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語
文
研
究

第
三
十

一
・
三
十
二
号

中
村
幸
彦
先
生
送
別
特
輯



思

い
出

す

ま

ま

に

福

田

良

輔

中
村

さ

ん
が

、
杉
浦

さ

ん
が
不
幸

不

治

の
病

で
倒

れ
ら
れ

た
後

、
国

文
学
を

主

と
す

る
国
語

学

・
国

文

学
第

二
講

座

を
担
任

さ
れ

た

の
は
、

昭
和

三
十

六
年

四
月

で
あ

っ
た
。

杉
浦

さ

ん
も
、

中
村

さ

ん
も

天
理
大

学
時
代

を
中

心

に
、
頴

原
退

蔵
先

生

の
指
導

を
受

け
ら

れ
、

研
究

を
共
ハ
に

さ
れ

た
知
友

関
係

に
あ

っ
た

の
で
、
私

は
よ

い
後
任
者

を

得

る

こ
と
が

で
き

た

こ
と
を

よ

ろ

こ
ん
だ

の
で
あ

る
。

中

村
さ

ん

は
博

識

を
以

っ
て
鳴

り
、

江
戸

文
学

の
権
威

者

で
あ

る

こ
と

は
、
そ

の
数

々

の
業

績

と
共
ハ
に
誰
し

も
認

め

る
と

こ
ろ

で
あ

る
。

こ

の
事

に

つ

い
て
は
、

他

に
語

る

べ
き
適

当
な

お
方

が
あ

る

と
思
う

か
ら

、
門
外

漢

の
私

は

こ
れ
以
上

触

れ
な

い
こ
と
に
す

る
。

た

だ

一
言

申
し

述

べ
た

い
こ
と
は
、

研
究

方
法

は
あ

く
ま

で
実
証

主
義

で
あ

り
、

そ
れ

が
九
大

国
語

学

・
国

文
学
科

の
伝

統
的

な
特

徴

の

一
つ
で
あ

る
実

証
的

研
究

と

一
致
し

、
中
村

さ

ん

の

来

任

以
来

、
九

大
国
語

学
国

文
学

講
座

の
こ

の
学

風

は

一
段

と
発
揮

さ

れ
、
多

く

の
有

望

な
若

い
江

戸
文

学

研
究

者

・
国

文
学

研
究
者

を
育

成

さ
れ

た

こ

と

で
あ

る
。

私

が

二
十
余

年
勤

め
た
九

大
を

、
心

お
き

な
く

停
年
退

職
す

る

こ
と

が

で
き

た

の
も
、
中

村

さ
ん

に
負
う

と

こ
ろ
が
大

き

い
。

九

州

に
お
け

る
中
村

さ

ん

の
活

動
も

著
し

い
。

「
島

原
文

庫
」
を

整

理
さ

れ
、

同
文

庫

の
価

値

が
広
く

学
界

に
認

め

ら
れ

る
よ
う

に
な

っ
た

の
も

、
中

村

さ
ん

の
功
績

で
あ

る
。

ま

た
、

「
西

日
本
国

語
国

文
学

会

」

の
事

業

と

し
て
、

『
西

日
本
国

語
国

文
学

会
翻

刻
双
書

』

が
刊
行

さ
れ

た

の
も
、

中
村

さ

ん

の
賜

で
あ

る
。

こ

の

一
事

だ
け

で
も
、
中

村
さ

ん

が
、
学

問
研

究

の
才

の
み
な

ら
ず

、
事
務

的
才

能

に
も
恵

ま

れ
た

お
人

で
あ

る

こ
と
が
う

か

が
わ
れ

る

が
、
九
大

で

講
座
関

係

の
学
会

の
開

催
を

引
受

け

た
折
な

ど
、

い

つ
も

て
き
ぱ

き
と

裁

か
れ
て

、
無
事

済
ま
す

こ
と
が

で
き

た

の
も

、
中

村

さ

ん

の
勝

れ

た
事

務

的
手

腕

に
よ
る

と

こ
ろ
、
多

大
な

も

の
が
あ

っ
た
。

中
村

さ

ん
は

、
信
念

の
人

で
あ

る
。

私

が
退
官

し

て
間
も

な
く

、
世

界

の
大

学

が
、
そ

し

て
わ

が
国

の
大

学
も

大
学

紛
争

に
襲

わ

れ

た
。

九
大

も
例

外

で
は
な

か

っ
た
。

大
学

紛
争

の
最

も
烈

し

か

っ
た
時

に
、
そ

の
事
務

的

才
能

と
そ

の
お
入
柄

が
認

め
ら
れ

て
、
学

部

長

に
推

さ

れ
、
難

局

に
あ

た

っ
て
、

毅
然

と
し

て
自

己

の
信

念

を
貫

か
れ

た

と
聞

い
て

い
る
。

=3一



私

た
ち
国

語

学

・
国
文
学

の
教
官

四
人

の
研
究

室

は
、
同

じ

と

こ
ろ
に
集

ま
り

、
隣

か
、
向

か

い
に
あ

っ
た
。

何

か
相

談

事

が
あ

る

と
、
あ

る
時

は
相

談
事

が
な

く

て
も
、

誰

か

の
室

に
集

ま

っ
た
も

の

で
あ

っ
た
。

時

に
は
熱

を
帯

び
る

こ
と
も
あ

っ
た

が
、
歯

に
衣

を
着

せ
る
よ
う

な

こ
と

は
な
く

、
思
う

存
分

に
話

し
合

い
、
最
後

に
は

い
つ
も

一
致

し

た
結

論

に
達
し

、

嫌
な

思

い
が
残

る
よ
う

な

こ
と

は
な

か

っ
た
。

そ
ん

な
時

に
、
多

く

の
ば
あ

い
、
中

村

さ
ん

か
、
私

か

が
言

い
出

し

て
、
四

人

で
中

洲

た
り

に
出

か
け

て

杯
を

手

に
し

て
、
ま

た

と
り

と
め
も

な

い
雑
談

に
興

じ
た
。

春

日
さ

ん
も

、
今
井

さ
ん

も
酒

が
嫌

い
な
方

で
は
な

い
。

私

は
ほ

ん
と

に
居
心

地

の
よ

い
講

座

と
思

っ
た
。

中

村

さ
ん

は
、
酒

を
楽

し

み
、
酒

に
興
ず

る
人

で
あ

っ
た
。

中

村

さ
ん

の
口
に
は
、

甘

口
が
多

い
九

州

の
酒

は
合

わ

な

か

っ
た
。

辛

口
の
方

が
好
き

で

あ

り
、
酒

の
吟

味

に
も
精

し
く

、

た
し

か

「
剣
菱

」

を
愛

飲
さ

れ
た

と
思
う

。

バ

ス
が
な
く

な
り

、
遠

い
お

住
ま

い
ま

で
、

タ

ク

シ
ー

を
飛

ば
さ

れ

る

こ

と
も

し

ば
し

ば

で
あ

っ
た
。

中

村

さ

ん
は
、

九
大

文
学
部

に

と
り
、

惜
し

い
人

で
あ

り
、
私

個

人

に
と

っ
て
も
益

友

で
あ

っ
た
。

同
僚

と
し

て

の
九
大

の
十
年
間

、
学

問

の
上

で
も
、

ま

た
人

間
的

に
も

教
え

ら
れ

る
と

こ
ろ

が
多

か

っ
た
。

中
村

さ

ん

が
、
故

郷

に
近
く

、
縁
故

深

い
関
西

の
地

に
去

ら

れ
た

こ
と

は
、
心

残

り
が
す

る

が
、

今

井
さ

ん

と

い
う

立
派

な
後
継

者

が
お

ら
れ

、
安
心

し

て
去
ら

れ
た

こ
と

・
思

わ
れ

る
。

そ

の
心

境

は
、
私

が
停

年

退
職
し

た
時

の
気

持
ち

と
恐

ら
く

似

通
う

も

の
が
あ
る

と
思
う

か
ら

で
あ

る
。
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送

別

記

念

号

に

よ

せ

て

白

石

悌

三

「
と

こ
ろ

で
中
村

幸
彦

と

い
う
学
者

は
、
本

当

に
偉

い

の
か
ね
」

「
偉

い
、

日
本

一
偉

い
」

あ

る
時

、
東

京

の
仲

間

の

一
人

が
、
私

を
試

み
る

よ
う

に
悪
戯

っ
ぼ
く

尋

ね
、
も

と

よ
り
中

村
先

生

の
学
問

を
知

悉
し

て

い
る
彼

は
、

私

の
答

え

の
稚

い
響

き

に
笑

っ
た
。

日
本

一
偉

い
学

者

の
指
導

下

に
過
し

た

と

い
う

履
歴

は

、
私

に
と

っ
て
あ
ま

り
に
も

重
す

ぎ

る
。

自

負

と
悪

悦

の
表
裏

す

る
思

い
の
中

で
、

そ

の
負
担

に
堪

え

て

い
る

こ
と

が
、
今

の
私

に

は
精

一

杯

の
誠

実

で
あ

る

よ
う

に
思
う

。

そ

ん
な

先
生

を
対

象
化

し

て
、
私

的
回

想

で
あ

れ
云

々
す

る
な

ど
私

に
は
で
き

な

い
相

談

で
あ

る
。

第

一
、
そ
う

い

っ
た
私
小

説
性

は
先

生

の

一
番

お
嫌

い
な
所

で
あ

る
。

し

か
し
受

講
生

代

表

が
、

か
く
逡

巡
す

る

こ
と
も

ま

た
先

生

の
本
意

で
は
な

か

っ
た
と
思

う
。

や

は
り
先

生

の
九

大
時

代

は
学
生

に
恵

ま

れ
ら

れ
な
か

っ
た
と
言

わ

ざ
る
を

え
な

い
。

先
生

の
学
統
を

継
ぐ

人

々
は
、

む
し

ろ
九
大

の
外

に
多

い
。

先

生

は
学
界

の
第

一
人
者

で
あ

り
、
そ

の
第

一
人
者

を

九
大

が
迎

え

て

い
た
と

い
う
意

味

で
、

そ
れ

は
別

に
先
生

・
九

大

と
も

に
恥
じ

る

こ
と

で
は
な

い
か
も

し
れ

な

い
が
、
先

生

が
教
壇

に

立
た

れ
た

の
は
前

に
も

後

に
も

九
大

が

一
番

長

か

っ
た

と

い
う

退
官

の
御
挨

拶
を

う

か
が

っ
た
時

、

私

は

や
は
り

伍
泥

た

る
思

い
に
耐

え
ら

れ
な

か

っ
た
。

そ

の
私

ど
も

に

一

つ
だ
け

自
信

を
持

っ
て
言
え

る
事

が
あ

る
。
真

贋
鑑

定

の
眼
を

肥

や
す

に

は
常

に

一
流

品

に
接
す

る
事

だ

と
言
わ

れ
る

が
、

一
流

の
学
者

に
親

災
し

て
き

た
私

ど
も

は
、

研
究
者

・
研

究
業
績

の
真

贋
を

見
抜

く
眼

を
識

ら
ず

識

ら
ず

に
培

っ
た
よ
う

で
あ

る
。

私
な

ど
不
敏

に
し

て
ど

っ
ち

み

ち
大
成

し
そ
う

も

な

い
が
、
本

物

の
何

た
る

か
を
知

っ
た
以
上

、
偽
物

と

し

て
大

成

す

る
道

は
け

っ
し

て
歩
ま

な

い
だ

ろ
う

。

お

そ
ら
く

後
輩

の
誰

も
、
先

生

の
直

接

の
指
導

下

を
離

れ
た
今

後
、

ど

ん
な
虚
仮

威

し

に
遇

っ
て
も

ま

ず
晦

ま

さ

れ
る
事

は

な

い
の

で
は
な

い
か
。

こ

の
自

信
だ

け
を

、
九
大

を

去

ら

れ
る
先

生

へ
の
せ

め
て
も

の
饅

け
と

し

た

い
。

以

下
、

私
事

に
わ

た
る

が
、
先

生

は
後
年

、
私

の
指

導

に

つ

い
て

は
臨

終

の
杉
浦

さ

ん
か
ら
後

事
を

托

さ
れ

た

の
だ
と

い
う

事

を
幾
度

か
言
わ

れ

た
。

当
時

大
学
院

に
進
学
し

た

ば
か

り

の
私

は

、
杉
浦

先
生

が
心

を
残

さ

れ

た

ご
と
く
、
無

知

同
然

で
あ

っ
た
。

そ

の
点

で
私

は
、
学

界

で
杉
浦

門

下

と
称
さ

れ

る
諸
先
輩

と
同
列

で
は

な

い
。

そ

れ
ら
諸

先
輩

に
よ

っ
て
辛

う

じ

て
引

き
立

て
ら

れ

た
よ
う

な
わ

け

で
、
強

い
て
言

え

ば
孫
弟

子

に
当

る
。

言

わ
れ

る
ま

で
も
な

く
杉

浦
先

生

の
遺

徳

に
よ

っ
て
育

て
ら

れ

た
私
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は

、
そ

の
御
恩

を
忘

れ

な

い

つ
も

り
だ

が
、
実

際

の
学
問

の
手

ほ
ど

き

は

中
村

先

生

か
ら
受

け

た
と
自
覚

し

て

い
る
。
先
生

に
恥
じ

て
弟

子

と

い
う

言
葉

は
使

わ

な

い
が
、

私

は
九
大

に
学

ん
だ

お
か
げ

で
生

涯

の
師

に
め
ぐ

り
逢

え

た
僥
倖

を

ひ

そ
か

に
感

謝

し

て

い
る
,

先
生

の
学

問

に
対
す

る
貧

し

い
理

解

は
本

誌

十
三

号

の

『
近

世
作
家

研

究
』

紹
介

に
意

を

尽

さ
ぬ

ま

で
も
述

べ
た
が
、

私

が
先

生

か
ら
強
く

影
響

を
受

け

た

の
は
、
必
ず

し

も

狭
義

の
学
問

で
は
な

か

っ
た
。

先
生

の
学

問

に
か

か
わ

る
根
本

の
態
度

は
先
生

の
人

生
態
度

に
も
通
じ

る

の
で
あ

っ
て
、

そ

こ

に
専

門
家

と
し

て

の
強

い
衿
持

が
窺

わ
れ

る
。

し

た
が

っ
て
、
先
生

は
世

事

に
お

い
て
も

専
門

家
な

る

が
故

に
即
決
断

行

の

人

で
あ

る
。

も

と
よ

り
即

決

は
識

見

の
裏
付

け

が
あ

っ
て
合

理

と
な
る

わ

け

で
、
皮
相

に
見

倣

っ
て
も
徒

ら

に
ふ
り

ま
わ

さ
れ

る
だ
け

だ
が

、

一
方
、

事

に
及
ん

で
決
断

を
保

留
す

る
慎

重
論

を
先

生

は
採

ら
れ
な

い
。

断
行

の

果

て
に
開

け
る
展

望

に
賭

け

て
事

を

回
避

さ
れ

な

い
。

知
識

の
乏

し

い
事

は
致
命

的

で
あ

る

が
、
量

を
質

と
し

て
識

見

に
転

化

で
き
な

い
者

も
ま

た

俗

物

と

い
う

事

で
あ

ろ
う
。

私

は
自

ら

の
無

知

を
棚
上

げ

に
し

て
、

こ

こ

数
年
特

に
先

生

の
反

俗
精

神

に
共
感
す

る
所

が
大
き

か

っ
た
。

無

知

と
言

え
ば
、

先
生

が
九

大

に
赴
任

さ

れ
て
暫

く
、

私
は
自

分
を

裸

に
す

る
事

が

で
き
な

か

っ
た
。

先
生

が
他

人

の
前

で
は
恥

を
か

か
せ
な

い

よ
う

に
配
慮

さ
れ

る
た

め
、
余

計
、

無
知

を
見

す

か
さ
れ

て

い
る

こ
と
に

疎

ん

で
素

直

に
な

れ
な

か

っ
た
。

先

生

は
無
知

で
あ

れ
、
求

め

る
者

に
は

親

切

で
、
即
座

に
指

導
を

惜

し
ま

れ
な

い
が

、

「
好

き

こ
そ
物

の
上
手

」

と

い
う

価

値
観

を
以

て

、
後
追

い
し

て
ま

で
学

問

せ
よ

と
は

お

っ
し

ゃ
ら

な

い
。

生

来

人

に
頼

り
す

ぎ

る
私

は
、
暫

く

と
ま

ど

っ
て
先

生

が
情

の
人

で
あ
る
事

を

理
解

で
き

な
か

っ
た
。

尤

も
、
私

の
無

知
を

一
番

よ
く

御
存

知
な

だ
け

に
当
時

に
も

ま
し

て
恐

い
存

在

で
あ

る
に

は
違

い
な

い
が
、
今

で
は

一
番
安

ら
ぎ

を
覚

え
る

の
も

ま

た
先
生

の
許

で
あ

る
。

先

生

に
は

人

が
見

え
す

ぎ
る

の
だ

と
思
う
。

だ
か

ら
先

生

の
評

価

は
厳
し

い
。

と
り

わ

け
野
暮

は

お
嫌

い
だ

し
、
半
可

通

に
は
厳
し

い
。

し

か
し
評
価

は
評
価

と

し

て
、
先

生

は
常

に
人
を
善

意

に
解
し

、
善
意

に
遇
す

る
事

を
心

が
け

ら

れ

た
。

こ
れ
ま

た
私

が
肝

に
銘

じ
た
事

の

一
つ
で
あ

る
。

先

生

に

つ

い
て
語
る

べ
き
事

は
多

い

が

、

今

は

ま

だ

そ

の
時

機

で

は

な

い
。

学

恩

に
報

い
る
事

は
お

ろ

か
、
酒
代

の
持

ち
方

ひ

と

つ
知

ら

ぬ

ふ

が

い
な

い
教

え
子
達

に

と

っ
て
、
何

一
つ
貸

し

を
作

っ
て

は
下
さ

ら

ぬ
先

生

と

い
う

の
も
辛

い
も

の
だ

が
、
今

後
旧
恩

に
甘

え
ず

、
敢

え

て
借
り

を

作

り

に
門

を
敲

く
事

の
で
き

る
私

ど
も

で
あ

り

た

い
と
思
う

の
み
。

所

与

の
枚
数

に
も
満

た

ぬ
が
、

苦
手

な
筆

を
置

か
し

て

い
た
だ
く
。

先

生

に
は
当

分
、

世
事

に
門

を
鎖

し

て
数
年
来

の
激
務

の
お
疲

れ
を
癒

し

て

い
た
だ
き

た

い
と
思
う

の
だ

が
、
詮

な

い
願

い
で
あ

ろ
う

か
。

く

れ

ぐ

れ
も
御

自
愛

の
程

を
。
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中
村
幸
彦
先
生
九
州
大
学
在
任
中
職
歴

九
州
大
学
文
学
部
教
授
、
国
語
学
国
文
学
第
二
講
座
担
任
。

九
州
大
学
文
学
部
教
授

(旧
制
)
併
任
。

九
州
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
指
導
教
官
。

九
州
大
学
教
育
学
部
講
師
。

天
理
大
学
兼
任
講
師
。

附
属
図
書
館
商
議
委
員
。

広
島
大
学
文
学
部
講
師
。

学
生
部
参
与
。

天
理
大
学
非
常
勤
講
師

佐
賀
大
学
文
理
学
部
講
師
。

天
理
大
学
非
常
勤
講
師
。

印
刷
所
商
議
委
貝

九
州
大
学
教
育
学
部
講
師
。

山
口
大
学
文
理
学
部
講
師
。

九
州
大
学
文
学
部
附
属
九
州
文
化
史
研
究
施
設
教
授

(併
任
)
。

熊
本
大
学
教
育
学
部
講
師
。

九
州
大
学
評
議
員
。

九
州
大
学
文
学
部
附
属
九
州
文
化
史
研
究
施
設
教
授

(併
任
)
。
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東
北
大
学
文
学
部
講
師
。

国
語
学

・
国
文
学
第

二
講
座
担
当
。

九
州
大
学
文
学
部
長
。

九
州
大
学
評
議
員
。

九
州
大
学
大
学
院
研
究
科
長
。

九
州
大
学
文
学
部
附
属
九
州
文
化
史
研
究
施
設
教
授

九
州
大
学
教
育
学
部
講
師
。

九
州
大
学
評
議
員
。

九
州
大
学
永
年
勤
続
者
表
彰
。

九
州
大
学
文
学
部
長
事
務
取
扱
。

九
州
大
学
評
議
員
。

九
州
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
長
。

九
州
大
学
評
議
員
。

教
養
部
審
議
会
委
員
。

学
術
審
議
会
専
門
委
員
。

九
州
大
学
教
授
辞
職
。

(
併

任

)
。
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講
義
題
目

昭

33

・
4

～

33

・

9

大

学

院

、大

学

院

、

学

部

L

全

国
文
学
特
研

国
文
学
講
義

国
文
学
演
習

昭

33

・

10

～

34

・
3

大
学
院

全
大
学
院

学

部

学

部

昭

34

・
4

～

34

・
9

大
学
院

全
大
学
院

学

部

学

部

国
文
学
特
研

国
文
学
演
習

国
文
学
講
義

国
文
学
演
習

昭

34

・

10

～

35

・

3

大
学

院

全
大
学

院
、

学

部
`

学

部

国
文
学
特
研

国
文
学
演
習

国
文
学
講
義

国
文
学
演
習

昭

35

・
4

～

35

・
9

ナ
学

陽

全
大

学
院

学

部

国
文
学
特
研

国
文
学
演
習

国
文
学
講
義

近
世
文
学
意
識
の
研
究

近
世
文
学
史

西
鶴
置
土
産

近
世
文
学
意
識
の
研
究

蒔巴
蕉
の
俳
譜

近
世
文
学
史

西
鶴
置
土
産

比
較
文
学
の
諸
問
題

西
鶴
の
小
説

近
世
文
学
史

俳
譜
七
部
集

比
較
文
学
の
諸
問
題

西
鶴
の
小
説

近
世
文
学
史

国
性
爺
合
口戦

書
誌
学
の
問
題

風
俗
文
選

近
世
小
説
史

(学

部
)
国
文
学
演
習

昭

35

・

10

～

36

・
3

大
学
院

大
学
院

学

部

学

部

国
文
学
演
習

国
文
学
講
義

国
文
学
演
習

昭

36

・
4

～

36

・
9

大
学
院

全
大
学
院

学

部

学

部

国
文
学
特
研

国
文
学
演
習

国
文
学
講
義

国
文
学
演
習

昭

36

・
10

～

37

・
3

大

学
院

全

大

学
院
、

学

部
、

学

部

国
文
学
特
研

国
文
学
演
習

国
文
学
講
義

国
文
学
演
習

昭

37

・
4

～

37

・

9

大
学
院

大
学
院

大
学
院

学

部

学

部

国
文
学
特
研

国
文
学
演
習

国
文
学
講
義

国
文
学
演
習

昭

37

・
10

～

38

・
3

大
学
院

全
大
学
院

学

部

学

部

国
文
学
特
研

国
文
学
演
習

国
文
学
講
義

国
文
学
演
習

国
性
爺
合
戦

風
俗
文
選

近
世
文
学
史

万
の
文
反
古

国
学
の
方
法

近
世
後
期
小
説

近
世
文
学
史

万
の
文
反
古

国
学
の
方
法

近
世
後
期
小
説

近
世
文
学
史

冬
の
日

注
釈
の
問
題

仮
名
草
子

近
世
文
学
史

蕉
門
の
俳
譜

注
釈
の
問
題

仮
名
草
子

近
世
の
文
学
思
潮

近
松
の
世
話
浄
瑠
璃
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昭

38

・
4

-

38

・
9

大
学
院

全
大
学
院

学

部

学

部

国
文
学
特
研

国
文
学
演
習

国
文
学
講
義

国
文
学
演
習

昭

38

・
10

～

39

・
3

学 学大 大
学全 学

部部院 院

国
文
学
特
研

国
文
学
演
習

国
文
学
講
義

国
文
学
演
習

昭

39

・
4

～

39

・
9

学学大大
学学

部部院院

国
文
学
演
習

国
文
学
講
義

国
文
学
演
習

召

9

●
0

-

0

・

6δ

-
乙

4

n
口

3

学学大大
学学部

部院院

国
文
学
演
習

国
文
学
講
義

国
文
学
演
習

昭

40

・
4

～

40

・
9

大
学
院

全
大
学
院

学

部

学

部

国
文
学
特
研

国
文
学
演
習

国
文
学
講
義

国
文
学
演
習

昭

40

・

10

～

41

・

3

(大
学
院
)
国
文
学
特
研

作
家
論
の
問
題

西
鶴
の
小
説

近
世
の
文
学
思
潮

近
松
の
世
話
浄
瑠
璃

作
家
論
の
問
題

西
鶴
の
小
説

近
世
の
文
学
思
潮

西
鶴

本
朝
二
十
不
孝

芭
蕉

晩
年
の
俳
譜

近
世
の
文
学
思
潮

西
鶴

本
朝
二
十
不
孝

芭
蕉

晩
年
の
俳
譜

近
世
小
説
史

蒔巴
蕉
七
部
集

書
誌
学
の
方
法

近
世
歌
論
書

近
世
小
説
史

蒔巴
蕉
七
部
集

書
誌
学
の
方
法

学学大
学全

部部院

国
文
学
演
習

国
文
学
講
義

国
文
学
演
習

昭

41

・
4

～

41

・
9

大
学
院

全
大
学
院

学

部

学

部

国
文
学
特
研

国
文
学
演
習

国
文
学
講
義

国
文
学
演
習

昭

41

・
10

～

42

・
3

大

学
院

全

大

学
院
、

学

部

、

学

部

国
文
学
特
研

国
文
学
演
習

国
文
学
講
義

国
文
学
講
読

昭

42

・

4

～

42

・
9

大
学
院

全
大
学
院

学

部

学

部

国
文
学
特
研

国
文
学
演
習

国
文
学
講
義

国
文
学
講
読

昭

42

・

10

～

43

・
3

大

学
院

全

大

学
院
、

学

部

、

学

部

国
文
学
特
研

国
文
学
演
習

国
文
学
講
義

国
文
学
演
習

昭

43

・

4

-

43

・
9

(大
学
院
)
国
文
学
特
研

近
世
歌
論
書

近
世
小
説
史

近
松
の
浄
瑠
璃

表
現
の
時
代
性

山
東
京
伝
の
作
品

近
世
小
説
史

近
松
の
浄
瑠
璃

近
世
文
学
観
の
諸
問
題

山
東
京
伝
の
作
品

近
世
小
説
史

武
道
伝
来
記

近
世
文
学
観
の
諸
問
題

風
俗
文
選

近
世
小
説
史

武
道
伝
来
記

比
較
文
学
の
新
分
野

風
俗
文
選

近
世
小
説
史

芭
蕉
七
部
集

近
世
文
章
史
の
研
究
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(
大
学

院

)

大

学
院

学

部

(学

部

)
国
文
学
演
習

国
文
学
講
義

国
文
学
演
習

昭

43

・
10

～

44

・
3

(
大

学
院

)

(

全

)

大

学
院

学

部

(
学

部

国
文
学
特
研

国
文
学
演
習

国
文
学
講
義

国
文
学
講
読

昭

44

・
4

～

44

・

9

(
大
学

院

)

(

全
大
学

院

学

部
)

(
学

部

)

国
文
学
特
研

国
文
学
演
習

国
文
学
講
義

国
文
学
講
読

召

4

・
0

～

5

・

り
0

1

4

n
口

4

(大

学
院

)

(

全

)

大
学

院

学

部

(学

部

)
国
文
学
特
研

国
文
学
演
習

国
文
学
講
義

国
文
学
演
習

昭

45

・
4

～

45

・
9

(大

学
院

)

(

全

)

大

学
院

学

部

(学

部

)
国
文
学
特
研

国
文
学
演
習

国
文
学
講
義

国
文
学
演
習

昭

45

・
10

～

46

・
3

(大

学
院

)
国
文
学
特
研

都
賀
庭
鐘
の
作
品

近
世
小
説
史

芭
蕉
七
部
集

文
人
趣
味
の
研
究

都
賀
庭
鐘
の
作
品

近
世
小
説
史

雨
月
物
語

圏
外
文
学
の
研
究

談
義
本

近
世
小
説
史

雨
月
物
語

圏
外
文
学
の
研
究

談
義
本

近
世
小
説
史

好
色

一
代
男

文
壇
の
構
成

蕪
村
七
部
集

近
世
歌
論
史

好
色

一
代
男

明
治
の
小
説
論

(

全

)
国

文
学

演
習

大

学
院

学

部

国
文
学
講
義

(学

部
)
国
文
学
演
習

几
董
新
雑
談
集

近
世
歌
論
史

其
角
雑
談
集
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