
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

「柳澤騒動」實録の轉化

中村, 幸彦

https://doi.org/10.15017/12222

出版情報：語文研究. 26, pp.1-8, 1968-10-31. 九州大学国語国文学会
バージョン：
権利関係：



「
柳

澤

騒

動

」

實

録

の

韓

化

中

村

幸

彦

研

究

対
象

も
少
な
く

な

い
の
に
、
文
藝
性
も
低

い
実
録
体
小
説
を
採
上
げ

る
理
由

は
別

に
述

べ
る

の
で

こ
こ
で
は
省
略
す

る
が
、
筆
者
と

し
て
は
、
粋
興
で
な
く
、

近
世
文

学
研
究

上
か
ら
も
、

そ
の
必
要

を
痛
感

す
る
か
ら
で
あ

る
。
も

し
研
究
が

進
捗
す

れ
ば

、
実
録
体
小
説
自
ら

の
み
な
ら
ず

、
諸
方

面

の
研
究

に
資
す

る
処
も

大
き

い
と
考

へ
る
。
そ
の

こ
と
は
以
下

に
も
若
干

ふ
れ
る
所
が
あ
る
で
あ
ら
う
。

実
録
体

小
説

(以
下
実
録

と
略

す
〉
は
、
文

学
と
し

て
研

究
対
象
と
な

っ
た

こ
と

は
殆
ど

な
い
。
た
だ
そ
れ
 

の
内
容
を
な
す
事
件

の
、
史
実

の
研
究

に
の
み
用

ゐ

ら

れ
、
そ

の
利
用
価
値

の
乏
し
さ
を
証

さ
れ

て
ゐ
る
が
、
文
学

の
側
か
ら
す

れ

ば
、
実

よ
り

は
虚
が

問
題
で
あ

り
、
如
何

に
実
か
ら
離
れ

、
虚

が
豊

か
に
な

っ
て

ゆ
く
過

程
が

、
実

録
の
文
学
的
転

化
で
あ
る
。
本
稿
で
は
従
来

の
実
録

の
あ

つ
か

ひ
方
と
逆

の
方

向
を
採
る
も
の
で
あ
る

こ
と
を
、
先
づ
述

べ
て
置
く
も

の
で
あ

る
。

柳

沢
騒

動

と

一
口

に
称
さ

れ
る
実

録
は

、
徳

川
将

軍

家

の
云
は
ば

御

家

騒

動

で
あ

っ
て
、
当
面

の
事
件

発
生

後
、

直

に

実

録

が
出
来

、
幾

変
転

し

て

、

二
十

巻

の
大

部
な
も

の
迄

に
発

達
し

た
、

色

々

の
点

で

典
型
的

な
実

録
で

あ

る

の
で

、
既

に
故

三

田
村
鳶

魚
翁

も

、

そ

の
転

化

の
大
体

を
解
説

し

た

こ
と

が
あ

る

(
新
版
帝

国

文
庫

の
加
賀

・
伊

達

・
秋

田

・
騒
動
実

録

解

題

)
が

、

こ

こ
に
若
干

の
新

し

い
資

料
を

合

せ

て
、
改

め

て
考

察
す

る

こ
と

に
し

ょ
う
。

「
柳
沢

騒
動

」

の
実
録

も

、
そ

の
他

の
実

録
同

様

に
、

そ
し

て
、

そ
れ

ら
以

上

に
多

く

の
異

本
を

持

っ
て
ゐ
る

。
初
め

は
十

四
五
葉

の
も

の
か
ら

、

二
十

巻

の
大
部

の
も

の
に
発

展
し

た
。

今

日
活
字

を

も

っ
て
流
布

す

る
も

の

(
近
世

実
録

全
書

・
帝

国
文
庫

な

ど
所
収

〉
は
、
二
十
巻

で

、
護

国
女
太

平

記
と
題

す

る
。

そ

の
筋

の
大

概

は

、
立
身

出
世

を

望

む
旗
本

柳

沢
吉

明

後

の
吉

保

が

、
徳

川

五
代
将

軍
綱

吉

を
女

色
遊

堕

に
さ

そ

っ
て
、

寵
遇

を

得

る
。
や

が

て
婚

姻
関

係

に
よ

っ
て
諸

侯
を

味
方

に

つ
け

、
天
下

の
実

権

を
握

ら

う
と
大

望

を

い
だ

き
、

六
代

将

軍
と

な

る
甲

州
宰
相

綱
豊

を

呪
誼

し
た

り
、

自
ら

の

一
子

吉

里
を

将
軍

の
種
と

云

ひ
立

て
、

将
軍

の
養

子
と

し

ょ
う
と

た

く
ら

み

、
既

に
百

万
石

の
墨
付

を

得

る
。
か

く

て
は

徳
川

の

社

稜
が
危

い
と
見

た
綱

吉

の

正
室

、
鷹

司
氏

信

子

が
、
今

は

隠

退

の
大

老

井
伊

掃
部

頭

と
相

謀

つ
て
、
病

中

の
綱

吉

を

、
自

ら

の
手

で
拭

し
、

一
ケ

月

の
後

に
自

ら
も

生
命

を

絶

っ
た
。

よ

っ
て
綱

豊

が

六
代

将

軍

の
位

に

つ

き

、
徳
川

の
天
下

は

無
事

な

る

こ
と

を
得

た

と
云

ふ
。

こ

の
作

中

、
重

大
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な
事

件

は
殆

ど
、
虚

構
で

あ

る

こ
と

は
、阜

く
、
林

述
斎

が

松
浦
静

山

に
語

っ
た
と

、
甲

子
夜

話
巻

十
九

に
見

え

て
ゐ

る
。

そ

の
通
り

で
あ

る

こ
と

は

一
々
、

本
稿

で
は

穿
盤

し

な

い
が

、

そ

の
為

、
綱

吉

や
吉

保

の
ご
と

き
、

当

代
第

一
級

の
文

化

人
達
が

、
作

品
中

で

は
、

ひ

た
す
ら

柔
弱
で

あ

り

、

専

ら
悪

人
と

な

っ
て
ゐ
る
。

そ

れ
も

、
初

め
か

ら
終

り
ま

で

、
出

っ
ぱ

な

し

に
、

紙
上

に
登

場
す

る
が

、

一
向

に
性
格

も

具
体

性

が
な

く
、
筋

の
は

こ
び
手

と
称

し

て
よ

い

の
で

あ

る
。

か

へ

っ
て
護

国
女
太

平

記

と
題
す

る

だ

け
あ

っ
て
、

三
人

の
主
要

な
女

性

が
、

最
も

注

目
さ

れ

る
。

一
は
綱

吉

の
生

母
桂

昌
院

(
お
玉

の
方

〉
で

あ

る
。

綱
吉

が

学

問

に
熱

中

し

て
身
体

を
害

せ

ぬ
や

う
に
遊

楽

を
す

ゝ
め

、

子
孫

が

な
く

て
は
将

軍

家

が
断
絶

す

る
と

て
美

女
を

す

ゝ
め

、
好

邪

の
弁

別

な
く

、

口
あ

た
り

の

よ
い
才

人
を

、
親

孝

行
の
綱
吉

に
近

臣
と

し

て
す

ゝ
め

る
な

ど
、

全

く
世

に
云
ふ
甘

い
母

親

で
あ

る
。

二
は
吉

保

の
妻

お
さ

め

で
あ

る
。
夫

の
出

世

立
身

の
為

に
、
自

分

の
才
能

と
美

貌

を
十

分

に
利

用

し

て
、

桂
昌

院

、
綱

吉

に
取
入

り
、

果

て
は

、
貞

操
を

も

将

軍

に
献

じ

て
、

そ

の

一
子
を

将
軍

の
子

と
認

め
さ

せ

て
、

養
子

と
す

る

こ
と
を

迫

る
。

女
性

の
毒
婦

性

を

よ

く
示

し

て
ゐ

る
。

三
は

、

こ

の
書
名

の

「
護

国

」

の
所

以
を

な

す
鷹

司

氏

信
子
で

、

国
家

即
ち

将

軍
家

の
為

に
は

、
身

を

殺
し

、

夫
で

あ

る
将
軍

さ

へ
を

も
斌

す
、

烈
女

型

で
あ

る

。
甚

だ

あ
ざ

や

か

に
対

照
的

な
、

そ

し

て

ギ

リ

シ
ャ
悲
劇

の
昔

か

ら
、

永
遠

の
謎

で
も

あ

る
女

性

の
特

色

の

三

つ
の

面
を

示
し

て
ゐ

る

の

は
、
誰

人

に
も

注

目

さ

れ
る

でて
あ

ら
う

。
た

だ

し

こ

の
三
人

の
女

性

も

、

そ

の
性

格

を
あ

ざ

や
か

に
示

す
頂

点

は

と

も
か

く

と

し

て
、

そ
の
前

後

の
経

過
で

は

、

き
は

め

て
朦

朧

と
し

て
、

近

代
小

説
的

な
緊

密
な
構

成

の

上

に
立

つ
性
格

は
持

っ
て
ゐ

な

い
。

近

代

小

説
的

立

場

か
ら

見
れ
ば

、

最

も

食

ひ

足

ら

な

い

の
で

あ

る

が

、

こ

れ

は

、
全

実

録

に
通
ず

る
特
色

で
あ

っ
て
、

そ

の
点
で

も

、

柳

沢
騒
動

は

一
典

型

と
も

云

へ
る
。
従

っ
て
、
近
代

の
読

者

は

一
向

に
近
づ

か

な

い
の
み

な

ら
ず

、
研

究

者
も

、
食
欲

を
感

じ

な

い
類

の
も

の
で
あ

る
。
し

か
し

近
世

人

は
、

小
説

を
読

む

こ
と
で

も
未
熟

で

あ

っ
て
、

こ
れ
を

十
分

に
面

白

く
享

受
し

た

こ

と
は

、
異
本

の
様

々
出

た

こ
と

や

、
歴
世

の
貸

本

屋

の
主

要
な
商

品

で
あ

っ
た

こ
と
か

ら
も

想
像

で

き

る
。

万
事
秘

密
主

義

な
近

世

で
は

、
将

軍

や

大

名

の
生
活

は

、

一
般

に
は
わ

か

り
か

ね
た

の
で

、
柳

沢

騒
動

の
如

き
で

も

、
或

は
さ

も
あ

ら

う
と

思

は
れ

た

の
で

あ

る

。

こ
の
系

統

の
元
宝
荘

子

や
癬

朝

賢
婦

秘
鑑

な

ど
は

、
異

本

と
照
合

し

た
り

、
史

実

で
注

記
し

て
評

を
加

へ
た
り

し

て
ゐ

る
態

度
か

ら
も

、
事

実

と
考

へ
た
部

分

の
あ

っ
た

こ

と

を
物

語

る
。
母

親

の
甘

さ
、
姦

通
、
主

人

を
お

し

こ
め

て
も

家
を

立

て

る

な
ど

云
ふ

こ
と

は

、
近
世

の
封
建

社
会

の
家
庭

に
は
、
道

徳
論

が

煩

は

し

い
程
行

は

れ
た

と
.は
裏

は
ら

に
多

か

っ
た

。
実

録

の
読
者

達

は

、
最
も

大

き

な
家

庭
で

あ

る
徳

川
家

に
も

さ
う

し
た

こ
と

が
あ

り

さ
う

な

こ
と
だ

と
、
多

少

の
誇

張

を

そ

こ
に
認

め

な
が

ら
も

、
事

実
的

読

み
物
と

し

て
読

ん
だ

の
で

あ

っ
た

ら

う
。

叙

上

の

三
人

の
女

性
も

、

か
く

の
如

き

読
者

の
嗜

向

に
応
じ

て
、
紙

上

に
出

現
し

、
性

格

が

明
確

と

な
り

、

そ
し

て
作

品

の
転
化

と
共

に

成
長

し

て
行

っ
た

も

の
と

思

は

れ

る
。
よ

っ
て

、
以
下

、
こ

の
三
女
性

に

一
応

焦

点

を

据

え

て
、
転

化

の
様
相

を

う
か

ゞ
ふ

の
も

、
無

駄

な
方
法

で

は
な

い

で

あ

ら

う
。

二

 

柳

沢
騒
動

の
最

も
原

始
的

な

姿

を

も

っ・
も

の
は

、
日
光

か

ん

た

ん

の
枕

と
題

す

る
。

所
見

の
も

の
は
十

四
枚
半

一
冊

の
も

の
、

増
補

日
光
郎

螂
枕
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の
序

に

「世

に
日
光
郎

螂
枕

と
題

し

て
、
僅

に
十

二
三
張
ば

か
り

の
書

本
」

と
云

ふ

の
が

こ
れ
で

あ

る
。
綱
吉

の
近

臣
で

、

こ
れ
を

直
諌

し

て
、

上
州

高

崎
に
既

さ
れ

た
八

木
主
税

(
こ
れ

は
実
在

人
物

で

、
宝
永

二
年

の
武

鑑

で
は

、

四
百

五
十
俵

の
御
小

姓
衆

と
し

て

の
る

)
な

る
人
物

が

、

日
光

廟

に
通
夜

し

て
、
主

家

の
将
来

を
祈

願
し

た

処
が

、
徳

川
家
康

の
使
者

が
夢

に
現

は
れ

て
語

る
と

い
ふ

形
で

、
柳

沢
政
治

を
批

判
攻

撃

す

る
の
が

、

そ

の
内
容

で
あ

る

。
批
難

の
対

象

は

生

類
憐

み

の
令

、
大
銭

の
鋳

造

、
諸

侯

と

の
婚

姻

、
賄

賂
政

治
と

、
当

代

の
事
実

の
外

に

吉

保

の
任

地

甲
府

よ
り
駿
府

に
よ

っ
て

、乱
を
お
こ
し
、
元
来

武

田
家

の
出
で

あ

る
柳

沢

が

、

武

田

の
仇

敵

徳
川

氏
を

滅
亡

さ

せ
ん
と

し
た

と
誇

張

す

る
こ
と

も
あ

る

。

ま

た
綱
吉

の
塊
後

、
追

腹
を

切
り
も

せ

ぬ

こ
と
を

難
じ

て
も

居

る
。

そ

の

攻
撃

の
対

象

は
、

宝
夢

録

(
未
刊
随

筆

百
種
十

二
所
収

)
な
ど

に
見

え

る

落
首

と
殆

ど

同
じ

も

の
で
あ

っ
て
、
そ

の
限

り
で

は

、
落
首

風

政
治

批
判

の
や
や
形

式
を

整

へ
た

も

の
で
、
ま

だ

実
録

と
は

称

し
が

た

い
。
小

説
ら

し

い
夢
中

の
趣

向

も

、
宝

夢
録

に
は
既

に
、
東

叡

山

通
夜
物

語
と

て
、
松

平
輝

貞
が

、
綱

吉

の
棺

の
宿
直

の
夜

の
夢

に
、
厳

有
院

即
ち

綱
吉

の
父

三

代
家

光
が

現
れ

て
、

五
代

治

下

の
弊

政

を
論

じ
た

も

の
が
あ

る

。
か

ん
た

ん

の
枕
と

、

こ

の
通
夜
物

語

と

の
前

後

は
、
に
は
か

に
判

じ

難

い
が

、い
つ

れ
か

の
影
響

に
よ

る
も

の
と

見

て
よ

い
。

こ
の
書

に

は
、
ま

だ

三
人

の
女

性

は

一
人

も
見

え

な

い
。

吉
保

を

云

っ
て
、

「
剰
世

惇
伊

勢
守

(吉

里

)

を
将

軍

の
落
し

種

と
号
し

て
、
是

へ
天

下
を

と
ら

せ
ん

と
謀

る
」

と

見
え

る

の
み
で

あ

る
。

こ
れ

に

つ
い

て
は
、
実

際

に
吉

里
が
綱

吉

の
落

胤

で
、

そ

の
母
は
綱

豊

即
後

の
家

宣

の
室
近

衛
氏

に
従

っ
て
京
都

か

ら

江
戸

に
下

つ
た

染
子

な

る
女
性

で
、

吉
保

に
賜

っ
た
時
妊

娠

し

て
ゐ
た

と

の
、

醇
堂

漫
抄

な
ど

の
説

を
鳶
魚

翁

は
紹

介
し

て
ゐ
る
。

実

録
研
究

に
は

、

モ
デ

ル

と
そ

の
虚
構

化

の
問

題
が
、

大
き

な
課

題
な

の
で

あ
る

が
、
転

化

の
次
第

の
み
を

目
的

と
す

る
本

稿
で

は
、

全
く
採

り

上
げ

ぬ

こ
と
と
す

る

。

こ

の

書

は
大

い
に

世

の
関

心
を
引

い
た

と
見

え

て
、

正
徳
元

年
六
月

に
成

っ
た

黒

田
家

五
代

目

の
好
臣

隅

田
重
時

に
筆

諌
を
加

へ
た
福

岡
夢
物

語

(
列

侯

深
秘
録

所
収

)
は
、
久

留
米

藩
士

が
桜
井

の
宮
居

で
見

た
夢
中

談

と
な

っ

て
ゐ

る
。
か

ん
た

ん

の
枕

の
趣
向

に
学

ん
だ

も

の
で
あ

る
。

よ

っ
て
か

ん

た
ん

の
枕
は
綱

吉

莞
去

の
宝

永
六

年

(
一
七

〇
九

)
か

ら
正
徳

元

年

(
一

七

二

)
の
間
、

一
二
年

の
間

に
出
来

た
も

の
で

あ
る

。

こ
の
書

の
著
者

を

、
八

木
主

税

そ
の
人

と
す

る

説
(
文
廟

外

記

)
や

「
赤
穂

一
件

の
時
隠
密

御

用

に
播

州

へ
遣

は
さ

れ
し
御

小

人

目
付

、
仔
細

あ

り

て
改
易

せ

ら
れ
し

人
が
、

上
を
恨

み

時
を
誘

ら

ん
と

て
」

(
甲

子
夜

話
十
九

の
林

述

斎
説

)

と
云

ふ
説
が

あ

る
が
明

ら
か

で
な

い
。

正
徳

二
年

正
月

に
京
都

の
八
文
字

屋
か

ら

、
頼
朝

三
代

鎌
倉

記

刊
本

五

冊

の
浮
世

草

子
が

発
販

さ
れ

た
。

当
時

は
正

徳

三
年
閏

五
月
六

日

(徳

川

禁
令

考

に

よ
る

)
に

、
時
事
小

説

や

モ
デ

ル
の
あ

る
戯
曲

の
禁

止
令

が

下

り

た
程

、
政

治

や
社
会

上

の
出
来

事
を
材

と

す

る
作
品

が
出

現
し

た

頃

で

あ

る
。

こ
の
書

も

、

鎌

倉

将

軍

頼

家

の

時

代

に

し

て

居

る

が

、

比

々
と
し

て
五
代
将

軍
治

下

の

こ
と

で
、
後

出

す

る
も

の
と
比

較
し

て
、

柳

沢
騒
動

の
実
録

と

同
題
材

な

の
で

あ

る
。
且

つ
こ

の
書

の
前
後

数

葉

は
、

話

の
本
筋

の
部

分

と
版
下

の
筆

蹟

を
異

に
す

る
。
本

筋

の
部

分

よ
り
後

に

附

さ
れ

た
も

の
と

見
受

け
ら

れ

る
。

そ
し

て

こ
の
部
分

は
頼

家

の
臣

八
牧

主
水

之

助
が

、
鶴

岡
八

幡
宮

に
参

篭
し

て
の
夢

に
、
以

下

即
ち
本

筋

の
如

き
を

見

た
と

云
ふ

開

口
と
結

び

に
あ

た
る
。

前
後

の
数

葉

の
版
下

の
相

違

に
よ

っ
て
、
改

題
本

か

と

の
疑

を
も

た

れ

て
居

る
が
、
本
筋

の
部

分

の
版

下

が

な

っ
て
後

、
前

後
を

か

ん
た

ん

の
枕

に
よ

っ
て
作

り
改

め
た

こ
と

に
よ

一3一



っ
て
生

じ
た
事

象

で

は
な

か

ら
う
か

。

た
だ

し
本

筋

に
も

所

々
、

か

ん
た

ん

の
枕

に

よ

っ
た

か
と

思

は
れ

る
点

も
あ

る
が

一
々
指

摘

し

な

い
。
内
容

に
も
利

用
し

た

か
ん

た

ん

の
枕

の

趣

向

を

、

そ

の

後

出

版

が

近

づ

い
て

か
ら
再

び
利

用

し

た
と
考

へ
れ
ば

、

こ
の
事

象

も
理

解
出

来

る
。

違

っ
た

版
下

を
混

ず

る
な

ど

の
不
体

裁
を

、

こ
の
や

う

に
考

へ
て

、
し
ば

ら

く
改

題
説

を
と

ら

な

い
で

置

く
。

こ
の
書

は
浮

世
草

子

に
相

違

な
く

、
実
録

の

転
化

を
論

ず

る
今

は
、

詳
述

し

な

い
け

れ
ど
も

、

小
説

史

と
実
録

と

の
接

触

を

こ

こ
に
見

る

こ
と

は
注

目

す

べ
き
で

あ

る
。

こ
の
後
も

、浮

世
草

子

.

読

本

・
草

双
紙

の
素
材

源

に
実

録
が

な

っ
て
ゐ

る

こ
と

は

、
若
干

指

摘
が

あ

り

、
指
摘

以

外

に
も
頗

る
多

い
と
想

像
で

き

る
の
だ

が

、
殆

ど
研

究
を

加

へ
ら
れ

な

い
ま

ゝ
で
あ

る
。

そ
れ

は
、
実

録

研
究

の
放
梛

.
遅

延

に
原

因
し

て
、

そ

の
為

に
小
説

史

の
隆

路
を

生

ん
で

ゐ

る

の
で

あ

る
。

将

軍
家

の
歴

代

の
伝

や
政

治
上

の
問
題

を

あ

つ
か

っ
た
も

の
を

、
後

々

講
談

で

は
、
御

記
録

読

み

と
云

ふ
。

実

録
が

、
講

談

の
種

本
で

あ

り
、

両

者

の
関
係

の
深
さ

は

、
近
世

実

録
全

書

の
発
行

の
趣

旨

に
も
述

べ
ら

れ

て

常

識
で

も
あ

る

の
で

、

こ

こ
で

は
述

べ
な

い
が

、

日
光

か

ん
た

ん

の
枕

の

内

容

は
、

一
つ
の

五
代
将

軍
政

治

史

で
、

御

記
録
読

み
風

に
発

展
す

る
要

素

を
も

つ
も

の
で
あ

る

。
が

一
方

、

一
国

の
家
老

な

ど
が
主

家

横
領

を
画

策
す

る
筋

は
、

講
談
で

は
御

家
騒

動

と
云

ふ

。
伊

達

騒
動

、
加

賀

騒
動

の

類
で

あ

る
。

こ

の
か
ん

た

ん

の
枕

は

又

、
御

家
騒

動

風

に
展

開
す

る
要

素

を

も
持

つ
て
ゐ
た

。

日
光

山
通

夜
物

語

と
題

す

る

一
冊

は
、

か

ん
た

ん

の

枕

を
、
御

記

録
読

み

風

に
発
展

さ

せ
た

も

の
で

あ

る
。

か

ん
た

ん

の
枕

の

夢

中

談
の
初

め

に
、
徳

川

家
康

が

、
か

っ
て
是

と

云

ふ
字
を

片

手
で

握

っ

た
夢

を
見

た
。

こ
れ
は

日
下

人
を

握

る
即
ち

天

下

人

に
な

る
兆

で
あ

る
が

片

手

即
ち

五
代

ま
ぞ

は
無

事

だ
が

、
六

代

目
が

心

配

だ
と
夢

判

断

さ
れ

た

こ
と
が

見

え
る
。

通
夜

物
語

は
、

こ
の
話

を
上

げ

て
、

四

代
ま

で

の
出

来

事

を
も

述

べ
て
、

五
代

に
及

ん
で

ゐ

る

の
で

あ

る
。
御

記

録
読

み
で

は
、

女

性

の
出

る
幕

が
殆

ど

な
く

、
吉

里
を

落

胤

と
す

る

一
条

を

そ

の
ま

ま

に

存

す

る

の
み
で

あ

る
。

か

へ

っ
て
後

々

に
も

伝

は
る

、
百

万

石

の
墨
付

を

小

笠
原

佐
渡
守

が

、
吉

保
か

ら
取

り

も
ど

す

一
条

が

詳
か

で

あ

る

の
も
、

御

記

録
読

み
風
で

あ

る
。
通

夜
物

語

の
文
字

は
前

出

の
東

叡

山
通

夜
物

語

と
共

通
す

る
が
、

こ
の
書

の
出

現
は

、
か

ん

た

ん

の
枕

を

そ

れ
程

遠

く
離

れ
な

い
頃

と
想
像

す

る
外

は
な

い
。

た
だ

し

所
見

本

に
は

処

々

に
註

記
が

あ

る
。
吉
里

の
こ
と
を

「
後

松

平
甲

斐
守

吉

里

ト
号

ス
、

和

州

郡
山
城

主

十

五
万
石
也

」

と
す

る

。

こ
の
註
記

が
著

述

時

の
も

の
な

ら
ば

、

吉

里

の

郡
山

移
封

の
享

保
九
年

以
後

と

な

る
が

、

そ
れ
も

確

か
で

な

い
。

か
ん
た

ん

の
枕

を
御

家

騒
動

風

に
展

開
さ
せ

た

の
が

、
増
補

日
光

郎

螂

枕

(
近
世

実
録
全

書
第

一
巻
所

収

)
で

あ

る
。
京

大

圖

書
館

蔵

の

一
本

に

は

、
目
録

の
中

に
、

「
寛

延

三

午
歳

綴
之

」

の
文

字

が

見

え
る
。

そ
し

て

序

に
は

、
自
分

は
壮

年

の
頃

、
彦

根

の
井

伊

家

に
勤

仕

し

て
ゐ

て
、

こ
の

事
件

の
仔
細
を

ほ

ゞ
知
り

、
親

し

い
人

々
の
所

望

に

よ

っ
て

こ
れ
を

書

い

た
と
見

え

て
ゐ
る
。

こ
の
書

に

よ

っ
て
、
安

永

四
年

に
元
宝

荘

子

(
翁
草

第

七
十

七

・
七

十

八
所

収

)
を
著

し

た
可

々
陳

人

こ
と

神
沢

杜

口

は
、

こ

の
書

の
著

者
を

浪
華

隠
士

岡

主
計

(
日
本

随
筆

大

成

の
活
字

で

は
毛

計

と

あ
る
が

、
恐

ら
く

は
誤

写
又

は

誤
植

で
あ
ら

う

)
と
し

て
ゐ
る

。
文

章

は

実
録

の
常
で
違

っ
て
ゐ

る
が

、

同
じ
内

容

の
も

の
で

、
単

に

日
光

帥

鄭
枕

と
題
す

る
も

の

(大

阪

府
立

圖
書

館

石
崎

文
庫

蔵

)
、

日
光

霊

夢

記

と

題

す

る
も

の

(
天
理

圖
書

館
蔵

)
も

あ

る
。

こ
の
作

品

は
、

前

の

二

つ
の
作

品

に
見
え

る
政
治

批
評

や
御

記

録
読

み
風

の
も

の
は
減

少

し

て
ゐ

て
、

括

話
が

こ
れ

に
か

は

っ
て
入

っ
て
来

る
。
柳

沢

家
出

入

の
呉

服

屋
菱

屋
庄

右



ヱ
門
、
知

足

院
円

海
後

の
護

持
院

僧
正

の

こ
と
、

悪
浪

人
小

山

田
与
市

、

犬

医
者
今

川

平
助

な
ど

、
元

禄
当
時

の
実
在

人
物

の
話

が
、
作
意

さ

れ
た

本
筋

と

の
関

係
を

も

っ
て
、
処

々

に
括

入

さ
れ

る

の
で
あ

る
。

講
談

に
今

も
義

士
外

伝

な
ど

云

ふ
そ

の
外
伝

的
な

も

の
が

増
加

し

て
ゐ

る
。

こ
れ
は

他

の
実

録

の
生
長

に
も

認

め
る

、
実

録
拡

大

の
常

套
的

方
法

が

、
既

に
郎

螂
の
枕

の
増
補

と

し

て
働
き

出

し
た

の
で

あ

る
。

井

伊
掃

部

頭
が

、
云

は

ば

善
玉

の
大

将
格

と

な

っ
て
、

柳

沢
方

へ
密
偵

を
放

っ
た
り
し

て
、
盛

に

活

躍
す

る

の
も

、

こ
の
書

に
初

出

で
、
著

者

岡

主
計

を

、
井

伊

家
浪

人
と

す
る

所
以
で

も
あ

る
が

、

こ
れ
が

実

は
御

家
騒

動

風

の
定

っ
た
型

で

も
あ

る
。

そ
し

て
御
家

騒

動
で

は

、

女

性

が

加

ら

ね
ば

、
体

を
な

さ

な

い

の

も

一
特
色

で

あ

る
。

例

へ
ば
黒

田
忠

之

と
栗

山

大
膳

、
男

と
男

の
意

地

の

張

り
合

ひ
で

あ

る
黒

田
騒

動
物

の
初

期

で

は
、

女

性

な
ど

全

く
関

係
が

な

い

の
に
、
実

録

が
、

小

説
風

に
な

る

に
従

っ
て
、

愛

妾

お
秀

の
方

が

登
場

す

る
如

く

に
で
あ

る
。
柳

沢

騒
動

で
も

、

こ
の
増

補

に
至

っ
て
、
問

題
と

す

る

三
女

性

が

登
場

す

る
。

し
か

し
桂

昌
院

は

、
旗

本

や
富

家

が
、

上

野
御

成

の
途

中

の
綱

吉

に

、

自

分
達

の
娘

が

目

に
と
ま

る

や
う

に
と
願

ふ

所
で

、

京

都

西
陣

の
織

物

屋

の
娘
が
今

は
桂

昌

院

と

あ

が

め

ら

れ

て
ゐ

る

に
あ

や
か

り
た

い
と

云

ふ

所

に

一
度

出

る

の
み

で
あ

る
。
吉

保

の
妻

は

お
床

と

云

ふ
名

で

出

て
、

柳

沢

邸

に
入
駕

し

た
綱

吉

の
前

に
、

娘

と
共

に
侍

し

た
が

、

将
軍

の
気

に
入

っ
た

の
が
母

の
方

が

先

で
あ

り
、

や

が

て
娘

や

そ

の
養

女

が
寵

を

受

け
る

こ
と

に
な

っ
て
ゐ

る
。

し
か

し

こ

の
作

品
で

は

ま
だ

お

床

の
方

が

受
身

で

あ

っ
て
、
毒

婦
型

と

は

云

へ
な

い
。

こ
の
事

実

は
柳

沢

家

の

こ
と

で

な
く

同

じ
く
綱

吉

の
近
臣

で
あ

っ
た
牧

野

成
貞

の
妻

阿
久

里

(
か

っ
て
桂
昌

院

の
侍
女

で
あ

っ
た

)
と

、

そ
の
娘

安

子
で

あ

る
と

、
鳶

魚

翁

に

よ
る
考

証

が

あ

る

(大

名
生

活

の
内

秘

)
が
、
増

補

の
話

は
、

そ

の
実

事

と
も

亦
違

っ
・て
ゐ

る
。

お
床

は
王

子
村

の
庄
屋

三
郎

右

ヱ
門

の
娘

で

、
家

運

の
隆

盛

を
祈

願

し

て
、
吉

明

(
後

の
吉

保

)
は
処

々

の
稲
荷

に
詣

で
た

が

、

王
子

村

の
金

助
狐

の

桐
が
殊

に
信
仰

で
、

こ
こ
で
吉
明

と

恋

に

お
ち

入

り

、
夫

婦

と
な

っ
た

と
云

ふ
。

狐

に
か
ら
む

所
が

、
あ

へ
て
云

へ
ば

少

々
妖

婦

め

い
て
ゐ

る
。

頼
朝

三
代
鎌

倉

記
巻

三
に
は

、
吉

保

に
相

当

す

る
比
企

判

官

の
館
で

、

田
楽
見

物

の
中
狐

が
あ
ら

は
れ

て
芸

を

す
る

場

が
あ

る
が

、
何

か

関
係

が
あ

る

の
で
あ

ら
う

か
。
綱
吉

の
正
室

鷹

司
氏

は

、

こ

の
増
補

で

、

も

う
既

に
護

国
女

太
平

記
と

殆
ど

同
じ

に
、
詳

し

く

明
確

な
姿

を

も

っ
て

登

場
す

る
。

徳
川

実

記
な
ど

に
よ
る
と
宝

永

六
年

正
月

綱

吉

が

、

同

二
月

に
鷹
司

氏
信

子
が

段

し
た

の
は

、
共

に
流

行

の
麻

疹

で
あ

っ
た

。

そ
れ

を

正

室
が

将
軍

を

斌
し

た
と
し

た

の

に
何

か

よ
り
処

が

あ

っ
た

の
で
あ

ら

う

か

。

八
文
字

屋
本

の
鎌

倉

記
で
も

、
綱
吉

に

あ

た

る
頼

家

を
、

愛

妾

の

阿

波

の
局
が
獄

し

て
自

ら
も

死

ぬ

こ
と

に
な

っ
て
ゐ

る

。
後

年

の

元
宝
荘

子

に
も

秘
説

と
し

て
、
井
伊

直

興
と
謀

っ
て

こ
の
行

動

に
出

た

こ
と

を

述

べ

て
あ

る

。
噂

が
あ

っ
た

と
し

て
も
、

鎌
倉

記

の
影
響

は
、

お
床

の
場
合

と

合

せ

て
、
無
視

出

来
な

い
。

こ
こ
に
は

、
浮
世

草

子

の
影

響

を
実

録

が

受

け

る
、
前

出

と
は

逆

の
小
説
史

と
実

録

の
交
渉

が

存

す

る

こ
と
を

見

幾

し

て
は
な

ら
な

い
。

こ
の
鎌

倉

記
が

明
和

四
年

に
、

大

阪

の
升

屋
か

ら

改

題

し

て
出

さ
れ

た
時

の
書

名
が

、
桜
御

殿

郡
鄭
枕

で

あ

っ
た

。
前

後

二

つ

の
柳

沢
騒

動

の
実
録

と

こ

の
浮

世
草

子

の
関
係

を
当

時

の

人

は
既

に
察

知

し

て
ゐ

た

の
で

あ

っ
た

。
増
補

郡
螂

枕

の
成

っ
た
寛

延

三
年

(
一
七

五
〇

)
は
、
綱

吉
莞

去

、
柳

沢
失

脚
よ

り
約

四
十

年
、

二
昔

を

経

て
ゐ

る

。
真

一

実
を

伝

へ
る

に
も

、虚

疑
を

構

へ
る

に
も

、誠

に
恰

好

な
年

次
的

な
間

隔
で

5

あ

る
。

そ

の
上
実

録
全

体

の
歴
史

の
上

か
ら

も
、

創
作

小

説

が
漸

く

貧
困

一



に
な

っ
た
空
隙

を
埋

め

る

べ
く
、
実

録

の
流

行
期

を

目
前

に
の

ぞ
む
でて
、

そ
れ
ま
で

実
記
で

あ

っ
た
実
録

の
素

材

と
な

る
記

録

が
、

足
並

を
揃

へ
て

小
説

化

へ
の
飛

躍

を
始

め
た
時
で

あ

っ
た

の
で
あ

る
。

安

永

四
年

の
六
十

六
里

可

々
陳

人
即
ち

翁
草

の
編
者

神

沢
杜

口
の
序

を

も

つ
元
宝

荘
子

は

、
や

は
り
柳

沢

騒

動

の

元
異

本

と

見

な

す

べ
き
で

あ

る
が
、
小

説
化

し

た
増
補

部
螂

枕

に

つ
い
て
、

「
今

磐

に
載

る
処

は

、
主

計

が
臆

見
を
較

正

し
、

且
僅

詞
迂

遠
を
除

き

、其

大
旨

を

述

べ
る

の
み

」
と

あ

っ
て
、
む
し

ろ
実

説

を
求

め

る
態
度
で

あ

る

。
異

説
を

上

げ
評

を
加

へ

る
。
虚

実
混
浦

の
実
録

の
発

達
過

程

に
は

、
よ

く
出

現

す

る
種
類

の
も

の

で
あ

る

が
、

翁
草

巻
七

十
七

、
七

十

八

に
収

っ
て
、
活

字
化

さ

れ

て
ゐ

る

の
で
詳

に
は

省
略

す

る
。

三

 

増
補

日
光
鄙

螂
枕
と

そ

の
類

の
写

本

は
、

所
見

本

は
皆

三
巻

で
あ

る
が

元
宝
荘

子

の
序

に
は

七
巻
本

の
あ

る

こ
と
を

述

べ
る

。
大

阪
圖

書
館

石

崎

文

庫
本

の
附
箋

に
よ

っ
て
、
異
本

に
十

二
巻

本

の
あ

っ
た

こ
と

を
知

る
が

増

補

日
光
郡
鄭

枕

が

、
内
容

を

更

に
豊

に
十

五
巻

と

な

り

、

面

目

を

改

め

て
、

名
も

護

国
女
太

平
記

と

し

て
出

現
し

た

の
は

何
時

頃
で

あ

っ
た

ら

う
か
。

十

五
巻
本

に
も
文
章

の
違

っ
た

異
本

が
あ

る

が
、

ま
だ

成
立

年

次

を

明
記

し
た

も

の
を

、
筆
者

は
見

て

ゐ
な

い
。
し

か

る

に
、
寛

政

五
年

(

一
七
九

三

)
正
月

大

阪
坂

東
座

(
中

の
芝

居

)
の
二

の
替

り

に
出

た
、
近

松

徳
里

作

の
け

い

せ

い
楊

柳
桜

は

、
世

界

は
足

利
将

軍

の
代

で
あ

る

が
、

「
楊
柳

」

の
文

字
を

演

題

に
も
入

れ

て
、

柳
沢

騒
動

を
材

と

し
た

も

の
で

あ

っ
た

。

そ

の
脚
本

は

見

る
を
得

な

い
が

、
伊

原
氏

の
歌
舞

伎
年

表

に

よ

る
と

、
足
利

義
教

が

綱
吉

、

一
色

結
城

守

が
吉

保
、

正

木
主

税

が
八

木
主

税

に
あ
た

る

。

そ
し

て

二
世
嵐

三
五
郎

が
、

そ

の
義

教

と
淀

屋
辰

五
郎

を

「

つ
と

め

て
ゐ

る
。

柳
沢

騒
動

と

ほ

ぼ
同
じ

頃

の
出

来

事
淀

屋
辰

五
郎
閾

所

6

問

題

を
か

ら

ま
せ

た

の

は
、
実

録
で

は

、
十

五

巻
本

女

太

平
記

を

も

っ
て

う

始

め

と
す

る

。

ま
た

結
城

の
奥
方

を

ね
ざ

め
と

称

す

る

の
も

、
十

五
巻

本

でて
柳

沢

の
妻

を

お
さ

め
と

し
た

こ
と

の
も

じ

り

と
す

れ

ば

、

け

い
せ

い
楊

柳

桜

は

、
十

五
巻

本

に
も
と

つ
く

も

の
で

あ

り

、
十

五

巻

本

は
寛

政

五
年

以
前

に
、

出

現
し

た

こ
と

と

な
る
。

た

だ
し

脚
本

と

実

録

を
直

接

比
較

せ
ず

し

て
、

か
か

る
断

定

を
下

す

こ
と

は

つ
ゝ
し

む

べ
き

で
あ

る

。
当

時

の
脚

本
でて
は

「
な

ひ
ま
ぜ

」
と

称
し

て
二

つ
以
上

の
事

件

を

合

せ

て

、

一

本

に
す

る

こ
と

は
劇

界

の
常

道

で
あ

っ
た

。

柳
沢

騒
動

と

淀

屋

「
件

を

、

歌

舞
伎

の
方
で

先

に

な

ひ
ま
ぜ

て

、
実
録

に
影
響

を

及
ぼ

す

こ
と
も

な

い

と

は
云

へ
な

い
か

ら

で
あ

る
。

文
政

二
年

(
一
八

一
九

〉
、

四
世

鶴

屋
南

北
作

の
梅

柳

若
葉

加
賀

染

は
、

名

の
ご
と

く
柳

沢

騒
動

と

加
賀

騒

動

と

を

な

ひ
ま
ぜ

た
も

の
で

あ

る
が

、

こ
こ
で
も

同
じ

く
淀

屋

の
宝

物

、

金

の
鶏

の

こ
と
が

見

え

る
。

こ

の
脚
本

は
南

北
全

集

に
も
収

っ
て
、
比

較

す

る

こ

と

が

出
来

、

こ

こ
に
詳

述
し

な

い
が

、
明

ら
か

に
護

国
女

太

平

記

の
影

響

を

受

け

て
ゐ

る
。

よ

っ
て
十

五
巻

本

は
、

文
政

二
年

以

前

の
出

現
と

は

確

実

に
云

ふ

こ
と

が

出
来

る

。
甲

子
夜

話

の
述
斎

と
静

山

の
話

は
文

政

中

葉

の

こ
と
、

そ

こ
で

も
護

国
女

太

平
記

の
書

名
が
出

て
居

る
。

こ

こ
に
歌
舞

伎

又

は
浄

瑠
璃

と
実

録

と

の
交
渉

と

云
ふ

、
実
録

に
と

っ
て
も
脚

本

研
究

に
と

っ
て
も
大

き

な
問

題

の
あ

る

こ
と
が

う
か
が

は

れ

る
。

既

に
両
者

の

関
係

は
多

く

の
指
摘

が

あ

る
が

、精

査

は
殆

ど

な
さ

れ

て
ゐ

な

い

の
も

、実

録
側
うの
調

査

の
・不

備
た

原
因

し

て
ゐ

る
。

十

五
巻

本
護

国

女
太

平

記
出

現

に

つ
い
て
、
こ

こ
に
一
寸

奇
妙

な
実

録
が

あ

る
。
題

し

て
宝

永
太

平
記

四
巻

一
冊
。

登
場

人
物

は
悉

く
柳

沢

騒
動

の



人

々
でて
あ
り

、
吉

保

の
妻

は

こ
こ
で

も

さ
め

と
云

ふ
。

十

五
巻
本

で
は

お

さ
め
が
桂

昌
院

や

綱
吉

の
前

で

、
漢

詩

を
作

り

和

歌
を

詠
じ

る
。

そ

の
同

じ
作

品
が
、

吉
保

の
娘

釆
女

の
作

と
し

て

の

っ
て
ゐ

る
。
ど

う
見

て
も

、

宝

永
太

平
記

の
方

が
、

十

五
巻
本

の
転

化
で

あ

る
と
し

か
思

は

れ
な

い
。

が

そ
れ
が
間

違
で

な

い
と
す

れ
ば

、
変

っ
た

現
象

が
あ

る

こ
と
と

な

る
。

宝

永
太

平
記

の
四
巻
と

云

っ
て
も

、
所

見
本
で

四
十

四
丁

、
実
録

の
転

化

は
、
後

に
な

る
程

分
量

が
増

大
す

る

の
が

、

普
通

でて
あ

る

の

に
、

こ
れ
は

小

さ

く
な

っ
た

こ
と

に
な

る
。
が
熟

読
す

る

と
、

こ
の
書
で

、
柳
沢

の
す

る
行
動

の
中

に
、

田
沼
意
次

の
行
動

が
か

な
り

に
混

じ

て
ゐ

る

の
で
あ
る

柳

沢
が

先
祖

を
飾

る

べ
く
系

図
を
求

め

た
り

、
武

田
小

三

郎
な

る
旗
本

に

家

に
伝

は

る
大
文
字

の
旗

楯

な
し

の
鎧
等

々
を
求

め

る

一
件

は

、
有
名

な

田
沼
が

佐
野

政
言

に
対

し
た

事
件

に
相
当

す

る
。

そ

の
他

に
も
柳

沢

の
筋

に
巧

に
田
沼

の
こ
と
を

入
れ

て
あ

っ
て
、

こ
の
書

は

一
面

に
田

沼
騒
動

物

で
も
あ

る

こ
と
と

な

る
。

田
沼

の
実
録

に
は

、

星
月

夜
万

八
実

録

、

明
烏

一
時

夢
な

ど
あ

る
が

、

そ
れ
ら
よ
り

は
早

い
形
と

な

る
と

、

田
沼
没
落

の

天
明

六
年

に
近

い
、
或

は

宝

永

太

平

記

は

田

沼

の
盛

時

中
か
と

も

思
は

れ
る

。
こ
の
想
像

が

あ
た

っ
て
ゐ

る
と
す

る
と

、十

五
巻

本

は
既

に
天

明
年

間

に
あ

っ
た

こ
と

と
な

る
。
宝

暦

か
ら

天
明

ま
で

の
間

は

、
江
戸

に
馬
場

文

耕

、
上
方

に
吉

田

一
保
な

ど
講

談

の
名

人

上
手

が
出

現

し

て
、

口
に
筆

に
大
活

躍
し

て

、
多
く

の
実

録
も

形
を
整

へ
た
時

代

で
あ

っ
た

。
柳

沢
騒

動

も
、

そ

の
大
勢

と
軌

を

一
に
し

て
転

化
し

た

の
で

あ

る
。
問

題

の
三
人

の
女
性

で
あ

る
が

、
桂

昌
院

は

、

こ
の
作
品

に
お

い
て

、
川
柳

に
い
は

ゆ

る

「
吉

原
を

親

の
す

ゝ
め

る
う
と

ま
し

さ
」

の
体

相

を

つ
ま
び

ら
か

に
示

す

。

そ

の
母
親

に
信

用
さ

せ

て
、
次

い
で

将

軍

に
近

づ
く

に
、
漢
詩

や
和

歌

の
才

を
も

っ
て
す

る

の
が
吉

保

の
妻

お

さ
め
で

あ

る
。

杉
並

養

三
と
云

ふ
医
者

の
娘

と
な

っ
て
ゐ

る
が
、

こ
れ

は
牧

野
成
貞

の
妻
を

モ
デ

ル
と
す

る
説
は
既

に
紹

介

し
た

。
成
貞

の
妻

も
学

才

が
あ

っ
た

と
伝

へ
る
が
、

こ

れ

ら

の
学

才

は
、
或

は
吉

保

の
妾
で

あ

っ
た
松

陰

日
記

の
著
者

、
正
親

町

町
子
な

ど

の
面
影

が
入

っ
て
居

る
か
も
知

れ

な

い
。
鳶
魚

翁

の
公

方
様

の

話

に

よ
る
と

、

こ
の

町
子
が
綱

吉

の
お
手

つ
き

と

な

っ
た
後

に
吉

保

に
下

さ
れ
た

染
子

そ

の
人
だ

と
云

ふ

の
でて
あ

る
。

一
説

と
し

て
と

ど
め

て
お
か

う
。
綱
吉

に
採
入

っ
て
か
ら

は
、
遊

女

の
業

を
覚

え

て
、
綱
吉

を
耽

溺

さ

せ
、
毒

婦

ぶ
り
を

発
揮

し
、
吉

里
を

将

軍

の
種

と

認
め

さ
せ

る
膝

づ
め

談

判

も

、
押
強

く
悪

人
ら

し

い
。

二
十

巻

本
を

待
た

ず
し

て
、

三
女

性

は

こ

の
実
録

と
し

て
完

成
す

る

の
で
あ

る
。

次

い
で
出

現
し

た

二
十

巻
本
を

、
十

五
巻
本

と
比

較
す

れ
ば

、
文
章

は

十
五

巻
同
士

、

二
十
巻
本

同
士

に
も
相

違
が
あ

っ
て
、

同
じ

も

の

は

か

へ

っ
て
稀
で

あ

る
が
、
事

件

の
内

容

と
推
移

に

つ
い

て
は
、

二
十
巻
本

が

一
ケ
所

に
ま

と
め

て
九

ケ
条
を
加

へ
た
も

の
で

あ

る
。
増

加

の
九

ケ
条

は

皆
挿
話
で

、

元
禄

宝
永
間

の
様

々

の
こ
と
、

米

田
伴

内

の
三
十

三
間
堂

の

通
矢

、
河
村
瑞

軒

の
大

阪
川
筋

開

墾
の

一
件

、
松

平
右
京

太
夫

の
仁

心
、

浅

田
鉄

之
丞

の
忠

死
な
ど
で

あ

る
。
例

の
実

録
増
大

の
常

道
挿

話

の
さ
し

入
れ

に
よ

る
も

の
でて
あ

る
。

た
だ
し

二
十

巻
本

に
は

、

享
保

二
丁
酉
仲
秋

上

旬

東

講

散

人

の
序

を
も

つ
も

の
が
あ

る

(九
大

文
学

部

)
。
し

か
し

二
十

巻
本

の
増
加

の
部

分

に
柳

沢
下

野

の
名

画

の
挿

話
が

あ

る
。
下

野
は

文
人

柳
里
恭

の
晩

年

の
称

で
あ

っ
て
、
彼
が

か
く
称

し
た

の
は
享
保

二
年

よ
り

後
でて
あ

る
。

実
録

の
年
次

な
ど

は
、
か

う
し

た
古

く
見

せ
る

工
作
な

ど
稀
で

は
な

い
の
でて
注
意

を
要

す
る

見
本
と

し

て
か
か
げ

て
お
く
。

い
つ

れ

二
十

巻
本

は
も

う
幕
末

に
な

っ
て
、
講
談

の
材

と
し

て
増
大

し
た

も

の

で
あ

ら
う
。
挿

話

は
皆

、
誠

に
講

談
向

な

の
で

あ

る
。
実

録

の
中

に
は
、
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一

講

談
そ

の
ま

ゝ
の
口
頭
話

体
で
書

い
た

の
も
多

い

が

、
柳
沢

騒
動

物
で

は

ま

だ
そ

の
種

の
も

の
に
接

し
な

い
。

し
か

し
文

語
体
で

あ

っ
て
も
、

こ
れ

に
よ

っ
て
演
ず

る
釈

師
が

自
由

に
描

写
を
加

へ
、

口
頭
話

体

に
す

る

の
が

ま

た
常
で

あ

っ
た

の
で
あ

る
。

明
治

八
年

上
演

の
黙

阿
弥

の
脚

本
裏
表

柳

団

画
は
、

柳
沢

騒
動

も

の
で

あ

る
が

、

「
講

談
其

侭
狂

言

脚
色

、
則

世
界

護

国
女
太

平

記
」
と

説

明
し

て
あ

る
。

今

一
種

、

熈
朝

賢

婦

秘
鑑

(
京
大

図
書

館
蔵

)
な
る
も

の
五
冊
が

あ

る

武
陵

逸
士

鴻

の
序
が

あ

る
が
、
何
人

か
不

明
。内

容

は
十

五
巻

本

に
加

筆

し

た
も

の
で
あ

る
が
、
読

本

風

に
引

用
文

の
多

い
漢

語

の
美
文

を
各

条

の
初

め

に

つ
ら

ね

、
処

々

に
叙
情

的

な
美

文
を

挿
入

す

る
。

又

一
書

と
し

て
増

補

日
光

郡
聯
枕

を
引

い
て
比
較

す

る

こ
と
多

く
、

評
語

を
加

へ
る
処
も
あ

る
。
実
録

を

、
読
本

な

ど

に
近

い
読

み
物

と

し
た

試
み

で
あ

っ
て
、
実

録

の
本

筋
か

ら
少

し

は
つ

れ
た

異
本

で
あ

る
。

詳
述

を
略

さ

う
。

て
ゐ
た
実

録

と
云

ふ
小
説

の
お
び
え

だ
し

い
数

の
存

在

を
全

く

無
硯

し

て

よ

い
も

の
で
あ

ら

う
か
。

今
後

に
多

く

の
課
題

の
あ

る
実
録

研
究
で

あ

る

が

、
今

回
は

た
だ

に
柳
沢

騒
動

物

の
異
本

の
基

礎
的

な
調
査

の
み

に
と

ど

め

る
。
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四

柳

沢

騒
動

が
講

談

の
材
と

な

っ
た

こ
と
を
前

述

し

た
が
、

今

日
、
落

語

史

が
漸

く
形

を
整

へ

つ
ゝ
あ

る
が

、講

談
と

云

ふ
甚
だ

日
本

的

な
と

、
云

っ

て
悪
け

れ
ば

、
近

世

日
本
的

な
舌
耕

の
史

的

検
討

が
全

く
お
く

れ

て
ゐ

る

の
は
、

咄
本

の
調

査

に
く
ら

べ
て
実

録

の
整

理
が

お
く
れ

て
ゐ

る
か

ら
で

あ

る
。
講

釈

師

の
ゴ

シ

ッ
プ
を

並

べ
て
も
、

講
談

史

は
出
来

な

い
の
で
あ

る
。
ま

た
刊
本

の
小
説

史
と
実

録

と

の
交
渉

の
あ

る

こ
と

を
述

べ
た
が

、

近
世

小
説

史

が
全

く

刊
本

の
み
で

構
成

さ

れ

て
よ

い
か
も

亦

若
干

問

題
が

あ

る
。
近

世
小

説

界

は
出
版

ジ

ャ
ー
ナ

リ
ズ

ム

の
上

に
の

っ
た

こ
と

は
事

実

で
あ

る
が

、
中
世

さ
な

が
ら

に
作
者

の
わ

か
ら

ず
、

筆

写

の
度

毎

に
変

動

し
、

写
本

で
、

今

日
か

ら

の
予
想

を
遥

に
上

廻

る

広

い

流

布

を
持

っ


