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『
西
鶴
名
残

の
友
」
管
見

井

上

敏

幸

元
禄
十

二
年

四
月
、
西
鶴
遺
稿
集

の
最
後

の
も

の
と
し

て

『
西
鶴
名
残

の
友
』

五
巻

四
冊

が
、
北
条
団
水

の
手

に
よ

っ
て
出
刊

さ
れ

た
わ
け

で
あ
る
が
、
本
書

に

つ
い

て
の
研
究

は
、
「当
時

に
お

い
て
は
咄
本
と
し

て
読
ま
れ

て
ゐ
た
」
ら
し

い
と
い
う
野
間
光
辰

の
指
摘

以
来

(「
西
鶴

の
方
法
」
『
西
鶴
新
新
孜
』
所
収
)
、

笑
話
本
と

の
関
連
を
重
視
す

る
方
向

で
進
め
ら
れ

て
き
た

こ
と

は
周
知

の
通
り

で
あ

り
、

ま
た
そ
の
方
向
が
基
本
的

に
正
し

い
こ
と
も

い
う
ま

で
も
な

い
。
勿

論
、
笑
話

以
外

に
、
当
時

の
雑
話
類

(た
と
え
ば
、
巻

二
i

三

「
今

の
世

の
佐

々

木
三
郎
」
に
お
け
る

『
明
良
洪
範
』
続
篇
巻
二

の
黒
田
信
濃
守
直
相

の
逸
話
等
)

や
、
俳
人

の
実
話

(巻
二
ー

二

「
神
代

の
秤

の
家
」

に
お
け
る
貞
室

・
浄
久

の

話
等
)
を
踏
ま
え
た
も

の
で
あ
る
と

の
指
摘
も
な
さ
れ

て
来

て
は
い
る
が
、
笑

注
正

話
本
と

の
関
連
が
強
く
意
識
さ
れ
過
ぎ
た
た
め

で
あ
ろ
う
か
、

一
篇

一
篇

の
作

品

に
即
し
た
形

で
の
素
材

・
典
拠

の
探
究

、
ま
た
、

一
篇
に
お
け
る
西
鶴

の
手

法
等

に

つ
い
て
の
論
究

は
、
や
や
手
薄

で
あ
る
と

の
印
象

は
ぬ
ぐ
い
え
な
い
。

こ
の
小
論

で
は
、
作

品

一
篇

に
即
し
た
形

で
の
素
材
、

あ
る
い
は
典
拠

に

つ

い

て
、

ま
た
、
そ
う
し
た
素
材

や
典
拠

を
、
如
何

な
る
手
法

で
も

っ
て
作
品
化

し

て
い
た
か
を
、

二

つ
の
作
品

に

つ
い

て
検
討

し
て
み
る
こ
と
に
す

る
。

「

巻
二
-

一

「
昔
を
た
つ
ね

て
小
皿
」

は
、
お
よ
そ
次

の
よ
う
な
咄

で
あ
る
。

大
坂

の
俳
人
達
が
、
上
り
船

を
山
崎

の
汀
に

つ
け
、

山
崎
宗
鑑

の

一
夜
庵

の
跡
を
尋
ね
る
。

同
行
し
た
京
都

の
遊
び
宿

の
亭
主
月

夜

の
四
平

が
、
木

の

葉

の
中
よ
り
瀬
戸

焼

の
小

皿

一
枚

を
拾

ひ
、

こ
れ
は
宗
鑑
内
儀

の
白
粉

と
き

に
違

い
な

い
と
い
う
。

一
行

は
、
「汝

一
代

の
見
立
」
だ
と
大
笑

い
す

る
。
帰

り
が

け

の
船

に
乗

る
時
、

一
行

の

一
人
が
、
あ

の
小

皿
を
残
し

て
き

て
し

ま

っ
た
な
あ
と
、
残
念

が

っ
て
み
せ

る
と
、
こ
の
男

は
、
「
さ
も

い
そ
が
し
き

中

に
、
又
其
所

に
行

て
取

て
帰
り
、
「
む
か
し

の
忠
度

は
、
狐
川

よ
り
ひ

つ
帰

し
、
定
家

の
許

に
た
ば

こ
入
を
忘
れ

て
、
見

え
ぬ
事
を

な
げ

か
れ

し
。
我
等

も
俳
譜

の
心

こ
そ
な
け
れ
、
宗
鑑

の
持
れ

し
道
具
を
あ

だ
に
は
い
た
さ
じ
」

と
い

っ
た
の
で
、

皆

々
感
心
し

て
ほ
め
て
や
る
と
、

「
し
す
ま
し

た
る
白
ハ
っ

き
」
を

し
て
い
た
。

ま

た
咄

の
序

に
、
皆

で

「
泊

り
客

人
、

下
。
長
あ
そ
び

の
客
人
、
中
。

立
帰

り
の
客
人
、
上
」
と

い
う
宗
鑑

の
壁
書

に
感
じ
入

っ
て
い
る
と
、

こ
の
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男
も
、
「
も

つ
と
も
と
思

ひ
込
」
み
、
京
都

に
帰
り
、
遊
び
宿

の
入

口
に
、
宗

鑑

と
全

く
同
じ
壁
書

を
張
付

け
た
の
だ

っ
た
。

見

る
人

ご
と

に
、

「道
理
至

極
」

だ
と

い

っ
て
い
る

の
を
聞
き
、

「
よ

い
事
を
し
た
」

と
思

っ
て
い
る
の

も
、
全
く
愚
か
な
男

で
あ

る
。

さ
ぞ
か
し

こ
の
男

は
、
長
生
き
を
す

る
だ

ろ

う
。

最
後

の
宗
鑑

の
壁
書
を
用

い
た
落
ち
は
、
万
治
二
年
刊

「
百
物
語
』
上

に
、

「
お
ど
け
た

る
か
る

口
な
り
け
れ
ば
書
と
め
」
る
と
し

て
採
録
さ
れ
た
逸
話
、

「
一
、
上

の
客
人
立

か

へ
り

一
、
中

の
客

人
日
が

へ
り
、

一
、
と
ま
り
客
人

注
2

下

の
下
」

に
よ
る
も

の
で
あ
る

こ
と
は
す

で
に
周
知

の
通

り

で
あ
り
、

ま
た
へ

こ
の
逸
話

の
利

用
が
吉
江
久
弥
氏

が
言

わ
れ

て
い
る
ご

と
く
、

「
「無

用
の
物

ま

ね
」
で
、
宗
鑑

の
有
名

な
壁
書

の
箴
言

を
そ
の
ま
ま
わ
が
家
業

の
上

に
用

い
て
、

我

と
我

が
首

を
し
あ

る
こ
と
に
気

が
付

か
ぬ

「愚
か
成
者
」
」
の
創
出

の
た
め

で

注
3

あ

っ
た
こ
と
も
自
明

の
こ
と
と

い

っ
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。

ま
た
中
段

で
、
忠
度

を

ま
ね
て
小

皿
を
取

り
に
帰

る
部
分
が
、
「
歌
人
忠
度
を
茶
化
し

た
も

の
」
で
あ

り
、
「
咄
と

は
別

に
転
合

口

・
軽

口
を
自
由

に
用

い
」
た
部
分

で
あ
る

こ
と
も
、

注
4

岡
雅
彦
氏

が
す

で
に
指
摘

さ
れ

て
い
る
通
り

で
あ

る
。

確
か

に
こ
の

一
篇

は
、
月
夜

の
四
平
と

い
う

「
愚
か
成
者
」
を
主
人
公
と
し

て
登
場
さ

せ
、
小
皿

の
見
立

て
、
歌
人
忠
度

の
茶
化
し
、
さ
ら

に
宗
鑑

の
壁
書

に
よ
る
落
ち
を
用
意
す
る

こ
と

で
、
連
続
し
た
笑

い
に
満
ち
た
笑
話
と
な

っ
て

い
る

こ
と
が
容
易

に
理
解
さ
れ
る
。

西
鶴

の
創
作
意

図
は
、

こ
の

一
篇

を
連
続

し
た
笑

い
で
満
た
す

こ
と

で
あ

っ
た

に
違

い
な

い
。

し
か
し
な
ぜ
、
小

皿

の
見

立

て
、

忠
度

の
茶
化

し
、
宗

鑑
壁
書

と
い
う
話
材
が
繋
げ
ら
れ

る
こ
と

に
な

っ

た

の
か
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
話

材
を
考

え
る

の
み

で
は
解

け
な

い
問
題
だ
と

い
わ

ね
ば

な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。

西
鶴
は
、

何
か

い
ま

一
つ
別

の
素
材

を
用
い
る
こ

と

で
、

こ
の
ば
ら
ば
ら
の
話
材

を
、

「
篇

の
咄

と
し

て
展
開

す
る
こ
と

が

で
き

た
に
違

い
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
て
、

そ
の
素
材
と

は
、
謡
曲

『
忠
度
』

で

あ

っ
た
と
考

え
ら
れ

る
。

岡
氏

が

「
「
昔

の
忠
度

は
狐
川
よ
り

ひ

つ
帰
し
、
定
家

の
許

に
た
ば

こ
入
を
忘

れ

て
見

え

ぬ

こ
と
を

な
げ
か
れ

し
」

と
あ

る

の
は
歌
人
忠

度
を
茶

化
し

た
も

の
」
と
指
摘
さ
れ
た

「
昔

の
忠
度
云

々
」
前
後

の
文
章

、

さ
も

い
そ
が
わ
し
き
中

に
、

又
其
所

に
行

て
取

て
帰
り
、

「
む
か
し
の
忠
度

は
、
狐
川
よ
り

ひ

つ
帰
し
、
定
家

の
許

に
た
ば
こ
入

を
忘

れ

て
、
見

え
ぬ
事

を
な

げ
か
れ
し
。
云

々
」

は
、

ほ
ぼ
謡
曲

『忠
度
」

の
次

の
詞
章
、

さ
も
忙

が
は
し
か
り
し
身

の
。

く

。
心

の
花
か
蘭
菊

の
。
狐
川
よ
り
引
き

注
5

返
し
。
俊
成

の
家

に
行
き
歌

の
望

み
を
嘆
き
し

に
。

に
よ

っ
た
も

の
で
あ

っ
た
。
「
俊
成
」
を

「
定
家
」

に
変
え
、
「
歌

の
望
み
」
を

「
た
ば

こ
入
」
に
す
り
変

え
た
も

の
で
あ
り
、
「歌
人
忠
度
を
茶
化
し
」
た
と

い

う

よ
り
も
、
む
し

ろ
謡
曲

『
忠
度
』

の
俳
譜
化

で
あ

っ
た
と

い

っ
た
方

が
理
解

し
や
す

い
で
あ
ろ
う
。
と

い
う

の
も
、
「
昔
を
た
つ
ね

て
小

皿
」
と
謡
曲

『忠
度
』

と

の
関
連

は
、

い
ま
取
り
あ
げ
た
部
分

の
み

で
は
な
く
、
以
下

の
よ
う
に
多

く

の
詞
が
重
な

っ
て
い
る
と

い
え
る
か
ら

で
あ
る
。

「
昔
を
た
つ
ね

て
小
Ⅲ
」

せ
山
崎

の
山
す
が
た

一
夜
庵

都

に
の
ぼ
り
舟

を

都

に

の
ぼ
り
舟

を
汀

に

つ
け
さ

玉
笹
わ
け
く

て

愛
ば
か
り
の
時
雨

謡
曲

『忠
度
』

都

を
隔

つ
る
山
崎

や

一
夜

の
宿

都

を
隔

つ
る
山
崎

や

わ
れ
も
舟

に
乗

ら
ん
と

て
、
汀

の
か

た
に
う
ち
出

で
し

小
笹
を
分

け
過
ぎ

て

時
雨

ぞ
通

ふ
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木
陰

の
爆
板

遊
び
宿
の
亭
主

又
舟
に
乗
時

泊
り
客
人

客
を
引
請
て
世
わ
た
り
に
せ
し

宿
1
か
ら
6
、

お
よ
び
9
は
、

そ
の
ま
ま
詞

が
重

な

っ
て
お
り
説
明
を
加

え
る
ま

で
も
あ
る
ま
い
。

し
か
し
、

7

・
8
、

お
よ
び

10

・
11
は
、

一
見
関
連

が
薄

い

よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
決

し
て
そ
う
と
は
い
え
な

い
の
で
あ

る
。
「
山
崎

の

一

夜
庵
」

は
、

謡
曲

『忠
度
』

の
ー

・
2

・
10
か
ら
み
ち

び
か

れ
、
宗
鑑
内
儀

の

白
粉
と

き
が
出
現

す
る

こ
と
も
可
能

と
な

る
。

し
た
が

っ
て
問
題

と
な

る
の

は
、
「遊

び
宿

の
亭
主
」

「月
夜

の
四
平
」

が
、

い
か
に
し
て
登
場
し

え
た
か
で

な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
「昔

を
た
つ

ね

て
小

皿
」
の
7

・
8

・
11
が
、
謡
曲

『
忠

度
』

の
歌
、

「
行
き
暮

れ

て
木

の
下
蔭

を
宿

と
せ
ば
花

や
今
宵

の
主
な

ら
ま
し
」

と

の
関
連

の
み
に
絞

ら
れ

て
い
る
こ
と
は
、
「
昔
を
た
つ
ね

て
小
皿
」
の

「客
を

泊
め
る
遊
び
宿

の
亭
主
」
が
、
「木
蔭

を
宿

と
し
て
提
供

し
て
く
れ

る
桜

が
今
宵

の
主

で
あ
る
」
と
い
う
歌

の
内
容

に
対
応

し

て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ

り
、

こ

の
こ
と
を

つ
づ
め
て
、

「花

の
宿

を
提
供

し
て
く
れ
る
主
」
↓

「
花

の
宿

の
主
」

と
す
れ
ば
、

こ
の

「花

の
宿

の
主
」

は
、

即

「遊

び
宿

の
亭
主
」
↓

「
月
夜

の

四
平
」

と

い
う

こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。

「昔

を
た
つ

ね
て
小

皿
」
と
謡
曲

『忠
度
』
と

の
関
連
が
、
以
上

の
よ
う

に

考

え
ら
れ
る
と
す

れ
ば
、

「
昔
を
た
つ
ね

て
小

皿
」

に
お
け
る
、

小

皿
の
見
立

て
、
謡
曲

『忠
度
』

の
俳
譜
化
、
宗
鑑

の
壁
書

と
い
う
三

つ
の
話
材

は
、
実

は

ば

ら
ば

ら
に
た
だ
思

い

つ
く
ま
ま

に
並

べ
ら
れ

た
と

い

っ
た
も

の
で
は
な
く
、

木

の
下
蔭

行
き
暮

れ
て
木

の
下
蔭
を
宿
と

せ
ば

花

や
今
宵

の
主
な

ら
ま
し

舟

に
乗

ら
ん
と

て

一
夜

の
宿

行
き
暮

れ
て
木

の
下
蔭
を
宿
と

せ
ば

花

や
今
宵

の
主
な

ら
ま
し

先

に
示
し
た
ご
と
く
、
謡
曲

『
忠
度
』
の
ー
か
ら
11
の
詞
章

に
基

づ
く
連
想

が
、

自
か
ら

に
咄

の
流
れ
を
決
定
し

て
い
く
形

で
も

っ
て
構
成

さ
れ
た
、

西
鶴
独
自

の

一
篇
だ

っ
た
と

い
え
る
よ
う

で
あ
る
。

二

 

次

に
巻
三
「

一

「
入

日
の
鳴
門
浪

の
紅
ゐ
」
を
見

て
み
る
。

い
ま
、
段
落
ご

と

に
記
号
を
付
し

て
そ
の
梗
概
を
示
せ
ば
「

お
よ
そ
次

の
よ
う
な
咄

で
あ
る
。

d
冬

の
鳴
門
見
物

に
誘
う
人
が

い
た
。
淡
路
島
に
渡

り
、

仮
屋
よ
り
静

が
古

郷
志
筑

の
浦
を
過
ぎ
、
景
野

の
松
原
、
諭
鶴
羽
が
嶽

を
詠
め

て
徳
島

に
着
き
、

俳
席
を
重
ね
た
あ
と
鳴
門
見
物

に
出
か
け
た
が
、
そ

の
す
さ
ま
じ
さ

に
は
驚

い
た
。

回

そ
の
後
、
里

の
海
士

へ
行
く
と
、
西
行
が
休
息
し
た
跡
と

い
う
草
庵

が
あ

り
、
今
も
法
師
が

一
人

い
て
、
西
行
が
忘
れ

て
い

っ
た
煙
管
筒

と
西
行

の
荷

物
持
ち
八
蔵

の
旅
中

の
覚
書
を
見
せ

て
く
れ
た
。

ハ

そ
れ

よ
り
浜
辺
伝

い
に
、
人
里
離
れ
た
山
懐

に
あ
る

一
つ
の
草

庵
を
訪

ね

る
こ
と

に
な

っ
た
。
途
中
、
時
雨
や
霰

・
雪

に
悩
ま
さ
れ
な
が
ら
そ

の
庵

に

近
付
き
、
中
を
見

る
と
老
女
が

い
て
、
灯
を
か
か
げ

て
書
物

を
読
ん

で
い
た
。

あ
ま

り
の
恐
し
さ

に
言
葉
も
か
け
ず

に
立
ち

の
き
、

こ
の
こ
と
を
色
々
尋
ね

て
み
る
と
、

そ
れ

は
清
少
納
言

の
亡
魂

で
あ
ろ
う
と

い
う

こ
と
だ

っ
た
。

あ

ま

り
の
不
思
議
さ

に
、
小
者
を
再
び
見
せ

に
や
る
と
、
あ
と
は
野
と
な
り
、

庵

の
跡

は
何
や
ら
下
か
ら
燃
え

て
い
る
感
じ
だ

っ
た
と

い
う

こ
と
だ

っ
た
。

皆

で
清
少
納
言

の
こ
と
を
思

い
出
し
た
り
し
た
。

ニ
と

こ
ろ
で
、
阿
波

の
城
下
町

に
源
氏
祖

母
と
呼
ば
れ
る
乞
食

が
い
た
が
、

そ

の
老
女
は
、
狭
衣

・
枕
草
子

・
伊
勢
物

語

の
註

ま

で
も
暗
記

し
て
お

り
、
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ま
た
、

四
方

の
山

の
雲
行
き

を
見

て
は
、
数

日
先

の
天
気
を
あ

て
る
能
力
を

持

っ
て
い
た
。

こ
の
老
婆
を
肥
後

の
国

へ
連
れ

て
行
き
、
立
派
な
家

に
住
ま

わ
せ
、
そ

の
後
日
和
を
見
せ
た
と

こ
ろ
、
老
女

は
、
「
淡
路

の
千
光
寺

山
は
ど

こ
だ
、
そ

の
山

の
雲
行
き
を
見
な
け
れ
ば
日
和
は
わ
か
ら
な
い
」

と
い

っ
た

と

い
う

こ
と
だ

っ
た
。

本
話

の
冒
頭

d
の
、
冬

の
鳴
門
見
物

が
事
実

で
あ

っ
た
こ
と

は
、
既

に
考
証

注
6

が
備

っ
て
い
る
。
野
間
光
辰

の
説

に
よ
れ
ば
、

元
禄

三
年

(あ

る
い
は
元

・
二

年

の
可
能
性

も
あ
る
)
十

一
月

よ
り
十

二
月

に
か
け

て
の
旅
行
か
と
推
定
さ
れ

て
い
る
。
西
鶴

の
足
跡

が
ほ
ぼ
文
章
通
り

で
あ

っ
た
と
仮
定
す
れ
ば
、
淡
路
島

北
端

の
岩
屋

の
右
下
仮
屋
よ
り
、
大
坂
湾
添

い
の
海
岸

線
を
南
下
、
ほ
ぼ
淡
路

島

の
中
央
を
横
切

っ
て
、
播
磨
灘
側

の
景
野

(現
在

の
慶
野
)
松

原
に
行

き
、

更

に
南
下
し

て
福
良
港
あ
た
り
よ
り
徳
島

へ
直

行
し
た
と
思

わ
れ
る
。

そ
し

て

徳
島
よ
り
改
め

て
鳴

門
見
物

に
出
掛

け
、

そ
の
帰

り
が
け
に
、
㈲
里

の
海
士

に

立
寄
り
、
西
行
が
休
息

し
た
跡

に
あ

る
草
庵
を
訪

い
、

さ
ら

に
ハ
清
少
納
言

の

旧
跡
に
ち
な
ん
だ
夢
幻

の
草
庵

に
出
会

っ
た
と
い
う
展
開

に
な

っ
て
い
る
が
、

㈲

・
ハ
が
、
如

何
な
る
事
実

と
素
材

に
よ

っ
て
創
作

さ
れ
た
も

の
か
、
必
ず
し

も
明
か
に
な

っ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
本
章

で
は
、

こ
の
回

・
ハ

に

つ
い
て

私
見
を
述

べ
る
こ
と

に
な

る
が
、
そ

の
前

に
、
本
話

の
最
後
ニ

の
落
ち
を
き
か

し
た

「
源
氏
祖
母
」
の
咄

に

つ
い
て
、
従
来

の
研
究
を
見

て
お
く

こ
と

に
す
る
。

こ
の
こ
と

に
関
し

て
は
、
野
間
光
辰

に
よ

っ
て
、
延
宝
七
年
刊

の

『
二
葉
集
』

に

「
源
氏
ば

ゴ
」

の
付
合
が
あ

っ
て
当
時
有
名

で
あ

っ
た
ら
し

い
こ
と
、

更
に

「
日
和
見
」
の
類
話
が
伴
菖
践

の

『
閑
田
次
筆

』
(文
化

三
年

刊
)
に
あ

る

こ
と

注
7

が
す

で
に
指
摘
さ
れ

て
い
る
。

こ
の

一
篇

に
お
け
る
⇔

の
落

ち
は
、

い
か
に
も

『
名
残

の
友
』

的

な
笑

い
を
提

供
し

て
い

る
と
は

い
え
る
が
、

そ
れ
ま

で
の

d

・
e

・
ハ

の
咄

の
流

れ
に
や
や
唐
突

な
話
材

を
と

っ
て
付

け
た
よ
う
な
印
象

は
ぬ
ぐ
え
な

い
。
な
ぜ

こ
う
し
た

一
篇
が
成
立
し
た

の
か
、

回

・
ハ

の
素
材

・

典
拠
を
考
え
る

こ
と

で
、

そ
う
し
た
問
題

に
も
言

及
し

て
み
る
こ
と
に
す

る
。

ま
ず
㈲

で
あ
る
が
、

西
行

が
し
ば

ら
く
休

ん
だ
跡

の
草
庵

で
、
西
行

の
煙
管

筒

と
西
行
荷
物
持
ち

八
蔵

の
覚
書
を
見

て
、
大
笑

い
し

て
帰

る
場
面

は
、
ま
さ

に
西
鶴
得
意

の
転
合
と
軽

口
の
場
面
、
『
名
残

の
友
』
団
水

の
序

に
い
う

「
例

の

狂
言
」

で
あ

る
が
、
な
ぜ

こ
こ
で
、
西
行
ゆ
か
り

の
草
庵
が
設
定
さ
れ
る

こ
と

に
な

る
の
か
を
考
え

て
み
た

い
。
本
文
は
、

里

の
海
士
と

い
ふ
所
、
「
又
も
来

て
見

ん
磯
崎

の
松
」
と
、
西
行
法
師

が
読

残
せ
し
も
、
ま

こ
と
に
お
も
し
ろ

の
気
色

や
。
し
ば

ら
く
休

ま
れ
し
跡

と
て
、

草
庵

あ

っ
て
、
今

も
法
師

の
ひ
と
り
住

り
。

の
ご
と
く
で
あ
り
、

「里

の
海
士
」

の
近
く

に

「礒
崎
」
と

い
う
所
も
あ

っ
て
、

そ
の

「磯

崎
の
松
」
を
詠
め

る
た
め

に
休
息
し

た
跡

に
、
今

は
草
庵
が
建

っ
て

い
る
と
記

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
述

は
、
既

に
指
摘

さ
れ

て
い
る

『
遠
碧
軒
記
』

注
8

(延
宝
三
年
序
)
下

の
文
章
、

西
行

法
師
淡
路

へ
下
向
、

清
少
納

言
墓
井

屋
敷

の
跡

を
尋

て
阿
波

へ
ゆ

く
。
里
蛋
と
云
処

に
屋
敷

の
あ
と
有

て
墓

は
今
な
し
。
磯
松

と

て
此

辺
に
名

木

の
松
あ
り
、
西
行
詠
歌
、
え

に
し
あ
ら
ば
又
も
来

て
見
ん
里
の
蟹

の
を
も

が
は
り
す
な

い
そ
ざ
き

の
松

の
ご
と
く
全
く
同
じ
イ

メ
ー
ジ
で
、
e

の
西
行

が
休
息

し
た
草
庵
が
描
か

れ
、

続

い
て
ハ

の
清
少
納
言

の
夢
幻

の
草
庵

も
設
定

さ
れ
た
と
考

え
ら
れ

る
の
で
あ

る
。と

こ
ろ

で
、
西
鶴

の

『
一
目
玉
鉾
』
巻

四
に
は
、
「是

(
明
石
)
よ
り
南

に
岩

屋

・
ゑ
じ
ま
が
い
そ

・
須
本

・
由
良
見

え
わ

た
る
。

(中
略
)

愛

(由
良
)

に

つ
ゞ
き

て
西
行
法
師

が
詠
め
し
磯
崎

の
松
今

に
有

浦
風

に
な
び
き

に
け
り
な

里

の
あ
ま

の
焼
藻

の
煙
心

よ
は
さ

に

○
里

の
蛋
」
と
あ

っ
て
、
「
里

の
蛋
」
と
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図版I『 一 目玉鉾』巻 四

図版9『 阿波名所図会』巻上



「磯
崎
」
と

が
、
図
版

1
の
ご
と
く

に
描
か
れ

て
い
る
。
『
一
目
玉
鉾
』

に
は
、

清
少
納
言

の
墓
及
び
屋
敷
跡

に

つ
い
て
の
記
述
は
見
受
け
ら
れ
な

い
が
、
た
と

え
ば

『
和
漢
三
才
図
会
』
巻
七
十

二

「
山
城
」
「清
少
納
言

ノ古
跡
」

の
条

に
は
、

「或

ハ
日
ク
、
老
後

死
コ
干
阿
波

.撫
養

ノ郡

蛋
村

.～、
有

四
ト墓
」

の
ご
と
く
に
あ

っ

て
、
当
時

き
わ
め

て
著
名

な
伝
説

で
あ

っ
た

こ
と
が
知

ら
れ
る
。
従

っ
て

『遠

碧

軒
記
』

の
記
事

は
、

当
時

の
状

況
を

そ

の
ま

ま
に
伝

え
る
も

の
だ

っ
た

と

言

っ
て
よ
さ
そ
う

で
あ

る
。
し
か
し

て
、

そ
の
伝
説
と
地
理
的
状
況

は
、
近
世

後
期

の

『
阿
波
名
所
図
会
』

の
頃
も

ほ
ぼ
同
じ

で
あ

っ
た
と
推
測

さ
れ

る
。

そ

の
挿
絵

に
よ
れ
ば
、
そ

の
地
理
的
関
係
は
図
版

Ⅱ
の
ご
と
く

で
あ
る
。
と
す
れ

ば
西
鶴
が
、
西
行
が

「
し
ば
ら
く
休
ま
れ
し
跡
と

て
、
草
庵

あ

つ
て
」
と
す
る

場
所
は
、
図
版

∬
の

「
里
海
士
」

と

「
磯
崎
松
」

と

の
中
間
あ
た
り
を
考

え

て

い
た
と

い
う

べ
き

で
あ
ろ
う
。
続

い
て
考
え
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
問
題

は
、
な

ぜ

「磯
崎

の
松
」

を
め
ぐ

っ
て
西
行
伝
説

が
こ

こ
に
伝

え
ら
れ
た
か
で
あ

る
。

『遠
碧
軒

記
』
所
載

の
歌

「
え
に
し
あ
ら
ば

又
も
来

て
見

ん
里

の
蛋

の
を

も
が

は
り
す

な
い
そ
ざ
き

の
松
」

(西
鶴
が
本
話

に
引
用

し
て
い
る
の
も

こ
の
歌
)
、

『
阿
波
名
所
図
会
』
所
載

の
歌

「
立
か

へ
り
ま
た
も
な
が
め
ん
里

の
海
士

の
お

も

が
わ
り
す
な
磯
崎

の
松
」
、
両
者
と
も

に
そ
の
時
代

の
伝
承
歌

で
あ

っ
て
、
西

行

の
作

で
は
な

い
。

で
は
西
鶴
は
、
た
ま
た
ま
実
現
し
た
淡
路
島
↓

徳
島
↓

鳴

門
遊
覧

の
旅
行

の
体
験
と
、
『
遠
碧
軒
記
』
の
記
事
等
々

に
窺
え

る
伝
承

に
よ

っ

て
本
篇
を
草
し
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

ど
う
も
そ
れ
だ
け
だ
と
は
思
え
な

い
。

こ

う
し
た
体

験
と
伝

承

の
上

に
、
更

に
い
ま

一
つ
の
素
材

が
あ

っ
た
と
考

え
ら
れ

る
。
そ
れ
は
、
西
行
作

と
し

て
享
受

さ
れ
た

『撰
集
抄
』
だ

っ
た
よ
う
に
思
う
。

貞
享

四
年

五
月
、
大
坂

河
内

屋
善
兵
衛
刊

の

『
西
行
撰
集
抄
』

の
挿
絵

が
西
鶴

筆

と
推
定

さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、

こ
う
し

た
考

え
を
支
え

て
く
れ

る
の
か
も
知

注
9

れ
な

い
。

暴

集
抄
』
巻

甲

七

「
明
雲
僧
正
藤
野
ノ
殖

穏
居
ノ
臨

は
・
「
以
往
・イ
渕

路

の
国

に
し
ば
ら
く
俳
徊
し
侍

り
し
事

あ
り
し
か
ば
、

そ
の
国
見
あ
り
き
侍

り

ゴ

し

に
、
藤
野

の
浦
と
云
所
侍

り
」

で
始

ま
り
、
そ

こ
に

「
あ
や
し
く
あ
さ
ま
し

き
庵

の
や
ぶ
れ
の

こ
」

っ
た
も
の
が
あ

り
、
主

の
姿

は
見

え
な

か

っ
た
が
、
か

た
わ
ら
の
板

に

「
北
嶺

の
暉
閣
大
僧
正
明
雲

の
室
也
」
と
書

い
て
あ

っ
た
。
そ

の
日
の
夕
方
、
僧
正
は
山
よ
り
下
り

て
こ
ら
れ
た
。
そ
し

て
、
「
そ
の
夜

は
御
庵

の
傍

に
侍

り

て
、

何
と

な
き
述
懐

ど
も
申

い
だ
し

て
た
が

ひ
に
袖

を
し

ぼ
り

て
」
、

の
ち
泣
く
泣
く
別
れ
た
と

い
う
咄

で
あ
る
。

『
撰
集
抄
』

の
主
人
公
西
行
が
、
か

つ
て
、
イ

「
淡
路

の
国

に
し
ば
ら
く
俳

徊
し
侍
り
し
」

こ
と
が
、
本

話

に
お
け
る
d
西
鶴

の
淡
路
島
旅
行

の
体
験

に
重

な
り
、
さ
ら

に
そ

の
折

、
ゴ

「
あ
や
し
く
あ
さ
ま
し
き
庵

の
や
ぶ
れ

の
こ
」

っ

た
も
の
が
あ

っ
た
と
す
る
叙
述

が
、
本
話

e

の
、
「
里

の
海

士
」
と

「
磯
崎
」
の

近
辺

に
お
け
る

「
し
ば
ら
く
休
ま
れ

し
跡

と

て
、
草
庵
あ

つ
て
、
今
も
法
師

の

ひ
と
り
住

り
」

と
い
う
設
定

を
導
き
出

し
た
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。
続
く
ハ

に

お
け

る
夢
幻

の
草
庵

の
出
現
が
、
後

で
述

べ
る
ご
と
く

『
撰
集
抄
』
巻
七
ー

一

を
下

敷

に
し

て
い
る
こ
と
が
認

め
ら
れ

る
と
す
れ

ば
、

本
話

に
お

け
る
d

・

e

・
ハ

の
咄

の
流
れ
が
、
も

っ
ぱ
ら

『
撰
集
抄
」
と

の
関
連

に
よ
る

こ
と

に
気

付
か
さ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
西
行

の
四
国
行
き
は
、
事
実

と
し

て
は
、
崇
徳
院

の
霊
を
鎮
め

る
た
め
に
、
仁
安
三
年
十
月
讃
岐

の
国
白

峰
に
赴

き
、

そ

の
後
善

通
寺

に
草

庵
を
結
ん
だ

こ
と
が
著
名

で
あ
る
が
、

阿
波

の
国

へ
の
旅

は
伝

え
ら

れ
て
い
な

い
。
だ

が
西
鶴

は
、
『撰

集
抄
』
巻

四
ー
七

に
お
け
る
西
行

の
淡
路

の

国
俳
徊

と

「
あ
さ
ま
し
き
庵
」
訪

問
と
を
、
自

己
の
淡
路
島
旅
行

の
体
験
と

「里

の
海
士
」

の

「磯
崎

の
松
」

に

つ
い
て
の
西
行
歌

の
伝
承
と
を
結
び

つ
け

る
こ

と

に
よ

っ
て
、
本
話

の
ご
と
き
設
定
が
可
能

で
あ

っ
た

の
だ
と
理
解
し

て
お
き

た

い
の
で
あ

る
。
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次

に
、
本
話

の
中

心
を
な
す
ハ

の
清
少
納

言
の
夢

幻

の
草
庵

の
現
出

に
関

す

る
部
分
と
、
『
撰
集

抄
』
巻

七
「

一

「唐

,亭

子
.事
」
と

の
関
連
性
を
見

て
お
く

こ
と

に
す
る
。

先

に
示
し
た
本
話

の
梗
概
ハ

に
従

っ
て
両
者

を
比
較

し
て
み
れ
ば
、

そ
の
類

似
性
は
以
下

の
ご
と
く

に
指
摘

で
き
る
。

1

人
里
離
れ
た
草

庵
を
訪
ね
る
場

面

『
名
残

の
友
』
の
草
庵

は
、
「
浜
辺
伝

ひ
の
物
淋
し
く
、
人
倫

は
な
れ

た
る
山

ば
ら

に
、
ひ
と

つ
庵
あ
り
」
と
提
示
さ
れ

て
い
る
が
、
「
撰
集
抄
』
で
は
、
主
人

公
亭
子
が
、
我
家

へ
帰
る
途
中

の

「
は
る
か

の
道
」

で
、
「
か
す
か

に
火
」
を
見

つ
け

て
近
寄
る
と
記
さ
れ

て
い
る
。
草
庵

へ
近
寄

る
こ
と

で
は

一
致
す

る
が
、

場
面
や
文
章
が
似

て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。

だ
が
、
草
庵

へ
到

る
ま

で
の
途
中

の
風
景
描
写

に
は
、
共

通
す
る
部
分

が
多

い
。

松

の
風
其
ま

ゝ
琴

の
音

の
通
ひ
、
谷
水
落

か
た
岩
を

た

ゝ
き

て
颯

々
の
声
を

な
し
、
(中
略
)
入
日
雲

に
埋

み
て
、
時
雨

一
通

り
、
間
な
く
丸
雪

に
ふ

り
替

り
、

(中
略
)
程
な
く
又
雪
気
色

に
な
り

て

(『
名
残

の
友
』

三
「

一
)

冬

の
日
く
れ
や
す

く

て
、
白
駒

に
し

の
山

に
か
た
ぶ
き
、
(中
略
)
そ
こ
は
か

と
な
き
荊
棘

の
う

へ
に
は
、
白
雪

そ
ゴ
う
に

つ
も

り
、

つ
ら

ゝ
に
む
す
ば

ぬ

谷
川

の
水

の
岩
間

を
く
ゞ
る
ば
か

り
、
心
す
ご
く
き

こ
え
侍
り
け

る

(『
撰
集

抄
』
七
-

一
)

こ
の
両
者

に
見
ら
れ

る
、
冬

の
夕
暮

の
描
写

に
は
注
意
す

べ
き

で
あ
ろ
う
。
西

鶴

は
、
『撰
集
抄
』
の
夕
暮
か

ら
夜

に
か
け

て
の
描
写
を
、
う
ま
く
、
夢
幻

の
草

庵

を
現
出

さ
せ
る
に
ふ
さ
わ

し
い
風
景
描
写

に
転
じ

て
い
た

の
で
あ
る
。

2

草
庵

と
老
女

の
描
写

『
名
残

の
友
』

に
お

い
て
こ
の
場
面
は
、

板
戸
う
ち
よ
り
し
め

て
、

ひ
か
り
を
請

る
窓

と

て
も
見
え
ず
。

ゆ
が
み
柱

の

壁

の
す

き
よ
り
立

眈

し
に
、
年

の
程

は
見
定
め

が
た
き
老
女

の
、
霜

い
た
ゞ

け
る
髪
な

が
ら
、

よ
し
あ
る
さ
げ
む
す
び
も
、
し

や
れ

て
お
か
し
く
、
身

は

割
織

の
藤
ご

ろ
も
な

ど
、

ま
と

ふ
べ
き
も

の
が
、
紅

ゐ
裾
を
か

へ
し
、
夜
な

ら
ぬ
に
灯
か

ゝ
げ

て
、
書
物
読
け

る
風
情
、
只
事
な
ら
ず
お

そ
ろ
し

の
ご
と

く
に
描
か
れ

て
い
る
。
対
し

て

『
撰
集
抄
』

に
お
け

る
描
写

は
、

か
ら
う
じ
て
尋

ね

つ
き

み
れ
ば
、

四
壁
あ
れ

て
、
内
も
さ
ら

に
外
な

る
に
、

誠

に
け
だ
か
く
ら
う

た
き
女
房

の
、
髪

ゆ
り
か
け
琴
を

ひ
き
侍
り
。

こ
は
誰

な
ら

ん
と
、
見

る
目
め
づ
ら
か

に
お
ぼ
え
、

い
そ
ぎ
門
を
た

ゝ
い
て

「
宿
か

ら
ん
」
と
云

に
、

(中
略
)
と
ば
か

り
た
め
ら

ひ
て
、
「
さ
ら
ば
是

へ
」
と

て

入
れ

た
り
。
(中
略
)
高
灯
台

に
火
か
き
た

て
て
、
几
帳
を
た
れ
た
り
。
や

ゝ

近
づ
き
見
れ
ば
、

い
よ
く

恋
ま

さ
り

て
ぞ
覚
え
侍
り
け
る
。

の
ご
と
く

で
あ
る
。
『
名
残

の
友
』
に
お
け
る

「老
女
」
の
描
出

は
、
傍
線
部
を

対
比
す
れ
ば
明
か
な
よ
う

に
、
『
撰
集
抄
』
の

「琴
を

ひ
」
く

「
け
だ
か
く
ら
う

た
き
女
房
」
を
、
「
書
物
を
読
」
ん

で
い
る

「
年

の
程
は
見
定
め
が
た
き
老

女
」

に
転
じ
た
も

の
だ

っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。

こ
の
こ
と
は
、
両
者

に
お
け
る
波
線

部

の

「
と
も
し
び
」
の
役
割

の
違

い
が
、
自
ら

に
証
明
し

て
い
た
と

い
え
よ
う
。

『
撰
集
抄
』
で
は
、
「
高
灯
台

に
火
か
き
た

て
」
て
女
房
を
見
る
と
、
「
い
よ
く

恋
ま
さ
り

て
ぞ
覚
え
」
る
と

い
う
役

割
、

つ
ま
り
、
「
と
も
し
び
」
は
女
房

を
見

顕
わ
す
た
め

に
用

い
ら
れ

て
い
た

の
で
あ
る
が
、
『名
残

の
友
』

の
場
合

に
は
、

「
夜
な
ら
ぬ

に
灯

か

ゝ
げ

て
」
書
物

を
読

ん

で
い
る
老
女

を
描

く
た
め
に
用

い

ら
れ

て
い
る
。
即
ち
、
「
と
も
し
び
」
は
、
読
書

用
の
あ
か
り
と

し
て
用

い
ら
れ

て
い
た

の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
西
鶴

が
こ
の
老
女
を
、
清
少
納
言
と
し

て

登
場

さ
せ

て
い
た

こ
と
を
意
味

し
て
い
た
筈

で
あ
る
。

3

亡
魂

に

つ
い
て
の
土
地

の
伝
承

『名
残

の
友
』
に
お

け
る
西
鶴

一
行

は
、
恐

ろ
し
さ

に
そ
の
場
を
立
ち
退
き
、
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土
地

の
者

達

に
尋
ね

て
み
る
と
、

昔

日
、
清
少
納

言
、
世

に
落

て
、

四
国

の
山
家

に
て
、
哀
れ
む
な
し

く
な

り

け
る
と
成
。

「も

し
や
は
、

そ
の
ぼ
う
こ
ん
な
ら
め
」
。

と
い
う
こ
と
だ

っ
た
。
あ
ま

り
の
不
思
議

さ
に
、
半
道
程
過
ぎ

て
、
小
者
を
見

せ
に
や

っ
た
と

こ
ろ
、

は
や
野
と
成

て
何
も
な
く
、
其
庵

の
跡
と
お
も
ふ
所
、
つ
ね

の
地
に
替

り

て
、

下
よ
り
燃

こ
ゝ
ち
。

と

い
う
報
告

だ

っ
た
と
な

っ
て
い
る
○

こ
れ
に
対

し

て

『撰
集
抄
』

は
、

そ
の

宿
に

一
夜

を
明
か
し
た
亭

子
が
目
を
覚

し
、

あ
た
り
を
見

て
み
る
と
、

広

々
た

る
野

の
す

ゝ
き

一
む

ら
茂

れ

る
中

に
、
死

骨

の
中

に
ぞ
寝

た
り

け

る
。

(中

略
)
里

に
行

つ
き

て
、
「此
野
中
、
(
中
略
)
か

ゝ
る
事
侍
る
」
と
き

こ
ゆ
れ
ば
、
里

の
物

ど
も
、
同

じ
言
葉

に
云
け

る
は
、
「
し
か
あ

る
ら

ん
、
此

里

に
梅
頭
と
云
人
、
み
め
美
く
し
き
む
す
め
侍
し
が
、

つ
ね

に
は
琴
を
な
ん

ひ
き
侍
り
し
。
(中
略
)
か

の
骨
、
夜

は
女
房

に
変
じ

て
、
琴
を
な
ん
弾
く
な

り
」
と
答

へ
け
る
と
語
り

つ
た

へ
て
侍
り
。

と
な

っ
て
い
る
。
両
者
は
、
草
庵
が
、
「
野
」
の
ロ
バ中

に
現
出

し
た
も

の
で
あ
る

こ
と
、
ま
た
、
亡
魂

の
由
来

を
里
人

が
語

っ
て
聞
か
せ
る
点

に
お
い
て
共
通

し

て
い
る

の
で
あ
る
。

以
上
、
1

・
2

・
3
と

た
ど

っ
て
み
れ
ば
、
『
名
残

の
友
』
三
ー

一
の
中
心
的

部
分
ハ

が
、
『
撰
集
抄
』
七
-

一
を
典
拠

と
し

て
い
る

こ
と
は
、
ほ
ぼ
間
違

い
な

い
と

い

っ
て
よ
い
と
思

う
が
、

こ
こ
で
忘
れ

て
な
ら
な

い
こ
と

は
、
『
撰
集
抄
』

が

一
夜

の
出
来
事
と
し

て
い
る
の
に
対
し
、
西
鶴
は
、
「
ね
ぬ

に
夢
見
る
と
は
此

事
な

る
べ
し
」
と
自
ら
記
し

て
い
る
ご
と
く
、
清
少
納
言

の
住
む
夢
幻

の
草
庵

の
現
出
を
、
瞬
時

の
出
来
事
と
し

て
い
る
所

に
、
工
夫

の
あ
と
を
見
る

べ
き

で

あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
本
篇

の
ハ

は
、

「
ね

ぬ
に
夢
見

る
と

は
此
事
な
る

べ
し
」
と
、
其
官
女

の
思

ひ
出
し
ぬ
。

是

は
歌
人

の
心
を
し

の
ぶ
ぞ
か
し
。
女
は

ひ
と
し
ほ
や
さ
し
く
あ
り
た
き
も

の

圃

。

と
結
ば
れ
る
。

こ
の
清
少
納
言

を
女
流
歌
人

の

一
人

と
し
て
偲

び

(傍
線

A
)
、

更
に
女
性

は
優
し
く
あ

っ
て
ほ
し
い
と
い
う
批

評

(傍
線

B
)

が
付
け
加

わ

っ

て
い
る

の
も
、
実

は
、

そ
の
ま
ま

『撰
集
抄
』
七
ー

一
の
結
び
、

是

は
、
さ
れ
ば

い
か
な

る
事

や
ら

ん
。
(中
略
)
死

て
後
も
、
猶
か

の
野

に
心

の
通

ひ
来

て
、
我
骨
を
も
と
め

て
、
か
た
ち
を
覆

い
着
せ

て
、
琴
を

ひ
き
け

κ

る
に
や
。

し
か

ぐ

そ
聞
け
ば
、
な

に
と
な
く
恐
し
く
覚
え
侍
れ
ど
、
文

、

艶
な

る
か

た
も
侍
る

べ
し
。,
さ
れ
ば
、
心

に
何
事
も
い
た
く
物
を
ば
思
ふ
ま

じ
き
事

に
や
侍
ら
ん
。

の
A

・
B

に
導
か
れ
た
も

の
だ

っ
た
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

す

で
に
検
討
し
た
ご
と
く
従
来

の
研
究

は
、
本
話
ニ

の
落

ち
の
き

い
た
源
氏

祖

母

の
話
材

の
探
索

に
傾

き
が
ち

で
あ

っ
た
よ
う
で
あ

る
が
、瞳
本
話
を

『
撰
集

抄
』

と
の
関
連

で
d
↓
㈲
↓
ハ

と
読

み
進

ん
で
み
れ
ば
、
西
鶴

は
、
源
氏
祖
母

及

び
彼
女

を
利
用

し
よ
う
と
す

る
人

々
の
愚
か
さ
を
笑

い
と
ば
す
前

に
、
女
性

が
和
歌

を
詠

み
、
物
語

に
精
通
す

る
こ
と
を
好
ま
し

い
こ
と
と
考
え

て
い
た

こ

と
、
殊

に
俳
譜
を
愛
好
す

る
者

の
妻

に
は
そ
う
し
た
女
性
が
理
想

で
あ
る
と

の

注
11

主
張
を
行
な

っ
て
い
た

こ
と

に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
本
話

に
お

い
て
、
清
少
納

言
を
偲
び
、
女
性

の
や
さ
し
さ
を
願

い
、
源
氏
祖

母

の
心

の
き
た
な
さ
を
非
難
す
る
叙

述
は
、

こ
う
し
た
晩
年

の
西
鶴

の
主
張

の

一
端

で

あ

っ
た
と
も

い
え
る

の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
『
撰
集
抄
』
お
よ
び
伝
説

を
利

用
し

つ
つ
、

西
行

か
ら
清
少
納
言

へ
と
咄

を
展
開
し
、

ニ
に
お
い
て
源
氏
祖
母

を
登
場

さ
せ
た
の
も
、

た
だ
単

に
落

ち
の
た
め

に
用

い
た
も

の
で
は
な
く
、
晩
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年

の
西

鶴

の
い

つ
わ
ら

ざ
る
問
題
意

識

の

一
つ
と

し

て
、
女
性

が
和
歌
を

詠

み
、
物
語

に
精
通
す
る

こ
と

の
好

ま
し
さ
、

ま
た
、
そ
う
し
た
女
性

に
対

す
る

西
鶴

の
あ

こ
が
れ

の
心
が
、
逆

に
、
狭

衣

・
枕
草

子

・
伊
勢
物

語
、
更

に
源
氏

物
語
迄
も
、
「水

の
流

る

ゝ
ご
と
く
清
き
女
」
で
あ
り
な
が
ら
、
乞
食

と
し

て
し

か
人

に
認
め
ら
れ
な
い
人

間
と
し

て
の
あ
り
方

の
問
題
を
厳

し
く
批
判

し
、
笑

い
の
対
象

と
し

て
い
た

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

西
鶴

の
作
品
に
は
、

ま
こ
と
に
豊

か
な
笑

い
が
備

わ

っ
て
い
る
が
、

そ
れ
ら

の
笑

い
が
、

ど
の
よ
う
な
西
鶴

の
心

の
色

で
も

っ
て
彩

ら
れ
て
い
る
の
か
、

一

話

一
話

に

つ
い

て
の
丹
念

な
読
み
込

み
が
要
請

さ
れ
て
い
る
と

い

っ
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。

注
1

岡
雅
彦
氏

「西
鶴
名
残

の
友
と
咄
本
」

『近
世
文
芸
』
22
号

昭

48

・
7
。

2

『
定
本
西
鶴
全
集
』

(中
央
公
論
社

昭
26
刊
)
巻
九
頭
注
。

3

「
西
鶴

名
残

の
友
の
精
神
」

『西
鶴
文
学
研
究
』

笠
間
書
院

昭
49
刊
。

4

注

1
に
同
じ
。

5

『忠
度
』

の
引

用
は
、
『
謡
曲
二
百
五
十
番
集
』

(赤
尾
照
文
堂

昭

53
刊
)

に
よ
る
。

6

『輔
西
鶴
年
譜
考
謹
』

(中
央
公
論
社

昭
58
刊
)

元
禄
三
年
十

一
月

の
項
参

照
。

7

「西
鶴

の
方
法
」

『西
鶴
新
新
放
』

岩
波
書
店

昭

56
刊
。

8

注
2
に
同
じ
。

9

『蝋
西
鶴
年
譜
考
謹
』

貞
享

四
年

四
月

の
項
参
照
。

10

以
下
本

文
の
引
用
は
、
西
尾
光

一
校
注

『
撰
集
抄
』
(岩
波
文
庫

昭
45
刊
)
に
よ
る
。

11

拙
稿

『西
鶴
名
残

の
友
』
解
説

(新
日
本
古
典
文
学
大
系
巻

77

平
成
元
年

四
月

刊
)

参
照
。
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