清
く
し

て
、

心
濁

れ
り
」

を
参
考

と
し
て
か
か
げ
る
前
田
金

五
郎
氏

「
新
註
日
本

永
代

蔵
」

を

の
ぞ
け
ば
、

こ
の

一
文

の
出
典
と
さ
れ
る
も

の
は

二
種
に
分
れ
る
よ
う

で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、

「
論
語

・
陽
貨
篇
」

の

「
子
日
、
天
何
言

哉
、

四
時
行

焉
、
百
物
生
焉
、
天
何
言
哉
」
と
、

こ
の

一
文
を
背
景

に
お

い
て
書
か
れ
た
王

元
之

の

「
待
漏
院
記
」

の
冒
頭
部

「
天
道
不
言
而
品
物
亨
、

歳

功
成

者
何

謂

也
」

(「
古
文
真
宝
後
集
」
所
収
)
と

で
あ
る
。

も

っ
と
も
、
後
者
を
出
典
と
指
摘
す
る
藤
村
作
氏

「
訳
注
西
鶴
全
集

・
第

四

巻
」

は

「
こ
れ

に
出
た
も

の
か
」
と
疑

問
を
残

し
、
他

の
諸

注
は
、
前
者

の
み

(注
1
)

に
注
目
し

て
い
る
場
合
が
多

い
。
ま
た
、

大
藪
虎
亮

氏

「
日
本
永
代
蔵
新
講
」

の
よ
う

に
、
西
鶴

の
無
学
を
意
識
さ
れ

て
か
、

「
論
語
」

の
本
文

を
も

か
か
げ

な
が
ら
、
そ
れ
を
意
識
し

て
書
か
れ
た

「
可
笑
記
」

巻

一
の

一
節
を
出
典

か
と

一2「



さ

れ
る
も
の
も
あ

る
。
と
同
時

に
、

「
永
代
蔵
」
注
釈

の
集
大
成

で
あ

る
と
と

も

に

一
応

の
到
達
点
と
も

い
え
る
野
間
氏

の
古
典

大
系
本

の
注

は
、

頭

注

で

「
論
語

.
陽
貨
篇
」
に
よ
る
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
補

注
で
は
、
「
典
拠
と

し
て
、

論
語
、
旨
陽
貨

篇

の

一
節

が
よ
く
引
用
せ
ら
れ
る
が
、
直
接

の
出
典

は
、
論
語
以

外
に
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
」
と
慎
重

に
考
慮

の
余
地
を
残
さ
れ
、
前

出

の

「
日
本

蓬
莢
山
」

の

一
節

を
引
用

し
、
そ

れ
が

「
永
代
蔵

の

一
節
と
辞
句

を
同
じ
う
し
、
趣
意

を
同

じ
う

し
て
い
る

か
ら
」
と
言
わ
れ

て
い
る
。

従

っ
て
、

「
天
道
…
…
」

の
部
分

の
出
典
に

つ
い
て
の
諸
注

の
見
解
の
大

勢

は
、

「
論
語
」
め

一
文

に
注
目
し

つ
つ
も
そ
れ
を
出
典

と
断

定
は
出
来
ず
、
さ

れ
ば
と

て

「
直
接

の
出
典
」
を
確
証
す
る
こ
と
も
出
来

な
い
状
態

に
あ

る
と

い

う

べ
き

か
も
し
れ
な

い
。
野

間
氏

以
後

の
注
の
中

で
も

っ
と
も
新
見

に
富
む
意

欲
的
な
前

田
氏
の
注
が
、

あ
え
て

「
出
典
未

詳
」
と

さ
れ
る
の
も
、
故
な
し
と

は
し
な

い
の
で
あ
る
。

が
、

こ
の
部
分

の
出
典

の
確
定

は
、
そ
れ
程

に
困
難
な

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

ヘ

へ

の

一
節
を
書
く
時

の
西
鶴

の
意
図
を
考
え
た
時
、

「
天
道
言
ず
し
て
…
…
」
に

よ

っ
て
当
時

の
読
者

に
西
鶴
が
思

い
う
か
べ
さ
せ
よ
う
と
し
た
出
典
は
、

お

の

ず
と
定
ま

っ
て
く
る

の
で
は
な

か
ろ
う

か
。

前

述

の
よ
う
に
、
藤
村
作
氏

は
、
疑
問

を
残
さ

れ
な
が
ら
も
、

「
古
文
真
宝

後
集
」
所
収

の

「
待

漏
院
記
」

冒
頭

の

一
文

を
出
典

と
し
て
指
摘

さ
れ
る
。
昭

和

24
年

に
出

た
こ
の
注

の
遠
慮

が
ち

な
指
摘

が
、

そ
の
後

の
注

で
も
黙
殺
さ
れ

た
理
由

は
定

か
で
な

い
が
、
後
述

の
よ
う

に
、
西
鶴
が

「
永
代
蔵
」
冒
頭
部

の

他

の
ニ
ケ
所

で
も

「
古
文
真
宝
後
集
」

か
ら

の
引
用
を
行
な

っ
て
い
る
以
上
、

こ
の
藤
村
氏

の
指
摘

は
、
も

っ
と
重
視
さ
れ

て
も

い
い
の
で
は
な

い

だ

ろ

う

か
。

ヒ
と
こ
ろ
で
西
鶴
は
、

こ

の
短

い
冒
頭

の

一
節

で
、

も
し
藤
村
氏

の
指
摘
が
正

し

い
と
す
れ
ば
、

「
古
文
真
宝
」
か
ら

の
み
引
用
を
行
な

っ
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
そ

こ
に
西
鶴

の
何
ら
か
の
意

図
を
よ
み
と
る
こ
と
は
出
来
な

い
の
だ
ろ
う

か
。諸

注
と
も
に
指
摘
す

る
よ
う

に
、
前
引

の
部
分
に
あ
る

「其

心
ン
は
本

虚
に

し
て
…
・:
」
の

一
文

は
、
「
古
文
真
宝
後
集
」
所
収

の
程
正
叔

の

「視

箴
」

の
冒

頭
部

「
心
写
本
虚
、
応
物
無
迹
」
を
読

み
下
し
に
し
た
引
用
で
あ
る
。
ま
た
、

前
引

の
後
半
部

に
あ
る

「
さ
れ
ば
天
地
は
万
物

の
逆

旅
、
光
陰

は
百
代

の
過
客

ま
ま
う
し

浮
世

は
夢

攪

と

い
ふ
」
と

い
う

一
文
は
、

云
う
ま
で
も
な
ぐ
、

「
古
文
真
宝

後
集
」
所
収

の
李

白

の

「
春

夜
宴
桃
李
園
序
」

の
冒
頭
部

「
夫
天
地
者
萬
物
之

逆
旅
、
光
陰

者
百
代
之

過
客
、

而
浮
生
若
夢
」

の
引
用

で
あ

る
。

従

っ

て
、

「
天
道
言
ず
し

て
…
…
」

が
、

も
し

「
待
漏
院
記
」
冒
頭
部

の
引
用

で
あ
る
と

す
れ
ば
、
西
鶴

は
、
わ
ず

か
三
六
九
字

の
文
章

の
中

で
、

「
古
文
真
宝
後
集
」

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

の
文
章

か
ら

三
ケ
所
、
そ

れ
も
読
者

の
記
憶
に
と
ど
ま
り
や
す

い
冒
頭
部

の
み

を
引
用

し
て
い
る
こ
と

に
な
る
訳

で
あ
る
。

私

は
、

こ
こ
に
、
何

か
意
図
的
な
も

の
、
意

識
的
な
も
の
を
感
じ
と
る
。
単

に
偶
然

の
重
な
り

に
よ

っ
て

「
古
文
真

宝
後

集
」

の
み
か
ら
引
用
さ

れ
た
の
で

ヘ

へ

は
な
く
、
西
鶴

に
と

つ
て
は
、

「
古
文

真
宝
」

か
ら
の
引
用

で
あ

る
必
要
、
そ

し

て
そ
れ
を
読
者
に
感
じ
と
ら
せ
る
必
要

ぶ
あ

っ
た
の
で
は
な

い
か
、
と

い
.う

疑
問
が

こ
こ
に
生
ま
れ
て
く

る
の
で
あ

る
。

も
ち
ろ
ん
、
「
古
文
真
宝
」
が
、・
「
室
町
時
代
以
後

し
ば
し
ば
板
行
せ
ら
れ
、

こ
と
に
江

戸
時
代

に
は
初
学

の
詩
文
を
学
ば

ん
と
す
る
者

の
必
読

の

書

と

し

て
、
広
く
行

わ
れ
て
い
た
」

(古
典
大
系
、
補
注

三
)
も

の
で
あ
る
こ
と
は
周

知

の
事
実
だ

か
ら
、
そ
れ
が
読
者

に
と

っ
て
馴
染
み

の
深

い
も

の

で

あ

る

以

上
、
西
鶴
が
読
者
と
共

通

の
知
識
を
引
用
と
し
て
生
か

し
、
、
作
品

の
世
界

へ
の
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導
入
を
は
か
ろ
う
と
七
て

い
冖る
に
す
ぎ

な
い
と
見

る
こ
と

も
で
,音
ま

う
ρ

ま

た
(
た
ま
た
ま
本
文

の
主
旨

を
生

か
す
上

で
有
効
な
言
辞
が
、

「
古
文
真
宝
」

の
中
に
あ

っ
.た
に
す
ぎ

な

い
と

い
う
こ
と
も
で
き

よ
う
ゆ
あ

る
い
は
、
学
識

に

富

ん
で
い
る
と
は
思
え
ぬ
西
鶴

が
漢
籍

の
引
用
な
ど

を
行

な
お
う
と
す

れ
ば
、

「
初
学

の
詩
文
を
学
ば
ん
と
す
る
者

の
必
読
の
書
」

た
る

「
古
文
真
宝
」
程
度

・が
せ
い
ぜ
.い
だ

っ
た
め
だ

と

い
う
見
方

も
で
き
な

い
こ
と
は
な
い
か
も
し
れ
な

い

。

=

∴

r
・

し
か
し
、
'短

い
文
章

の
中
に
集
申
し

て
三
ケ
所
、
ぜ
し
か
も
、
読

者

た

ち

の

.「
必
読

の
書
」

か
ら
、
耳

に
熟
し
や
す
く
記
憶
に
と
ど
ま
り
や
す

い
各
文
章

の

冒
頭
部

を
引
用
す
る
と

い

っ
た
例
を
、
私
は
今
、
"西
鶴

の
他

の
作
品

の
中

に
思

い
浮

べ
る
こ
と
は

で
き
な

い
。
と
す
れ
ば
、
少
く
と
も
西
鶴
は
こ
こ
の
場
合
、

読
者
ぶ
そ

の
出
典

に
た
だ
ち

に
気
が
付
ぐ
こ
と
を
予
想

し
な
が
ら
書

い
て
い
る

ど

は
言

え
る
で
あ
ろ
う
。
従

っ
て
、
そ

の
出
典
に
気
付

い
た
読
者
ぶ
、
意

識
的

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

に
三
度

ま
で
同

じ
本

か
ら
引
用
を
く
り

返
す
西
鶴

の
何
ら
か

の
意
図
を
感
じ
と

っ
た
と
推
定
す
る

こ
と
は
不
可
能

で
は
あ
る
ま
い
。
と
り
わ
け
そ

の
出
典

は
、

ヘ

ヘ

ヘ

へ

他

な
ら

ぬ

「
古
文
真
宝
」
な

の
で
あ
る
。

`

・
・「
古
文
真
宝
」
が

「
初
学

の
詩
文
を
学

ば
ん
と
す
る
者

の
必
読

の
書
」

で
あ

る

こ
と

は
、
野
間
氏

の
言
葉

の
通
り
で
あ
る
。
が
、

そ
れ
故

に
、
「
古
文
真
宝
」

に
は
、,
す
で
に
、一,
つ
・の
イ
メ
ー
ジ

が
付
着
し

て
い
る
。

と
い
う
よ
り
、

当
時

・
「
古
文
真
宝
」
㌧ば
、
・そ

の
ポ
ピ

ュ
デ
リ
テ

ィ
の
故

に
、
そ

の
イ
メ
ー
ジ
が
拡
大

し
て
、'
普
通
名
詞
と
し

て
用

い
ら
れ
で
さ
え
い
る
程

で
あ
る
。
.そ

の
用
例

は
数

多

い
が
、
西
鶴

の
作
品
か
ら
今

二
例
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。

=

、「
今
爰

に
、
」難
波

の
色
町
、
夜
見
世

の
風
景
、
・
又
く
ら
べ
て
似

た
と
い
ふ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

か

ほ

べ
き
所
も
な

し
。
…
…
古
文
真
宝
な
る
貞

つ
き
せ
ず

と
も
、

千
三
百
余
人

の
姿
を
見
る

べ
し

「
(
「
諸
艶
大
鑑
し
八

の
五
)

r

ヘ

ヘ

ヘ

へ

「
終
夜

の
大
踊
余
念
な
く
詠

め
も
時
、-
常

は
古
文
真
宝

に
か
ま
え
も
勇

も
釣

髭

に
様

は
か

へ
な
漆
ら
そ
れ

と
し
ち
れ

て
お

か
し
」
(
「
武
道
伝
来
記
」
四

の
四
)

・
右

の
用
例

か
ら
明
ら
か
な

よ
う

に
、

「
古
文

真
宝
」

は
、

「
ま
じ
め
く
さ

っ

(注
2
)

て
堅
苦

し
い
」

こ
と

の
た
と
え
と
し
て
用

い
ら

れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、

ま
じ

め
く
さ

っ
て
い
る

こ
と
、
も

っ
と
も
ら
し
く
勿
体

ら
し
い
こ
と
、
堅
苦

し
い
こ

と
、

と
い

っ
た
イ

メ
!
ジ

の
代
表
と
し
て

「
古
文
真
宝
」

と
い
う
言
葉
が
定
着

し
、

か
ち

か
い
の
調
子
を
帯
び
た
言
葉
と
し

て
そ
れ
は
用
.い
ら
れ
て

い
る
の
で

あ

る
。

」

従

っ
て
、

「
永
代
蔵
」
冒
頭
部

の

一
節
を
読
み
、
三
ケ
所
に
わ
た

っ
て

「
古

文
真
宝
」
が
引
用
さ
れ
て

い
る

こ
と
に
気

が

つ
く
当
時

の
読
者

は
、
西
鶴
が
わ

ヘ

へ

ざ
わ
ざ

「
古
文
真
宝
」

の
み
を
引
用
す
る
こ
と
の
意
味
を
感
じ
と

る

で

あ

ろ

う
。
西
鶴

は
、

こ
の

一
節
を
、
文
字
通
り

「
古
文

真
宝

に
か
ま
え
」

て
書

い
て

い
る

の
で
あ
り
、
西
鶴

の

「
古
文
真
宝

な
る
貞

つ
き
」
が
、

こ
の
文
章

の
背
後

に
は
あ
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
故

今

こ
こ
で
始

め
の
問
題
に
か
え
れ
ば
、

「
天
道

言
ず

し
て
…
…
」

の
出
典
は
、

お
そ
ら
く

「
古
文
真
宝
」

の

「
待
漏
院
記
」
冒

頭

の

一
文

で
な
け
れ
ば
冨

意
味
が
な
い
の
で
あ

る
。
い

つ
も

の
西
鶴
ら

し
く
も

な
く
、
も

っ
と
も
ら
し
く
勿
体

ら
し
く
、

ま
じ
め
く
さ

っ
て

「
天
道
…
…
」

と

書
き
出
し
た
時

の
西
鶴

は
、

こ
こ
で
ま
ず
意
識
的

に
意

図
的

に
ま
さ

に

「
古
文

真
宝

に
か
ま

え
」

た

の
で
あ
る
。
私

は
も

は
や

、「
天
道
…
…
」

の
出
典
を

「
古

文
真
宝
」

の

一
文

と
確
定
し
て
よ

い
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ざ

る
を
え
な

い
。

と

こ
ろ

で
、
西
鶴
が
、

「
ま
じ
め
く
さ

一、
て
堅
苦

し
」
く
、
す

な
わ
ち

「
古

文
真
宝

に
か
ま
え
」

て
、

こ
の

一
節

を
書

き
出

し
た
の
は
何
故

な

の

だ

ろ

う

か
。
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前
述

の
柔
う

に
、

こ
れ
が
丶
、
序

⑳
役

割
を
も
兼

ね
惹
冒

頭
部

で
あ
る
と
い
う

こ
ど
も
あ
る

で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

こ
れ
ま
で
出
版
し
た
こ
と

の
な
い
、
町
入

の

経
済
生
活
を
ま
と
も

に
と
り
あ
げ
た
新

し
い
素
材

の
作
品
故

の
西
鶴

の
気
負

い

を
、
こ

こ
に
見
て
と
る
こ
と
も
で
き

る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、、
・こ
れ
炉
序

で
あ

り
、

そ
こ
に
気
負

い
が

あ
る
と
し
て
も
、

こ
の
文
章
を
ま
と
も
に
受
け
取

り
、

こ
こ
で
の
主
張
を
西
鶴

の
、「
根
本
思
想
」
と
評
し
た
り
し
た
と
す
れ
ば
、
我

々

は
ひ

「
古
文
真
宝

に
か
ま
え
」

て
書
か
れ
た

文
章

を

「
古
文
真
宝

な
る

顔

つ

き
」

で
読
む

こ
と

に
な

っ
て
し
ま

う
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
そ

れ
は
云
う
ま

で
も

蹴
く
、
・
「古
文

真
宝

に
か
ま
え
」
た
西
鶴

の
姿
勢
や
意
図
を
誤
認
す
る

こ
と
で

し
か
な
く
、
我

々
は
西
鶴

に
、

「
古
文
真
宝
な
る
顔

つ
き
」
と
揶
揄
さ

れ
る
こ

と
に
な

る
で
あ
ろ
う
。
私
は
、
西
鶴
が
何
故

「
古
文

真
宝

に
か
嵐
え
」

て
書

い

コ
ヒ

ヘ

へ

た

か
を
考
え
る
た
め

に
、
何
故

そ
う
す
る
必
要

ぶ
あ

っ
た

の
か
を
、
ま
ず
考
え

て
み
な
け
れ
ば

な
ら

な
い
。

が
、
、そ

の
答

は
、
簡
単

で
あ
る

か
も
し
れ

な

い
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、

一

見
勿
体
ら

し
ぐ

ご
と
ご
と
し
く
書
か
れ
で

い
る
こ
の

一
節

に
お
け
る
西
鶴

の
主

張
が
、
す

こ
ぶ
る
単
純

で
常
識
的

蹴
も
の
で
あ
る
こ
と
と
闖
連
す

る

で

あ

ろ

う
p西

鶴

は
こ
こ
で
》
,
「
古
文
真
宝

に
か
ま
え
」
な
が
む
、
い

く

つ
か

の
こ
と
を

強
調
す
る
。
そ
れ
を
西
鶴

の
レ
ト
リ

ツ
グ
を
は
ず

し
て
、
・
主
要

な
も
の
を
要
約

す
れ
ば
、

-

.
・

・

、-

,

・
-

'

r

冖
始
末

し
て
金
銀
を
た

め
よ
。

2

金
銀
は
大
事

な
も

の
で
あ

り
、
そ
れ
で
か
な
わ
ぬ
も
の
は
こ
の
世

に

「
五

つ

」

(
こ

の
点

は
後
述
)
き

け
な
い
か
ら
、

こ
れ
以
上

の
宝

は
な
い
。
冖

3

一
金
銀
を
得
る
た

め
に
は
、
そ

れ
ぞ
れ

の
家
業
を
は
げ
む
べ
き
だ
ゆ
裏

た
、

,
.そ

の
た
め
に
は
、
.身
体
壮

健
で
あ
る
必
要

が
あ
る
ゆ
油
断

す
る
な
。ド
,一,
て

4

世

の
仁
義
を
本
と
し
て
神

仏
髪
ま

つ
れ
。
,

以
上

で
あ
る
。
た
だ
し
、

4
は
、

巻

一
の

一
の
話

題
と
な
る
水
間
寺

で
の
借
銭

の
風
習

の
咄

へ
導

入
す
る
部
分

と
も
見
ら

れ
る
か
ら
、
西
鶴

の
こ
こ
で
の
主
張

の
大
要

は
ー
～
3
と
考

え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

、

'

が
、

そ
れ
は
、
見
ら
れ

る
よ
う

に
、
す

こ
ぶ
る
単
純
素
朴
で
常
識
的
な
も

の

で
あ
る
。

と
り
わ
け
、
商
人

で
あ
る
読
者

に
と

っ
て
は
、

日
常
生
活

の
申

で
隠

居
親
仁

に
い

つ
も
云
わ
れ
そ
う
な
教
訓
に
す
ぎ

な

い
で
あ
ろ
う

。
も
ち

ろ
ん
私

は
、
…単
純

で
あ
る
が
故

に
こ
れ

に
意
味
が
な
い
と
云
い
た
い
訳

で
は
な

い
。

し

か
し

こ
れ
が
、

当
時

の
商

人
に
と

っ
て
共

通
の
認
識

で
あ
り
、
ま
と
も
な
常
識

で
あ
り
、

反
論

で
き
な
い
教
訓

で
あ
る

と
し
て
も
、
そ
れ
故

に
、
面
白
味

の
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
実

で
あ

る
。
真
実
と
は

い

つ
も

つ
ま
ら
ぬ
も

の
な

の

か
も

し
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
当
時

の
読
者
は
、
ま
と
も
な
常
識
、

あ
る
い

な
ま

は
日
常
的
な
世
界

で
云
わ
れ
続
け

て
い
る

こ
と
が
、
生

の
ま
ま
で
表

現
さ

れ
る

こ
と
を
、
・
「
慰
み
草
」
で
あ
る
西
鶴

の
小
説

に
求

め
は
し
な
い
で
あ

ろ
う
。

、
、

一
方

、
読
者
意
識

を
明
確

に
持
ち
、
そ

の
反
応
を
計
量

し

つ
つ
書
ぐ

こ
と

に

熟
達
し
て
い
る
西
鶴

も
ま
た
、
常
識
的

な
教
訓
を
生
な
型

で
打
ち
出

し
た
と
し

て
も
、

読
者

の
興

を
ひ
く

こ
と
淋
出
来
な

い
ご
と
を
十

二
分

に
知

っ
て
い
る
は

ず

で
あ

6
。

と
り
わ

け

「
永
代
蔵
」

の
場
合
、
聡
纈

…で
詳
説
し
た
よ
う
に
、

現

在
巻
五

の

一
～
巻

六
の
四
ま
で

に
収

録
さ
れ
て
い
る
と
推

定
で
き

る
初
穡

を
い

っ
た
ん
破
棄

し
、
巻

,一
匙
四
を
新

た
に
書

き
下
ろ
す
と
い
う
成
立

過
程

で

「
永

代
蔵
」
が
書
か
.れ
て

い
る
と
す
れ
ば
、

そ
し
て
初
稿

の
段
階

で
仲
間
ヶ
ち

の
批

評
な
り
西
鶴
自
身

の
そ
れ
に
対
す

る
反
省
な
り
が
行
な
わ
れ

て
い

る

と

す

れ

ば
、
今
常
識
的
な
教
訓
を
書

こ
う

と
す
る
時

の
西
鶴
が
、
そ
れ
を
生
な
型
で
表

現
し
よ
う

と
し
な

い
の
は
む
し
ろ
当
然
な

の
で
あ
る
。

が
、
・も
ち
ろ
ん
西
鶴

は
ハ

こ
こ
で
述
べ
る
常
識
的

な
教
訓

の
正
当
性
を
確
信

「
5
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し
て
は
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
声
厨
様

の
言
辞

が
、

型
を
変

え
趣
向

を
変

え

て
、

「
永
代
蔵
」

の
随
所

に
あ
ら
わ
れ

て
く
る

こ
と
か
ら
も
立
証

可

能

で

あ

る
。
が
、
別
稿

(注

4
)

で
論
じ
た

よ
う

に
、

初
稿

で
行

な
わ

れ
る

.
「
長
者

教
」

の
型
を
踏
襲

し
た
生
な
教
訓
的
言
辞

は
、
巻

一
～
四
の
成
稿

の
場
合

に
、

同

じ
主
張

を
行
な
う
に
し
て
も
何

ら
か

の
趣
向

が

こ
ら
さ

れ
て

い
る
し
、
教
訓

の
姿
勢
自

体
ぶ
開
ら
か
に
後

退
し
て

い
る

の
で
あ
る
。
と
は
云

っ
て
も
私

は
、

そ

の
こ
と
か
ら
た
だ
ち
に
、

巻

一
～
四
で
、
西
鶴
が
ま

っ
た
く
教
訓
や
警
告

を

意
図

し
て
い
な

い
と

い
い
た

い
訳
で
は
な

い
。
私
は
た
だ
そ

こ
で
の
西
鶴
が
、

生

な
教
訓
や
主
張

を
行

な
う
だ

け
で
は
、
町
人

の
経
済
生
活

か
ら
話
題
を
求

め

る
場
合
、
も

は
や
読
者

の
興
を

つ
な
ぐ

こ
と
が

で
き
な

い
こ
と
に
気
付

い
て
い

る
と
推

定
し
て
い
い

の
で
は
な
い
か
、

と
い
い
た
い
だ

け
で
あ

る
。

い
さ
さ
か
ま
わ
り
「く
ど

い
書

き
方

に
な

っ
て
し
ま

っ
た
が
、
西
鶴

は
、
以
上

の
よ
う
な
状
況

の
下
で

「
古
文

真
宝

に
か
ま
え
」

て

「
永
代
蔵
」

の
冒
頭
部
を

書
く
必
要
が
あ

っ
た

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
西
鶴

は
、

そ

の
主

張
が
常
識
的

な

も

の
で
あ
る
が
故

に
、
そ

の
主
張
を
行
な
う
た
め

に
は
何
ら
か
の
趣
向

を
か
ま

え
る
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
、
読
者

の
興

を
ひ
く

こ
と
が
で

き
な

い
の
で
あ
る
。
逆

に
い
え
ば
、

「
古
文
真
宝

に
か
ま
え
て
」

西
鶴

が
書

い

て
い
る
か
ら

こ
そ
、

こ
の
冒
頭

の

一
節
は
、

読
者

の
興
を

ひ
き
う
る

の
で
あ

ヘ

へ

る
。

い
わ
ば

こ
こ
で
の
西
鶴

の
腕

の
見
せ
所
は
、

そ

の
主
張

の
内
容
に
あ
る

の

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

で
は
な
く
、
そ

の
表
現

の
仕
方

に
あ

る
の
で
あ

る
。

以
上
に
よ

っ
て
明
ら

か
な

よ
う

に
、
西
鶴
は

こ
こ
で
、
す

こ
ぶ
る
常
識
的
な

主

張
を
、

「
ま
じ
め
く
さ

っ
て
堅
苦

し
く
」
書

い
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、

「古

文
真
宝

に
か
ま
え
」

た
こ
の
書
き
方

は
、
読
者

に
ど

の
よ
う
な
面
白
さ
を
与
え

う
る

の
だ

ろ
う

か
。
あ

る
い
は
西
鶴
は
、

こ
の
よ
う
な
表
現

に
よ

っ
て
ど

の
よ

う
な
効

果
が
生

ま
れ
る
こ
と
を
期
待

し
て
い
る

の
だ
ろ
う

か
。

答

は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
あ
ま
り
に
当

り
前

の

こ
と
を
も

っ
と
も
ら
し
く
云

う
時

に
生
ま
れ
る
面
白

さ
で
あ
り
、
同

時
に
、

読
者

自
身

も
確
信

す
る
常
識
的

教
訓
が
、
.思

い
も
か
け
ぬ
表
現

の
方
法
で
具
体
化
さ
れ
る

こ
と
か
ら
生
ま
れ
る

お
ど

ろ
き
で
あ
る
。
読
者
は
、
お
そ
ら

く
、
そ

の
内
容
に
対
し
て
で
は
な
く
、

そ

の
表
現

の
仕
方
を
楽
し
み
喝
采
し
た
と
見
る

べ
き
で
あ
り
、

西
鶴
も
そ
れ
を

期
待
し

て
書

い
た
と
見
る

べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

が
、
も
ち
ろ
ん
私
は
、

こ
の
よ
う

に
結

論
は
し

て
も
、
当

時

の
読
者

の
す
べ

て
ぶ
こ
の
よ
う

な
読
み
方

を
し
て
い
た
と
考

え
て
い
る
訳

で
は
な
い
。
西
鶴
が

「
古
文
真
宝

に
か
ま
え
」

て
書

い
て
い
る
こ
と
に
気
付

か
ず
、

と
同
時

に
そ

の

面
白

味
に
気
付
か
ず
、

ま
と
も
に
う
け
と
る
だ

け
の
読
者

も
多

か

っ
た
で
あ

ろ

「

う
。
そ
し
て
、

そ
の
よ
う
な
読
者

は
、

「
永
代
蔵
」

が
流
布
す

れ
ば
す

る
程
、

そ

の
数
を
ま
し
た

こ
と
で
あ
ろ
う

。
し
か
し
、
、
西
鶴

と
知

識
や
体
験
を
共
有
す

る
読
者
た
ち
は
、

た
と
え
少
数

で
あ
る
に
し
て
も
、

お
そ
ら
く
そ

の
表
現

の
あ

ヘ

へ

り
よ
う

の
み
を
楽
し
み

つ
つ
こ
の

一
節

を
読

み
、

「
横
手

を
打

っ
」

た
の
で
は

な

か
ろ
う
か
。三

「
天
道
…
…
」

に
こ
だ
わ
る
所
か
ら
、

こ
の

一
節

を
書

く
西
鶴

の
姿
勢

や
意

図

に
ま

で
及

ん
で
し
ま

っ
た
が
、
あ
え
て

「
古
文
真
宝

に
か
ま
え
」

て
書

か
れ

て
い
る
こ
の
文
章
は
、
と
り
わ
け
そ

の
最
初

の
二
、

三
行
が
難
解

で
あ
る
。
そ

こ
で
ま
ず
、
そ

の
部
分

か
ら
問
題

に
し
て
行

こ
う
。

「
天
道
…
…
」
は
、
前
述

の

「
天
道
不
言
而
品
物
亨
」

に
よ

っ
て
い
る
訳
だ

が
、

こ
の

一
文

は

「
人

は
…
…
」

に
対
比
さ
れ
る

こ
と

に
な
る
か
ら
、

こ
こ
は

「
天

は
何
も
言
わ
ず
国
土

に
深

い
恩
恵
を
施

し
て
い
る
。

(
そ
れ
に
対

し
て
物

を
言
う
)
人
間

は
、
誠
実

で
あ
り

つ
つ
虚
偽

に
及
ぶ

こ
と
も
多

い
」

の
意
味
と
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な
る
で
あ
ろ
う
。

(
今
、
西
鶴

が
こ

の

「
天
道
」

と
い
う
言
葉

を
ど

の
よ
う

な

イ

メ
ー
ジ
で
と
ら
え
て
い
た
か
に
問
題
が
な
い
訳
で
は
な
い
が
、
そ

の
点

に

つ

い
て
は
別
の
機
会

に
ゆ
ず

り
た
い
。)

、
従

っ
て
、
そ
れ

に
続
く

「
其
心

ン
は
本
虚

に
し

て
物

に
応
じ

て
跡
な

し
」
と

い
う

「
古
文
真
宝
」
か
ら

の
引
用
は
、

「
人
は
実
あ

っ
℃
偽

り
お
ほ
」

い
理
由

を
説
明
し
て

い
る
こ
と

に
な
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
れ
は

「
入
の
心

が
本
来

無
の

状
態

に
あ
り
、
外

の
事
物

に
反
応

す
る
だ

け
の
も
の
だ

か
ら
だ
」

の
意

と
な
る

で
あ
ろ
う
。

と
す

れ
ば
、
問
題

は
次

の

「
是
善
悪

の
中

に
立

て
す
ぐ

な
る
今

の

御
代

…
…
」

で
あ

る
。

「
す
ぐ
な
る
」

に

「
過
ぐ
な
る
」
と

「
直
な
る
」
が
か

け
ら

れ
て
い
る

こ
と

は
明
ら
か
だ
か
ら
、
前
者

の
意
ま
で
は
、
前

文

の

「
其

心

…
...」
を

「
是
」
が
う
け

て
、
入

の
心
が

「本

虚

に
し

て
物

に
応
じ

て
跡
な
」

き
故

に
、

人
が

「
善
悪
の
中
に
立
て
」

生
き
る
こ
と
に
な
る
所
以
の
説

明
と
な

る
。
が
、

「
善
悪

の
中
に
立

て
」

人
が
生

き
る

「
直

な
る

(政
道

正
し
き
)
御

代
」

と
は
、
矛
盾

し
た
云
い
方

で
あ
る
。
何
故
人

は
、

「
直

な
る
御
代
」

に
、

「
物

に
応
じ
」
な
が
ら

「
実
あ

っ
て
偽

り
お

ほ
」
く
、

「
善
悪

の
申

に
立

て
」

生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
だ
ろ
う
か
。

「
直
な
る
御
代
」
な
ら
、
偽
り
も
悪

も
正
さ

れ
る
は
ず

な

の
で
は
な
い
か
。

入

は
実

と

善

と
の

中

で

「
物

に
応
じ

て
」

生
き
う
る
は
ず
な

の
で
は
な

い
か
。

も
ち
ろ
ん

「直

な
る
今

の
御
代
」

と
い
う
言

い
方

は
、
・
西
鶴

小
説

の
巻
頭
や

巻
末

に
多
出
す
る
太
平
を
寿
ぐ
言
辞

に
す
ぎ
な

い
か
ら
、
さ
程

こ
だ
わ

っ
て
あ

げ
足
と
り
を
す

る
必
要
は
な

い
の
か
も
し
れ
な

い
。
単

に
掛
詞

に
よ

っ
て
文
章

を
展
開
し

て
い
る

に
す
ぎ
な

い
の
か
も

し
れ
な

い
。
が

、

そ
れ
で
は
、

そ

Q

「
す
ぐ
な
る
今

の
御
代
を
、
ゆ
た
か

に
わ
た
る
は
人

の
入
た
る
が
ゆ

へ
に
常

の

人

に
は
あ
ら
ず
」

と
続
く
点

は
ど
う

な
る

の
か
。

西
鶴
は
、

「
常

の
人
」

は
・

「
す
ぐ
な
る
今

の
御
代
」
を

「
ゆ
た
か

に
わ
た
」

れ
ず
、

そ
れ
が
出
来

る
の
は

「
人

の
人
た
る
」

人
だ
け
だ
と

い

っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

と

こ
ろ
で
こ
こ
で

「
人
の
入
た
る
が
ゆ

へ
」

と
書

く
時

の
西
鶴

が
、
ど

の
よ

う
な
人
を
思

い
う
か
べ
て

い
る
と
見
る
べ
き
か
は
問
題
で
あ
る
。

「
入

の
人
た

る
」
人

が
、

「
人

の
中

の
人
」

「
す

ぐ
れ
た
入
」

の
意

で
あ

る
こ
と
は
諸
注

の

解
す
る
ご
と
く

で
あ
る
。
が
、

「
今

の
御
代
を
ゆ

た
か
に
わ
た
る
」
そ

の
入
と

は
、
具
体
的

に
は
誰
な

の
か
。

私
は
、

「
人
の
人
た
る
」

入
の
注
解

に
は
、

こ
の
冒
頭

の

一
節

と
同
時
期

に

書

い
た
と
思

わ
れ
る
巻

六
の
五
の
次

の

一
文
を
引

け
ば

十
分
だ

と
考

え
る
。
す

な
わ
ち
、

二

切

の
人
間
目
有
鼻
あ
り
手
あ
し
を
か
は
ら
ず
生
れ
付

て
、
實
人

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

高
人

よ
ろ
つ

の
芸
者
は
各
別
、
常

の
町
人
金
銀

の
有
徳

ゆ

へ
世

上
に
名
を

し
ら

る

玉
事
・…
..L
と
い
う

一
文

で
あ
る
。
西
鶴

は

こ

こ

で
、

「
常

の
町
入
」
と

「
貴
人
高

人
よ
ろ
つ
の
芸
者
」

と
の
間

に
明
確

な

一
線

を
引
ぎ
、
「
常

の
町
人
」

の
み
を
対
象

に
自
ら

の
主
張
を
述

べ
て
い
る
。
そ
し

て
、
冒
頭
部
が
対
象

と
す

る
読
者

も
ま
た

「
常

の
町
人
」

「
常

の
人
」

で
あ
る
。

そ
れ
故
、

西
鶴

ぶ
別
格

と
し
、

「
今

の
御
代
を
ゆ
た
か

に
わ
た
」
れ
る
人
と
は
、

具
体
的

に
は
西
鶴
が

問
題

に
す
る
必
要

の
な

い

「
貴
人
高
人
よ
う
つ

の
芸
者
」
を
指

し
て
い
る

と
考

え
ら
れ
る

の
で
あ

る
。

や
や
脇

道
に
そ
れ
た
が
、

西
鶴

は
、

「
す
ぐ
な
る
今

の
御
代

を
」
「
常

の
人
」

が

「
ゆ
た
か

に
わ
た
」

れ
ぬ
と

い
う
。

「
常

の
人
」

は
、

「
善
悪

の
中
に
立
て
」

「
実

あ

っ
て
偽
り

お
ほ
」
き

人
間

の
世
界

を
、

「
物

に
応

じ
て
」
生

き
て
い
る

の
だ
と

い
う
。
と
す
れ
ば
、
「
す
ぐ
な
る
今

の
御

代
」
と
は

「
常

の
人
」
に
と

っ

て
何

で
あ
る

の
か
。

「
常

の
人
」

で
あ
る
西
鶴
、
そ

し
て
当
時

の
読
者

た
ち
が

こ
の
よ
う

に
生
き

て
い
る
と
い
う
認
識
が

こ
こ
に
語
ら

れ
て
い
る
以
上
、・

「
す

ぐ
な
る
今

の
御

代
」

は
、

少
く
と
も

「
常

の
人
」

の
味
方

で
は
あ
り
え
な

い
。

「
す
ぐ
な
る
今

の
御

代
」

と
い
う
言
葉

に
、

私
は
、
西
鶴

の
さ
さ
や
か
な
ア
イ

「7屮



ロ
ニ
.イ
を
感
得

せ
ざ

る
を
え
な
い
の
で
あ

る
。
.,齟

と
も
あ
れ
、
西
鶴

は

「
是
…
…
」

の

一
文
ま

で
で
、

「
常

の
人
」
は

「
す
ぐ

な
る
今

の
御
代
」
を

「
ゆ
た
か
に
わ
た
る
」

こ
と
が
出
来
ず
、

「
実
あ

っ
て
偽

り
お

ほ
」

い
人
間
世
界
を

・「
善
悪

の
中

に
立

て
」

「
物

に
応

じ
て
」
生
き

て
い

る

、

と
い
う
認
識
を
、

「
古
文
真
宝

に
か
ま

え
て
」
語

っ
て
い
る
。

こ
こ
に
、

今

の
世
は

「
常

の
人

で
あ
る
我

々
に
は
ど
う
も
」
と

い

っ
た
、
西
鶴

の
苦
笑
を
読

み
と
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
私

の
深
読
み
と

い
う

こ
と

に
な
る

の
だ
ろ
う
か
。,

ヘ

ヘ

ヘ

へ

.
西
.鶴
ば
愚
以

下
♪

「
常

の
人
」
は
そ

の
よ
ヶ
な

「
す
ぐ
な
る
今

の
御
代
」

に

ど
う
生
き
れ
ば

い
い
か
を
説
く
。
す
な
わ
ち
、

「
常

の
人
」
に
と

っ
、て

の

二

生

晶
大
事
」

は

可
身

を
過
る

の
業
L
と

い
う
訳
で
あ
る
。
.
そ
し
て
、

こ

の

「
身

を

過
る
の
業
」
も

二
重

の
意
味
を
持

っ
て
以
下

に
続

い
て

い
る

と

考

え

ら

れ

る
。

つ
ま
り
、

「
こ
の
世

を
生

き
る
こ
と
」

の
意
と

「
職
業

・
商

売
」

の
意
で

あ

る
っ
従

っ
て
、

コ

生

…
…
」
以
下

の

一
文

は
、
「
(常

の
入

に
と

っ
て
)

一

生

の

一
大
事

は
こ
の
世

を
生
き
て
行

く
こ
と
な
の
だ

か
ら
、
そ

の
職
業
が
士
農

工
商

で
あ
れ
ば
も
と

よ
り
、

(
神
仏
を
ま
、つ
る
)
僧

・
神
官

で
あ
れ
ば
な
お
さ

ら
、
始
末
大
明
神

の
お
告
げ

に
従

っ
て
金
銀
を
た

め
ね
ば
な
ら

ぬ
」
と

い
う
意

味
と
な
ろ
う
。

こ
こ
に
は
な
お
、

「
常

の
人
」

の
具
体
的
イ

メ
ー
ジ
が

「
士
農

工
商

」
.
「
出
家
神
職
」
を
含

め
て
と
ら
え
ら
れ

て
い
る
点
、

「
士
農

工
商
」
を

階
層
差

と
し

て
と
ら
え
ず

「
身
を
過
る

の
業
」
と
し

て
職
能

の
差
を
中
心

に
と

ら
え
て

い
る
点
、

「
始
末
大
明
神
」

の
言
葉
を
生

か
す

べ
く

「
…
…

の
外
…
…

か
ぎ

ら
ず
」

と

い

っ
た

い
さ
さ
か
ゆ
が
ん
だ
文
体
が
用

い
ら
れ
て
い
る
点
、
士

・
出
家

・
神
職

を
も
含
め
て

「金
銀

を
溜
べ
し
」

と
云
わ
れ
る
所
に
見
ら
れ
る

西
鶴

の
ア
イ

ロ
ニ
カ
ル
な
視
点
等
、

注
目
す
べ
き
点

も
あ
る
が
、
今
、
紙
数

の

関
係
も
あ

ゆ
、

こ

こ
で
は
冊
題
点

の
指
摘

の
み

に
と
ど
め
て
お
き
た

い
。
・

四

「
金
銀
を
溜

べ
し
」

と
書

い
た
西
鶴
は
、
次

に
、

そ
の
金
銀
が

い
か
に
大
事

な

も
の
か
、
を
論
ず
る
。
ま
ず

「
是

二
親

の
外

に
命

の
親
な
り
」
と
書
き
、
金

へ

銀
は
、
人

の
命
を
生
み
出
す

「
二
親

」
以
外
で

「
命

の
親
」
と
も
い
う
べ
き
も

の
だ
、
と

い
う
。
あ
ま
り
サ

エ
た
洒
落

と
は
云
え
な

い
ぶ
、
西
鶴
は
、

こ

ご
で

へ
「
命

の
親
」
と

い

っ
た

こ
と
か
ら
、
以
下
、
人

の
命

と
金
銀

と
ど
ち
ら

が
大
事

か
と

い
う
比
較
論
を
展
開
す
る
。

ま
ず

「
人
間
長
く
み
れ
ば
…
…
」

の

一
文

で
入
の
命

の
は
か
な
さ

を
説
き
、

「
古
文
真
宝
」
を
引
き
、
「
時

の
間
の
煙

死
す

れ
ば

…
…
」

で
そ
れ
を
強
調

し
、

「
金
銀
瓦
石

に
は
お
と
れ
り
。
黄
泉

の
用

に
は
立
が

た
し
」

と
す
る
。

こ
の
よ

う

に
、
は
か
な
い
命

を
失

え
ば
、
金
銀

の
効
用

も
な
い
と
強
調

し
た
後
、

「
然

紅
と

い
へ
ど
も
」

と
そ
れ
を
逆
転

し
、
そ

の
現
世

に
お
け

る
効

用

を

説

き
、

「
是
に
ま
し
た
る
宝
船

の
有

ぺ
き

や
」

と
収

め
て
、
現
世

に
お
け
る
金
銀

の
大

事

ざ
に
軍
配

を
あ
げ

る
訳
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

こ
の
部
分

で
は
ま
ず
、
「
人
間
…
…
」

の

一
文
が
問
題
と
な
る
。

こ
れ
が
人

の
命

の
は
か
な
さ

を
云

っ
て
い
る

こ
と
は
明
ら

か
だ
が
、

「
長
く
み

れ
ば
」
を

「
長

い
と
思

り
て
み

て
も
」
と
解
さ

鳳
か
ぎ
り
、
意
味
は
と
り
に
く

い
。
諸
注
す

べ
て
そ
う
解
す

る
申

で
、
野
間
氏

の
み

「
人
間

の
命

は
長

い
と
思

え
ば
長

い
と
も

い
え

る
が
」

と
解
し

て
い
る
が
、
人

の
命

の
は
か
な
さ
を
強

調

す
る

こ
の
部
分

の
解
釈

と
し

て
は

い
か
が

か
と
思
う
。
私
は
こ

の
部

分
を

「「
長

い
と
思

っ
て
見

て
も
明
朝
ど
う
な
る
か
解
ら
ぬ
し
」

の
意

に
と

っ
て
お
き

た
い

と
思
う
。

魁

こ
の
旻

は
・
前
罠

蒙

「
出
典
あ
る
か
」

き

れ
て
い
る
よ
う

に
、
何

か
原
拠

の
あ
り
そ
う
な
談
議

口
調
、の
文
章

で
あ
る
。
西
鶴

は
、

こ
の
前
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後

の
、
命

と
金
銀
と

の
比
較
論
を
行
な
う
、

い
さ
ざ

か
論
理
性

に
欠
け
る
と
も

ヘ

へ

見
ら
れ
る
文
章
を
書
く
時
、
何

か
を
意
識
し

て
書

い
て
い
る

の
で
は
な

い
だ
ち

う
か
。
そ
れ
が
、
と

の
辺

の
文
章

を
・や
や
ぎ
く
し

ゃ
く
さ
せ

て
い
る

の
で
は
な

い
か
。

私

は
今
、
主

意
は
逆

で
あ
る
が
、
類
似

し
た
文
章

の
展
開

の
仕
方

を
行

な

っ

て
い
る
仮
名
草

子

「
心
友
記
」
下

の

一
節
を
思

い
う

か
べ
る
。
そ

れ
は
以
下

の

よ
う
な
文
章

で
あ
る
。

、

.

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

「
殊

に
、

人

生

は

槿

の
露

の
如

し
。
朝

に
あ

っ
て
夕
を
知
ら
ず
と
や
らへ

・

-
ん
β
そ

の
上
老
少
不
定
眼
前
な
り
ゅ
訂
今
世

ほ
ど
刹
那

の
住
家
は
な
し
。
さ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

　

マ
マ

　

れ
ば

こ
そ
李
太
白
も
、
天
地
は
万
物

の
逆

、
光
陰
は
百
代

の
過
客
、
浮
世

ヘ

ヘ

ヘ

へ

は
夢

の
如

し
。
喜
び
を
な
す
事

幾
ば
く
そ
や
と

い
ひ
置
け
り
。
然

り
と
い

へ

　
ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

コ
ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

へ

へ
三ど

も
、
・皆

人
、

前
生

の
業
を
知

ら
ず

。
先
貪
欲

を
抱

き
て
、
、富

を
本

と

い
、,
身
を
苦

し
み
、
重
罪
を
な
す
…

…
」

(引
用

は
日
本
思
想
大
系

「
近

世
色
道
論
」

に
よ
る
。
傍
点
筆
者
)
。

.
右

の
文
章

の
展
開
は
、

「
朝

に
あ

?
て
…
…
」
で

入

の
命

や
現
世

の
は
か
な

さ
を
説
き
、

,「
さ
れ
ば

こ
そ
」
と
し
て
そ

の
例
証

に

「
古
文
真
宝
」
を
引
き
、
.

へ

「
然

り
と
い

へ
ど
も
」

と
そ
れ
を
逆
転

し

つ
つ
、

富
を
求
め
て
生
き
る
今

の
人

灯
を
指
弾
す

る
。

一
読
明

ら
か
な
よ
う
に
、

「
然

り
と
い

へ
ど

も
」

以
下

に
主

張
さ
れ
る

こ
と
は
、
西
鶴

と
ま

っ
た
く
逆

で
あ
る
。
が
、
文

の
展
開

の
仕
方
、

そ
れ
を

つ
な
ぐ
言
葉
、

「
天
地
は
:
…
い」

の
引
用
、
と

い

っ
た
具
合

に
、
、
「
永

代
蔵

」
冒
頭
部

の

一
節
と

の
類
似
は

一
読
咀
ら

か
で
あ
ろ
う
。

と

こ
ろ
で
、

、「
心
友

記
」

は
、

お
そ
ら
く
西
鶴

の
熟
読
し
た
本

の

一
つ
で
あ

っ
た
。

と
り
わ
け
、

「
永
代
蔵
」
刊
行

の

一
年
前

の
貞
享

四
年

正

月

に

は
、

「
心
友
記
」
・
か
ら

の
引
用
を
行
な

い
、
内

容
を
利
用

し
た

「
男
色
大
鑑
」
を
執

筆
冊
行
し

て
い
る
。
そ

の
引
用
個
所
等

は
、
日
本
古
典
文
学
全
集

「
丼
原
西
鶴

集
⇔
」

の
暉
唆
康
隆
氏
注
等

を
参
照

し
て
い
た
だ
け
ば
明
ら

か
な

の
で
、

こ
こ

で
は
と
り
あ
げ

な
い
ぶ
、
西
鶴
が
貞
享

三
年

の
時
点

で

「
心
友
記
」
を
読
み
返

し
て
い
る
こ
と
は
間
違

い
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、
そ

こ
で
,
「
心
友
記
」

の
引
用

と
も
見
ら

れ
る
部
分
が
あ
る

こ
と
や
、

「
心
友
記
」

の

「弥

子
瑕
」

の

へ
「
や
し

か
」

と
い
う
振
仮
名

の
誤
り
ま
で
が
踏

襲
さ
れ
て

い
る
こ
と
な
ど
を
考

え

れ
ば
、

「
心
友
記
」
は

「
男
色
大
鑑

」
執

筆
時

の
西
鶴

に
と

っ
て
座

右
の
書

で
あ

っ
た
と
推
定
す
る

こ
と
も
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

従

っ

て
、

西
鶴

は
、

.「
永
代
蔵
」
冒
頭
部

執
筆

の
時
点

(貞
享

四
年

半
ば
ご

ろ
)

に

「
心
友
記
」

の

右

の
文
章

を
知
ら
ぬ
は
ず

は
な
く
、
同

じ

「
天
地

は
…
…
」
を
引
用
す
る
ど
す

れ
ば
.
わ
つ
か
二
巻

の

「
心
友
記
」

の

一
節
を
思

い
出
さ

ぬ
は
ず
は
な

い
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ

る
α

さ
ら

に
私

は
、

「
さ

れ
ば

こ
そ
」

「
然
り

と
い

へ
ど
も
」
た

こ
だ
わ
る
。
も

ち
ろ

ん
後
者
は
、

・「
古
文
真
宝
後
集
」
を
訓
読
す
れ
ば
多
出
す
る
修
辞
で
あ
る

か
ら
、

「
古
文
真
宝

に
か
ま
え
」
た
西
鶴
が
そ
れ
を
用

い
る

の
に
不

思
議

は
な

い
が
、

「
さ
れ
ば
」

に
よ
る
同
文

の
引
用
、
他

の
文
章

で
用

い
る
こ
と
の
少

い

「
然
り
と

い

へ
ど

も
」

と
い
う
言
葉

に
よ
る
逆
接
表
現

を
見

る
と
、
西
鶴

は
、

「
永
代
蔵
」
冒
頭
部

の
執
筆

の
際
、
.,
「
心
友
記
」
・の
右

の
文
を
脇

に
見
な
が
ら

書

い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、

と
さ

え
推
測

し
た
く
な

る
。
が
、
そ

こ
ま

で
は

無

理
と
し
て
も
、
少
ぐ
と
も
西
鶴

の
頭

の
中

に
右

の

一
文
が
意
識
さ
れ

て
い
た

と
推
定
す
る

こ
と

は
許
ざ

れ
る

で
あ
ろ
う
。

之
同
時

に
、
西
鶴
は
、
仮

名
草
子
を
は
じ
め
ど
す
る
同
時
代

の
文
芸
を
強
烈

に
意
識
し
な
が
ら
そ

の
作
品
を
書

い
て
い
る
場
合
が
多

い
φ

そ
し

て

そ

の

場

合
、

仮
名

草
子
類

の
趣
向
や
発
想

を
逆
転
し
た
り
、
、逆

の
設
定

を
行
な

っ
た
り

す

る
こ
と
に
よ

っ
て
自

ら

の
新

し

い
世

界
を
確
立
す
る
と
い
う
方
法

を
と

っ
て

(注
5
)

い
る
。
そ

れ
ら

の
点

に

つ
い
て
は
別
稿

で
詳
述

し
た
の
で
今
く
り
返
す

こ
と
は
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し
な
い
が
、

こ
の

「
永
代
蔵
」
冒
頭
部

の

繍
部

で
も
ま
た
、
右

の

「
心
友
記
」

の
文
章

の
逆
転

が
行

な
わ
れ
て
い
る
と

い
え
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

「
然

り

と
い

へ
ど
も
」

以
下

で
西
鶴

は
、

「
心
友
記
」

の
指
弾
す
る

「貪

欲
を
抱
き

て
、
富

を
本

と
」
す

る
こ
と
を
、
そ
し

て
そ

の
た

め
に
努
力
す
べ
き
こ
と
を
説

く

の
で
あ
る
。
西
鶴
は
、

こ
の

一
節
を
書
く
時
、

「
心
友
記
」

の

一
文
の
文
体

を
引
き

つ
ぎ

つ
つ
、
内
容
を
ま

っ
た
く
逆

転
す
る

こ
と
を
ね
ら

っ
て
い
る
の
で

ほ

な
か
ろ
う

か
。
そ
し
て
そ
れ
に
気

付
い
た
読
者

が
、

「
横
手

を
打

っ
」

こ
と

を
期
待
し
て

い
る

の
で
は
な
い
か
。

私

は
、

「
人
間

…
…
」

か
ら

「
然

り
と
い

へ
ど
も

…
…
」
前
後

ま
で
の
、

い

さ
ざ

か
す

っ
き

り
し
な
い
文
体
が
生

ま
れ
た
所
以

を
、
右

の

「
心
友
記
」

の

一

文
・と
関
連
さ

せ
て
考

え
ざ

る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

五

「
然
り
と

い
え
ど
も
…
…
」
以
下

「
是

に
ま
し
た
る
宝
船

の
有

べ
き
や
」

ま

で
は
、
現
世

に
お

い
・て
金
銀
が

い
か
に
有

効

か
を
説

い
て

い
る
こ
と
は
明
ち
か

で
あ
り
、

「
富
を
本
」
と
し

て
生
き
る

こ
と

の
意
昧
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
の

主

張
は
、
す
で
に

「
長
者
教
」

以
下
の
諸
書

に
説
か
れ
て
い
る
も
の
と
次

元
を

同

じ
く
し

て
い
る
訳
だ
が
、
そ
れ
故

に
そ
の
書

き
方

に
は
工
夫
が

こ
ら
さ

れ
て

ヘ

ヘ

ヘ

へ

い
る
。

「
ひ
そ

か
に
思

ふ
に
」

と
読
者

は
気

を
引

か
れ
、

「
世

に
有
程

の
願

ひ

何

に
よ
ら
ず
銀
徳

に
て
叶

は
ざ

る
事
」

と
ま
で
読

め
ば
、
当
然
次

に

「
な

し
」

「
あ
り
が
た

し
」
等

の
言
葉
が
来
る

こ
と
を
読
者

は
予
想
す
る

で
あ
ろ
う
。
が

西
鶴
は
、
あ
え

て
破
格

の
文
体
を
用

い
て

「
天
が
下

に
五

つ
有
」
と
書
く
。
読

者
は
お
そ
ら
く
途
惑
う
と
同
時

に

「
五

つ
」
と
は
何

か
と
考
え
る
で
あ
ろ
う
。

西
鶴
は
そ

こ
で

「
そ
れ
よ
り
外

に
な
か
り
き
」

と
駄
目
を
押
す
。

こ
の

「
五

つ
」

と
は
何

か
、
中

に
は
考

え
こ
む
読
者
、
あ

れ
こ
れ

と
数

え
た
て
る
読
者
も

い
た
か
も
し
れ
な
い
。

確

か
に
こ
れ
は
、

西
鶴
が
読
者

に
出

し
た
ク
イ
ズ

で
あ
る
。
金
銀

の
大
事
さ

と

い
う
読
者
と
同
じ
認
識
、

い
わ
ば
常
識
を
も

っ
と
も
ら

レ
く
面
白
く
書
く
た

め

の
表
現

の
工
夫

の

一
つ
と
し
て
、
、
読
者

に
な
げ
か
け
た
謎

で
あ
る

こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
は
た
し
て

こ
の

「
五

つ
」

と
は
何

か
。

周
知

の
よ
う
に
、
通
説
は
、

地
水
火

風
空

の
五
大
、

す
な
わ
ち

生
命

の
意
で

あ
る
と
す
る
。
が
、

一
方
、
野
間
氏

は
、
生
老
病
死

の
四

つ
ど

「
町
人

の
富
裕

と
豪
奢

を
嫉
妬

し
、
町
人

の
金
権
を
削
こ
う
と
す

る
当
時

の
政

治

的

権

ガ
」

(古
典
大
系
本
補
注
)

と
で
五

つ
と
考
え

て
お
ら

れ
る
。
ま
た
、
最
近

の
冨
士

昭
雄
氏

「
対
訳
西
鶴
全
集
十

二
」

の
注
も
野
間
氏
説
を
ヶ
け

つ
が
れ
・、

こ
れ
を

「
生
老
病
死
苦
」

の
五
つ

と
さ

れ
て
い
る
。
従

っ
て
現
在
も
な
お
、
西
鶴
が
読

者

に
そ
れ
が
何
か
を
考
え
さ
せ
る
た
め
に
出
し
た
ク
子
ズ

は
見
事

に
生
き
て

い

・

る

こ
と

に
な
る
訳
だ
か
ら
、
今
後
も
新

説
が
生
ま
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

が
、
私
は
、
五
大

・
五
輪

に
よ
る
か
、
前

田
氏

の
い
う

「
五
行
思
想

に
基

く

五
運
六
気
説
」
に
よ
る
か
定
か

で
な

い
と
し
て
も
、
結
論

的
に
は
、

こ
の
五

つ

は
生
命

の
こ
と
だ
と
考

え
る
。
西
鶴

が
、
読
者

に
あ
れ
か
こ
れ
か
と
考

え
さ

せ

る
た
め
の
趣
向

と
し
て
こ
の
文
章

を
書

い
た
こ
と
は
確

か
だ
ぶ
、

こ
の
冒
頭
部

の
文

脈
の
流

れ
を
考

え
る
か
ぎ
り
、
前
述

し
た
よ
う

に
、

「
人
間
…
…
」
以
下

「
…
…
宝
船

の
有

べ
き

や
」

ま
で
は
、
人

の
命

と
金
銀
と
ど
ち
ら
が

「
ま

し
た

る
宝
」

で
あ
る

か
の
比
較
論

で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
当
時

の
読
者
は
、

一
応
あ

れ
こ
れ
考
え
る
場
合
は
あ

っ
て
も
丶
結
局
は
人

の
命

の
こ
と
を
指
し

て
云

っ
て

い
番

こ
と

に
気
付
く

の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
私
は
、

こ
の

「
五

つ
」
は
通
説

に

従

っ
て
よ

い
の
で
は
な

い
か
と
考
え
る
。

(
な
お
、
野

間
氏

説

の
論
拠

に

つ
い

て
も
問
題
が
あ
る
が
、
私

が
通
説
に
従

う
理
由
は
右
の
点

の
指
摘

の
み
で
十
分

だ
と
考

え
る
の
で
、

こ
こ
で
は
触
れ
な

い
)
。

一
10

白



現
世

に
お

い
て
は
金
銀

に
ま

し
た
宝
は
な

い
と
結

論
し
た

西
鶴

は
、

以

下

で
、
命

に
も
ま
さ
る
金
銀
を
獲
得
す
る

に
は
ど
う
す
べ
き
か
と
い
う
点

を

「
見

ぬ
嶋

の
鬼
…
…
」
以
下

の

一
節

で
語
る
。
そ
し
て
、

宝
船
↓
嶋
↓
嶋

の
鬼
↓
隠

れ
笠

・
か
く
れ
簔
↓

暴
雨
と

つ
つ
ぐ
俳
諧
的

な

レ
ト
リ

ッ
ク

の
面
白
さ

を
生

か

し
て
出
さ
れ
る
結
論
は
、
ま
ず

「
手
遠
き
ね
が
ひ
を
捨
て
近
道
に
そ
れ
ゐ
＼

の

家
職
を
は
げ
む

べ
し
」

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ

の
た
め
に
は
身
体
壮

健
で
あ
る

必
要
を
と
き
、
浮
世

の
仁
義
を
重
ん
じ
て
神

仏
を
ま

つ
る
べ
し
と
説

く
。
い
わ

ば
、
「
福
徳
は
…
…
」
以
下
は

「
家
職
を
は
げ

む
べ
し
」

と

い
う
総
論

に
対

し
、

各
論

の
役
割
を
果

し
て
い
る
が
ご
と
く
で
あ
る
。
が
、

こ
の
部
分

に

つ
い
て
私

が
今
具
体
的

に
問
題

に
す
る
と
す
れ
ば
、
す
で

に
そ
れ
が
町
入
社
会

の
ま
と
も

な
常
識

に
す
ぎ
な

い
点
、
お
よ
び
、
そ
れ
を

「
見
ぬ
嶋

の
…
…
」

に
よ
る

レ
ト

リ
カ
ル
な
修
辞
を
用

い
て
書

い
た
所

に
西
鶴

の
腕

の
見
せ
所
が
あ
る
点
、

こ
の

ヘ

ヘ

ヘ

へ

常
識
的
な
教
訓

の
内
容
自
体

に
は
重
き
を
置

い
て

い
る
と
は
考

え
ら

れ
な
い
点

等
、
す

で
に
二
の
部
分

で
触
れ
た

こ
と
を
く
り
返
す

の
み
に
終

っ
て
し
ま
い
そ

う

で
あ
る
。

こ
の
部
分
を
ど
う
読
む
か
に

つ
い
て
は
、

二
の
項

を
思

い
出

し
て

い
た
だ
け
れ
ば
幸

で
あ
る
。

と
は

い
え
、

こ

こ
で
も

「
世

の
仁
義
」

と
い
う
言
葉

に
西
鶴
ぶ
込

め
た
イ

メ

ー
ジ
、
神

仏
に
ま

つ
わ
る
話

を
巻
頭

に
置

い
た
理
由
、
「
神
仏
を

ま

つ
る

べ
し
」

と

こ
こ
で
い
う
西
鶴

が
、
話

の
内
容

に
お
い
て
は
む

し
ろ

「
い
の
り

て
も
く
わ

ほ
う
は
さ

ら
に
な
き

も
の
を
わ

か
ふ
ん
べ

つ
を

つ
ね

に
た

し
な

め
」
(
長
者
教
)

の
立

場
を
と

っ
て
い
る
点
等
、

に

つ
い
て
問
題
が

な
い
訳

で
は
な

い
。
が
、
そ

れ
ら
は
、

「
永
代
蔵
」
冒
頭
部

の

一
節
を
ど
う
読
む

べ
き

か
と

い
う

こ
と
を
中

心
に
考

え
て
来

た
本
稿

の
末
尾

で
簡
単

に
触

れ
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
る
。
別

稿
を
期
す
る

こ
と
と
し
た
い
。
.

以
上
私
は
、

「
古
文
真
宝

に
か
ま
え
」

て
西
鶴

が
書

い
た
と
考

え
る

π
永
代

蔵
L
冒

頭
部

を
、

解
釈

上
の
問
題
点

を
中

心
に
し
な
が
ら
、
ざ

っ
と
見
渡

し
て

来

た
。
ぶ
、

お
そ
ら
く
私

は
、

ま
だ

ま
だ
当
時

の
読
者

に
ズ
ら

べ
れ
ば
、

「
永

代
蔵
」

を

「
古
文
真
宝

な
る
顔

つ
き
」

で
読

ん
で
い
る

に
ち
が

い
な

い
。
あ
る

い
は
、

「
永
代
蔵
」

の
み
な
ら
ず
、
我

々
は
、
西
鶴

の
作
品
を

「
古
文
真
宝

に

か
ま
え
」

て

「
古
文
真
宝

な
る
顔

つ
き
」

で
読
み
す
ぎ

て
い
る

の
か
も

し
れ
な

い
。
西
鶴

に

「
何

の
古
文
真
宝
」
(
「
置
土
産
」

三
の
二
)

と
云
わ
れ

ぬ
た

め
に

私

は
、

お
そ
ら
く
、
変
幻
自
在

な
西
鶴

の
表
現

の
姿
勢
や
意
図
を
よ
り
明
確

に

と
ら

え
な
が
ら
読

ん
で
行

か
ね
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
私

の
以

上

の

追

求

が
、
そ

の
主
張
を
中
心

に
見
ら

れ
が
ち
な

「
永
代
蔵
」
を
見
直

す
た
め

の
ざ
さ

や

か
な
問
題
提
起

と
な
り
う
れ
ば
幸

で
あ
る
。

(
1
9
7
7

・
1

・
7
)

〈
注
〉

1

目
本
古
典
文
学
全
集

「
井
原
西
鶴
集
③
」
の
私
の
注
、
及
び
そ
の
後
に
刊
行
さ
れ

た
冨
士
昭
雄
氏
の

「対
訳
西
鶴
全
集
十
一
こ

の
注
は

「待
漏
院
記
」
冒
頭
を
引
い
て

い
る
が
、
他
の
諸
注
は

「論
語
」
を
引
い
て
い
る
。

2

「
定
本
西
鶴
全
集

一
」
・の
野
間
氏
注
、

及
び
岩
波
文
庫
本

「武
道
伝
来
記
」
の
前

田
氏
注
。

3

拙
稿

「西
鶴
小
説
に
お
け
る
成
稿
過
程
の
一
面
」

(跡
見
学
園
女
子
大
学
紀
要

・

第
2
号
)
。

4

拙

「『稿
日
本
永
代
蔵
』

に
お
け
る
文
字
成
立
の
一
側
面
」

(国
文
学
研
究

・
32

集
)
。

5

拙
稿

「浮
世
草
子
成
立
の
一
側
面
」

(日
本
文
学

・
昭
和
51
年
9
月
号
)
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