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瀧
亭
鯉
丈
の
文
学

大
内
保
宏

一

瀧

亭

鯉

丈

と

い

う

作

家

は

、

江

戸

の

後

期

小

説

い

わ

ゆ

る

戯

作

文

学

が

や

や

衰

退

に

向

か

い

始

め

た

文

政

年

間

に

現

わ

れ

て

代

表

作

の

滑

稽

本

『
八

笑

人

』

そ

の

他

で

江

戸

の

小

説

界

に

独

自

の

世

界

を

開

い

た

戯

作

者

の

一
人

で

あ

る

。

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

滝

沢

馬

琴

・
為

永

春

水

・
柳

亭

種

彦

等

の

葦

々

し

い

光

の

陰

に

隠

れ

て

鯉

丈

は

あ

ま

り

顧

み

ら

れ

な

い

傾

き

が

あ

る

。

ま

た

、

た

ま

に

評

価

さ

れ

る

こ

と

が

あ

っ

て

も

そ

れ

は

『
八

笑

人

』

な

ど

の

ご

く

限

ら

れ

た

作

品

に

つ

い

て

に

す

ガ

な

い

。

そ

の

他

の

作

品

は

、

い

つ
も

き

ま

り

き

っ

た

表

現

で

の

み

し

か

評

価

を

受

け

な

い

し

、

む

し

ろ

、

正

当

な

評

価

を

受

け

て

い

な

い

作

品

の

ほ

う

が

多

い

。

そ

こ

で

、

筆

者

は

現

存

す

る

作

品

を

中

心

に

し

な

が

ら

今

は

現

存

し

な

い

作

品

を

含

め

て

鯉

丈

の

全

著

作

を

個

々

に

検

討

し

た

く

筆

を

取

っ

た

.

そ

し

て

、

鯉

丈

と

い

う

一
戯

作

者

の

描

い

た

世

界

と

趣

向

を

少

し

で

も

明

ら

か

に

し

て

み

よ

う

と

思

う

の

で

あ

る

.

二

瀧

亭

鯉

丈

が

戯

作

者

と

し

て

江

戸

の

文

壇

に

名

前

が

初

め

て

登

場

し

た

の

は

滑

稽

本

『
驚

.
栗

毛

後

驚

』

(
六

冊

)

で
あ

る

ポ

『
栗

毛

後

驚

』

は

、

初

編

が

文

化

十

四

年

刊

、

二

編

が

文

政

元

年

刊

、

三

編

が

文

政

四

年

刊

で

、

画

は

歌

川

国

直

、

板

元

は

連

玉

堂

加

賀

屋

源

助

で

あ

る

。

こ

の

『
栗

毛

後

駿

馬

』

に

は

改

題

再

版

本

が

あ

る

。

そ

れ

は

、

『
大

山

道

中

膝

栗

毛

』

と

い

う

滑

稽

本

で

、

画

は

歌

川

国

直

、

刊

年

は

初

・
二

編

が

天

保

三

年

、

三

編

が

天

保

四

年

刊

、

板

元

は

不

明

で

あ

る

。

こ

の

『
栗

毛

後

駿

馬

』

と

い

う

作

品

は

、

題

名

が

示

す

通

り

十

返

舎

一
九

の

滑

稽

本

『
道

中

膝

栗

毛

』

(
享

和

二

～

文

化

十

一
年

刊

)

が

あ

ま

り

に

も

好

評

で

あ

っ

た

が

為

に

そ

の

好

評

に

あ

や

か

ろ

う

と

続

々

と

出

版

さ

れ

た

い

わ

ゆ

る

「
膝

栗

毛

物

」

と

い

う

範

曙

に

は

い

る

作

品

の

一

つ

で

あ

る

.

梗

概

は

次

の

通

り

で

あ

る

.

[
梗

概

]

(
初

編

)

江

戸

浅

草

八

丁

堀

の

徳

郎

兵

衛

は

、

大

山

参

詣

の

た

め

に

福

七

と

い

う

男

を

連

れ

て

参

詣

の

日

を

間

違

え

た

ま

ま

出

立

す

る

.

日

本

橋

、

品

川

を

通

り

大

森

の

村

に

着

く

。

他

の

講

中

に

紛

れ

て

飲

み

食

い

を

し

て

ば

れ

そ

う

に

な

っ

た

り

し

て

大

騒

ぎ

を

し

な

が

ら

六

郷

の

川

端

で

川

を

渡

る

。

(
二

編

)

大

木

切

り

の

手

伝

い

な

ど

を

し

て

は

、

篭

か

き

な

ど

に

だ

ま

さ

れ

な

が

ら

台

の

坂

口

に

着

く

。

(
・三

編

)

戸

塚

を

過

ぎ

、

猿

の

珍

し

い

鎖

に

欲

が

く

ら

み

猿

を

買

う

が

鎖

は

手

に

入

ら

な

い

。

猿

は

偲

郎

兵

衛

の

乗

っ

た

馬

の

上

で

馬

に

い

た

ず

ら

を

し

て

、

馬

は

徳

郎

兵

衛

を

の

せ

た

ま

ま

疾

走

す

る

。

こ

の

梗

概

か

ら

も

本

作

と

『
膝

栗

毛

』

と

の

趣

向

の

類

似

が

窺

え

よ

う

。

『
膝

栗

毛

』

で

は

、

神

田

の

八

丁

堀

辺

に

住

む

一
人

住

み

の

弥

次

郎

兵

衛

と

い

う

の

う

ら

く

者

が

食

客

の

北

八

と

旅

に

出

る

と

い

う

設

定

だ

っ
た

が

、

本

作

で

は

浅

草

八

丁

堀

九

丁

目

に

住

む

百

福

屋

の

徳

郎

兵

衛

と

い

う

遊

び

人

と

福

七

と

い

う

の

う

ら

く

者

が

、

相

槙

国

雨

夫

利

神

社

へ

参

詣

す

る

と

い

う

設

定

と

な

っ

て

い

る

.

し

か

し

、

そ

の

人

物

像

に

は

若

干

の

相

違

が

あ

る

.

中

村

幸

彦

氏

①

は

、

「
弥

次

郎

兵

衛

・
・北

八

論

」

の

中

で

、

弥

次

・
北

を

「
し

み

っ
た

れ

た

欲

望

を

持

ち

、

友

人

を

裏

切

り

、

見

え

坊

で

恥

知

ら

ず

で

小

心

者

で

、

計

画

性

も

な

く

、

か

ら

り

き

み

で

、

健

忘

症

と

い

う

性

格

を

持

つ

し

み

っ

た

れ

た

悪

人

」

と

書

わ

れ

て

い

る

.

つ

ま

り

、

弥

次

・
北

と

い

う

二

人

の

人

物

は

、

小

悪

人

と

'
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し

て

の

強

い

個

性

を

持

っ

て

い

る

二

人

な

の

で

あ

る

.

こ

の

二

人

に

比

べ

る

と

、

徳

郎

兵

衛

・
福

七

は

、

見

え

坊

で

は

あ

る

が

、

知

っ
た

か

ぶ

り

で

、

気

が

弱

く

、

お

人

好

し

で

人

に

だ

ま

さ

れ

て

ば

か

り

で

、

ど

こ

か

抜

け

て

い

て

お

し

は

そ

れ

ほ

ど

強

く

な

い

と

い

う

性

格

を

持

っ

て

い

て

弥

次

・
北

ほ

ど

の

強

烈

な

個

性

は

持

た

な

い

。

次

に

趣

向

に

つ

い

て

見

て

み

よ

う

。

こ

こ

で

も

や

は

り

『
膝

栗

毛

』

よ

り

趣

向

を

借

り

た

と

思

わ

れ

る

箇

所

が

多

い

。

『
膝

栗

毛

』

初

編

で

、

小

田

原

の

宿

で

弥

次

・
北

が

宿

屋

の

女

と

色

事

の

手

は

ず

を

整

え

る

が

、

い

つ
ま

で

も

来

な

い

の

で

聞

い

て

み

る

と

臨

時

雇

い

で

も

う

帰

っ

た

と

言

わ

れ

る

所

が

あ

る

。

『
栗

毛

後

駿

馬

』

で

は

三

編

上

に

徳

郎

兵

衛

・
福

七

が

戸

塚

の

本

宿

で

旅

篭

の

女

を

も

の

に

し

よ

う

と

算

段

す

る

が

、

い

っ

こ

う

に

来

な

い

の

で

人

に

聞

く

と

女

た

ち

は

親

類

の

手

伝

い

人

で

も

う

帰

っ
た

と

言

わ

れ

る

く

だ

り

が

あ

り

、

ま

さ

に

同

一
の

趣

向

で

あ

る

。

他

に

も

、

初

編

上

で

福

七

が

御

状

箱

の

飛

脚

に

け

と

ば

さ

れ

る

の

は

、

『
膝

栗

毛

』

二

編

上

《

御

状

箱

の

人

足

の

御

状

箱

の

角

・に

弥

次

が

当

た

る

所

、

又

、

二

編

上

で

福

七

が

こ

じ

き

旅

人

に

銭

を

ね

だ

ら

れ

馬

か

ら

落

ち

る

の

は

、

『
膝

栗

毛

』

三

編

上

で

巡

礼

に

銭

を

せ

が

ま

れ

て

北

八

が

篭

か

ら

落

ち

る

所

と

い

う

様

に

趣

向

の

上

で

類

似

し

た

所

が

多

い

。

こ

の

よ

う

に

見

て

い

く

な

ら

ば

、

本

作

は

あ

ま

り

に

も

『
膝

栗

毛

』

に

類

似

し

て

い

る

よ

う

に

見

え

る

が

実

は

そ

う

で

は

な

い

。

よ

く

見

る

と

本

作

は

『
膝

栗

毛

隔

の

よ

う

に

道

中

案

内

記

的

性

格

も

持

た

ず

、

又

、

弥

次

・
北

の

二

人

の

強

烈

な

個

性

が

繰

り

広

げ

る

芝

居

と

し

て

の

要

素

も

あ

ま

り

な

い

。

こ

れ

は

、

鯉

丈

の

作

家

と

し

て

の

力

量

が

そ

こ

ま

で

い

か

な

か

っ

た

と

い

う

こ

と

で

は

な

く

、

む

し

ろ

、

鯉

丈

の

目

的

が

別

の

所

に

あ

っ
た

、

す

な

わ

ち

、

本

作

に

お

い

て

は

様

々

な

ユ

ー

モ

ラ

ス

な

寸

劇

の

妙

を

描

き

た

か

っ

た

こ

と

に

よ

る

も

の

と

思

わ

れ

る

。

そ

の

こ

と

は

、

こ

の

後

順

次

刊

行

さ

れ

る

彼

の

作

品

を

見

て

い

く

こ

と

に

よ

っ

て

次

第

に

あ

き

ら

か

と

な

ろ

う

。

三

次

に

、

鯉

丈

は

、

滑

稽

本

『
花

暦

八

笑

人

』

(
十

五

冊

)

を

書

い

て

い

る

.

初

編

は

、

文

政

二

年

刊

、

二

編

文

政

四

年

刊

、

三

編

文

政

六

年

刊

、

三

編

追

加

文

政

七

年

刊

、

四

編

文

政

十

一
年

刊

、

四

編

追

加

天

保

五

年

刊

で

あ

る

.

画

は

、

渓

斎

英

泉

と

歌

川

国

直

に

よ

る

.

五

編

は

他

作

者

に

よ

る

続

編

で

上

巻

が

一
筆

庵

主

人

(
渓

斎

英

泉

)

、

中

・
下

巻

が

興

鳳

亭

枝

成

作

に

よ

る

。

そ

の

画

は

、

上

巻

が

一
勇

斎

(
歌

川

)

国

芳

、

中

・
下

巻

が

歌

川

芳

綱

で

嘉

永

二

年

刊

③

で

あ

る

.

板

元

は

初

編

か

ら

三

編

ま

で

が

文

栄

堂

大

島

屋

伝

右

衛

門

(
?

)

、

三

編

追

加

は

、

双

鶴

堂

観

屋

金

助

、

青

林

堂

越

前

屋

長

次

郎

、

文

栄

堂

大

島

屋

伝

右

衛

門

、

四

編

・

四

編

迫

加

は

、

西

村

屋

与

八

と

文

栄

堂

大

島

屋

伝

右

衛

門

、

五

編

は

文

栄

堂

大

島

屋

伝

右

衛

門

で

あ

る

.

『
八

笑

人

』

の

梗

概

か

ら

見

て

行

こ

う

。

[
梗

概

】

(
初

編

〉

春

、

左

次

郎

が

中

心

と

な

っ

て

飛

鳥

山

で

敵

討

ち

の

趣

向

の

茶

番

を

行

な

う

が

、

途

中

で

邪

魔

が

入

り

失

敗

.

(
二

編

)

野

呂

松

が

主

人

公

と

な

り

、

侍

と

の

立

ち

ま

わ

り

の

趣

向

を

考

え

る

が

思

う

通

り

い

か

ず

失

敗

。

(
三

編

・
三

編

追

加

)

夏

、

卒

八

は

両

国

の

橋

の

上

凡

で

の

趣

向

を

考

え

る

が

母

に

絡

ま

れ

失

敗

。

(
四

編

・
四

編

追

加

)

眼

七

が

、

武

家

の

隠

居

の

賀

の

祝

い

の

趣

向

を

た

く

ら

む

が

、

い

ろ

い

ろ

手

違

い

を

し

て

失

敗

。

し

か

し

、

そ

の

失

敗

が

か

え

っ

て

う

け

る

.

(
五

編

〉

阿

波

太

郎

が

主

と

な

り

、

向

島

で

の

狸

催

や

し

の

趣

向

と

な

る

が

、

十

返

舎

輔
九

ら

戯
.作

者

達

に

騙

さ

れ

失

敗

。

以

上

の

よ

う

な

内

容

を

も

つ

『
八

笑

人

』

は

『
滑

稽

和

合

人

』

と

共

に

茶

番

を

主

な

趣

向

と

す

る

作

品

で

あ

る

.

鯉

丈

は

実

際

に

巷

間

で

行

わ

れ

た

茶

番

を

彼

の

作

品

の

な

か

に

う

ま

く

取

り

込

ん

で

い

っ

た

の

で

あ

る

。

茶

番

を

演

じ

た

人

物

た

ち

は

み

ん

な

鯉

丈

の

知

り

合

い

で

あ

っ

た

よ

う

で

あ

る

。

『
八

笑

人

』

の
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④

モ

デ

ル

に

つ

い

て

は

、

三

田

村

鳶

魚

が

『
滑

稽

本

概

説

』

の

中

で

、

(
前

略

)

井

上

頼

田

翁

の

お

話

を

承

っ
た

こ

と

が

あ

り

ま

す

が

、

あ

の
中

の

左

次

郎

・
卒

八

・
阿

波

太

郎

・
眼

七

・
野

呂

松

・
出

目

助

・
図

武

六

・
呑

七

な

ど

と

い

う

者

は

、

皆

そ

の

当

人

が

あ

る

。

鯉

丈

が

考

え

出

し

た

も

の

で

は

な

い

。

と

述

べ

て

、

阿

波

太

郎

は

御

本

丸

十

九

番

組

の

御

徒

士

で

あ

っ

た

高

柳

兵

助

の

弟

、

左

次

郎

は

狂

歌

で

千

種

庵

二

世

諸

持

、

音

曲

で

都

一
閑

斎

と

名

乗

っ

た

洩

草

材

木

町

の

名

主

勝

田

権

左

衛

門

、

卒

八

は

鯉

丈

自

身

で

都

八

造

と

い

う

都

の

三

味

線

弾

き

の

名

前

か

ら

由

来

し

た

も

の

と

し

て

い

る

。.
そ

れ

ら

の

実

在

の

鯉

丈

の

仲

間

た

ち

が

、

(
前

略

〉

、

飛

鳥

山

の

「
か

つ

ぎ

茶

番

」

は

、

(
略

)

、

こ

の

男

(

「
ア

バ

さ

ん

」

と

呼

ば

れ

て

い

る

高

柳

兵

助

と

い

う

御

徒

士

の

弟

l
-筆

者

注

)

が

考

え

た

の

で

、

は

じ

め

は

上

野

で

や

る

つ

も

り

で

あ

り

ま

し

た

が

、

あ

そ

こ

は

山

同

心

が

お

っ

て

、

三

味

線

を

弾

い

て

騒

ぐ

こ

と

を

許

さ

な

い

、

飛

烏

山

に

は

山

同

心

も

い

な

い

し

、

三

味

線

を

弾

い

て

も

差

し

支

え

な

い

か

ら

、

あ

ち

ら

の

ほ

う

が

い

い

と

い

う

わ

け

で

、

ア

バ

さ

ん

が

選

ん

で

、

飛

鳥

山

で

や

る

よ

う

に

な

っ

た

の

だ

、

と

い

う

こ

と

で

あ

り

ま

し

た

。

l

i

l

(
三

田

村

鳶

魚

、

前

掲

書

)

と

仲

間

内

で

仕

組

ん

で

行

な

っ

た

茶

番

を

『
八

笑

人

』

に

利

用

し

た

の

で

あ

る

.

実

在

の

人

物

に

よ

っ

て

実

在

の

場

所

で

行

な

わ

れ

た

茶

番

を

趣

向

と

し

て

利

用

し

た

か

ら

こ

そ

本

作

品

は

そ

の

作

品

的

価

値

を

持

ち

得

た

と

い

え

る

。

鯉

丈

は

も

う

一

つ
趣

向

と

し

て

利

用

し

た

も

の

が

あ

る

。

そ

れ

は

作

品

名

が

示

す

通

り

「
花

暦

」

な

の

で

あ

る

。

「
花

を

四

季

の

順

に

並

べ

て

、

花

の

咲

く

⑤

時

節

と

名

所

を

記

し

て

作

っ

た

暦

で

あ

る

」

の

が

「
花

暦

」

で

あ

る

.

初

編

の

琴

通

舎

英

賀

に

よ

る

序

に

も

、

サ
う
じ
ん

ひ
ら
い

槍
セ
ご
よ
う

あ
醸
り

げ
さ
《

八

笑

人

を

開

て

花

暦

を

し

る

は

、

阿

房

を

み

て

戯

作

に

笑

は

ん

が

為

な

り

と

あ

る

よ

う

に

、

鯉

丈

は

『
八

笑

人

』

の

中

に

季

節

や

季

節

の

風

物

・
名

所

を

お

り

こ
ん

で

登

場

人

物

を

ひ
き

た

た

せ

滑

稽

さ

を

強

調

し

茶

番

に

よ

り

実

在

感

を
持

た

せ

た

か

っ
た

の

で

は

な

い
か

。

『
八

笑

人

』

は

「
モ
デ

ル

」

と

「
季

節

感

」

に
よ

り
世

間

で

好

評

を
博

し

た

滑

稽

本

で

あ

っ
た

の

で
あ

る

。

四

文

政

六

年

に
鯉

丈

は

滑

稽

本

『
浮

世

床

』

三

編

(
三

冊

)

を

刊

行

し

て

い

る
.

歌

川

国

直

画

で

、

出

版

書

捧

は

、

双

鶴

堂

鶴

屋

金

助

、

青

林

堂

越

前

屋

長

次

郎

、
文

栄

堂

堺

屋

国

蔵

で
あ

る

。

下

巻

巻

末

の
出

版

目

録

を

見

る
と

四
編

の

出

版

予

定

が

あ

り

稿

本

ま

で
出

来

て

い
た

よ

う

で
あ

る
が

刊

行

は

さ

れ

な

か

っ

た

よ

う

で

あ

る

.

本

作

は

作

品

名

が

示

す

通

り

式

亭

三

馬

作

の
初

・
二

編

に
続

く

も

の

で
あ

る

.

そ

の

内

容

に

つ
い

て

見

て

み

よ

う

。

[
梗

概

】

(
上

巻

〉

①

隠

居

の
曲

げ

ぶ

し

落

ち

る

。

②

嘗

七

・
惚

太

郎

の
茶

番

話

。

③

髪

五

郎

が

歯

痛

女

を

身

投

げ

と

間

違

え

た

話

.

(
中

巻

)

①

隠

居

の
宗

旨

談

議

。

②

隠

居

と
嘗

七

の
茶

番

の
相

談

。

③

苔

八

の
下

駄

の

歯

の
欠

け

た

話

。

④

盲

蔵

が

字

を
読

め

な

い
話

。

⑤

仙

女

香

の
話

。

⑥

状

吉

が

喧

嘩

を

し

た

話

.

(
下

巻

)

①

築

兵

衛

の
友

達

が

色

事

に

は

ま

っ
た
話

と
自

分

の
失

敗

談

.

②

状

吉

の

馴

染

み

の
女

の
話

。

こ

の
鯉

丈

の

続

編

と

三

馬

の
初

・
二

編

に

つ

い

て
比

較

し

て

み

よ

う

。

髪

結

床

で

の
主

の
髪

五

郎

と

使

用

人

留

吉
ど

客

な

ど

の
や

り

取

り

が

主

な

内

容

と

い
う
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点

で

は

両

作

と

も

同

じ

で

あ

る

が

、

全

体

の

場

面

の

数

は

、

三

馬

の

初

編

が

二

十

四

の

話

か

ら

成

り

立

っ

て

い

る

の

に

対

し

て

鯉

丈

の

三

編

は

十

一
と

少

な

い

。

登

場

人

物

の

数

に

し

て

も

三

馬

の

初

編

が

二

十

人

以

上

も

出

て

く

る

の

に

④

対

し

て

鯉

丈

の

方

は

八

人

と

少

な

い

。

三

馬

が

浮

世

物

真

似

の

手

法

を

使

い

場

面

を

何

度

も

変

え

て

大

勢

の

人

間

た

ち

を

登

場

さ

せ

話

の

情

景

が

生

き

生

き

と

浮

か

ん

で

く

る

こ

と

を

企

図

し

て

い

る

の

に

対

し

鯉

丈

は

登

場

人

物

や

情

景

描

写

に

あ

ま

り

意

を

そ

そ

い

で

い

な

い

よ

う

に

思

わ

れ

る

。

三

馬

と

鯉

丈

と

で

は

趣

向

の

上

で

明

ら

か

に

意

図

す

る

も

の

が

違

う

と

思

わ

れ

る

の

で

あ

る

.

鯉

丈

は

三

馬

の

作

か

ら

作

品

と

し

て

の

名

声

と

髪

結

床

と

い

う

舞

台

設

定

を

借

り

つ

つ

自

分

流

の

茶

番

を

登

場

人

物

た

ち

に

演

じ

さ

せ

た

か

っ

た

.

つ

ま

り

「
話

」

そ

の

も

の

を

書

き

た

か

っ

た

も

の

と

思

わ

れ

る

が

、

や

は

り

世

評

は

気

に

な

っ

た

ら

し

く

三

編

下

巻

の

末

尾

に

次

の

よ

う

な

文

句

が

見

え

る

。

(
前

略

)

。

此

三

編

の

拙

き

ハ

。

下

ず

り

の

留

吉

に

。

な

で

つ

け

さ

せ

た

と

見

給

へ

か

し

。

『
浮

世

床

』

三
編

と

同

じ
文

政

六

年

か
ら

鯉

丈

は

『
八

笑

人

』

と
並

ぶ
代

表

作

の

;

で

あ

る

『
,
婦

和

合

人

』

(
十

五

冊

)
を

刊

行

す

る

.
初

編

か

ら

三

編

」
二

編

追

加

を

含

む

)

ま

で

で

、

文

政

六

年

か

ら

天

保

十

二

年

ま

で

の

刊

行

、

画

は

渓

斎

英

泉

で

あ

る

。

出

版

書

騨

は

、

双

鶴

堂

鶴

屋

金

助

、

青

林

堂

越

前

屋

長

次

郎

、

永

寿

堂

西

村

屋

与

八

、

耕

書

堂

蔦

屋

重

三

郎

、

文

栄

堂

大

島

屋

⑦

伝

右

衛

門

、

文

渓

堂

丁

字

屋

平

兵

衛

で

あ

る

。

本

作

に

は

為

永

春

水

に

よ

る

四

編

が

あ

り

、

弘

化

元

年

刊

で

画

は

渓

斎

英

泉

、

出

版

書

鷺

は

丁

宇

屋

平

兵

衛

で

あ

る

。

又

、

三

編

下

巻

の

鯉

丈

の

言

に

よ

れ

ば

三

編

追

加

の

刊

行

予

定

も

あ

っ

た

よ

う

だ

。

[
梗

概

]

(
初

編

〉

快

遊

亭

の

主

人

和

次

郎

が

仲

間

の

矢

場

七

、

張

吉

、

茶

見

蔵

に

騙

さ

れ

か

け

て

彼

ら

に

仕

返

し

し

よ

う

と

す

る

が

う

ま

く

行

か

な

い

。

(
二

編

)

茶

見

蔵

が

、

和

次

郎

の

茶

番

に

か

か

る

.

土

場

六

と

揚

次

郎

の

招

待

に

よ

る

日

見

の

宴

に

皆

出

か

け

て

そ

れ

ぞ

れ

の

茶

番

を

出

し

合

う

.

(
三

編

)

頃

は

秋

と

な

り

、

快

遊

亭

に

い

る

和

次

郎

達

は

矢

場

七

、

土

場

六

た

ち

の

茶

番

に

ひ

っ

か

か

る

。

一
騒

動

の

後

、

次

の

朝

、

彼

ら

は

皆

で

大

師

河

原

に

出

か

け

る

。

(
四

編

)

和

次

郎

ら

六

人

は

大

師

河

原

を

目

指

ル

て

行

く

が

、

途

中

上

方

者

の

酒

を

あ

て

に

し

た

り

商

売

人

を

か

ら

か

っ
た

り

醜

女

に

ち

ょ

っ

か

い

を

出

し

た

り

し

な

が

ら

生

麦

に

着

く

。

『
和

合

人

』

は

茶

番

を

主

な

趣

向

と

す

る

作

品

で

『
八

笑

人

』

と

は

基

本

的

に

同

じ

趣

向

の

作

品

で

あ

る

。

し

か

し

詳

し

く

見

て

み

る

と

若

干

の

差

異

が

認

め

ら

れ

る

.

『
八

笑

人

』

で

は

う

ま

く

季

節

感

を

折

り

込

み

な

が

ら

一
編

に

一

つ

の

茶

番

を

盛

り

込

み

茶

番

を

主

題

と

し

な

が

ら

全

体

を

数

編

の

茶

番

で

構

成

し

て

い

く

と

い

う

手

法

で

あ

っ

た

。

し

か

し

、

『
和

合

人

』

で

は

必

ず

し

も

茶

番

の

み

を

主

題

と

し

て

話

が

展

開

し

て

は

い

な

い

よ

う

で

あ

る

。

ま

た

、

本

作

で

扱

わ

れ

て

い

る

茶

番

は

、

趣

向

を

考

え

道

具

立

て

を

し

て

さ

ら

に

見

物

人

を

も

⑨

か

つ

ぐ

と

い

っ

た

い

わ

ゆ

る

「
か

つ

ぎ

茶

番

」

と

い

う

ほ

ど

の

き

ち

ん

と

し

た

規

模

の

あ

る

も

の

で

は

な

い

。

室

内

で

し

か

も

簡

単

な

道

具

立

て

で

仲

間

内

で

行

な

う

形

の

小

規

模

な

茶

番

で

あ

り

中

に

は

た

だ

仲

間

に

い

た

ず

ら

を

す

る

程

度

の

も

の

さ

え

あ

る

。

さ

ら

に

、

『
八

笑

人

』

で

は

、

大

体

一
編

で

一
話

が

終

わ

っ

て

い

る

の

に

対

し

て

『
和

合

人

』

で

は

話

が

次

の

編

ま

で

持

ち

越

し

て

い

る

し

、

三

編

で

は

大

師

河

原

に

出

か

け

る

と

い

う

よ

う

に

「
膝

栗

毛

物

」

の

様

相

ま

で

呈

し

て

い

る

。

こ

れ

は

、

『
和

合

人

』

が

鯉

丈

の

仲

間

内

で

実

際

に

・

あ

っ

た

事

の

寄

せ

集

め

と

い

う

こ

と

に

一
因

し

て

い

る

の

で

は

な

い

か

。

だ

か

ら

、

一
話

で

終

わ

る

必

要

も

な

い

し

茶

番

と

「
膝

栗

毛

物

」

と

が

同

居

し

て

い

る

の

で

あ

る

。

・

な

お

、

鳶

魚

に

よ

れ

ば

、

本

作

に

も

、

や

は

り

『
八

笑

人

』

同

様

登

場

人

物

に

は

モ

デ

ル

が

あ

る

。

例

え

ば

、

和

次

郎

は

『
八

笑

人

』

の

左

次

郎

の

モ

デ

ル

一14一



の
洩

草

材

木

町

の
名

主

勝

田

権

左

衛

門

(
千

種

庵

諸

持

、

宇

治
紫

文

)

、
二

編

追

加

で

登

場

す

る

愚

慢

大

人

は
御

蔵

前

の
伊

勢

四

郎

か

札

差

の
伊

勢

屋

青

地

四

⑧

郎

左

衛

門

で

あ

ろ

う

と

い

う

。

文

政

七

年

に

は

滑

稽

本

『

締

牛

島

土

産

』

(
三

冊

)

が

刊

行

さ

れ

た

。

渓

斎

英

泉

画

で

、

出

版

書

蝉

は

、

双

鶴

堂

鶴

屋

金

助

、

文

栄

堂

大

島

屋

伝

右

衛

門

、

青

林

堂

越

前

屋

長

次

郎

で

あ

る

。

【
梗

概

]

隅

田

川

畔

の

牛

島

に

八

曲

庵

地

山

と

い

う

男

が

い

で

、

地

山

は

家

僕

の

純

助

、

一
助

と

も

う

一
人

の

三

人

で

隠

居

を

雷

の

茶

番

で

驚

か

そ

う

と

算

段

を

す

る

.

や

が

て

、

隠

居

が

や

っ

て

来

て

隠

居

か

ら

家

僕

た

ち

が

生

花

の

伝

授

な

と

を

受

け

て

い

る

と

外

で

雷

が

な

り

茶

番

が

始

ま

る

.

隠

居

が

怖

が

り

出

す

と

地

山

が

茶

番

の

種

を

披

露

し

て

大

笑

い

と

な

る

.

以

上

が

『
牛

島

土

産

』

の

梗

概

で

あ

る

.

本

作

に

は

、

副

題

の

「
倣

風

流

八

人

芸

」

や

、

自

序

中

の

、

(
前

略

)

お

子

様

方

の

お

目

覚

し

に

。

牛

島

氏

が

一
毛

な

れ

ど

サ
ァ
八

人

芸

を

御

覧

あ

そ

バ

せ

主

人

公

の

名

前

の

八

曲

庵

地

山

な

ど

、

頻

り

に

「
八

」

と

い

う

数

宇

を

出

し

て

い

る

が

、

そ

の

意

図

す

る

と

こ

ろ

が

い

ま

一

つ

明

ら

か

で

な

く

、

趣

向

的

に

は

『
和

合

人

』

と

よ
,く

似

た

作

品

と

な

っ

て

い

る

。

お

そ

ら

く

、

本

作

も

『
八

笑

人

』

、

『
和

合

人

』

な

ど

と

同

様

に

鯉

丈

の

仲

間

内

で

実

際

に

行

わ

れ

た

茶

番

な

ど

を

作

品

に

し

た

の

だ

ろ

う

が

、

下

之

巻

に

、

(
前

略

)

千

に

噛

ッ

も

御

意

に

叶

ハ

～

早

速

次

編

を

つ
ぎ

出

し

ー

ー

1

と

あ

る

こ

と

か

ら

す

る

と

、

或

は

以

降

に

出

版

さ

れ

る

筈

の

続

編

が

「
八

人

芸

」

と

な

る

も

の

で

あ

っ

た

か

も

し

れ

な

い

。

作

中

に

三

味

線

な

ど

の

芸

事

の

話

が

出

て

い

る

の

は

、

鯉

丈

の

芸

人

と

い

う

職

業

か

ら

出

た

発

想

で

あ

り

趣

向

で

あ

っ

た

の

か

も

し

れ

な

い

,

翌

文

政

八

年

に

は

滑

稽

本

『
旅

寿

々

女

』

が

刊

行

さ

れ

た

こ

と

に

『
国

書

総

目

録

』

で

は

な

っ

て

い

る

が

、

『
日

本

小

説

年

表

』

に

よ

る

も

の

ら

し

く

所

在

が

わ

か

ら

な

い

.

筆

者

未

見

で

あ

る

。五

文

政

九

年

、

鯉

丈

は

、

彼

に

と

。
て

は

最
初

の
人

情

本

で

あ

る

場

錆

晶

霊

験

浮

名

の

瀧

水

』

(
三

冊

)

を

刊

行

し

て

い

る

。

勝

川

春

扇

画

で

あ

る

。

本

作

は

、

南

仙

笑

楚

満

人

校

訂

と

あ

る

の

で

鯉

丈

の

草

稿

に

為

永

春

水

が

手

を

入

れ

て

成

っ

た

も

の

で

あ

ろ

う

。

本

作

は

、

埼

玉

県

熊

谷

市

立

図

書

館

に

巻

之

下

が

唯

一
現

存

す

る

の

み

で

あ

り

、

そ

の

板

本

に

は

刊

紀

が

無

い

の

で

、

出

版

書

葺

は

不

明

で

あ

る

.

巻

之

下

だ

け

で

は

あ

る

が

、

そ

の

梗

概

を

述

べ

て

み

よ

う

.
【
梗

概

]

(
巻

之

下

)

八

月

十

五

日

、

鶴

ヶ

岡

八

幡

宮

の

縁

日

に

、

助

蔵

の

家

に

大

屋

の

六

右

衛

門

が

来

る

.

助

蔵

へ

妻

お

為

と

仲

直

り

す

る

よ

う

に

言

い

帰

る

。

お

菊

と

い

う

娘

が

や

っ

て

来

る

の

で

、

そ

の

恋

人

孝

介

は

お

菊

を

帰

そ

う

と

し

て

い

る

と

、

六

右

衛

門

と

お

為

が

や

っ

て

来

る

.

お

為

は

お

菊

に

つ

か

み

か

か

る

が

、

助

蔵

が

二

人

の

仲

を

説

明

し

て

お

為

の

怒

り

は

と

け

る

。

そ

し

て

、

四

人

の

身

の

上

も

わ

か

り

皆

不

思

議

な

縁

を

感

じ

る

。

こ

の

巻

之

下

だ

け

で

は

本

作

全

体

の

内

容

を

論

ず

る

こ

と

は

難

し

い

が

、

次

の

項

で

人

情

本

『
女

小

学

』

と

共

に

そ

の

内

容

に

つ

い

て

考

察

し

て

み

た

い

。

天

保

元

年

に

は

鯉

丈

に

と

っ

て

二

作

し

か

な

い

人

情

本

の

い

ま

一

つ

で

あ

る

『

孫

鵜

女

小

学

」

(
前

後

集

各

三

巻

)

が

刊

行

さ

れ
.る

。

前

集

は

浅

草

亭

梅

里

、

後

集

は

泉

屍

・
泉

寿

画

で

あ

る

。

出

版

書

騨

は

、

連

玉

堂

加

賀

屋

源

助

と

思

わ

れ

る

.

し

か

し

、

こ

れ

は

瀧

亭

鯉

丈

作

と

す

る

に

は
.や

や

問

題

が

あ

る

よ

う

に

思

わ

れ

る

の

で

あ

る

。

ま

ず

、

前

集

の

為

永

春

水

の

序

に

、
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4

り
ぢ
◆
う
し
じ
や
う

塞
●

さ
う

ば
か

す
.》
う

り
よ
幽
う

の
ら

(
前

略

〉

、

さ

れ

ど

鯉

丈

子

上

の

巻

を

、

草

し

た

斗

り

で

漫

に

旅

行

す

、

後

く
蒔
り

い
齢
ん

ふ
竃
や

甘
め

ヒ
こ
ろ

さ
く
し
や

ち
セ
ミ

の

條

を

如

何

か

す

る

、

と

書

騨

が

責

も

所

な

し

、

お

の

れ

作

者

に

因

も

あ

れ

し
や
い
う

か
た

か
う
さ
つ

あ
ら
た

た
く

サ
ん
5

こ
た
び

あ
づ
窃

ぱ

、

(
中

略

)

、

舎

友

に

謬

σ

て

後

冊

を

新

に

巧

ミ

全

部

し

て

、

遺

回

梓

に

上

す

に

な

ん

、

l

l

l

と

あ

り

、

又

、

同

じ

く

前

集

下

の

松

亭

金

水

に

よ

る

賊

に

は

、

り
う
て
い
り
ぢ
◆
う
し

み
逗
や

あ
つ

(
前

略

)

、

こ

」

に

瀧

亭

鯉

丈

子

ハ

。

(
中

略

)

。

l

I

ー

書

騨

よ

り

。

跳

ら
う
曜
ん

し
ゆ
か
う

0
ね

亀
}
ん

と
噸

,
ゝ

は
ら

ら

へ

ら

れ

し

中

本

の

。

赴

向

ハ

胸

に

畳

で

あ

れ

ど

友

の

勧

め

に

腹

に

あ

る

。

す
ぢ

に
勉
つ

い
曽
蜜
う
で

あ
ヒ

己
虚

は
ん
も
と

も
の

筋

を

荷

物

と

伊

勢

詣

。

後

で

困

る

ハ

板

元

の

。

ど

う

七

た

物

と

ー

ー

l

l

。

(
前

略

)

。

待

ど

か

へ

ら

ぬ

く

ら

暗

に

。

大

和

め

ぐ
・り

は

夢

に

も

し

ら

ず

。

曄
婿
の
磯
れ
ん
難
を
鵯
く
よ
り
て
歌
域
鵜
誠
鴛
幌

趣
ら
ぬ
を
ち
よ
つ
と
罐

な

っ

て

。

全

部

に

せ

よ

と

の

示

し

に

よ

り

。

(
中

略

)

。

書

走

ら

し

た

る

二

三

の

ま

き

.

ー

ー

ー

と

あ

る

.

瀧

亭

鯉

丈

が

『
女

小

学

』

前

集

の

み

を

執

筆

し

て

伊

勢

か

ら

大

和

を

巡

る

旅

に

出

た

為

に

、

書

騨

(
連

玉

堂

加

賀

屋

源

助

)

の

要

請

に

よ

っ

て

春

水

が

後

集

の

執

筆

を

い

わ

ゆ

る

為

永

退

の

一
員

で

あ

る

松

亭

金

水

に

依

頼

し

た

の

で
画金

水

が

後

集

を

執

筆

し

た

と

い

う

の

で

あ

る

。

春

水

の

序

に

、

「
上

の

巻

」

と

あ

る

の

で

前

集

で

も

上

の

み

鯉

丈

の
執

筆

か

と

も

考

え

ら

れ

る

と

こ

ろ

で

あ

る

が

、

前

集

の

内

題

下

の

作

者

名

は

上

・
中

・
下

巻

共

「
瀧

亭

鯉

丈

戯

作

」

と

な

っ

て

い

る

。

一
方

、

後

集

で

は

上

巻

が

「
瀧

亭

鯉

丈

閲

」

と

あ

る

の

み

で

中

、

下

巻

に

は

作

者

名

が

無

い

。

か

れ

こ

れ

考

え

合

わ

せ

る

と

、

松

亭

金

水

が

執

筆

し

た

の

は

後

集

で

あ

り

、

そ

れ

に

伊

勢

の

旅

か

ら

帰

っ
た

鯉

丈

が

目

を

通

し

て

出

版

さ

れ

た

の

で

あ

ろ

う

と

思

わ

れ

る

。

し

た

が

っ

て

、

本

作

は

鯉

丈

一

人

の

手

に

成

る

物

と

は

云

い

難

い

の

で

あ

る

が

、

一
応

そ

の

校

閲

を

経

た

も

の

と

し

て

見

て

行

く

こ

と

と

し

た

い

。

[
梗

概

]

〈

前

集

〉

武

蔵

の

国

の

金

沢

に

稲

野

谷

半

兵

衛

と

い

う

武

士

が

い

て

遊

び

す

ぎ

て

勘

当

に

な

る

.

二

、

三

年

後

の

八

月

末

、

瀬

戸

明

神

に

参

る

途

中

逢

身

屋

と

い

う

所

で

彼

は

恋

人

の

お

ひ

な

に

あ

う

.

し

ば

ら

く

の

逢

瀬

の

後

お

ひ

な

は

帰

る

.

し

か

し

、

す

ぐ

に

下

女

お

つ

な

が

お

ひ

な

の

さ

ら

わ

れ

た

こ

と

を

知

ら

せ

る

.

探

す

け

れ

ど

も

見

つ

か

ら

な

い

.

お

ひ

な

は

芸

者

と

な

っ

て

い

て

秋

蔵

と

い

う

男

に

八

百

屋

半

兵

衛

と

い

う

男

の

恋

人

に

な

る

よ

う

に

勧

め

ら

れ

る

が

、

お

ひ

な

は

承

知

し

な

い

の

で

、

秋

蔵

と

八

百

屋

半

兵

衛

は

怒

っ

て

出

て

行

く

。

そ

の

二

人

を

追

っ

た

お

ひ

な

が

ふ

と

雨

宿

り

を

し

た

の

が

、

稲

野

谷

半

兵

衛

の

家

で

そ

こ

に

は

下

女

お

つ

な

も

い

た

。

〈

後

集

〉

稲

野

谷

半

兵

衛

は

人

の

気

配

に

気

づ

き

、

お

ひ

な

を

中

に

入

れ

三

人

で

互

い

の

事

情

を

語

り

合

う

。

お

つ

な

は

身

を

ひ

こ

う

と

外

に

出

て

、

稲

野

谷

半

兵

衛

も

外

に

出

た

す

き

に

再

び

お

ひ

な

は

盗

人

に

さ

ら

わ

れ

る

。

大

磯

で

盗

人

団

兵

六

は

お

ひ

な

に

身

を

売

れ

と

脅

か

す

が

聞

か

な

い

の

で

森

の

社

の

欄

干

に

縄

る

。

そ

こ

で

八

百

屋

半

兵

衛

の

妻

お

ち

よ

に

会

い

、

二

人

の

わ

だ

か

ま

り

は

解

け

お

ち

よ

の

家

に

行

く

。

お

ひ

な

を

探

す

た

め

に

稲

野

谷

半

兵

衛

は

大

磯

で

働

き

、

ひ

ょ

ん

な

事

か

ら

八

百

屋

半

兵

衛

も

加

わ

っ
て

お

ひ

な

を

探

す

が

見

つ

か

ら

な

い

の

で

八

百

屋

半

兵

衛

の

家

に

行

く

と

そ

こ

に

お

ひ

な

が

い

て

二

人

は

再

開

す

る

。

そ

し

て

、

二

人

は

結

ば

れ

稲

野

谷

半

兵

衛

は

も

と

の

武

士

に

戻

る

。

以

上

が

『
女

小

学

』

の

梗

概

で

あ

る

。

鯉

丈

作

の

人

情

本

に

は

前

述

の

『
霊

験

浮

名

の

瀧

水

』

と

こ

の

『
女

小

学

』

し

か

な

い

の

で

あ

る

が

、

両

者

は

内

容

的

に

は

随

分

傾

向

の

異

な

る

作

品

で

あ

る

。

『
女

小

学

』

が

浪

人

と

町

人

と

の

間

の

恋

愛

で

作

品

世

界

も

鎌

倉

・
大

磯

と

広

く

、

主

人

公

の

お

ひ

な

が

二

度

も

誘

拐

さ

れ

る

な

ど

数

奇

な

運

命

を

た

ど

り
、非

常

に

猟

奇

的

で

あ

り

劇

的

で

読

本

的

な

傾

向

を

も

つ

人

情

本

で

あ

る

。

そ

れ

に

対

し

て

、

『
霊

験

浮

名

の

瀧

水

』

は

世

界

も

一
町

家

で

あ

り

市

井

の

男

女

の

嫉

妬

や

誤

解

の

入

り

交

じ

っ
た

ご

く

平

凡

な

恋

愛

を

描

い

た

作

品

で

あ

る

。

『
女

小

学

』

と

い

う

作

品

名

は
・、

江

戸

時

代

に

お

い

て

版

を

重

ね

た

女

訓

書
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囎

の

『
女

大

学

』

や

『
女

小

学

』

か

ら

借

り

た

物

で

あ

ろ

う

が

、

趣

向

の

上

か

ら

は

あ

ま

り

関

係

が

な

い

.

し

か

し

、

先

に

述

べ

た

本

作

の

成

立

過

程

を

考

え

合

わ

せ

少

七

気

に

な

る

作

品

が

あ

る

。

そ

れ

は

二

世

楚

満

人

(
為

永

春

水

)

作

の

集

賃

と
瓦
4

い
ま
声
わ

『

..ノ

ー

婦

女

今

川

』

と

い

う

同

じ

様

に

女

訓

書

の
名

前

を

持

つ

人

情

本

で

あ

コ狸

読

る

。

千

兆

、

英

笑

、

芳

藤

画

で

、

初

・
二

編

が

文

政

九

年

刊

、

三

編

は

文

政

十

一
年

間

で

あ

る

.

初

編

自

序

の

「
婦

女

の
教

訓

」

の

為

に

と

い

う

出

版

の

名

目

な

ど

は

『
女

小

学

』

と

共

通

で

あ

ろ

う

し

、

作

者

や

外

題

、

画

工

な

ど

を

考

え

合

わ

せ

る

と

、

『
婦

女

今

川

』

と

『
女

小

学

』

と

は

何

か

出

版

経

過

の

上

で

関

連

が

あ

る

の

か

も

し

れ

な

い

.

『
女

小

学

』

後

編

を

書

い

た

松

亭

金

水

な

ど

の

存

在

を

考

え

る

と

、

『
婦

女

今

川

』

は

、

『
女

小

学

』

が

春

水

を

中

心

と

し

た

為

永

連

の

戯

作

量

産

の

産

物

の

一
端

で

あ

る

こ

と

を

う

か

が

わ

せ

る

作

品

な

の

で

あ

る

。

六

天

保

二

年

に

は

、

滑

稽

本

鼎

踊

質

屋

雑

談

』

(
三

冊

)

が

刊

行

さ

れ

る

。

歌

川

国

芳

画

で

あ

る

.

但

し

、

現

在

版

本

の

存

在

は

不

明

で

、

テ

キ

ス

ト

と

し

て

『
江

戸

時

代

文

化

』

第

酎
巻

の

覆

刻

が

知

ら

れ

る

。

[
梗

概

]

(
巻

之

上

〉

①

金

び

ら

老

婆

の

世

間

話

.

⑯

②

の

み

助

が

質

入

れ

に

来

る

。

③

隠

居

が

伝

築

坊

に

小

便

を

か

け

た

話

。

(
巻

之

中

)

①

隠

居

の

か

つ

が

れ

た

話

.

②

相

撲

の

話

。・

③

隠

居

の

知

っ

た

か

ぶ

り

.

④

竹

馬

が

質

受

け

に

来

る

。

吉

原

の

話

。

」
巻

之

下

)

①

隠

居

が

治

部

右

衛

門

と

い
う

男

の
召

し
返

さ
れ

る
祝

の
茶

番

に

つ

い

て
話

す

.

②

餓

立

の
稽

古

の
最

中

、
隠

居

の
足

が

伝

築

坊

に

あ

た

っ
て
大

騒

ぎ

と

な

る

話

。

③

隠

居

の
付

髪

が

な

く

な

り

又

大

騒

ぎ

。

ゴ
読

す

れ

ば

、

本

作

は

鯉

丈

が
文

政

六

年

に
式
亭

三

馬

作

の
続

編

と

し

て

刊

行

し

た

『
浮

世

床

』

三

編

と

は
沸作

品

の
舞

台

と

な

る
場

所

こ

そ
違

っ
て

い

る

が

そ

の
世

界

や

趣

向

は

同

じ

で
あ

る

こ

と

が

わ

か

る

。
江

戸

浅

草

並

木

辺

に
あ

る

七

ッ
屋

何

が

し

と

い

う

質

屋

に
お

い

て

そ

こ

に
出
入

り

す

る

人

た

ち

が

世

間

話

を

し

た

り

し

て
話

は

進

行

し

て

い

く

。

本

作

も

や

は

り
最

初

か

ら

最

後

ま

で

一

貫

し

た
筋

を

持

た

な

い

で

小

話

を

い

く

つ
も

集

め

た
形

を

と

っ

て

い

る

。

『
浮

世

床

』

三

編

と

同

様

に

、

登

場

人

物

を
大

勢

繰

り
出

し

て

そ

の
人

物

を

精

細

に

眼

前

に
想

起

さ

せ

る

よ

う

な

式

亭

三

馬

流

の
手

法

は

使

っ
て

い
な

い
。

本

作

で

も

や

は

り

話

そ

の
も

の

や

面

白

い
趣

向

を

描

く

こ
と

が

作

者

鯉

丈

の
目

的

と

す

る

と

こ
ろ

な

の

で

あ

る

.

鯉

丈

は

、

天

保

三

年

か

ら

翌

四

年

に
か

け

て
滑

稽

本

『
大

山

道

中

膝

栗
毛

』

(
六

冊

)

を

刊

行

し

て

い

る

が

、

本

作

品

は

文

化

十

四

年

初

編

刊

の

滑

稽

本

『
ひ

軸

栗

毛

後

駿

馬

』

の
改

題

再

版

で
あ

る

こ
と

は

前

に
述

べ

た

。

天

保

四

年

に

は

、

滑

稽

本

『
人

間

万

事

虚

誕

計

』

後

編

(
一
冊

)

が

出

さ

れ

て

い

る

.

香

蝶

楼

(
歌

川

)

国

貞

画

で

、

板

元

は

、

永

寿

堂

西

村

屋

与

八

で

あ

る

.

作

品

名

か

ら

も

わ

か

る

と

お

り

式

亭

三

馬

作

の

滑

稽

本

『
人

間

万

事

虚

誕

計

』

初

編

(
文

化

十

年

刊

)

の

続

編

で

あ

る

.

三

馬

作

の

初

編

に

お

け

る

趣

向

は

、

戯

作

の

趣

向

と

し

て

き

わ

め

て

常

套

的

な

手

段

の

一

つ

で

あ

る

、

人

間

の

様

々

な

面

の

「
表

裏

」

を

あ

ば

く

と

い

う

も

の

で

あ

り

、

全

編

様

々

な

標

題

に

・つ

い

て

「
う

そ

」

そ

し

て

「
ま

こ

と

」

と

い
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う

形

で

展

開

す

る

.

鯉

丈

の

続

編

も

形

式

的

に

は

一
応

同

じ

形

を

踏

襲

し

て

い

る

。[
梗

概

]

①

稽

古

所

の

う

そ

、

稽

古

所

の

ま

こ

と

。

②

奉

公

人

請

人

の

う

そ

、

奉

公

人

請

人

の

ま

こ

と

③

喧

嘩

の

う

そ

、

喧

嘩

の

ま

こ

と

。

④

嬬

女

の

う

そ

、

姻

女

の

ま

こ

と

⑤

解

和

人

の

う

そ

、

解

和

人

の

ま

こ

と

。

⑥

水

茶

屋

の

う

そ

、

水

茶

屋

の

ま

こ

と

。

⑦

浮

気

妾

の

う

そ

、

浮

気

妾

の

ま

こ

と

。

⑧

利

風

流

の

う

そ

、

利

風

流

の

ま

こ

と

。

⑨

町

芸

者

の

う

そ

、

町

芸

者

の

ま

こ

と

。

鯉

丈

作

の

続

編

は

、

「
う

そ

」

と

「
ま

こ

と

」

を

対

照

さ

せ

る

と

い

う

方

法

は

同

じ

だ

が
、
三

馬

の

作

に

比

べ

る

と

内

容

的

に

は

非

常

に

簡

略

で

あ

っ

さ

り

し

て

い

て

、

し

か

も

三

馬

の

よ

う

な

細

密

な

描

写

も

穿

ち

も

な

い

。

三

馬

作

の

形

式

と

趣

向

を

借

り

て

い

る

に

過

ぎ

な

い

と

思

え

る

と

こ

ろ

で

あ

る

。

と

こ

ろ

で

、

三

馬

は

初

編

の

奥

付

で

彼

が

出

版

を

予

定

し

て

い

た

二

編

、

三

編

の

標

目

を

あ

げ

て

い

る

。

て
、
お
◆

は
、
お
や

ど
ら
0
,
こ

よ
め

め
か
け

は
ん
七
う

▲

爺

親

の
虚

▲

母

親

の
虚

▲

放

蕩

子

の
虚

▲

嫌

の
虚

▲
妾

の
虚

▲
主

管

の
虚

で
つ
ち

げ
ぢ
占

●
い
た

み
う

け
い
サ
い

@
や
く

た
い
こ
も

▲

小

二

の

虚

▲

下

女

の

虚

▲

假

在

行

の

虚

▲

傾

城

の

虚

▲

標

客

の

虚

▲

謂

間

ち

あ
る
じ

弩
け
の
匙

O
ん
し
ゆ

か
ね
も
ら

や

ぶ

い

し

9

の

虚

▲

主

人

の

虚

▲

酒

客

の

虚

碕
リ
禁

酒

の

虚

▲

豪

夫

の

虚

▲

草

沢

医

生

の

虚

▲

虚

誕

病

の

虚

▲

虚

誕

的

の

虚

こ

れ

を

、

鯉

丈

作

の

続

編

の

標

目

と

比

較

し

て

み

る

と

自

然

と

鯉

丈

の

作

品

に

対

す

る

姿

勢

も

わ

か

っ

て

く

る

よ

う

に

思

う

。

つ

ま

り

、

三

馬

が

続

編

に

お

い

て

も

あ

ら

ゆ

る

種

類

の

町

人

を

精

力

的

に

描

い

て

い

こ

う

と

し

て

い

た

の

に

比

べ

、

鯉

丈

は

三

馬

の

作

品

の

表

面

は

踏

襲

し

て

も

内

実

に

お

い

て

「
話

」

に

重

点

を

置

い

て

い

る

よ

う

に

思

え

る

の

で

あ

る

。

次

に

、

本

書

の

成

立

過

程

に

つ

い

て

少

し

考

え

て

い

き

た

い

。

鯉

丈

作

の

後

編

の

叙

に

、

(
前
略
)
・
畷
乱
対
欝

た
く
ミ
も
な
く
・
槻
P
に
醗
る
謬

鷲
も
.
み
じ

ん
概
り
て
諜

愚

る
・
箏

を
磐

穐
ゆ
く
群

・
慨
哉
概
謎

舞

堕
、.

δ
た
◆
く
け
ん
び

に

管

そ

塞

ひ
ヒ

い
塞

た
め
セ
が
し

.
ん
す
ゐ

二

役

兼

備

の

二

世

楚

満

人

.

今

は

為

永

春

水

と

。

と

い

う

記

述

が

見

え

る

。

鯉

丈

が

書

き

っ

ぱ

な

し

で

放

置

し

て

お

い

た

草

稿

を

春

水

が

出

版

し

た

た

め

に

本

作

が

世

に

出

る

こ

と

と

な

っ

た

と

い

う

の

で

あ

る

.

『
女

小

学

』

と

同

様

に
出

版

人

青

林

掌

越
前

屋

長

次

郎

l
l

為

永

春

水

の

力

な

し

に

は

誕

生

し

な

か

っ

た

作

品

な

の

で

あ

る

。

鯉

丈

は

、

天

保

九

年

に

轟

難

伊

勢

土

産

二

見
杯

』

(
三

冊

)
を

刊

行

す

る

.

春

斎

英

笑

画

、

板

元

は

西

村

屋

与

八

、

加

賀

屋

源

助

、

大

島

屋

伝

右

衛

門

、

越

前

屋

長

次

郎

で

あ

る

。

こ

の

『
伊

勢

土

産

二

見

杯

』

も

ま

た

い

わ

ゆ

る

「
膝

栗

毛

物

」

の

一

つ

で

あ

る

。[
梗

概

]

冬

木

屋

順

七

、

赤

絵

屋

称

助

、

抜

田

佐

知

右

衛

門

、

曲

木

錠

吉

、

牧

野

車

七

、

万

守

空

左

エ

門

た

ち

は

浅

草

辺

の

太

々

講

の

一
人

と

し

て

春

の

伊

勢

路

を

旅

し

て

い

る

。

雲

手

川

ま

で

や

っ

て

く

る

と

、

渡

り

賃

の

い

ら

な

い

川

と

間

違

え

て

川

の

渡

り

賃

が

高

い

と

川

役

人

と

言

い

争

う

。

お

さ

ま

り

が

つ

か

ず

、

当

の

順

七

の

み

を

残

し

て

、

船

賃

を

無

理

に

払

い

川

を

渡

る

.

六

軒

と

い

う

所

の

茶

屋

で

方

言

を

聞

き

違

え

た

り

、

途

中

で

旅

篭

屋

の

肩

引

き

と

騒
.

動

を

起

こ

し

な

が

ら

も

皆

々

合

流

し

て

松

坂

を

通

り

、

伊

勢

の

名

所

巡

り

を

す

る

.

本

作

品

は

、

前

述

し

た

様

に

『
女

小

学

』

前

集

に

あ

る

為

永

春

水

の

序

文

や

松

亭

金

水

の

祓

文

に

あ

る

と

お

り

、

鯉

丈

の

文

政

末

年

の

伊

勢

参

宮

の

旅

に

お

け

る

見

聞

や

実

体

験

が

そ

の

執

筆

動

機

や

趣

向

に

反

映

し

て

い

る

と

思

わ

れ
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る

.

鯉

丈

の

自

序

に

、

ぞ
で

に
つ
●

セ

を

う
そ
は
つ

ひ
や
く

(
前

略

)

、

袖

の

日

記

に

尾

に

緒

を

つ

け

。

お

ま

け

た

っ
ぷ

り

虚

言

八

百

.

つ
ヂ
り
b
わ

こ
つ
け
い
ぞ
も
た
ん

厚
κ
い

モ
の
塞
、
い

曽

適
ヤ
げ

お
み
だ

そ
へ

み
た
電

鰹
か
つ
O

綴

合

せ

し

滑

稽

雑

談

.

外

題

も

其

侭

伊

勢

土

産

.

御

札

に

添

て

二

見

の

杯

.

帰

府

の

し

る

し

と

。

青

林

堂

へ
送

る

.

と

あ

る

事

に

よ

っ

て

も

そ

の

こ

と

が

わ

か

る

。

本

作

品

が

鯉

丈

の

伊

勢

参

宮

に

も

と

つ

い

て

書

か

れ

た

も

の

な

ら

ば
』大

保

初

年

か

ら

数

年

後

に
み

い

て

草

稿

が

書

か

れ

て

い

た

と

思

わ

れ

る

と

こ

ろ

で

あ

る

が
、な

ぜ

天

保

九

年

ま

で

出

版

さ

れ

な

か

っ

た

か

は

気

に

な

る

と

こ

ろ

で

あ

る

。
、

本

作

品

が

意

識

し

て

書

か

れ

た

で

あ

ろ

う

作

品

に

十

返

舎

一
九

の

『
道

中

膝

栗

毛

』

が

あ

る

が

『
膝

栗

毛

』

の

伊

勢

を

扱

っ

た

部

分

と

趣

向

面

に

つ

い

て

比

較

を

し

て

み

る

。

『
膝

栗

毛

』

で

は

五

編

と

五

編

追

加

(
文

化

三

年

刊

)

で

桑

名

か

ら

伊

勢

参

宮

ま

で

を

扱

っ

て

い

る

.

そ

の

中

で

も

五

編

下

が

『
伊

勢

土

産

二

見

杯

』

の

行

程

と

一
致

す

る

部

分

で

あ

る

.

『
道

中

膝

栗

毛

』

が

主

要

な

宿

場

を

舞

台

と

し

て

狂

歌

な

ど

を

詠

じ

て

話

に

い

く

つ
も

の

山

を

設

け

名

所

記

風

な

体

裁

を

取

っ

て

い

る

の

に

対

し

て

、

『
伊

勢

土

産

二

見

杯

』

で

は

雲

出

川

の

渡

し

が

話

の

大

き

な

山

と

な

っ

て

い

て

具

体

的

な

地

名

や

地

域

特

有

の

事

物

も

あ

ま

り

出

て

来

ず

、

極

端

な

言

い

方

を

す

る

な

ら

ば

別

に

伊

勢

路

で

な

く

て

も

話

は

成

立

し

得

る

様

な

感

じ

で

あ

り
.あ

ま

り

鯉

丈

の

伊

勢

参

宮

の

体

験

は

生

か

さ

れ

て

い

な

い

様

な

出

来

で

あ

る

.

あ

る

い

は

、

そ

れ

が

、

天

保

九

年

ま

で

出

版

さ

れ

な

か

っ

た

理

由

で

あ

り

、

「
後

編

へ

ゆ

づ

り

追

々

出

版

仕

候

」

と

作

品

中

で

予

告

し

な

が

ら

続

編

が

刊

行

さ

れ

な

か

っ

た

理

由

な

の

か

も

し

れ

な

い

.

七

『
伊

勢

土

産

二

見

杯

』

が

刊

行

さ

れ

て

ま

も

な

い

天

保

十

二

年

に

鯉

丈

は

こ

⑪

の

世

を

去

る

。

そ

の

あ

と

刊

行

さ

れ

た

の

が

滑

稽

本

『
堪

"

箱

根

草

』

で

あ

る

。

初

・
二

編

は

弘

化

元

年

に

鯉

丈

作

、

渓

斎

英

泉

画

で

、

三

編

は

弘

化

二

年

に

二

世

為

永

春

水

(
為

永

春

笑

)

作

、

渓

斎

英

泉

画

で

、

四

編

は

弘

化

三

年

に

同

じ

く

二

世

為

永

春

水

作

、

渓

斎

英

泉

画

で

出

版

さ

れ

た

こ

と

に

な

っ

て

い

・

る

.

た

だ

、

初

・
二

編

は

い

ま

ま

で

鯉

丈

の

単

独

の

作

と

さ

れ

て

き

た

が

そ

れ

に

は

少

し

問

題

が

あ

る

と

思

う

。

現

存

唯

一

の

し

か

も

板

下

本

の

岩

瀬

文

庫

所

蔵

本

(
初

編

の

み

)

の

刊

記

に

よ

れ

ば

、

輩

鯉

丈

編

・
為

永

春

水

(
初

艶

補

と

あ

る

か

ら

で
あ

る

,

こ
れ

に

よ

れ

ば

、

初

編

は

鯉

丈

が

書

い
た

も

の

に
春

水

が

少

し

手

を

補

っ
た

こ
と

に
な

る
。

二
編

は
版

本

の
所

在

が

不

明

な

の
で

何

と

も

言

え

な

い
が
、お

そ

ら

く

同

じ

様

な

成

立

事

情

で

あ

ろ

う

.

『
箱

根

草

』

の

出

版

書

騨

に

つ

い

て

は

初

編

は

大

阪

郡

玉
掌

河

内

屋

茂

兵

衛

、
江

戸

文

永

堂

大

島

屋

伝

右

衛

門

で

あ

る

.

二

編

以

降

は
春

水

に

よ

る

二

編

の
序

に

、

^
前
略
)
・
謬

へ
つ
集

む
罫

.筆

簿

出
来
た
綴

竺

中
略
)
砒

へ
ん

劇
ル
管
ん

0
7

あ
と

編

か

ら

温

泉

だ

け

に

利

も

よ

く

跡

を

く

ー
1

ー

と

あ

る

し

、

三

編

の

二

世

春

水

の

序

に

は

、

お
●
摩
豊
た
つ
は
二
ね
ぐ
弩

薦
い

レ
δ

っ
,・

^

。b

(
前

略

)

書

賀

文

永

堂

の

翁

来

て

箱

根

草

第

三

輯

を

綴

り

得

さ

せ

よ

と

乞

ふ

と

あ

る

こ

と

か

ら

、

少

な

く

と

も

文

永

堂

が

出

版

に

参

加

し

て

い

る

こ

と

は

わ

か

る

け

れ

ど

も
浄
本

作

が

文

永

堂

が

単

独

で

出

版

さ

れ

た

の

か

初

編

と

同

じ

出

版

書

騨

で

出

版

さ

れ

た

の

か

は

な

お

検

討

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

【
梗

概

〕

〈

初

編

〉

三

月

初

旬

、

滑

稽

仲

間

湯

本

屋

塔

兵

衛

、

底

倉

屋

宮

二

、

堂

島

屋

木

賀

蔵

ら

は

箱

根

湯

治

に

出

か

け

る

。

途

中

で

狂

歌

な

ど

を

詠

み

な

が

ら

あ

る

居

酒

屋

に

は

い

る

と

木

賀

蔵

が

い

な

く

な

っ

て

大

騒

ぎ

。

茶

屋

の

女

と

騒

動

を

起

こ

し

な

が

ら

川

崎

に

着

く

。

〈

二

編

〉

宮

二

は

、

い

ろ

い

ろ

と

騒

動

を

起

こ

し

た

り

諸

所

を

見

物

し

た

り

し

て

神

奈

川

の

宿

に

着

く

.

そ

こ

で

、

又

、

宮

二

は

だ

ま

さ

れ

た

り

す

る

。

〈

三

編

〉

三

人

は

、

箱

根

の

塔

の

沢

に

着

く

。

そ

こ

へ

、

江

戸

か

ら

鯉

丈

に

代

わ

っ

て

案

内

す

る

と

い

う

二

世

春

水

の

手

紙

が

来

る

。

旅

篭

で

は

種

々

の

物

売

り

と

の

間

で

一
騒

動

起

こ

し

た

り

、

隣

の

部

屋

の

娘

を

も

の

に

し

ょ

う

と

し

て

大

騒

ぎ

を

し

た

り

す

る

.

〈

四

編

〉

塔

の

沢

を

出

て

三

人

は

夜

の

山

道

を

歩

い

て

宮

の

下

に

着

く

,

翌
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日

、

隣

部

屋

の

上

方

者

の

夫

婦

と

ひ

ら

め

を

食

べ

る

が

、

二

人

が

あ

ま

り

飲

み

食

い

を

す

る

の

で

、

意

趣

返

し

に

蛇

や

雀

を

器

の

中

に

入

れ

る

.

夫

婦

が

蓋

を

開

け

て

大

騒

ぎ

と

な

る

が

、

旅

篭

の

女

房

の

仲

裁

で

お

さ

ま

り

大

酒

盛

と

な

る

.

本

作

品

も

、

い

わ

ゆ

る

「
膝

栗

毛

物

」

の

一

つ

で

あ

る

。

能

楽

者

数

人

が

連

れ

立

っ

て

ぷ

い

と

旅

に

出

て

し

ま

う

と

い

う

偶

然

性

へ

の

依

り

か

か

り

、

話

に

間

延

び

し

た

と

こ

ろ

が

感

じ

ら

れ

る

点

、

地

名

や

登

場

人

物

の

説

明

に

必

ず

し

も

十

分

で

な

い

と

こ

ろ

が

あ

る

な

ど

、

他

の

鯉

丈

作

の

「
膝

栗

毛

物

」

と

同

じ

弱

点

を

か

か

え

て

い

る

。

一・方

で

、

本

作

独

自

の

工

夫

も

認

め

ら

れ

る

.

そ

れ

は

、

い

ろ

い

ろ

な

も

の

ご

と

を

作

品

の
趣

向

と

し

て

取

り

込

み

話

の

平

板

化

を

防

こ

う

と

し

て

い

る

点

で

あ

る

.

『
道

中

膝

栗

毛

』

や

十

返

舎

一
九

の

名

ま

で

作

品

の

中

で

持

ち

出

し

た

り

、

作

中

で

実

在

し

た

で

あ

ろ

う

と

思

わ

れ

る

店

の

名

前

を

数

多

く

取

り

上

げ

た

り

し

て

話

に

現

実

味

と

目

新

し

さ

を

持

た

せ

よ

う

と

し

て

い

る

。

筆

を

加

え

た

春

水

に

よ

る

も

の

か

も

し

れ

な

い

が

、

と

も

か

く

も

鯉

丈

が

そ

れ

ま

で

の

彼

の

作

品

と

は

少

々

異

な

る

趣

を

出

そ

う

と

し

た

作

品

で

は

あ

る

ま

い

か

。

『
箱

根

草

』

の

三

人

の

主

人

公

が

箱

根

に

着

か

な

い

う

ち

に

、

鯉

丈

は

二

編

で

筆

を

断

つ

。

そ

の

後

の

三

編

・
四

編

は

二

世

為

永

春

水

(
為

永

春

笑

)

の

筆

に

な

る

。

そ

の

こ

と

を

二

世

春

水

は

三

編

の

中

で

彼

か

ら

の

手

紙

と

い

う

形

で

、
(
前

略

)

然

者

日

外

瀧

亭

先

生

の

導

に

て

箱

根

へ

湯

治

に

御

出

の

よ

し

(
中

略

)

然

る

に

此

度

板

元

よ

り

の

望

み

に

任

せ

不

都

束

な

が

ら

今

よ

り

私

が

御

案

内

い

た
.し

候

得

ば

-ー

ー

ー

と

述

べ

、

又

、

登

場

人

物

で

あ

る

木

賀

蔵

に

託

し

て

、

(
前

略

)

為

永

は

下

手

で

も

看

官

の

晶

負

目

で

見

て

下

さ

る

か

ら

悪

い

も

い

〉

で

通

っ

て

い

か

ア

な

と

述

べ

て

自

作

へ

と

つ

な

げ

て

い

る

。

春

水

の

書

い

た

続

編

は

、

非

常

に

展

開

が

早

く

話

そ

の

も

の

は

鯉

丈

作

よ

り

も

活

気

が

あ

る

,

し

か

し

、

例

え

ば

四

編

で

夜

の

山

道

を

三

人

で

歩

い

て

い

て

見

知

ら

ぬ

男

と

同

道

す

る

こ

と

に

な

る

所

な

ど

は

、
『
道

中

膝

栗

毛

』

五

編

下

に

同

様

の

話

が

あ

っ

た

り

し

て

、

鯉

丈

の

作

品

と

同

様

に

う

ま

く

一
九

の

『
膝

栗

毛

』

の

趣

向

を

取

り

込

ん

で

い

た

り

し

て

他

作

者

の

模

倣

色

の

強

い

作

品

で

は

あ

る

。

こ

の

よ

う

に

見

て

い

く

と

本

作

品

も

春

水

た

ち

と

の

か

か

わ

り

な

し

に

は

成

立

し

得

な

か

っ

た

作

品

の

よ

う

で

あ

る

.次

に
、

純

然

た

る

合

作

と

し

て

世

に
出

た

二

つ

の
人

情

本

を

見

て

み

た

い
。

一
つ
は

、

『

嚇

織

即

明

鳥
後

の
正

夢

』

(
十

五

冊

)
と

い
う

人
情

本

で
、

二

世

南

仙

笑

楚

満

人

(
為

永

春
水

〉

・
瀧

亭

鯉

丈

作

、

歌

川

国

直

・
渓

斎

英

泉

画

で

、

初

編

～

五

編

富

で

で

文

政

二

～

七

年

刊

で

あ

る
。

発

端

は

、

二
世

南

仙

笑

楚

満

人

(
為

永

春

水

〉
作

、
渓

斎

英

泉

画

で

文

政

六

年

刊

で
あ

る

.
作

品

の
成

⑫

立

そ

の
他

に

つ
い

て

は

、

神

保

五

弥

氏

の

『
為

永

春

水

の
研

究

』

に
詳

し

い

の

で

こ

こ

で

は
述

べ

な

い

。

初

編

は

少

な

く

と

も

新

内

「
明

鳥

夢

泡
雪

」

の
後

日

諏

と

い

え

る

も

の

で
あ

り

、

全

体

の
内

容

は

春

日

屋

時

次

郎

と

山

名

屋
浦

里

が

廓

を

抜

け

出

た

後

様

々
な

苦

し

い

事

を

乗

り
越

え

て
幸

せ

に
な

る

ま

で
を

描

い

◎

た

も

の

で

、
内

容

的

に

は

読
本

や

合

巻

風

の

も

の

で
あ

る
.

も
三

つ
は
、

轟

縁

雛

新
製
雌
癒
韓

と
い
う
人
情
本
で
あ
る
.

『

国

書

総

目

録

』

に

よ

れ

ば

、

本

作

は

束

里

山

人

作

で

文

政

八

年

刊

、

六

冊

と

な

っ

て

い

て

版

本

の

所

在

は

不

明

と

な

つ

て

い

る

。

筆

者

の

調

査

で

は

、

三

康

文

化

研

究

所

付

属

三

康

図

書

館

に

現

存

し

て

い

る

こ

と

が

判

明

し

た

.

そ

れ

と

同

時

に

本

作

は

鯉

丈

の

合

作

物

の

一

つ

で

あ

る

こ

と

が

わ

か

っ
た

.

三

冊

で

、

画

工

は

版

本

か

ら

は

不

明

、

瀧

亭

鯉

丈

・
二

世

南

仙

笑

楚

満

人

(
為

永

春

水

)

合

作

.

出

版

書

騨

は

、

丁

字

屋

平

兵

衛

、

鶴

屋

金

助

、

柴

屋

文

七

で

あ

る

。

刊

年

は

、

版

本

か

ら

は

不

明

。

こ

の

『
新

製

艶

油

舗

』

に

は

『
艶

競

金

化

粧

』

と

い

う

続

編

が

あ

つ

た

,

三

冊

、

作

者

は

鼻

山

人

、

文

政

十

一
年

の

自

序

が

あ

る

.
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画

工

は

不

明

.

出

版

書

騨

は

、

自

序

の

中

に

、

或

日

書

騨

文

祐

堂

の

主

人

予

が

草

屋

訪

て

ー

ー

ー

と

あ

る

の

で

文

祐

堂

で

あ

ろ

う

.

作

品

の

内

容

は

、

ど

ち

ら

も

お

染

と

久

松

を

主

人

公

と

し

た

恋

物

語

で

あ

る

。

最

後

に

、

諸

書

に

お

い

て

鯉

丈

作

と

い

わ

れ

●な

が

ら

現

存

せ

ず

見

る

こ

と

が

で

き

な

い

作

品

を

見

て

い

こ

う

.

文

政

五

年

刊

と

い

わ

れ

る

滑

稽

本

『
旧

観

帖

』

四

編

は

、

『
江

戸

文

学

辞

典

』

、

『
滑

稽

本

概

説

』

(
三

田

村

鳶

魚

)

な

ど

に

そ

の
名

が

見

え

る

.

感

和

亭

鬼

武

作

・
栄

松

斎

画

⑭

最

麗

旧

観
帖

』

初

編

～

三

編

(
文

化

二

～

六

年

刊

)

の

続

編

で

あ

る

。

こ

の

鬼

武

作

の

『
旧

観

帖

』

は

、

「
奥

州

の

田

舎

者

」

が

江

戸

見

物

に

来

て

様

々

な

滑

稽

を

演

ず

る

も

の

で

あ

る

が

、

鯉

丈

作

の

四

編

が

如

何

な

る

内

容

の

も

の

で

あ

っ

た

か

は

現

在

版

本

が

な

い

た

め

に

知

る

す

べ

も

な

い

。

四

編

は

前

掲

の

『
滑

稽

本

概

説

』

中

⑭

の

「
四

編

は

鯉

丈

の

継

足

し

」

に

よ

れ

ば

渓

斎

英

泉

画

で

二

冊

で

あ

っ

た

よ

う

で

あ

る

.

四

編

の

奥

付

が

詳

し

く

書

か

れ

て

い

る

こ

と

か

ら

こ

の
文

章

の

執

筆

当

時

ま

で

は

版

本

の

所

在

が

わ

か

っ

て

い

た

の

で

あ

ろ

う

。

次

は

、

滑

稽

本

の

『
串

叡

二

日

酔

』

後

編

と

い

う

作

品

で

あ

る

。

『
戯

作

者

撰

集

』

・

『
戯

作

者

小

伝

』

、

『
戯

作

者

考

補

遺

』

な

ど

に

そ

の

名

前

が

見

え

る

.

名

前

の

と

お

り

、

十

返

舎

一
九

作

、

北

斎

・
北

嵩

画

『

麟

串

戯

二

日

酔

』

(
文

化

八

年

刊

)

の

続

編

で

あ

る

。

こ

の

作

品

は

上

記

書

に

名

前

が

上

が

っ

て

い

る

の

み

で

内

容

・
そ

の

他

不

明

で

あ

る

.

一
九

の

作

品

は

、

大

晦

日

と

元

日

に

長

屋

で

起

こ

る

様

々

な

滑

稽

を

描

い

た

も

の

で

あ

る

。

三

番

目

は

、

『
三

方

広

人

』

と

い

う

作

品

で

あ

る

。

『
戯

作

者

撰

集

』

・

『
戯

作

者

小

伝

』

・

『
戯

作

者

考

補

遺

』

に

そ

の

名

前

が

上

が

っ
て

い

る

。

こ

れ

ら

の

書

に

は

『
伊

勢

道

中

三

方

広

人

』

(
六

冊

)

と

あ

る

が

、

該

当

す

る

作

品

を

薗

書

総

目

録

』

で

あ

た

る

と

『
炉

悌

=
一
方

荒

神

』

(
三

冊

〉

、
別

題

と

し

て

『
δ

が

げ

全
う
ウ
膠
シ

ヤ

な

屯

三

方

荒

神

(
外

)

』

と

い

う

滑

稽

本

が

訪

る

の

み

で

、

そ

の

作

品

は

表

野

黒

人

作

・
翁

斎

蛭

成

校

で

天

保

元

年

刊

、

前

編

の

み

の

も

の

で

あ

る

。

『
三

方

荒

神

』

と

い

う

作

品

は

『
日

本

小

説

書

目

年

表

』

に

は

瀧

野

登

鯉

作

、

歌

川

国

芳

画

、

瀧

亭

鯉

丈

校

及

序

と

あ

り

、

そ

の

他

の

事

項

は

『
国

書

総

目

録

』

の

記

述

と

同

一
で

あ

る

。

本

作

品

に

つ

い

て

は

そ

れ

以

上

の

こ

と

は

わ

か

ら

な

い

。

四

番

目

は

、

『
口

八

丁

』

と

い

う

滑

稽

本

が

あ

ゐ

.

『

綱

・

八

丁

』

(
二

冊

)

と

い

う

滑

稽

本

で

浮

世

長

屋

と

い

う

別

題

を

持

ち

渓

斎

英

泉

画

で

刊

年

は

わ

か

ら

な

い

.

版

本

は

日

比

谷

図

書

館

(
現

・
東

京

都

立

中

央

図

書

館

)

に

あ

る

と

『
国

書

総

目

録

』

に

書

か

れ

て

は

い

る

が
、東

京

都

立

中

央

図

書

館

に

は

所

蔵

し

て

い

な

い

。

本

作

品

は

、

神

屋

蓬

州

作

・
画

の

滑

稽

本

『
脈

馴

口

八

丁

』

(
二

冊

、

文

化

四

年

刊

)

の

続

編

で

あ

る

。

神

屋

蓬

州

作

の

『
口

八

丁

』

は

、

長

屋

を

舞

台

に

そ

こ

の

住

人

が

様

々

な

滑

稽

を

演

じ

る

と

い
,
っ

た

も

の

で

あ

る

。

蓬

州

作

の

正

編

は

下

巻

の

み

し

か

現

存

せ

ず

、

筑

波

大

学

本

の

よ

う

に

十

返

舎

一
九

の

序

を

持

ち

一
九

作

と

な

っ

て

い

る

も

の

も

あ

っ

た

り

し

て

蓬

州

作

の

正

編

自

体

も

ま

だ

ま

だ

検

討

の

余

地

あ

り

と

い

っ

た

と

こ

ろ

で

あ

る

。

し

た

が

っ

て

鯉

丈

作

の

続

編

の

内

容

も

は

っ

き

り

し

な

い

。

八

以

上

、

文

化

十

四

年

刊

の

処

女

作

の

滑

稽

本

『
駆

軸

栗

毛

後

駿

馬

』

初

編

か

ら

天

保

九

年

刊

の

滑

稽

本

『

姻

麟

伊

勢

土

産

二

見

杯

』

に

至

る

ま

で

の

全

作

品

、

遺

作

・
合

作

の

作

品

、

現

存

し

て

い

な

い

が

諸

書

に

名

前

が

あ

が

っ

て

い

る

作

品

な

ど

現

在

知

り

得

る

限

り

の

鯉

丈

作

と

さ

れ

て

い

る

全

作

品

を

見

て

来

た

訳

で

あ

る

.

彼

は

戯

作

者

と

し

て

滑

稽

本

と

人

情

本

の

二

つ

の

ジ

ャ

ン

ル

の

作

品

し

か

書

い

て

い

な

い

。

滑

稽

本

が

彼

の

作

品

の

主

力

で

あ

る

が

、

内

容

の

上

か

ら

さ

ら

に

分

類

す

れ

ば

、

①

い

わ

ゆ

る

「
膝

栗

毛

物

」

の

一
種

。

『
鷺

栗
毛
後
駿
%
』

^
文
化
十
四
麦

政
五
年
刊
)
・

『
雛

伊
勢

土

産

二

見

杯

』

(
天

保

九

年

刊

)

、

『
城

教

箱

根

草

』

(
弘

化

元

年

刊

〉

一21一



な

ど

.

②

先

行

作

家

の

続

編

『
浮

世

床

』

三

編

(
文

政

六

年

刊

)

、

『
人

間

万

事

虚

誕

計

』

後

編

(
天

保

四

年

刊

)

、

そ

し

て

、

現

在

見

る

こ

と

が

で

き

な

い

が

諸

書

に

名

前

が

見

え

る

『
旧

観

帖

』

四

編

(
文

政

五

年

刊

)

、

『
串

戯

二

日

酔

』

後

編

、

『
樹

口

八

丁

』

。

③

茶

番

を

主

な

る

趣

向

と

し

た

も

の

。

『
花

暦

八

笑

人

』

(
文

政

三

美

保

五

年

刊

)
、

『

轍

和

合

人

』

(
文

政

六

～

天

保

十

二

年

刊

〉

、

『

儲

牛

島

土

産

』

蔓

政

七

年

刊

)

な

ど

。

④

そ

の

他

.

爵

鵜

質

屋

雑

談

』

(
天

保

二

年

刊

)
.

の

四

種

類

に

分

類

す

る

こ

と
.が

で

き

る

。

人

情

本

の

作

品

に

は

、

『
縫

銘

軸

霊

験

浮

名

の

瀧

水

b

(
文

政

九

年

刊

)

、

麻

纏

女

小

学

』

(
天

保

季

二
年

刊

)

と

、

A・
作

で

あ

る

『
疑

即

明

鳥

後

の
正

夢

』

(
文

政

四

毛

年

刊

)

、

蘇

騨

雛

新

製

艶

油

舗

』

」
文

政

八

年

刊

)

が

あ

る

。

こ

れ

ら

、

瀧

亭

鯉

丈

と

い

う

戯

作

者

の

作

品

を

一

つ

一

つ

見

て

い

く

う

ち

に

と

う

し

て

も

気

に

な

る

の

が

為

永

春

水

と

い

う

人

物

の

存

在

で

あ

る

。

そ

の

こ

と

に

つ

い

て

最

後

に

簡

単

に

ふ

れ

て

お

き

た

い

。

鯉

丈

の

作

品

を

見

て

い

く

と

そ

の

成

立

過

程

に

春

水

が

深

く

関

わ

っ

て

い

る

作

品

が

い

く

つ

も

あ

る

こ

と

は

前

述

の

通

り

で

あ

る

。

ま

ず

人

情

本

『
霊

験

浮

名

の

瀧

水

』

で

は

為

永

春

水

が

作

品

に

目

を

通

し

た

こ

と

に

な

っ

て

い

る

。

又

、

人

情

本

『
女

小

学

』

で

は

後

集

の

執

筆

を

為

永

連

の

作

家

で

あ

る

松

亭

金

水

が

行

っ

て

い

る

し

、

滑

稽

本

『
人

間

万

事

虚

誕

計

』

に

お

い

て

は

鯉

丈

が

書

い

た

ま

ま

放

置

し

て

い

た

原

稿

を

春

水

が

出

版

し

た

こ

と

に

な

っ

て

い

る

。

滑

稽

本

『
箱

根

草

』

は

春

水

補

と

な

っ

て

お

り

鯉

丈

の

草

稿

に

春

水

が

目

を

通

し

て

出

版

さ

れ

た

よ

う

で

あ

る

。

さ

ら

に

、

人

情

本

『
明

鳥

後

の

正

夢

」

・

『
新

製

艶

油

舗

』

で

は

春

水

と

合

作

し

た

こ

と

に

な

っ

て

い

る

.

そ

の

他

の

作

品

で

も

春

水

は

青

林

堂

越

前

屋

長

次

郎

と

し

て

出

版

書

葺

に

加

わ

っ

た

り

し

て

鯉

丈

や

鯉

丈

の

作

品

と

の

間

に

何

ら

か

の

つ

な

が

り

を

持

っ

て

い

る

場

合

が

あ

る

。

周

知

の

如

く

、

鯉

丈

と

春

水

は

兄

弟

の

関

係

で

あ

る

と

い

う

説

も

あ

る

こ

と

な

が

ら

、

作

品

づ

く

り

の

上

で

は

両

人

は

ま

こ

と

に

密

接

な

関

係

に

あ

っ
た

と

言

え

る

。

鯉

丈

の

作

品

に

は

春

水

の

力

な

く

し

て

は

日

の

目

を

見

な

か

っ

た

の

で

は

な

い

か

と

思

え

る

作

品

も

あ

り

、

そ

れ

は

鯉

丈

が

為

永

連

の

一
作

家

で

あ

り

春

水

に

よ

る

戯

作

量

産

の

一
翼

を

担

っ

て

い

た

可

能

性

を

示

唆

す

る

も

の

の

よ

う

に

思

わ

れ

る

.

今

後

、

そ

う

し

た

点

に

つ

い

て

も

解

明

を

進

め

て

行

き

た

い

と

思

う

。

(
終

)

[
後

注

]

①

三

編

の

版

本

は

現

存

し

な

い

。

②

「
十

返

舎

一
九

論

」

、

『
中

村

幸

彦

著

述

集

』

第

六

巻

「
近

世

作

家

作

品

論

」

」
昭

和

五

十

七

年

、

中

央

公

論

社

)

③

刊

記

は

な

い

が

、

序

や

挿

絵

の

中

に

「
板

元

文

栄

堂

」

と

い

う

記

述

が

見

ら

れ

る

か

ら

で

あ

る

。

④

「
鯉

丈

は

八

笑

人

中

の

一
人

」

、

「
滑

稽

本

概

説

」

所

収

、

『
三

田

村

鳶

魚

全

集

』

第

廿

二

巻

(
昭

和

五

十

一
年

、

中

央

公

論

社

)

二

百

三

十

一
頁

参

照

.

⑤

『
日

本

国

語

大

辞

典

』

1

6

(
昭

和

五

十

年

、

小

学

館

)

。

⑥

本

田

康

雄

氏

が

『
式

亭

三

馬

の

文

芸

』

(
昭

和

四

十

八

年

、

笠

間

書

院

)

の

中

で

三

馬

の

表

現

手

法

の

聞

つ

と

さ

れ

て

い

る

。

⑦

た

だ

し

、

二

編

は

、

西

村

屋

与

八

・
丁

字

屋

平

兵

衛

、

二

編

迫

加

・
三

編

は

丁

字

屋

平

兵

衛

か

(
叙

序

の

文

章

か

ら

〉

,

⑧

三

田

村

鳶

魚

「

『
八

笑

人

』

の

卒

八

」

(

「
滑

稽

本

概

説

」

所

収

、

前

掲

書

)。
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嚇

⑨

「
か

つ

い

で

喜

ぶ

嘘

謬

」

、

「
か

つ

ぎ

茶

番

の

「
八

笑

人

」

」

(

「
滑

稽

本

概

説

」

所

収

、

前

掲

書

)

⑩

金

び

ら

老

婆

の

息

子

.

⑪

角

書

は

「
と

う

じ

み

や

げ

」

と

読

む

.

⑫

二

編

序

で

春

水

は

鯉

丈

の

こ

と

を

「
予

が

雅

兄

瀧

亭

の

聖

」

と

呼

ん

で

い

る

か

ら

で

あ

る

。

⑬

昭

和

三

十

九

年

、

白

日

社

刊

.

⑭

神

保

五

弥

氏

「
再

説

『
明

鳥

後

正

夢

』

初

編

な

ど

の

作

者

」

、

暉

峻

康

隆

編

『
近

世

文

芸

論

叢

』

(
昭
和

五
十

三

年

、

中

央

公

論

社

)

二

百

六

十

三

～

二

百

七

十

頁

.

⑮

注

④

参

照

.

⑱

天

保

三

、

四

年

に

『
大

山

道
中

膝

栗

毛

』

と

い

う

題

で

改

題

再

版

さ

れ

て

い

る

が

、

同

本

で

あ

る

。

鎮

西
女

子
高

等

学

校

教

諭

[研
究
余
滴
]

夏
目
漱
石
作
品
中
に
お
け
る

「
ま
だ
～
な
い
」
に

つ
い
て赤

峯
裕
子

『
三
四
郎
』
に
次

の
よ
う
な

一
節
が
出
て
く
る
。

(前
略
)
美
禰
子
が

「丹
青
会
の
展
覧
会
を
御
覧
に
な

っ
て
」
と
聞
い
た
。

「
ま
だ
覧
ま
せ
ん
」

「
ま
だ
覧
ま
せ
ん
」
と
い
う
答
え
は

「
展
覧
会
を
覧
た
か
」
と
い
う

問
い
に
対
す
る
も
の
で
、
ま
だ
覧
た
こ
と
が
な
い
、

「
覧
る
」
と
い
う

経
験
を
し
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
現
在
で
は
、

「
覧
て
い
ま
せ
ん
」
と
い
う
の
が
普
通
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ

の
場
合
、

「覧

て
い
な
い
」
と
は
、
い
ま
ま
さ
に

「覧
る
」
と
い
う
動

き
が
進
行
中
で
あ
る
こ
と
を
表
す

「
覧
て
い
る
」
の
打
消
で
は
な
く
て
、

「覧
る
」
と
い
う
動
き
が
以
前
に
行
な
わ
れ
た
結
果
生
じ
た
事
態
が
現

在
も
継
続
し
て
い
る
こ
と
を
表
す

「
覧
て
い
る
」
の
打
消

で
あ
る
。

つ

ま
り
、
こ
こ
で
は

「
覧
る
」
と
い
う
経
験
が
な
い
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

「
ま
だ
覧
な
い
」
が

「
(
ま
だ
)
覧

て
い
な
い
」
と
同
じ
意
味
を
表
し

て
い
る
と
す
れ
ば
、

「
ま
だ
」
の
果
た
す
役
割
は
い
ま
よ
り
も
大
き
か

っ

た
か
も
し
れ
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、

「覧
な
い
」
と
い
う
の
は

「
覧
る
」

の
打
消

で
、
現
在
よ
り
未
来
ま
た
は
意
志

の
打
消
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。

「
ま
だ
」
に
よ

っ
て
、
過
去
に
も

「
覧
る
」
と
い
う

こ
と
が
実
現
し
て
い
な
い
こ
と
を
明
確
に
示
し
、
故
に
、
覧
た
こ
と
が

な
い
、
と
い
う
意
味
を
表
現
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

同
様
の
例
と
し
て
、
い
く
つ
か
掲
げ
て
み
よ
う
。
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そ
の
三
円
は
五
年
経

っ
た
今
日
ま
で
ま
だ
返
さ
な
い
。

お
れ
は
教
頭
に
向

っ
て
、
ま
だ
誰
に
も
話
さ
な
い
が
、
こ
れ
か
ら




