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(

Ａ)

こ
れ
は
、
も
は
や
、
近
世
の
文
学
を
考
え
る
上
で
常
識
の
域
に
属
す

る
も
の
で
あ
る
が

(『

中
村
幸
彦
著
述
集』

《
全
十
五
巻
。
中
央
公
論
社

刊
》
等)

、
近
世
文
学
に
は

｢

雅｣

文
学

(

漢
詩
、
漢
文
・
和
歌
、
和

文
・
連
歌
と
い
っ
た
古
典
の
伝
統
を
継
ぐ
第
一
義
の
文
学)

と

｢
俗｣

文
学

(

俳
諧
や
仮
名
草
子
・
浮
世
草
子
・
初
期
読
本
・
談
義
本
・
洒
落

本
・
黄
表
紙
・
後
期
読
本
・
人
情
本
・
滑
稽
本
・
合
巻
な
ど
の
、
近
世

に
入
っ
て
か
ら
新
し
く
生
ま
れ
た
啓
蒙
的
・
趣
味
的
・
遊
戯
的
な
、
第

二
義
的

(

曰
く
、
中
村
幸
彦
氏)

と
も
い
え
る
文
学
群)

が
あ
っ
た
。

こ
れ
は
、
当
時
の
人
々
の
感
覚
に
お
い
て
も
、
百
人
が
百
人
、
雅(

上)

、

俗

(

下)

と
把
握
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
た
る
事
実
で
あ
り
、
今
や
学

会
の
定
説
と
も
な
っ
て
、
筆
者
も
こ
れ
に
つ
い
て
は
全
く
異
存
は
な
い
。

さ
て
、
こ
の

｢

俗
書
下
品
類｣

(『

松
浦
史
料
博
物
館
目
録』

の
分
類

用
語
よ
り)

中
の

｢

黄
表
紙｣

と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
は
、
現
在
の
近
世
文

学
史
で
は
、
安
永
四
年

(

一
七
七
六)

、
鱗
形
屋
孫
兵
衛
刊

『

金
々
先

生
栄
花
夢』

(

恋
川
春
町
戯
作
・
画)

か
ら
文
化
三
年
刊

『

雷
太
郎
強

悪
物
語』

(

式
亭
三
馬
作)

に
至
る
ま
で
の
草
双
紙
を

｢

黄
表
紙｣

と

呼
称
し
、
そ
の
約
三
十
年
間
に
約
三
千
種

(

作)

の
作
品
が
刊
行
さ
れ

て
い
る
の
で
、
近
世
絵
草
紙
史
の
中
で
も
一
時
代
を
画
し
た
ジ
ャ
ン
ル

で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
と
い
っ
た
意
味
で
は
一
つ
の

｢

王
国｣

を
築
い
た
、
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
こ
の

｢

王
国｣

が
《
近
世

文
学
王
国
》
全
体
に
占
め
る
位
置
は
何
と
小
さ
く
危
う
い
も
の
で
あ
る

こ
と
よ
。
漉
き
返
し
の
浅
草
紙
に
刷
ら
れ
た

｢

黄
表
紙
王
国｣

は
、
所
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詮
便
所
に
散
る

｢

あ
だ
花｣

、
い
つ
崩
壊
し
て
も
お
か
し
く
な
か
っ
た
。

寛
政
の
改
革
の
風
俗
取
り
締
ま
り
、
官
吏
登
用
の
風
が
そ
っ
と
吹
け
ば
、

た
ち
ま
ち
そ
の
核
と
な
る
も
の
が
、
雲
散
霧
消
し
て
し
ま
っ
た
の
は
歴

史
的
事
実
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。

…
と
、
自
分
で
も
書
い
て
い
て
嫌
に
な
る
贅
言
を
呈
し
、
ご
迷
惑
を

お
掛
け
し
た
の
は
、
川
村
湊
氏

『

近
世
狂
言
綺
語
列
伝』

(

一
九
九
一

年

福
武
書
店
刊)

所
収
の

｢
黄
表
紙
王
国
の
崩
壊

恋
川
春
町
そ

の
他｣

に
対
し
て
、
筆
者
な
り
の
意
見
を
述
べ
て
み
た
い
と
思
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
そ
の
際
の
《
キ
ー
ワ
ー
ド
》(

当
今
の
流
行
物)

は
、

①

言
語
遊
戯

②

恋
川
春
町
作
・
画

『

辞
闘
戦
新
根

こ
と
ば
た
ゝ
か
い
あ
た
ら
し
い
の
ね

』

③

｢

正
し
い
言
葉｣

④

｢

い
や
し
い
言
葉｣

⑤

｢

曲
亭
馬
琴
の

『

南
総
里
見
八
犬
伝』｣

※(｢
｣

を
付
し
た
語
は
氏
の
川
村
氏
の
文
章
に
出
て
く
る
も
の
で
あ

る
。)

と
い
っ
た
も
の
に
な
ろ
う
か
？
こ
の
中
で
、
と
り
わ
け
筆
者
に

疑
問
を
抱
か
せ
る
の
は
、｢

①
言
語
遊
戯｣

と
し
て

『

辞
闘
戦
新
根』

の
中
に
出
て
く
る

｢

大
木
の
切
口
太
い
の
根｣

や

｢

一
杯
飲
み
か
け
山

の
か
ん
が
ら
す｣

と
い
っ
た
当
時
の
通
言(

洒
落
言
葉
・
流
行
り
言
葉)

が

｢

④
い
や
し
い
言
葉｣

と
さ
れ
て
い
る
事
で
あ
る
。｢

い
や
し
い
言

葉｣

と
は
如
何
な
る
謂
い
で
あ
る
か
？
そ
れ
と
対
峙
す
る

｢

正
し
い
言

葉｣

と
は
い
か
な
る
謂
い
で
あ
る
か
？
確
か
に
こ
れ
ら
の
言
葉
は
俗
言

で
は
あ
る
が
、
決
し
て

｢

い
や
し
く｣

は
な
い
。
む
し
ろ
、
あ
る
意
味

で
は

｢

知
的

(

＝
滑
稽)｣

な

｢

①
言
語
遊
戯｣

と
も
い
う
べ
き

『

言

葉
の
流
星
群』

(

池
澤
尚
紀)

で
あ
り
、
そ
れ
が
ま
た
、
春
町
の
可
愛

ら
し
い
画
で
擬
人
化
さ
れ
、
描
か
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
笑
い
を
堪
え

ら
れ
な
い
。
中
で
も

｢

鯛
の
味
噌
ず｣

の
画
に
至
っ
て
は
、
ま
さ
に
近

世
の
み
な
ら
ず
、
滑
稽
画
の
歴
史
の
ベ
ス
ト
に
入
る
で
あ
ろ
う
滑
稽
の

極
み
に
到
達
し
て
い
る

(

図
１)

。
ま
た
、
余
計
な
こ
と
を
付
け
加
え

れ
ば
、
十
年
程
前
の
テ
レ
ビ
ア
ニ
メ

｢

南
国
少
年
パ
プ
ア｣

に
、
そ
れ

と
そ
っ
く
り
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
登
場
し
、
我
が
児
た
ち
を
含
め
た
当

時
の
婦
女
童
幼
の
頤
を
解
い
て
い
た
と
記
憶
し
て
い
る
。
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閑
話
休
題
。

こ
の
春
町
の
作
品
の
滑
稽
さ
は
一
に
こ
ゝ
に
あ
る
の
で
あ
り
、
川
村

氏
も
、｢『

辞
闘
戦
新
根』

の
趣
向
で
あ
る

｢

異
類
合
戦
物｣

は
黒
本
の

時
代
に
も
あ
っ
た
。｣(

園
田
註
…
そ
れ
以
前
か
ら
あ
る
、
草
双
紙
に
限
っ

て
も
赤
本
時
代
か
ら
あ
っ
た
。)

｢

流
行
語
を
擬
人
化
す
る
と
い
う
発
想

は
、
必
ず
し
も
春
町
の
独
創
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。｣

と
は
い
え
、

｢

大
き
く
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。｣

と
毀
誉
褒
貶
、
ほ
め
て
い
る
の

か
、
け
な
し
て
い
る
の
か
、
分
か
り
か
ね
る
本
作
品
評
価
を
お
書
き
に

な
っ
て
い
る
以
上
に
、
こ
の
作
品
は
春
町
自
身
の
そ
れ
ま
で
の
作
品
と

は
滑
稽
性
に
お
い
て
大
き
な
径
庭
を
持
っ
た
作
品
と
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
一
つ
の
証
左
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

黄
表
紙
作
者
と
し
て
の
山
東
京
伝
の
名
を
一
躍
花
の
お
江
戸
に
高
か

ら
し
め
た

『

手
前
／
勝
手

御
存
商
売
物』

(

天
明
二
年
刊)

が
こ
の

作
品
の
趣
向
を
踏
ん
で
い
る
こ
と
は
、
研
究
者
の
間
で
は
先
刻
御
存
知

の
こ
と
で
あ
る
。
黄
色
表
紙
の
第
一
人
者
の
京
伝
が
よ
い
意
味
で

｢

種

本｣

と
し
た
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
ご
と
く
、
安
永
期
初
期
黄
表
紙
の

第
一
人
者
恋
川
春
町
の
作
品
の
中
で
も
こ
の

『

辞
闘
戦
新
根』

は
異
色

作
(

と
申
せ
ば
、
黄
表
紙
は
皆
そ
う
で
は
な
い
か
と
の
御
批
判
も
出
る

こ
と
で
あ
ろ
う
が
。)

に
し
て
傑
作
と
断
じ
て
も
間
違
い
あ
る
ま
い
。

も
一
つ
、
氏
の
文
章
で
、
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図１ 恋川春町作・画 『辞闘戦新根』 (安永七年刊) 四丁表・五丁裏
(都立中央図書館､ 加賀文庫蔵本)
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｢

短
歌

(

近
世
和
歌
の
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う)

や
俳
句

(

俳
諧
の
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う)

や
小

説

(
読
本
の
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う)

、
あ
る
い

は
川
柳
や
狂
歌
に
較
べ
て
も
、〝

三
十
年〞

と
い
う
寿
命
は
短
す
ぎ

る
気
が
す
る
。｣

�
(

と
お
っ
し
ゃ
り
乍
ら
続
け
て
、)｢

黄
表
紙
の
盛
衰
は
一
つ
の
ジ
ャ

ン
ル
の
消
長
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
江
戸
の
文
学
意
識
そ
の
も

の
の
栄
枯
盛
衰
を
象
徴
的
に
表
現
し
て
い
る
。｣

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
箇
所
は
、
少
々

｢
針
小
棒
大｣

の
感
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
。

確
か
に
…
。
近
世
の

｢

戯
作
文
学｣

と
言
え
ば
、｢

洒
落
本｣

｢

黄

表
紙｣

…
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
徳
川
三
百
年
、
そ
の
十
分

の
一
の
期
間
を
占
め
る

｢

黄
表
紙｣

の
盛
衰
で
代
表
さ
せ
る

(

象
徴

さ
せ
る)

の
は
ど
う
考
え
て
も
恣
意
的
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
は
い

え
、
ど
の
よ
う
な
文
学
ジ
ャ
ン
ル
も
栄
枯
盛
衰
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、

何
も
黄
表
紙
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
。

�

い
や
し
い
言
葉
…
春
町
の

『

辞
戦
闘
新
根』

に
登
場
し
て
く
る

辞
こ
と
ば
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
確
か
に

｢

い
や
し
い｣

。
し
か
し
ま
た
、

当
世
流
行
の

｢

金
々
然｣

と
し
た

｢

風
流｣

な
お
洒
落
な
言
葉
群
で

も
あ
る
。
当
今
で
も

｢

い
や
し
い
言
葉｣

は
存
在
す
る
。

｢

時

代
と
寝
て
い
る｣

｢

癒
し
て
欲
し
い｣

等
が
、
そ
の
典
型
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
こ
で
川
村
氏
の
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る｢

い
や
し
い
言
葉｣

と
は
、
当
時
の
流
行
言
葉
。
中
で
も
、
繰
り
返
す
が
、
当
時
江
戸
で

流
行
っ
た
洒
落
言
葉
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
い
や
し
く
も
何
と
も
な

い
の
で
は
な
い
か
��
当
今
の

｢

卑
し
い｣

言
葉
と
は
全
く
性
格
を
異

に
す
る
機
知
諧
謔
に
満
ち
た
言
葉
な
の
で
あ
る
こ
と
は
全
く
否
定
で

き
ま
い
。
そ
れ
で
も
、
近
世
に
お
け
る

｢

雅
語｣

に
比
べ
れ
ば
、
勿

論
、｢

卑
し
い｣

。
…
確
か
に

｢

い
や
し
い｣

、
し
か
し
、
そ
の

｢

い

や
し
さ｣

を

｢

い
や
し
い｣

か
ら
と
い
っ
て
唾
棄
す
べ
き
も
の
と
し

て
一
顧
だ
に
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
当
世
流
行
の
金
々
然
と
し

た
大
人
の

｢

機
知｣

か
ら
生
み
出
さ
れ
た
所
が
、
春
町
の

『

辞
戦
闘

新
根』

を
含
ん
だ
《
黄
表
紙
》
の

｢

こ
い
つ
が
日
本｣

(

大
田
南
畝

に

『

此
奴
者
日
本

こ
い
つ
は
に
つ
ぽ
ん』

と
い
う
黄
表
紙
あ
り
。
勿
論
、
こ
れ
も
当
時
の

流
行
言
葉)

と
い
う
べ
き
背
景
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

(

Ｂ)

曲
亭
馬
琴
と
黄
表
紙

さ
て
、
こ
う
し
た
黄
表
紙
作
者
の
性
格
と
最
も
無
縁
で
あ
っ
た
の
が
、

曲
亭
馬
琴
で
あ
っ
た
。

｢

京
伝
門
人
／
大
栄
山
人｣

と
し
て
黄
表
紙
に
筆
を
染
め
た

(

寛
政
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三
年
刊

『

盡
用
而
二
分
狂
言

つ
か
ひ
は
た
し
て
に
ぶ
き
や
う
げ
ん』)

馬
琴
は
少
な
か
ら
ぬ
作
品
を
残
し
て

は
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
皆
、
寛
政
の
改
革
以
後
の
こ
と
で
あ
り
、
京
伝

が

『

娼
妓
絹
麗』

と

『

仕
懸
文
庫』

を
著
し
て
処
罰
を
受
け
た
時
期
以

降
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
馬
琴
の
黄
表
紙
は
ど
れ
も
理
に
詰
ん
だ
と

こ
ろ
が
あ
り
、
黄
表
紙
全
盛
期
の
、
朋
誠
堂
喜
三
二
や
唐
来
参
和
の
作

品
に
見
え
る
ナ
ン
セ
ン
ス
・
ユ
ー
モ
ア
が
全
く
欠
落
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
の
馬
琴
が
通
言
や
洒
落
言
葉
、
流
行
語
を
趣
向
に
し
て
黄
表
紙

を
書
く
は
ず
も
な
い
。
彼
は
そ
う
し
た
言
葉
群
を
、
当
然
な
が
ら
、
川

村
氏
が
使
用
さ
れ
て
い
る

｢

い
や
し
い
言
葉｣

と
考
え
て
い
た
で
あ
ろ

う
。
彼
が
文
学
的
放
浪
の
末
に
見
い
出
し
た
の
は
、
新
し
く
江
戸
で
台

頭
し
て
き
た
長
編
読
本
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
。

※
迫
野
先
生
、
こ
の
度
は
御
退
官
誠
に
お
目
出
度
う
ご
ざ
い
ま
す
。
御

学
恩
に
深
謝
い
た
し
ま
す
。
今
後
と
も
、｢

近
世
文
学
に
表
れ
る
言

葉｣

の
滋
味
に
注
目
し
つ
ゝ
、
研
究
を
続
け
て
参
り
た
い
所
存
で
お

り
ま
す
。

(

二
〇
〇
六
年
正
月
吉
日)

(

そ
の
だ

ゆ
た
か
・
北
九
州
市
立
大
学)
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