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紹

介中
村
幸
彦
著

「
近

世

文

芸

思

潮

放
」中

野

三

敏

こ

の
著
者

に
、

こ

の
書

名

で
、
紹

介

な
ど

と

い
う

事
自

体

が
、
今

更
ら

し

く
迂
遠

な

こ
と

の
よ
う

に
思

わ

れ
る

始
末

で
あ

る

が
、
編
集

部

の
厳
命

に
敢

て
試

み

る
次
第

で
あ

る
。

幕

初
儒
者

の
文
学

観

か
ら
幕

末
歌

論

に
至

る
迄

、
近
世

全
期

に
わ

た
り

、

漢
学

・
詩
文

・
歌

俳

・
院

曲

・
戯
作

と

、
近
世

文
芸

の
殆

ん

ど
全

分

野

に

わ

た

っ
て
そ

の
文
芸

論

・
文
学

観
を

探

っ
た
も

の
。

著
者

が
従
来

折

に

ふ

れ

て
発
表

さ
れ

た
も

の

か
ら
十

四
篇

の
論

文
を

全
四

○

二
頁

に
集

め
て
あ

る
。
著

者
後

語

に
も
記

さ

れ

る
通

り
、
早

く

は
昭
和

二
十

六
年

の

一
篇

に

初
ま

っ
て
、
三
十

年
代

四

つ
、

四
十

年
代

九

つ
の
論

の
集

成

で
あ

る

が
、

何

れ
も
発

表
さ

れ
た
時

点

で

の
学
界

に
与

え

た
衝
撃

は
言

わ
ず

も

が
な
、

殆

ん
ど
十
数

年
を

経

過
し

た
今

日

に
於

て
、
よ

う

や
く
学

界
最
新

の
動

向

が

、
比

の
書

に
説

か

れ

て

い
る

こ
と
と
軌

を

一
に
し
始

め
て

い
る
有
様

を

見

る
と
き

、
著
者

の
識

見

が
如
何

に
高

か

っ
た
か
、

展
望

が
如
何

に
時

流

を
抽

ん

で
て
遠

く

に
及

ん
で

い
た

か
を
、

今
更
乍

ら
思

い
し
ち

さ
れ

る

こ

と

で
あ
る

。

第

一
篇

「
幕
初

宋

学
者
達

の
文
学

観
」
は
、

岩
波

講
座

「
日
本

文
学

史
」

第
七
巻

の

「
近

世
儒
者

の
文
学
観

」

の
内

か
ら

、
論

題

に
そ

っ
た
部

分
を

更
に
詳
し
く
改
稿
さ
れ
た
も
の
。
思
え
ば
近
世
文
芸
を
雅
俗
の
二
範
疇
に

於
い
て
把
え
よ
う
と
さ
れ
た
の
も
、
敢
え
て
著
者
の
創
見
と
断
じ
て
も
よ

か
ろ
う
し
、
し
か
も
文
学
観
に
於
い
て
雅
文
壇
は
常
に
俗
文
壇
の
そ
れ
を

数
歩
も
リ
ー
ド
し
て
、
近
代
に
つ
な
が
る
萌
芽
も
雅
文
壇
に
於
て
専
ら
育

く
ま
れ
た
と
す
る
、
こ
れ
こ
そ
著
者
の
確
固
た
る
持
論
も
、
従
来
と
も
す

れ
ば
近
世
文
芸
即
庶
民
文
芸

・
俗
文
芸
と
い
っ
た
概
念
で
し
か
把
え
ら
れ

て
い
な
か
っ
た
実
情
に
て
ら
し
た
時
、
最
も
光
彩
を
放

つ
所
で
あ
る
の
だ

が
、
そ
の
近
世
雅
文
壇
の
中
心
を
な
す
儒
学
界
初
発
の
文
学
観
を
、
遅
窩

・
羅
山

・
闇
斎
そ
の
他
の
言
説
に
即
し
て
採
り
出
し
た
も
の
が
こ
の
論
で

あ
る
コ
そ
の
意
味
で
読
者
は
巻
頭
の
こ
の
論
に
於
い
て
、
著
者
の
最
も
特

徴
的
な
姿
勢
を
、
ま
つ
明
瞭
に
し
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

次
の
「石
川
丈
山
の
詩
論
」
は
前
章
の
儒
者
達
と
殆
ん
ど
同
時
代
を
生
き

乍
ら
、
洛
北
詩
仙
堂
に
幽
潜
し
て
隠
詩
人
と
し
て
の
生
涯
を
貫
き
、
殆
ん

ど
近
世
最
初
の
詩
人
と
称
し
得
る
丈
山
の
詩
論
を
、
真
向
か
ら
と
り
あ
げ

た
論
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
日
東
の
李
杜
な
ど
と

い
う
評
価
と
は
裏
腹
に

「極
端
に
言
え
ば
四
分
五
裂
」
と
も
思
え
る
程

の
混
乱
と
誤
解
を
見
せ
乍

ら
も
、
草
昧
期
の
近
世
漢
詩
壇
に
あ
っ
て
、
何
と
か
自
己

「
流
の
詩
論
詩
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風
を

打
ち

た

て
る
可

く
懸
命

に
努

力
し

た

丈
山

の
力
業

が
明

か
さ

れ
て

い

る
。第

三

は

「
文
学

は

「
人
情

を
道

ふ
』

の
説

」
で
、
今
度

の
論
集

の
中

で
最

も
早

く
発
表

さ

れ
、

し

か
も

千
古

の
確

論

と
し

て
著
者

の
名
を

不
動

の
も

の
と
し

た
記

念

碑
的
論

文

で
あ

る
。

元

禄
期

の
上

方
文

化

の
光

彩

の
中

心

を
、

京
都
堀

川

の
古
義

堂

の
主
伊

藤
仁

斎

の

「
道

人
情

」

の
説

に
置

き
、

そ
れ

が
前
代

の
勧

懲
的

文
学

観
を

超
え

て
、

謂
わ

ば
元
禄

ヒ

ュ
ー

マ
ニ
ズ

ム
の
理
論
的

根
拠

で
あ

っ
た

こ
と
を
指

摘
し

、
契

沖

・
近
松

・
芭
蕉

・
西

鶴
と

い

っ
た
、

元
禄

文
化

の
そ

れ
　

の
核

を
作

る
人

々
の
言

説

の
中

に

そ
れ

を
立
証

し

て
見

せ
た
も

の
。

こ

・
に

は
文
学

の

一
ジ

ャ
ン

ル
を
縦

割

り

に
掴

む

の
で
は
な
く

、
あ

ら

ゆ
る

ジ

ャ
ン

ル
に
ま
た
が

っ
て
横

割

り
に

そ

の
全

面
を

過
不

足

な
く
把

握
す

る

と

い
う

、
著
者

の
最

も
特

徴
的
な

研

究

方
法

の
ま

こ
と
に
見

事
な

成
果

が
示

さ

れ
て

い
る
。

続

く

「俳

趣

の
成

立
」

と

「
虚
実

皮

膜
論

の
再
検

討
」

の
二
篇

は
、
俳

階

と
浄

瑠
璃

に
於

け

る
、
美
意

識

と
作
劇

論

の
問
題

を
論

じ

て
、
前
者

で

は

「
相

違
す

る
要

素

が
巧

み
に
組

み
合

わ
さ

っ
て

一
種

の
調
和

に
達
し

た

も

の
」

が
俳

譜

の
美
意

識

で
あ

る

と
断
じ

て
、
こ
れ
を

「
表
現

の
時
代

性
」

な

る
命

題

に
か

ら
め

て
論
じ

て
あ

る
。

言
わ

れ
る
所

は
、

文
学

の
内
容

に

於

い
て
そ

れ
　
〉

の
時

代

に
応
じ

た
発

想

が
あ
る
様

に
、

表
現

に
も
ま

た

そ
れ

が
見
ら

れ

る
筈

で
あ

る
し
、

そ
れ

を
見

究
め

て

い
く

の
が
文
学

研
究

上

必
須

の
こ
と

と
す

る
。

そ

し

て
前

述

の
如

き
美
意

識
を

持

っ
蕉

風
俳

譜

は
、

ま
さ
し

く
近

世
を

代
表
す

る
表

現

の
時
代

性
を

持

っ
て

い
た
と

決
論

さ
れ

る
。

こ

・
に
も
著
者

の
時
代

を
横

割
り

に
す

る
視
点

が
有

効

に
生

か

さ
れ

て

い
る
わ
け

だ

が
、

こ

の

「表

現

の
時
代

性
」

と

い
う

問

題
は
、

著

者

に
と

っ
て
近
年

最
大

の
関

心
事

の
様

に
見

受

け

ら

れ

る
。

後
者

で

は

「
皮
膜
論

」

の
用
語

の
理

解

と

い
う

面

に
焦

点
を

す

え
て

の
考
究

の
結

果
、

筆

者
を

伊
藤

家
古
義

学

の
門

に

つ
ら

な
る
穗

積

以
貫

と
断
定

し

て
、
そ

の

著

述

に
沿

っ
て

「義

理
」

「
人
情

」
等

の
近
松
作

品

の
キ

ー

・
ワ
ー
ド

を

解

き

ほ
ぐ

し

て
あ

る
。

こ

・
で
も
著
者

は

浄
溜
璃

の
論

に
伊

藤
家

の
古
義

学

と

い
う

、

従
来

誰
も
考

え

及
ば
な

か

っ
た
取

り
合
わ

せ
を

行

っ
て
見
事

に
成
功

し

て

い
る

の
で
あ

る
。
著

者

に
は

ま
た

「
穂
積

以
貫
逸

事

」

(
文

学

・
昭
和

48
年

1
月

)

の
論
も
あ

る
。

続

く

「
文
う人
服
部

南
郭

論
」

「
柳

里
恭

の
誠

の
説
」

「
五
井

蘭

洲

の
文

学
歓

」

「
隠

れ
た

る
批
評

家
」

の
四
篇

は

そ
れ
・(
＼
著
者

の
独

壇
場

た

る

文

人
論

.
文

人
伝

の
諸
篇

で
あ

る
。

南

郭
を

論
じ

て

は
近
代

の
萌
芽

期

と

も

い
う

べ
き
時

期

に
あ

っ
て
、

そ

の
足
を
多

く
近

世

の
側

に
残

し
乍

ら
も

近

代
的
な

生

き
方
を
希

求

し

た
が
故

の
矛
盾

を
鋭

く

つ
き
、
柳

里
恭

や
蘭

洲

に
は
朱

子
学

の
土
壌

に
、

か
え

っ
て
新

時

代

の
温
床

と
な

る

べ
き

可
能

性
を

具
現

し

た
者

と
し

て
評
価
し

、
清

田

俺
曳

に
は
儒
者

と
し

て

の
中
国

小

説
類

の
鑑
賞

の
結

果
培

わ
れ

た
批
評

眼

が
、
我

が
国

の
文
学

に
対

し

て

も
遙

か

に
時
代

を
抽

ん
で
た
鑑
賞

・
批

評
を

可
能

に
し

た
様
子

を
解

明
し

て
あ

る
。

文

人
は
近

代

の
中

に
近

代

の
萌
芽

を
示

し
得

た
希

有

な
存

在

と

し

て
、
近

時

そ

の
研

究
は
盛

況
を

見

て

い
る

が
、

か

・
る
風
潮

は
殆

ん
ど

著
者

の
是
等

の
論
に
よ

っ
て
導

か
れ
た
と
断
定
し
て
も
誤
り
で
は
あ
る
ま

い
・

続

く

「
読
本
初

期

の
小
説

観
」

「
上

田
秋
成

の
物

語

観
」

「滝

沢

馬
琴

の
小

説
観

」

の
三
篇

は
、
所

謂
戯

作
文
学

の
中

で
も

、

そ

の
小

説
性

に
於

い
て
中
心

を
な
す

「読

本
」

と

い
う

ジ

ャ
ン

ル
の
、
発
生

期
、

発
展

期
、

完
成

期

の
姿
を

、
そ

れ
　
-＼

の
時

期

の
代
表
的

な
作

家

の
言
説

を
通

し

て

探

っ
た
も

の
で
あ
る
。

初

期

の
そ

れ

は
勝
部
青

魚

、
清

田
俺

里

、
都

賀
庭

鐘

と

い

っ
た
批

評
家

・
実
作

者

の
言
説

に
沿

っ
て
、
中
国

白
話

小
説

の
理

「45一



解

が
そ

の
ま

・
生

か
さ

れ

て
読
本

の
小
説

観
を

形
成

し

た

こ
と
、
秋
成

に

於

い
て
ほ

一
段

と
洗

錬

さ
れ

て
殆
.ん
ど
近

代
的

と

稻
し

て
も
良

い
部

分
を

持

つ
に
迄

至

っ
た

こ
と

、
馬

琴

の
そ
れ

は
所

謂

「
勧

善
懲

悪
」

で

は
あ

る

が

、
決

し

て
幕

初
の
朱

子
学

者

の
そ
れ

の
如
く

思
想

が
文

学
を

包

ん

で
し

ま
う

の
で
は

な
く

、
あ

く
迄

も
文
学

の
中

に
思

想
を

包

み
込

む
と

い
う

、

極

め

て
近

代

に
接

近
し

た
意

識

が
証
明

さ
れ

て
、
従

来

の
迫
遙

に
始

ま

る

馬

琴
理
解

が

、
実

は
誤

解

で
あ

っ
た

こ
と
を
見

事

に
論
証

し

て
あ

る
。

今

後

馬
琴

研
究

の
定

礎

と
な

る

べ
き

論

で
あ
ろ
う

。

「
小

沢
慶

庵
歌

論

の
新
検

討
」

「景

樹

と
子
規

」

の
二
篇

は
何

れ
も

近

世
末

期

の
歌

論

の
検
討

で
あ

る

が
、

こ

の
分

野
も

従
来

僅

か
な
専

門
家

の

意

見
を

見
る

ば

か
り

の
分
野

で
あ

っ
た
所

へ
鍬

を

入

れ
て
、

底
庵

の
歌

論

に
は

石
田
梅

岩

の
心
学

説

と
芭
蕉

の
俳

論

の
影
響

と

い
う

、

著
者

な

ら

で

は

の
全

く
予

想
外

の
指

摘

が
行

な
わ

れ
、

「
景
樹

と

子
規

」

で
は
底

庵

の

影
響

を

最
も

強
く

受

け
た
景

樹

と
、

そ
れ

に
罵
言

を
あ

び
せ
た

子
規

と
を

比

較
し

て
、

寧

ろ
子

規

の
強
調

し

た
歌

論

の
殆

ん
ど

が
実

は
景
樹

に

よ

っ

て
既

に
よ
り

理
論

的

に
述

べ
ら

れ

た
も

の
で
あ

り
、

子
規

の
罵

言
は
要

す

る
に
景

樹

に
対
す

る
誤
解

と
し

か
言

い
よ
う

の
な

い
も

の
と
結
論

さ

れ

て

い
る
。

以
上

十

四
篇

に
わ

た

っ
て
粗

雑

な
紹
介

を
試

み

た
わ
け

だ
が

、

一
言
附

け

加

え
れ

ば

B
5
版

・
四
○

二
頁

の

こ
の
本

は
体
裁

の
小

ぷ
り

に
似

合
ず

内

容

の
浩
渤

さ

に
於

い
て
群
書

に
抽

ん

で

る
も

の
。
大

著

と
は

か

・
る
も

の
を

言
う
。

小

型

の
本

は

こ

の
著
者

の
御

好

み

で
あ

る

だ
け

に
、
内

容
も

著

者

快
心

の
も

の
で
あ

る
筈

、
従

っ
て
読

者
諸

賢
、

も

し
中
村

先
生

の
真

骨

頂

を
得

た
く

ば

、
今

後

と
も
よ

ろ
し
く

小
型

本

に

つ
か
れ

ん

こ
と
を
御

奨

め
す

る
。

(昭
和
五
十
年
二
月
、
岩
波
書
店
、
四
○
二
頁
、
二
一
○
○
円
)

一46一


