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一調3

元

禄

時

代

の

京

都

小

説

家

一
五
四

元

藤

時

代

の
京

都

小

説

家

藤

井

乙

男

　

近

世

文

學

の
蛮

達

攣

遷

の

大

勢

を

観

察

す

る

に
、元

腺

を

中

心

と

し

て
慶

長

よ

り

寳

暦

の
頃

に

至

る
約

百

五

十

年

間

と
、文

化

文

政

を

中

心

と

し

て

明

和

よ

り

慶

磨

の

頃

ま

で
約

百

年

間

と

の
、前

後

二

大

期

に

分

ち

得

べ
き

ガ

如

し
。
　
而

し

て

前

期

の

文

學

技

藝

は
、之

を

後

期

に

比

較

す

る

に

全

禮

の

調

子
、概

し

て

粗

大

に

し

て

繊

巧

な

ら

ず
、元

禄

模

様

の

派

手

に

し

て

お

ほ

ま

か

な

る

と
、小

紋

染

の
地

味

に

し

て

こ

せ

っ
き

た

る

乏

に

讐

ふ

べ
き

か
。

文

學

に

及

ぼ

せ

る

儒

教

の
影

響

も

後

期

ほ

ど



に

著

し

か

ら

ず
、儒

佛

の

教

旨

に

基

き

た

る

教

訓

的

の

文

學

も

多

く

出

で

た

れ

ど

も
、後

期

の

馬

琴

に

因

っ

て

代

表

せ

ら

る

曳

が

如

き

窮

屈

に

切

詰

め

た

る

物

に

非

ず
。

叉

地

理

上

よ

り

い

へ

ば

前

期

の

文

學

は

其

主

力

上

方

に

あ

り
、契

沖

や

近

松

や

西

鶴

に

匹

敵

す

べ

き

も

の

は

一
人

も

江

戸

に

な

し
。

之

に

反

し

て

後

期

は

文

學

の

中

心

全

く

江

戸

に

移

り

て
、京

阪

は

微

々

と

し

て

振

は

ざ

る

有

様

な

り
。

　

元

和

催

武

以

来

六

十

年

を

経

て
、世

は

漸

く

太

平

の

化

に

浴

し
、衣

食

足

り

て

生

活

の

飴

裕

を

生

じ
、
一
般

世

人

の

知

識

も

趣

味

も

進

歩

せ

し

か

ば
、學

問

技

能

を

以

て

身

を

立

て

名

を

成

さ

ん

と

す

る

も

の

種

々

の

方

面

に

起

り
、活

氣

に

満

ち

た

ろ

清

新

の

文

學

技

藝

を

以

て

此

時

代

に

飾

れ

り
。　

國

學

の

茂

睡
、契

沖
、漢

學

の

仁

齋

、征

練
、俳

譜

の

宗

国

、芭

蕉
、院

本

の

近

松
、小

説

の

西

鶴

、緯

書

の

師

宣

、光

琳

、歌

舞

妓

の

坂

田

藤

十

郎
、市

　

　

　

　

元
禄
時
代
の
京
都
小
説
家
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　}五
五



　

　

　

　

元
隷
時
代
の
京
都
小
説
家
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
六

川

團

十

耶
、浄

瑠

璃

の

江

戸

牛

太

夫
、竹

本

義

太

夫

等
、
い

つ

れ

も

從

來

の

因

襲

奮

慣

を

打

破

し

て
、新

に

一
旗

幟

を

樹

て

た

る

も

の

な

り
。
　

此

の

如

く

東

西

共

に

有

爲

の

人

物

を

出

し

た

れ

ど

も
、要

す

る

に

上

方

の

方

に

重

み

あ

り

て

江

戸

は

未

だ

衡

を

孚

ふ

に

足

ら

ず
。
　
さ

て

一

口

に

上

方

と

い

ふ

中

に

も
、京

阪

雨

池

の

い

つ

れ

に

ま

つ

新

文

藝

の

起

り

し

か

は

注

目

す

ぺ
.
き

問

題

な

り
。

　

京

都

は

桓

武

天

皇

以

来

の

王

城

に

し

て
、戦

國

以

後

疲

弊

せ

り

と

錐

も
、爾

文

化

の

中

心

と

し

て

學

問

は

公

家

の

手

に

保

持

せ

ら

れ
、
一
般

人

民

も

輩

鍛

の

下

に

あ

る

を

誇

と

し
、田

舎

侍

の

寄

り

集

れ

る

江

戸

や
、素

町

人

の

幅

を

き

か

す

大

阪

な

ど

と

蓮

ひ
、諸

事

上

品

に

し

て

高

樹

な

る

趣

味

を

有

す

と

の

自

信

厚

く
、「京

の

町

人

は

五

位

の

位
」と

い

ふ

諺

さ

へ

あ

り

て
、町

人

す

ら

無

位

無

官

の

田

舎

武

士

や

素

町

人

と

は

各

別

の

品



格

あ

り

と

自

負

せ

り
。
　

さ

ら

ば

此

の

如

く

歴

史

的

文

化

あ

り

因

襲

的

趣

味

あ

る

地

に

新

文

藝

は

起

り

し

か
、否

々
、歴

史

的

文

化

と

因

襲

的

趣

味

と

は

常

に

新

文

藝

の

獲

生

を

阻

害

せ

り
。

京

都

人

の

保

守

的

精

神

に

富

み
、骨

董

的

趣

味

多

き

は
、今

猶

昔

の

面

影

を

在

せ

り
。

新

し

き

物

は

下

品

な

り

下

作

な

り
、見

る

に

足

ら

ず

と

頭

よ

り

排

斥

し

去

り

て
、古

典

醤

型

に

執

著

し
、茶

湯

香

道

伊

勢

源

氏

古

今

集

な

ら

で

は

納

ら

ぬ

所

也
。
　
殊

に

國

學

歌

學

の

如

き

は

昔

よ

り

の

本

場

本

元
、公

家

の

本

職
、古

今

傳

授

の

一
巻

を

後

生

大

事

に

握

り

詰

て
、梅

雨

明

の

雷

が

鳴

り

て

も

放

さ

ば

こ

そ
、徽

の

生

え

た

所

が

無

上

に

尊

く
、虫

の

喰

っ

て

績

め

ぬ

所

に
、直

打

あ

り

と

思

へ

り
。

貴

族

的

保

守

主

義

の

情

弊

盛

な

る

こ

と

此

の

如

き

地

に
。國

學

や

歌

學

の

自

由

研

究

の

起

る

べ

き

に

あ

ら

ず
。
　

さ

れ

ば

こ

そ

二

條

冷

泉

両

家

の

歌

學

に

封

ず

る

願

誓

を

喝

破

せ

し

戸

田

　

　

　

　

元
禄
時
代
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説
家
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軸

　

　

　

　

元
蘇
時
代
の
京
都
小
説
家
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一五
入

茂

睡

は
、田

舎

侍

の

集

合

せ

る

江

戸

に

起

り
、萬

葉

の

新

研

究

は

長

流

契

沖

に

因

っ

て
、素

町

人

の

都

た

る

大

阪

に

起

り
、
い

つ

れ

も

堂

上

學

風

の

感

化

の

受

け

ざ

る

人

々

に

因

っ

て

唱

道

せ

ら

れ

た

り
。
　
人

魂

は

問

う

て

い

は

ん
、然

ら

ば

仁

齋

の

復

古

學

は

如

何
、貞

徳

の

俳

譜

は

如

何
、皆

京

都

に

起

り

し

新

文

學

に

弁

ず

や

と
。
　

曰

く

漢

學

の

勃

興

は

時

機

最

も

皐

㌧く
、嘗

て

明

経

博

士

船

橋

秀

賢

が

道

春

の

朱

子

新

註

を

用

ひ

て

諸

生

に

講

説

す

る

を

難

じ
、之

が

制

止

を

請

ひ

し

時
、家

康

は

學

問

は

註

の

新

古

を

問

は

ず
、只

理

の

あ

る

所

に

從

ふ

べ

し

と

言

ひ

て

之

を

拒

絶

せ
り
。

堂

上

家

の

漢

學

に

封

ず

る

教

権

は

早

く

既

に

亡

び
、中

江

藤

樹

山

鹿

素

、行

の

如

く

程

朱

以

外

の

學

説

を

唱

へ
、或

は

之

に

疑

を
挾

む

も

の

さ

へ
出

で

し

程

な

る

を
、是

等

の

後

に

仁

齋

が

復

古

學

を

唱

へ

し

と

て
、契

沖

の

事

業

と

は

同

一
観

す

べ

き

に

あ

ら

ず
。
　
貞

徳

の

俳

譜

は

前

に

荒

木

田



守

武

に

よ

り

て

一
旦

打

破

せ

ら

れ

し

連

歌

の

法

式

を

復

興

し

た

る

も

の

仁

て
る從

來

の

連

歌

と

著

し

き

等

差

な

く
、只

俗

語

や

漢

語

を

用

ひ
、掛

詞

の

・地

口

を

弄

せ

し

に

過

ぎ

ず
、依

然

た

る

奮

趣

味

に

囚

は

れ

し

生

濃

.
き

滑

稽

な

れ

ば

こ

そ
、何

の

抵

抗

も

な

く

成

立

し

得

た

る

な

れ
。

談

林

め

新

風

を

唱

へ

し

西

山

宗

国

は

京

を

去

り

大

阪

に

行

き

て

革

新

の

旗

を

翻

し
、羽

翼

正

に

成

っ

て

京

師

の

貞

門

を

突

き

悪

戦

吉

岡

の

末

漸

く

そ

の

本

城

を

昭

.れ

た

る

な

り
。
　
芭

蕉

の

蕉

風

も

亦

江

戸

に

お

い

て

唱

識

せ

ら

れ

た

る

ガ
、
そ

の

成

功

を

早

め

し

所

以

な

る

べ

し
。

　

浄

璃

瑠

も

最

初

は

京

都

に

起

り

し

も
、兎

角

新

奇

の

事

を

歓

迎

せ

ぬ

、
土

地

柄

と

て
、在

来

の

謡

曲

説

経

等

に

墨

さ

れ
、微

々

と

し

て

振

は

ず
、却

、
て

因

襲

的

趣

味

の

歴

迫

少

き

江

戸

に

お

い

て

急

速

に

獲

展

し
、薩

摩

浄

雲

以

来

種

々

の

流

派

競

ひ

起

り

て
、流

行

を

極

め
、機

運

大

に

熟

し

た

る

　

　

　

　

元
蘇
時
代
の
楽
部
小
報
…
家
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一五
九

ー
ー

ー
ー

ー
ー
ー
ー
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ー
ー

ー

ー



　

　

　

　
元
隷
確
代
の
京
都
小
説
家
　

　

　

　

　

　

　

　

一山6

比
・浄

雲

の
門

人

虎

屋

源

太

夫

上

京

し

て
、再

び

京

都

の

浄

瑠

璃

を

振

興

せ

り
・

其

後

宇

治

加

賀

橡

出

で

て

都

人

の
人

氣

を

得

し

ガ
、此

人

の
浄

瑠

璃

は

謡

曲

を

少

し

-

和

げ

た

る

弱

々
し

き

上

・印
な

る
節

回

し

に

て
、

そ

の

得

意

と

せ

し

語

物

も

奏

上
、小

原

御

幸
、松

風
、源

氏

供

養

な

ど

文

句

も

八

分

方

謡

曲

の

実

な

り
.

加

賀

操

の

曲

中

近

松

の
、作

も

あ

れ

ど
、

大

抵

謡

曲

舞

曲

等

を

丸

取

り

に

し
、叉

は

ツ

ギ

ハ

ギ

し

た

る

も

の

に

て
、

。
薇

臭

き

古

典

的

臭

気

を

感

ず

る

の

み
.

近

松

が

善

趣

味

の
束

縛

を

脱

し

て

新

機

軸

を

出

し

た

る

は
、元

禄

+

六

年

京

都

よ

り

大

阪

に

移

り
、

曾
根

崎

心

中

を

書

き

し

を

紀

元

と

す
.

近

松

や

義

太

夫

が

大

阪

に

出

で

て

始
.め

て

+

分

に

そ

の

駿

足

を

伸

ぶ

る

を

得

た

る

は
、地

理

上

経

済

上

の

関

係

も

あ

れ

ど
・京

都

人

が

堂

堂

奮

趣

味

仁
執

著

P
、
て

新

文

藝

に

冷

淡

な

る

鮎

與

っ

て

力

あ

⑩
。
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小

説

に

お

い

て

も

亦

黙

り
。

京

都

の

小

説

家

は

古

典

の

引

用

や
・古

文

學

の

焼

適

し

を

な

し

て
、徒

ら

に

學

問

の

素

養

あ

る

を

護

る

癖

あ

り
・

、
》
れ

亦

例

の

伊

勢

源

氏

古

今

な

ら

で

は

納

ま

ら

ぬ

京

都

の

風

氣

に

基

く

も

の

な

る

べ

し
。

西

鶴

も

し

京

都

に

生

れ

て
、彼

が

如

き

破

格

の

文

章

と

古

典

の

蔑

親

を

恣

に

し

た

ら

ん

に

は
、果

し

て

最

初

よ

り

都

人

士

の

好

評

を

得

た

る

べ

き

か
、必

ず

や

無

學

文

盲

放

逸

無

断

言

語

道

断

の

作

者

な

り

と

罵

ら

る

玉

こ

と
、恰

も

談

林

派

ガ
.貞

門

一
派

よ

り

受

け

し

と

同

様

の

非

難

を

被

り

し

な

ら

ん
。

　

元

禄

以

前

の

京

都

小

説

家

淺

井

了

意

山

岡

元

隣

等

は

通

俗

的

教

訓

話

の

作

者

に

し

て
、未

だ

純

粋

の

小

説

家

と

い

ふ

べ

か

ら

ず

。
　
小

説

は

實

に

西

鶴

に

よ

っ

て

新

紀

元

を

開

か

れ

た

る

な

り
。
　
而

し

て

是

亦

京

.

都

に

い

で

ず

し

て

大

阪

に

起

れ

り
。
　
さ

ら

ば

京

都

は

ど

こ

ま

で

も

上

　

　

　

　

元
隷
時
代
の
京
都
小
説
家
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
一

垂

垂

壁一重

≠



一

　

　

　

　

元
熊
臥
位
a
東
都
小
説
,家
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
二

品

ぶ

り

て
、西

鶴

の

如

き

下

品

な

る

文

學

は

入

れ

ぬ

か

と

い

ふ

に
、さ

に

非

ず
、
い

つ

も

後

れ

馳

せ

に

人

の

尻

馬

に

乗

り

て

澄

ま

し

顔

な

り
。

談

林

派

を

散

々

に

罵

り

た

る

末

そ

れ

に

降

り
、浄

瑠

璃

も

初

め

は

歓

迎

せ

ず

し

て
、江

戸

に

盛

に

な

り

し

頃

漸

く

逆

輸

入

を

う

け

し

が

如

く
、西

鶴

の

小

説

の

景

氣

よ

き

に

つ

け

て
、之

を

摸

倣

す

靹る

者

緩

々

相

起

れ

り
。

　

西

鶴

の

好

色

本

は

天

和

二

年

の

一
代

男

を

初

作

と

し
、貞

享

三

年

の

一
代

女

を

打

留

と

し

て
、そ

れ

よ

り

筆

鋒

を

武

家

物
、町

人

物

に

韓

ぜ

り
。

然

る

に

京

都

に

て

之

が

摸

倣

者

の

出

た

る

は

元

禄

年

中

に

て
、姻

月

営

林

鴻

の

好

色

産

毛

は

出

板

年

月

不

明

な

れ

ど

も
、元

禄

の

初

項

な

る

べ

く
、由

之

軒

政

房

の

好

色

文

博

授

は

元

禄

十

二

年
、(或

云
、初

版

は

元

年

な

り

と
)同

じ

入

の

誰

袖

の

海

は

同

十

七

年
、好

色

軒

圓

水

の

好

色

大

振

袖

は

同

十

六

年

の

出

版

な

り
。



　

右

の

う

ち

林

鴻

は

貞

門

の

俳

人

荻

野

安

静

の

門

人

に

て
、堀

江

氏

名

は

重

則
、別

に

雲

風

子

と

躾

す
、大

津

の

人

、後

京

師

に

移

り
、車

屋

町

通

竹

屋

町

上

ル

町

に

住

し
、善

書

を

能

く

し
、俳

譜

京

羽

二

重
、永

代

記

反

答
、あ

ら

む

つ

か

し

等

の

俳

書

の

著

あ

り
。
　
畑

月

堂

の

名

は

宋

の

林

鴻

が

泊

湧

金

門

の

詩

句

、姻

生

傷

柳

一
痕

月

に

取

れ

る

な

り
。

産

毛

は

例

の

好

色

物

語

の

短

篇

集

に

て
、趣

向

文

章

共

に

西

鶴

に

近

く
、摸

倣

と

し

て

は

最

も

成

功

せ

る

も

の

な

り
。

由

之

軒

も

俳

講

師

な

る

ぺ

け

れ

ど
、其

傳

記

未

だ

明

な

ら

ず
。
　
圓

水

は

増

田

氏
、典

雅

號

よ

り

察

す

る

に

北

條

團

水

に

私

淑

せ

る

も

の

か
。
　
此

人

正

本

屋

の

芝

居

評

判

記

に

筆

を

執

り
、

叉

別

に

御

伽

人

形

の

作

あ

り
。

此

二

人

の

作

は

文

髄

西

鶴

よ

り

も

寧

ろ

入

文

字

屋

風

に

近

似

す
。

是

等

の

人

々

は

い

つ

れ

も

其

作

少

く

し

て

多

く

言

ふ

に

足

ら

ず
、西

鶴

の

租

遊

者

好

色

本

の

傳

統

者

と

し

て

注

　

　

　

　

元
禄
時
代
の
京
都
小
説
家
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一六
三



r毒
蛛
}る一

舞
　
}

瀞__幽

　

　

　

　

元
録
時
代
の
京
都
小
観
察

　

　

　

　

　

　

　

　

一六
四

目

す

べ

き

は
、入

文

字

屋

本

の

作

者

江

島

屋

其

磧

な

り
。
　

今

少

し

く

八

文

字

厘

木

な

る

も

の

に

つ

い

て

語

ら

ん

に
、
こ

は

元

来

役

者

評

判

記

よ

り

登

達

せ

る

も

の

な

り
。

役

者

評

判

記

は

遊

女

の

評

判

記

や

細

見

の

類

に

倣

ひ

し

も

の

に

て
、貞

享

元

禄

の

比

よ

り

殆

ど

毎

年

舟

板

せ

ら

れ
、

西

鶴

團

水

等

も

亦

之

に

筆

を

染

め

た

り

と

い

ふ
。
　
元

禄

十

二

年

三

月

始

め

て

入

文

字

屋

よ

り

役

者

口

三

味

線

を

船

板

す
。

京

大

阪

江

戸

の

三

巻

に

分

ち
、押

書

あ

り
、問

答

膿

の

批

評

頗

る

詳

密

な

り
。

.八

文

字

屋

は

麩

屋

町

誓

願

寺

下

ル

町

に

あ

り

て
、正

本

屋

九

兵

衛

、鶴

屋

喜

右

衛

門

と

相

並

ん

で
、古

く

よ

り

浄

瑠

璃

本

の

出

板

書

難

な

り

し

か
、
口

三

味

線

を

出

し

て

以

来
、年

々

評

判

記

を

費

幽

し
、好

評

を

得

て

殆

ど

猫

占

の

姿

と

な

れ

り
。
　

こ

れ

其

.文

章

挿

識

膿

裁

の

他

に

勝

9

て

善

美

な

り

し

に

因

る

。　

入

文

字

屋

の

主

人

安

藤

入

左

衙

門
、自

笑

と

擁

し

、そ

の

出

す

所
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の

書

は

自

作

の

如

く

装

ひ

し

も
、實

は

其

磧

の

作

な

り
。

其

積

は

本

名

西

村

市

郎

右

衛

門

、先

耐

代

々

京

極

通

誓

願

寺

前

に

大

佛

餅

を

費

っ

て

家

業

と

せ

し

ガ
、後

葉

を

韓

じ

て

誓

願

寺

通

柳

馬

場

に

引

移

れ

り
。
　
其

磧

家

を

つ

ぐ

に

及

び

遊

蕩

の

た

め

家

産

を

傾

く
。
　

さ

れ

ど

文

オ

あ

り

て

能

く

世

態

人

情

に
.通

ぜ

し

か

ば
、自

笑

こ

れ

に

托

し

て

評

判

記

の

筆

.
を

執

ら

し

む
。

其

磧

は

文

正

本

屋

よ

り

頼

ま

れ

て

役

者

一
挺

鼓

と

い

ふ

評

判

記

を

作

り

し

に
、自

笑

之

を

澤

ば

ず
、其

關

係

を

絶

た

し

む
。
　
是

に

於

て

正

本

屋

は

真

作

を

圓

水

に

托

せ

り
。
　

か

く

て

其

磧

は

入

文

字

屋

再
三囑
㎞
の

作

者

と

は

な

れ

り
。

　

入

文

字

屋

本

の

浮

世

草

子

の

始

は

元

禄

十

四

年

の

傾

城

色

三

味

線

に

し

て
、こ

は

三

都

を

始

め

諸

國

遊

女

の
・名

寄

に
、遊

女

に

閲

す

る

小

話

を

附

録

し

た

る

も

の

に

て
、全

く

役

者

評

判

記

と

形

式

を

同

じ

う

せ

り
。

　

　

　

　

元
蘇
時
代
の
京
都
小
説
家
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

}
六
五



　

　

　

　

'兀
　調藤
一時
代
　の
山泉
都
小
説
家
,　
　　
　
　
　
　　
　
　
　　
　
　
　　
　
　
　　
　
　
　　
　
　
　　
一
六
山ハ

か

く

て

漸

次

出

板

を

重

ぬ

る

に

從

ひ
、細

見

評

判

記

の

禮

裁

を

離

れ

て

純

然

た

る

小

説

禮

を

成

す

に

至

る
。
　
色

三

味

線

に

つ

い

で

傾

城

臨

三

味

線

、傾

城

傳

受

紙

子
、野

白

内

談

鏡
、傾

城

禁

短

氣

等

を

鐵

し

好

評

あ

り

し

が
、作

者

と

板

元

と

の

問

に

利

益

分

配

上

の

孚

あ

り

し

と

見

え
、正

徳

四

年

正

月

に

至

り
、其

磧

は

真

子

の

名

義

を

以

て
、新

に

書

癖

を

開

き
、自

作

の

評

判

記

役

者

目

利

講

を

出

仮

し

そ

の

開

口

に

従

来

入

文

字

屋

よ

り

出

せ

る

書

は

皆

自

己

の

作

な

り
、我

こ

そ

評

判

記

類

の

本

家

本

元

な

れ

と

呼

擁

し
、其

二

月

入

文

字

屋

よ

り

は

役

者

色

系

圖

を

出

し
、之

に

封

ず

る

反

駁

を

載

せ
、爾

来

六

年

間

互

に

錦

を

削

り

て

相

争

ひ

し

ガ
、総

方

共

に

其

不

利

な

る

を

悟

り
、終

に

歩

み

寄

り

折

れ

合

ひ

て
、享

保

四

年

正

月

役

者

金

化

粧

を

自

笑

其

磧

の

連

名

を

以

て

出

し

相

和

解

せ

り
。
　

さ

れ

ど

も

此

後

の

著

作

は

背

明

に

其

磧

の

名

を

署

し
、且

入

文

字

屋

以

外



の

書

騨

菊

屋

な

ど

よ

り

も

出

仮

せ

り
。
　

か

く

て

其

磧

は

元

文

元

年

六

月
、七

十

歳

に

て

残

し

ぬ
。

　

入

文

字

厘

木

・の

聲

儂

を

揚

げ

た

る

は

そ

の

傾

城

物

に

し

て
、文

學

史

上

の

位

置

正

に

西

鶴

の

一
代

男

と

相

當

る

べ

き

も

の

は

傾

城

色

三

味

線

な

り
。
　
此

類

の

書

は

其

外

形

大

抵

評

判

記

や

う

の

横

本

に

て
、俗

に

枕

本

と

構

せ

ら

る
。

文

章

は

温

和

流

暢

に

し

て
、秩

序

整

然
、前

後

一
貫

、

梶

々

と

し

て

語

り
、循

々

と

し

て

説

き
、西

鶴

の

氣

ま

ぐ

れ

に

し

て

暗

示

的

な

る

に

似

ず
、警

抜

奇

蜷

の

妙

は

彼

に

劣

る

も
、委

曲

周

到

の

巧

は

彼

に

勝

れ

り
。
　
蓋

し

西

鶴

の

如

く

雑

駁

瞼

怪

な

る

文

章

は

温

雅

な

る

京

都

人

の

嗜

好

に

適

せ

ざ

る

な

ら

む
。

當

代

の

風

俗

習

慣

等

の

推

窮

に

重

き

を

置

か

ず

し

て
、專

ら

人

情

を

精

密

に

窮

す

こ

と

に

力

め

た

る

黙

は
、近

松

に

似

て

西

鶴

と

反

せ

り
。
　

西

鶴

は

衣

服

髪

飾

な

ど

う

る

さ

き

　

　

　

　

元
禄
時
代
の
京
都
小
説
家
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
】六
七

一
…
ー
垂
垂
雲
華
▼ー
蓬
生
～
≧-

ー
ー



漆
護

　
　・

　

　

　

　
元
豫
昧
代
の
京
都
小
説
家
　

　

　

　

　

　

　

　

一束

ま

で

精

し

一

窮

し
、人

情

は

略

筆

に

て

急

所

々

々

を

強

く

太

一

書

一

と

い

ふ
流

義

な

り
。

　

其

磧

は

又

西

鶴

の

永

代

藏
、胸

算

用

等

の

町

入

物

に

相

當

す

べ
き

作

あ

り
・

善

悪

身

持

扇
、商

人

軍

配

團

の
類

足

れ

な

り
。

是

等

は

い

つ

れ

も

一
篇

毎

に

猫

立
φ

小

話

集

な

る

ガ
、叉

時

代

物
、御

家

騒

動
、俗

解

物

類

の
積

物

の
作

あ

り
.

百

姓

盛

衰

記
、西

海

太

平

記
、當

世

御

伽

曾

我
、義

経

風

流

鑑

の

如

き

是

な

り
。　

俗

解

物

は

西

澤

一
風
都

の

錦

等

の

な

せ

る

如

く
、古

代

の
事

を

も

す

べ
て

現

代

化

し
、大

磯

化

粧

板

の
遊

君

も

島

原

新

町

の

そ

れ

に

等

し

-
、曾

我

兄

弟

も

義

経

も

意

出
時

の

遊

冶

郎

や

大

盤

と

少

し

も

澤

ぶ

所

な

し
.

こ

は

現

代

謳

歌

の

風

潮

の

一
斑

を

現

せ

る

も

の

に

し

て
、近

松

の

浄

瑠

璃

も

菱

川

の

浮

世

絵

も

皆

墨

揆

な

り
。

御

家

騒

動

の
結

構

は

浄

瑠

璃

歌

舞

妓

と

等

し

く
、若

殿

の

放

増
、齋

臣

の

__　 　.砕心謎　 　 　 　 　 　 炉一　白　動輪　　一　　　』　　　　　　　ρ　　∫　"　 　 　 　 _　　　　→　　闘　一　　　停　一 価　㌔　 　 　 占__　 　　四　め　　H諦　 　 酷　}　瞬　　一一一臣　 」　」納 一 岬国乱　　'…　　　　一　　　　雫　　　一　　　　　　　喧　　　　　'　　　執心一面μ}馴邑
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陰

謀

、寳

物

の

紛

失
、忠

臣

の

苦

節

と

い

ふ

順

序

を

経

て
、
め

で

た

し

ノ
＼

の

大

圏

圓

に

至

る

を

常

と

す
。
　
而

し

て

是

等

の

時

代

物

は

浄

瑠

璃

又

は

歌

舞

妓

の

種

を

流

用

し

た

る

も

の

甚

だ

多

し
。

例

へ

ば

大

内

裏

大

友

眞

鳥

が

竹

田

出

雲

の

同

名

の

丸

本

に

基

き
、契

情

阿

国

歌

舞

妓

が

嵐

三

十

耶

座

の

女

歌

舞

妓

千

代

始

に

擦

れ

る

が

如

し
。
　
要

す

る

に

入

文

字

農

本

の

時

代

物

は

小

説

と

し

て

償

値

多

き

も

の

に

あ

ら

ず
。

　

最

後

に

注

意

す

べ

き

は
、其

磧

が

氣

質

物

を

始

め

た

る

こ

と

な

り
。

こ

は

西

鶴

の

永

代

藏
、武

道

傳

來

記

の

如

き

町

人

氣

質

武

家

氣

質

の

小

話

集

よ

り

暗

示

を

得

た

る

な

ら

む

が
、さ

り

と

て

そ

の

創

瓶
…
の

功

を

浸

.
す

べ

き

に

あ

ら

ず
。

況

や

西

鶴

と

は

お

の

つ

か

ら

別

様

の

趣

致

あ

り

て
、軽

妙

自

在

機

智

横

溢

、訊

誰

の

中

に

教

訓

を

寓

し
、人

情

を

書

し

た

る

を

や
。
　
正

徳

五

年

の

世

間

子

息

氣

質

を

初

と

し

て
、世

間

娠

氣

質
(享

保

　

　

　

　

一.兀
漉鳳
曲閃
代
　の
山尿
都
小
脇肌
家
　
　
　　
　
　
　　
　
　
　　
　
　
　　
　
　
　　
　
　
　
　　
　
　
　　
　一
山八九



一

鼻面威調

　

　

　

　

元
禄
時
代
の
京
都
小
説
家
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
〇

二

年

)浮

世

親

仁

形

氣

(同

五

年

)世

間

手

代

形

氣
(同

十

五

年

)皆

佳

作

と

稽

す

べ

し
。

其

磧

残

後
、明

和

安

永

の

比

に

至

い

永

井

堂

覇

友

、増

谷

大

梁

等

盛

に

氣

質

物

を

著

し
、
一
時

大

に

流

行

し

た

れ

ど

も
、
い

つ

れ

も

狗

尾

績

　

の

請

を

僻

す

る

能

は

ず

。

此

他

實

永

の

頃

に

西

風
(御

前

濁

狂

言

i

寳

永

二

年

刊

)西

樂
(世

の

是

沙

汰

1
・寳

永

三

年

刊

)な

ど

い

ふ

京

の

作

者

あ

ひ
、
い

つ

れ

も

西

鶴

に

私

淑

せ

し

名

稻

と

見

ゆ
。

　

西

鶴

の

町

人

物

武

家

物

の

摸

倣

者

は

術

二

人

あ

り
、北

條

團

水

と

月

尋

堂

と

是

な

り
。
　

團

水

文

團

粋

、滑

稽

堂
、白

眼

居

士

等

の

號

あ

り
。
　

両

替

町

通

二

條

上

ル

町

に

住

み
、晩

年

東

洞

院

に

移

る
。
　
西

鶴

か

俳

譜

の

門

人

に

し

て
、師

の

残

後

浪

花

に

赴

き
、そ

の

草

庵

を

守

る

こ

と

七

年

に

し

て

京

に

帰

り
、寳

永

入

牢

正

月

四

日

四

十

九

歳

に

て

残

す
。　

一
生

涯

清

貧

の

人

な

り

し

と

、い

ふ
。

騨
瀦
激
職
猫
嫁
獄
系



著

は

す

と

こ

ろ

俳

書

に

團

袋
、特

牛
、彌

之

助
、秋

津

島
、塗

笠

等

あ

り
。

戯

作

に

新

武

道

傳

來

記
、書

夜

用

心

記
、
一
夜

船

、新

永

代

藏

等

あ

り
。
　
新

武

道

傳

來

記

と

新

永

代

藏

と

は

西

鶴

の

武

道

傳

來

記

と

永

代

藏

と

に

擦

れ

る

こ

と

言

ふ

ま

で

も

な

し
。
　
書

夜

用

心

記

(賓

永

四

年

刊
)
は

詐

講

ペ

テ

ン

の

話

三

十

六

種

を

取

合

せ

た

る

も

の

に

て
、多

く

は

當

時

の

實

説

な

る

べ

く
、支

那

の

杜

騙

新

書

の

類

な

り
。
　
巻

六

な

る
「子

を

思

へ

ば

書

の

聞
しの

一
章

は
、嘗

て

紅

葉

出

入

が

茶

碗

破

と

い

ふ

新

講

談

に

仕

組

み

し

も

の

に

て
、殊

に

面

白

き

話

な

る

ガ
、こ

は

中

川

喜

雲

の

私

可

多

話
(萬

治

二

年

序

)巻

三

に

出

で

た

る

小

話

を

敷

桁

せ

し

も

の

な

り
。
　
兎

に

角

用

心

記

と

新

永

代

藏

と

は

此

人

の

傑

作

な

る

べ

し
。
　

一
夜

船

二

名

怪

談

諸

國

物

語
)は

諸

國

の

奇

事

異

聞

を

集

め

し

も

の

に

て
、西

鶴

が

諸

國

ぱ

な

し
.の

類

な

り
。

之

を

誹

家

大

系

圖

に

團

水

の

名

あ

れ

ど

も

別

人

　

　

　

　

元
豫
時
代
の
京
都
小
説
家
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
一



　

　

　

　

元
録
時
代
の
京
都
小
説
家
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一七
二

な

り

と

断

じ

た

る

は
、何

に

擦

れ

る

か

頗

る

疑

ふ

べ

し
。
　
又

請

國

の

正

月

風

俗

を

書

き

集

め

た

る

正

月

揃

と

い

ふ

を
、團

水

の

作

と

し

た

る

書

あ

れ

ど

も
、此

著

者

の

白

眼

居

士

は

全

く

別

人

に

て
、貞

享

四

年

に

好

色

破

邪

顕

正

を

著

し

て

西

鶴

を

罵

り

た

る

東

山

の

曾

な

る

を
、後

に

は

書

騨

の

さ

か

し

ら

に

て

團

水

と

入

木

し

た

る

書

ま

で

あ

る

由
、柳

亭

種

彦

の

辮

あ

り
。
　
本

朝

智

恵

鑑
(正

徳

三

年

刊

)武

道

張

合

大

鑑

の

二

審
、共

に

團

粋

の

序

文

あ

れ

ど

も
、文

龍

正

月

揃

に

酷

似

し
、儒

佛

の

引

事

い

た

づ

ら

に

多

き

に

徴

す

れ

ば
、是

も

東

山

曾

白

眼

居

士

の

作

に

あ

ら

ず

や

と

疑

は

る
。

日

本

小

説

年

表

に

寳

永

四

年

の

千

尋

日

本

袋
(袋

は

織

の

誤

)

を

團

粋

の

作

と

し

た

れ

ど
、
こ

は

別

人

の

作

に

て

團

水

は

只

序

文

を

書

き

た

る

ま

で

な

り
。
　
京

撮

戯

作

者

考

に

團

水

の

作

と

し

て

男

女

色

競

馬

を

塞

ぐ
、そ

の

外

題

よ

り

察

す

る

に

好

色

本

ら

し

け

れ

ど
、未

だ

見

ざ



Q

れ

ば

何

と

皇

ご口
,罷

は

ず
.

術

西

鶴

の

残

後

そ

の

遺

稿

と

し

て

出

仮

せ

ら

れ

し

書

に

は
、團

水

の

補

筆

せ

し

も

少

な

か

ら

ざ

る

が

如

し
Q

　

万

尋

堂

は

其

傳

記

明

な

ら

ず
、北

京

散

人
、春

花

齋

等

の

別

號

あ

り
・

寳

永

六

年

の

篠

二

+

四

孝
、子

孫

大

黒

柱

を

初

と

し

て

五

六

種

の
戯

作

あ

り
.

文

章

は

西

鶴

を

學

び

究

ど

も
、團

水

よ

り

も

雇

甫

暢

達

に

し

て
、入

文

字

屋

風

に

近

づ
け

り
.

此

人

の

武

道

眞

砂

日

記

は

武

道

傳

來

記

の
類

に

を

、世

間
用

心
記

は
團

水

の
書

夜

用

心

記

と

全

く

同

種

の

も

の

な

り
。

此

二

書

の

刊

年

は

明

和

九

年

及

び

+

年

と

な

り

居

れ

ど
、
.
、
は

書

騨

の

新

板

の

加

美

は

む

と

て
・さ

か

し

ら

に

年

號

を

彫

賛

し

も

の

な

る

べ

し
.

何

と

な

れ

穫

に

二

+

四

孝

や

大

黒

柱

の

出

た

る

寳

永

六

年

を

作

者

三

+

歳

の

時

と

見

れ

ば
、明

和

九

年

は

九

+

三

歳

と

な

り

、叉

明

和

は

九

年

限

り

に

て

+

年

と

い

ふ

年

な

し

・

思

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

」

　

　

　

　

元
禄
時
代

の
京

都
小
説
家

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一
七
三

ー
ー
ー
ー

,
ー

ー
ー

ー
ー

書
「

ー

ー

ー

颪



　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一七
四

　

　

　

　

あ
　
　
　
の
ま
　
か
　
　
コ

ふ

に

寳

永

よ

り

享

保

へ

か

け

て

榮

え

し

入

と

見

ゆ
。

　

西

鶴

出

で

ふ

其

摸

倣

者

績

出

し
、小

読

の

作

風

一
愛

し

た

る

も
、術

一

方

に

は

前

代

の

絵

風

を

存

し

て
、教

訓

物

怪

談

物

も

並

び

行

は

れ

た

り
.

教

訓

物

怪

談

物

の

大

家

淺

井

了

意

は

長

命

に

し

て
、元

醤

年

ま

で

生
。

存

し

た

れ

ど

も
、こ

は

寛

文

時

代

の

袋

作

者

と

見

"。

べ
き

も

の

な

り

此

人

の
作

に

看

名

な

る

は
御

伽

.撃

(寛

文

六

年

刊
)及

び

そ

の
績

篇

狗

張

子
(元

禄

五

年

刊

)に

し

て
、
い

つ

れ

も

諸

国

の

奇

事

異

聞

神

仙

怪

異

の

課

を

集

め

た

る

も

の

に

1し
、勇

燈

新

語

に

基

き

おん
る

作

な

り
.

此

系

統

を

継

承

せ

る

も

の
に
、林

文

會

堂
、主用
木

鷺

水

等

の
り
..

文

會

党

名

は

義

端
、通

総

九

兵

衛
、儒

讐

伊

藤

素

安

の
門

人

に

,
そ

書

癖

を

業
と
す
.

正

忌
の

狗

張

子

荒

版

し

参

り
縁

越

の
.φ
よ

9
、お

の
れ

も

之

に

倣

ひ

箕

後

篇

と

も

い

ふ

べ
き

玉

櫛

笥
、玉

箒

奪

を

葦

り
.

__,評 紬 一一 訓



　

鷺

水

は

別

に
、自

梅

園
、三

省

軒
、歌

仙

堂

等

の

號

あ

り
。　

雛

屋

立

圃

の

門

下

に

て
、御

幸

町

通

二
條

上

ル
町

に

住

む
。

誹

譜

新

式
、誹

議

指

南
、誹

譜

良

材

等

五

六

種

の
俳

書

の

他

に
、和

漢

故

事

要

言

と

い

へ
る
諺

を

集

め
.し

も

の

や
、鷺

水

閑

談

と

い

ふ
随

筆

の

著

あ

り

　

戯

作

に

は

御

伽

百

物

語
、近

代

因

果

物

語
、本

朝

新

堪

忍

記

等

あ

り
.

是

等

は

了

意

の
流

を

汲

み

た

る

作

物

な

る

か
、別

に

西

鶴

の

好

色

本

系

統

の
丹

前

艶

男

と

い

ふ
著

あ

る

由

な

れ

ど
、未

だ

寓

目

せ

ず
。

元

禄

天

牛

記

の

記

す

る

所

に

.
擦

れ

ば
、當

時

の

名

優

中

村

七

三

郎

の

事

を

記

し

た

る

な

り

と

い

ふ
・

誹

家

大

系

圖

に

鷺

水

を

評

し

て
「弱

冠

ヨ

リ

才

智

衆

人

二

秀

デ

殊

二

俗

.

事

ノ

文

詞

二

妙

ヲ

得

テ

著

ス

所

ノ

冊

子

井

ノ

西

鶴

ニ

モ

劣

ラ

ズ
」と

い

へ

る

は

甚

だ

畳

束

な

し
.

文

會

堂

も

鷺

水

も

達

意

の

文

と

い

ふ

の

み

に

て
オ

氣

仁
乏

し
、學

問

は

兎

も

角

小

説

家

と

し

て

は

多

く

言

ふ

に

足

　

　

　

　

元
隷
時
代
の
京
都
小
.説
家
　

　

　

　

　

　

　

　

一七
五

峯
乱臣}ー

ー

ー

重
重
・垂茎

;



一

●

,__謎

　

　

　

　

元
禄
時
代
の
京
都
小
股
家

　

　

　

　

　

　

　

　

一
七
六

ら

ず
。

享

保

+

久

年

三

月

二

+

六

日

残

す
、行

年

七

+

六
。

　

最

後

に

少

し

く

毛

色

の

攣

り

た

る
作

者

を

紹

介

し

て
、些

篇

を

終

ら

ん

と

す
。
　

前

に

時

代

物

を

今

様

に

引

直

す

こ

と

元

禄

時

代

の

風

潮

な

る

由

を

述

べ

た

る

ガ
、之

と

同

様

の

趣

旨

に

て

俗

課

の

一
纏

を

立

て

し

者

に

都

の

錦

あ

り
。

即

ち

そ

の

風

流

神

代

巻

は

神

代

紀

の

俗

課
、風

、
流

源

氏

物

語

は

源

氏

の

桐

壷

箒

木

を

俗

課

し

た

る

も

の

な

り
.

俗

課

と

い

ふ

も

元

よ

り

忠

實

な

る

謙

辞

に

は

あ

ら

ず
、原

文

以

外

の

入

れ

事

、

も

あ

れ

ば
、故

ら

に

狸

雑

な

る

文

句

を

加

へ
し

所

も

あ

り
。
　
ぬ口回
天

源

の

神

々

も

粋

様

扱

ひ

に

ズ

ン

ト

開

け

給

ひ
、平

安

朝

の

貴

公

子

も
「當

世

は

や

る

吉

岡

に

大

紋

つ

け

て

浅

黄

裏
、儒

子

の

か

へ
し

の

二

重

帯
、曇

付

と

ろ

り

と

尉

ぞ

掛

」
の

浮

世

大

蓋

、ど

こ

ま

で

も

元

緑

化

せ

ら

れ

た

り
。

漏
嫌

倦
のの
難

盤

叢

機

縁

膿

盤

盤

懇

願
磁

鍵

騨

此
人

の
傳
記
は
從

、
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海

来

世

に

知

ら

れ

ず
、或

は

錦

文

流

と

異

名

同

人

と

さ

へ
誤

り

傳

へ
ら

れ

し

か
、明

治

二

十

九

年

六

月

の
早

稲

田

文

學

に
、饗

庭

篁

村

氏

小

説

家

の

人

物

と

題

す

る

一
篇

を

掲

げ
、そ

の
中

に

都

の

錦

が

寳

永

元

年

霜

月

十

人

目

獄

中

よ

り

差

出

し

玉
訴

状

を

獲

表

せ

ら

れ

た

り
。
　
其

文

は

始

に

本

図

常

陸

宍

戸

郷

宇

都

宮

入

田

之

流

右

大

將

頼

朝

公

同

腹

兄

左

衛

門

尉

知

家

二

十

一
世
、生

國

撮

州

大

坂

宍

戸

銃

身
、申

三

十

歳

と
、自

己

の
身

分

系

圖

を

記

し
、次

に

そ

の
來

歴

を

語

り

て
、も

と

撮
(播

の

誤

植

か
)州

佐

用

郡

の
鎭

守

佐

用

姫

紳

肚

の
神

主

を

務

め
、入

田

王

宮

内

少

輔

光

風

と

い

ひ

し

ガ
、廿

一
歳

の

時
、學

問

修

業

の

た

め

上

京

し

て
、伊

藤

仁

齋

の
門

に

入

り

て

経

學

を

修

め
、傍

北

村

季

吟
、烏

丸

資

慶

に

つ

い
て

歌

學

を

學

び
、和

漢

の

書

に

眼

を

曝

す

こ

と

六

年
、た

ま

一

悪

友

に

誘

は

れ

て

島

原

通

ひ

を

始

め
、金

に

つ

ま

り

て

三

篠

縄

手

に

あ

ろ

耐

父

の

所

持

町

屋

　

　

　

　

元
隷
時
代
の
京

都
小
説
家

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
一七
七

ま
董一

霞算一

罫
董

・・三



垂

蜘ン

　

　

　

　

元
禄
時
代
の
京
都
小
説
家
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…七
八

敷

を

詐

計

を

以

て

密

に

費

り

こ

か

し
、爲

に

親

族

縁

者

の

勘

當

を

う

け
、

大

に

窮

困

し
、翌

年

二

十

七

歳

の

春

耕

黒

谷

門

前

に

引

込

み

小

庭

を

結

び
、佛

法

修

行

に

志

し
、山

科

大

宅

寺

の

月

波

相

術

に

蓼

難

し
、名

を

鎮

舟

と

改

め
、糊

口

の

た

め

假

名

β物

語

を

作

り

渡

世

す

る

こ

と

二

年

六

ヶ

月
、

そ

の

後

立

身

の

た

め

同

學

の

紹

介

状

を

得

て
、元

禄

十

六

年

四

月
二
二
日

江

戸

に

下

り
、添

書

の

人

を

尋

ね

た

る

に
、火

災

の

た

め

行

方

知

れ

ず
、十

方

に

暮

れ

て

町

々

俳

綱

せ

る

中

に
、無

宿

改

の

役

人

に

捕

へ

ら

れ
、同

年

十

月

薩

州

山

ヶ

野

金

山

に

流

さ

れ

し

か
、同

囚

の

怨

を

う

け
、居

る

に

堪

へ
ず
』

旦

逃

亡

せ

し

も

忽

ち

捕

へ

ら

れ

て

入

牢

の

身

と

な

り
、餓

鬼

道

の

苦

塩

へ

が

た

け

れ

ば
、寧

ろ

早

く

首

を

刎

ね

ら

れ

た

し
、自

分

が

京

都

に

て

都

の

錦

と

い

ひ

し

由

緒

は

諸

藝

太

平

記

と

い

ふ

書

に

み

り

云

々
。

　

饗

庭

氏

は

之

に

附

記

し

て
「此

の

訴

状

に

よ

り

て

獄

中

の

苦

を

免

さ
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'

れ
、同

國

鹿

籠

の

金

山

に

徒

さ

れ

た

り
、此

所

に

て

は
、は

や

取

扱

も

ゆ

る

や

か

に

な

り

け

ん
、寳

永

五

年

に

播

磨

杉

原

三

珊

を

著

は

す
(赤

穂

義

士
.

の

事

な

り
)其

他

著

作

あ

り

し

な

ら

ん

か

い

ま

だ

知

ら

ず
、薩

州

藩

市

来

辰

右

衛

門

と

い

ふ

入
、都

の

錦

の

詩

歌

等

持

傳

へ
た

る

中

に
、寳

永

七

年

と

記

し

た

る

あ

り
、首

を

刎

ら

れ

ん

事

を

願

ひ

て

よ

り
、七

年

は

た

し

か

に

主

た

る

な

れ

ど
、其

後

の

事

を

書

留

た

る

も

の

山

ケ

野

鹿

籠

に

も

あ

ら

ず

と

い

ふ

、措

き

事

か

な

」と

い

は

れ

た

り

。

　

饗

庭

氏

以

前

に

都

の

錦

に

つ

い

て

記

し

だ

る

も

の

は
、中

根

粛

治

氏

の

小

説

家

著

述

目

鎌

　

(明
治

廿

⊥
ハ
年

六

月

刊
)
に
「元

豫

時

代

入
、或

日
錦

文

流

同

人
、或

日

通

稽

宍

戸

與

ご
と

記

し
、双

　

木

園

主

入

の
戯

曲

小

説

蓮

志
(明

治

廿

七

年

八

月

刊
)に
「宍

戸

鏡

舟
、初

の

名

は

光

風
、或

は

光

　

景

に
作

る
、澤

風

軒
、又

黄

金

胴

裏

山

人

と

號

す
」と

記

し
、次

に

前

述

の

訴

状

と

ほ

"
同

様

の

　

事

を

略

説

し
、播

磨

揚

原
、道

芝

乃

露

の

二

審

を

そ

の

著

述

と

し

て
畢

げ

だ

れ

ど

も
、宍

戸

鏡

　

舟

の

都

の
錦

な

る

事

に

つ

い

て

は
、少

し

も

言

ふ

所

な

し
。

　

　

　

　

　

元

禄

時

代

の
京

都

小

説

家

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
一
七
九



ξ裏
濤
、.".一

碧
忌

障…乱一

〆 　

謙

、

　

　

　

　

元
禄
時
代
の
京
都
小
罰訊
家
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一八
○

　

右

の

訴

状

の

出

所

に

つ

い

て

は
、余

の

寡

聞

な

る

未

だ

知

る

所

な

け

れ

ど

も
、之

を

彼

の

著

作

に

照

合

す

る

に

著

々

謹

跡

あ

り

て
、ほ

、

信

を

置

く

に

足

る

も

の

玉

如

し
。

彼

は

他

の

小

説

家

と

異

な

り

て
、頻

に

手

前

味

囎

を

並

べ
、盛

に

自

己

吹

聴

を

な

す

癖

あ

り
。
　

そ

の

著

風

流

日

本

荘

子

は

棘

道

儒

教

の

立

場

よ

り
、世

態

人

情

を

批

評

し

て

氣

談

を

吐

き

し

も

の

な

る

ガ
、篇

中

の

主

人

公

な

る

友

部

彌

市

は

幼

よ

り

學

問

に

達

し
、聰

明

無

比

な

り

し

に
、二

十

歳

頃

よ

り

山

谷

通

ひ

を

始

め
、父

母

の

勘

氣

を

被

り
、元

禄

十

三

年

の

秋

袷

一
枚

を

與

へ

て

勘

當

せ

ら

れ

し

ょ

り
、

俄

道

心

に

頭

を

ま

う

め
、東

海

道

を

流

浪

し

て

京

に

上

り

詫

住

居

す

る

由

を

記

し
、博

學

自

慢

に

當

時

の

學

者

歌

人

を

引

合

ひ

に

出

し
、事

々

し

く

和

漢

の

書

物

を

並

べ

立

て
「和

文

に

い

ら

ざ

る

聖

賢

の

語

を

澤

山

に

引

集

め
、所

々

に

性

理

の

沙

汰
」う

る

さ

く
、ど

こ

ま

で

も

高

慢

臭

き

ガ

中
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に
、新

町

の

遊

女

お

琴

の

美

色

を

形

容

し

て
「松

の

位

の

若

緑
、常

盤

の

色

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　へ　　　せ　　　ヘ　　　へ

.

の

名

に

高

き

天

人

の

迷

子

と

い

は

る

上

程

の

器

量
、宍

戸

與

一

が

椴

名

　

へ

　

文
、菱

川

の

浮

世

緯

も

及

ば

ず
」乏

臆

面

も

な

く

ぽ

ざ

い

た

り
。

與

一
は

　

彼

が

通

稻

な

る

べ

く
、本

書

の

主

人

公

を

彌

市

と

い

ふ

も
、之

に

因

み

し

　

名

と

聞

ゆ
。

　

文

典

著

御

前

お

伽

脾

子

巻

四

に
「清

白

節

義

の

十

を

抱

ゆ

る

に

大

分

　

の

知

行

を

以

て

呼

ぶ

と

錐

も

得

べ

か

ら

ず
、
古

へ

の

伊

ヂ
、今

の

伊

藤

維

　

頑

是

な

り
、忠

貞

の

士

を

求

む

る

に

刑

罰

を

以

て

脅

す

と

も

得

る

こ

と

　

能

は

ず
、昔

の

伯

夷
、當

世

は

宍

戸

光

風

が

如

き

是

な

り
」と

い

へ

る

一
節

　

あ

り
。

伊

サ

と

仁

齋

と

の

比

較

も

攣

な

れ

ど
、伯

夷

と

宍

戸

光

風

に

至

　

つ

て

は

愈

、

珍

妙

な

り
。

叉

元

禄

大

卒

記

巻

六

に
「此

頃

京

都

に

て

入

田

光

風
、四

書

授

禁

句

解

二

十

巻

に

述

べ
・ら

る

玉

由

な

り
、此

書

板

行

な

　

　

　

　

元
録
時
.代
の
京
都
小
説
家
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　一八
一

毒
着一

夢一

重

皐



一

,

、

尾
藍碧
,

:

』
ー

ノ

　

　

　

　

元
禄
特
筆代
の
京
都
小
説
家
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　N八
二

り

候

は

、

初

心

の

便

り

と

い

ひ
、本

屋

の

金

箱

な

る

べ

し
」と

あ

り
。
　
彼

が

宍

戸

又

は

入

田

の

姓

を

聡

し
、光

風
、與

一
と

い

ひ

し

を

見

る

に

足

れ

り
。

風

流

神

代

巻
、御

前

お

伽

碑

子

等

に

了

休

堂

の

印

あ

り
。
　
淺

井

了

意

と

曾

我

休

自
(爲

愚

痴

物

語

の

著

者

)と

二

人

の

名

を

併

せ

た

る

に

や
。

戯

曲

小

説

通

志

に

い

ふ

所

の

澤

風

軒

又

黄

金

洞

裏

山

入

の

號

は

未

だ

見

當

ら

ざ

れ

ど

も
、想

ふ

に

流

講

後

の

構

な

る

べ

き

か
。

　

光

風

が

嘗

て

稗

官

た

り

し

事

の

實

際

ら

し

き

は
、風

流

神

代

巻

に

神

道

の

奥

義

を

語

り

て
「此

口

傳

は

銀

三

枚
、中

臣

卜

部

同

断

な

り
」な

ど

註

し
『沖

津

白

波

』巻

三

に

播

州

佐

與

郷

在

與

姫

の

就

に

鬼

面

を

被

り

し

賊

の

籠

り

し

記

事

を

掲

げ

て
、土

地

の

百

姓

源

看

衙

門

の

直

話

な

り

と

い

へ

り
。
　
有

力

な

る

謹

擦

と

は

い

ひ

難

け

れ

ど
、此

土

地

に

縁

あ

り

げ

な

り
。
　
又

大

宅

寺

の

万

波

和

食

に

参

禅

し

た

り

と

い

へ

る

も

事

實

ら

し



亀

く

御

前

お

伽

脾

子

に

載

せ
'た

る

宗

的

と

い

ふ

暉

曾

もの

記

事

を

見

る

に
・

全

く

素

人

の

筆

と

は

思

は

れ

ず
。

　

彼

が

著

述

は

左

の

如

し

御
前

お
伽
碑

子

風

流

神

代

巻

風

流

日

本

荘

子

沖

津

白
波

風

流

源

氏

物

語

⊥
ハ
柵

五 五 五 六

冊 冊 珊 珊

元
禄

十

四
年

十

一
月

序

詞
　

+

五

年

正

月

刊

元

禄

十

四

年

十

二
月

序

同
　

+

五

年

正

月

刊

元

腺

+

四

年

作

元

禄

十

五

年

五

月

刊

元

禄

十

六

年

正

月

刊

　

最

後

の

も

の

を

除

き

て

は

皆

元

禄

十

五

年

の

舟

板

に

て
・
い

つ

れ

も

+

四

年

中

の
作

な

り
.

さ

れ

ば

訴

状

に

元

禄

+

六

年

四

月

に

江

戸

に

ニ

ご
ヨ

　
　

ゆ

建

て

た

り

と

い

へ

る

と

能

く

合

へ

り
。
　
只

一

つ

疑

ふ

べ

き

は

元

禄

十

四

年

冬

序

と

あ

る

梅

薗

堂

の

元

禄

太

手

記
(訴

状

中

の

諸

藝

太

手

記

は

　

　

　

　

元
濠
時
代
の
京
都
小
説
家

　

　

　

　

　

　

　

　

・
天
皇
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●

　

　

　

　

元
禄
時
代
の
京
都
小
説
家

　

　

　

　

　

　

　

　

.

天
四

脚

ち

是

な

る

べ

し
)に
、都

の

錦

の

オ

學

を

褒

め

あ

げ

た

る

末

に
「憎

い

か

な

都

の

錦
、
そ

の

功

い

く

ば

く

も

あ

ら

ず

し

て
、行

年

二

十

七

を

限

り

に

西

海

の

浪

の

泡

と

消

ゆ

る

こ

と
、洛

中

書

林

の

涙

ぞ

か

し
」と

あ

る

事

な

り
。
　
訴

状

に

よ

れ

ば

流

罪

は

元

禄

十

六

年

十

月

な

り
.、

然

る

に

太

手

記

の

記

事

に

よ

れ

ば
、元

禄

十

四

年

の

事

と

な

り

て

二

郵
、
の

差

あ

り
。

饗

庭

氏

は

太

平

記

の

記

事

を

傳

聞

の

誤

な

り

と

一
言

に

断

ぜ

ら

れ

た

り
・
　
か

く

い

へ

ば

を

れ

ま

で

の

事

な

れ

ど
、元

禄

太

手

記

は

種

々

の

鮎

よ

り

観

察

し

て
、都

の

錦

が

自

己

吹

聴

の

匿

名

作

と

お

ぼ

し

き

謹

跡

あ

り
、こ

は

既

に

水

谷

不

倒

氏

が

其

著

列

傳

禮

小

読

史

に

唱

道

せ

ら

れ

し

所

に

て
、西

鶴

を

疑

し

て

都

の

錦

を

揚

げ
、又

伊

藤

仁

齋

を

構

へ

た

る

二

黙

よ

り

推

断

せ

ら

れ

た

る

ガ
、此

他

に

も

術

有

力

な

る

一
二
ニ

の

謹

探

あ

り
。
　
大

卒

記

捲
に
京

の

書

癖

と

参

宮

道

者

と

の

問

答

に

托

し

て

曰

く

　 　 　 　 一　トトー 　層叫闇}　』　 　 　 _智_ゴ　島　一"{　　　　一　　　　一　　　　闇



　

　

京

歌

書

の

外

衣

の

漱

に

な

る

べ
き

文

は

婦

人

養

草
、女

訓

抄
、鏡

草
、女

郎

花

物

語

杯

に

て
、

　

や

が

て

嚴

島

の

尼

の

作

ら

れ

た

る
嫁

入

道

具

と

申

物

出

来

申

候
、極

め

て

重

寳

な

る

書

に

　

て
、女

の

身

の

上

に
於

て

教

へ
誠

を

し

る
し
、大

和

唐

土

の

故

事

を

連

ね
、萬

女

の

も

て

る

調

　

度

め

く

物

漏

さ

す

書

集

め

候
、此

書

板

行

い

だ

し

候

は

〉
、上

は

几

帳

の

扱

髪
、下

は

茶

の

聞

　

の

投

島

田

に

至

る

ま

で
、
一
部

づ

、
買

ふ

て
、櫛

箱

に

納

め

給

へ
か

し
、艶

書

の

作

者

嚴

島

の

　

尼

の

事

は
、御

前

於

伽

碑

子

に

く

は

し

く

見

え

侍

り

候

而

し

で

御

前

お

伽

碑

子

に

は
、比

尼

の

履

歴

を

記

し
、且
「比

尼

の

集

置

き

し

姿

人

道

具

と

い

へ

る

草

子

あ

り

、す

べ

て

女

中

の

玩

草

に

面

白

き

物

な

り
、十

二

珊

あ

り
、僕

之

を

鱒篇

置

き

た

り
、
や

が

て

板

に

行

ひ

世

の

助

に

-
せ

ん

こ

と

を

思

ふ
」と

あ

り
。
　

お

伽

脾

子

は

元

禄

十

五

年

正

月

の

出

板
、

大

卒

記

は

同

じ

く

三

月

の

出

板

に

て
、此

間

中

一
ケ

月

の

違

あ

れ

ど
、當

時

の

印

刷

術

に

て

は

板

木

に

手

間

取

る

事

ゆ

ゑ
、無

關

係

の

局

外

者

が

お

伽

碑

子

を

積

み

た

る

後

、文

作

し

て

大

半

記

に

書

載

せ

て

出

仮

す

る

　

　

　

　

　

元
禄
時
代
の
京
都
小
説
家
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　一入
五

竜
曝書一

蓋
毒…

辱尊重

皇



一

一.μ謎

　

　

　

　

元
禄
時
代
の
京
都
小
凱
家
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　剛
八
六

程

の

鹸
…
俗

な

し
、お

伽

脾
」
子

の

著

者

な

ら

で

は

出

来

得

べ

き

事

な

ら

ず
。

又

前

に

引

用

せ

し

入

田

光

風

が

四

書

授

業

句

解

二

十

巻

の

・出

板

豫

告

の

如

き

も
、著

者

か

書

難

か

の

他

に

は

知

ら

ぬ

事

に

て
、例

令

知

る

と

も

殊

更

に

い

ふ

べ

き

事

に

非

ず
。
　
術

大

卒

記

に

　
昔

よ
り
今

に
至
り

て
見

醒
せ
す

し

て
面
白

き
物

は
、御
伽
娩

子
、可
笑
記
、意
愚
智
物

語
な

る

　

べ
し
、叉
近
年
板
行

あ
り

し

に
は
u宗
祖
諸
國
物
語
、武
道

傳
來
、御
前
御
伽
、是
等

は
萬
代
不
易

　
の
書
な
り
。

と

あ

り
。
　
貞

享

二

年

の

宗

紙

諸

因

物

語

や
、同

四
…年

の

武

道

傳

來

記

と
、

ニ

ケ

月

前

出

板

の

御

前

お

伽

を

並

べ
塞

げ

て
、近

年

板

行

せ

し

萬

代

不

易

の

書

と

す
。
　
言

者

の

何

人

な

る

か

は

問

は

ず

し

て

明

か

な

る

に

あ

ら

ず

や
。
　
此

他

思

想

に

お

い

て
、用

語

例

に

お

い

て
、太

平

記

は

都

の

錦

が

著

書

と

符

節

を

合

す

ガ

如

き

黙

甚

だ

少

か

ら

ず
。

　

　

　

　

　

　

　

　

か

　

以

上

説

く

所

に

因

っ

て

太

手

記

を

都

の

錦

の

著

書

と

断

定

せ

ん

か
。



訴

状

に

い

ふ

如

く

江

戸

に

て

無

宿

改

の

役

人

に

捕

へ

ら

れ

て
、元

緑

十

六

年

薩

州

へ
.逡

ら

れ

し

が

事

實

な

ら

ば
、み

つ

か

ら
「西

海

の

泡

と

清

ゆ

る
」と

は

豫

言

出

束

ぬ

筈

な

り
。

此

の

解

決

甚

だ

困

難

に

し

て
、訴

状

の

記

事

を

眞

と

す

れ

ば
、大

楽

記

を

錦

の

作

と

認

定

し

難

く
、太

手

記

を

錦

の

作

と

す

れ

ば
、訴

状

を

疑

は

ざ

る

を

得

ず
。

今

此

矛

盾

を

調

和

せ

し

め

む

爲

に
、試

み

に

説

を

立

つ

る

に
、俳

道

の

野

心

家

獅

子

庵

実

者

が
、門

人

の

名

に

托

し

て

自

己

の

終

焉

記

を

作

り
、暫

く

身

を

潜

め

て

天

下

の

形

勢

を

窺

ひ

し

ガ

如

く
、都

の

錦

も

亦

京

に

居

り

難

き

事

情

あ

り

て
、自

ち

身

を

隠

す

畳

悟

を

定

め
、李

家

の

都

落

に

擬

し

て
、出

傍

題

に

西

海

の

泡

と

清

ゆ

る

と

い

ひ

し

ガ
、偶

然

識

を

な

し

て

薩

州

に

追

放

せ

ら

れ

し

ょ

り
、吾

人

を

し

て

か

く

考

謹

に

熱

せ

し

む

る

に

あ

ら

ざ

る

か
。

　

彼

の

學

問

自

慢

は

到

る

庭

に

學

者

や

書

物

の

隙

を

な

ら

べ
、
ほ

と

ほ

　

　

　

　

元
豫
時
代
の
京
都
小
説
家
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一入
七



　

　

　

　

元
禄
時
代
の
京
都
小
説
家
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一入
八

と

入

を

し

て

却

走

せ

し

む
。
　
思

ふ

に

彼

は

小

説

を

書

く

外

に
、書

癖

の

相

談

相

手

と

な

り

て
、翻

刻

す

べ

き

漢

籍

の

選

揮

を

な

し
、又

は

諺

解

類

の

俗

書

を

作

り

て

ロ
を

糊

せ

し

な

ら

ん
。
　
大

卒

記

に

そ

の

舟

板

を

豫

告

せ

る

根

源

塵

滴

問

答

大

成

な

ど

も
、彼

が

筆

耕

に

な

り
,し

も

の

な

る

べ

し
。
　
兎

に

角

相

懸

に

和

漢

學

の

素

養

あ

り
"文

章

も

流

暢

手

明

に

し

て
、西

鶴

の

如

き

破

格

や

俳

階

調

な

く
、往

々

七

五

調

の

掛

詞

多

き

道

行

振

を

交

へ
、好

ん

で

故

事

を

引

き

詩

歌

を

用

ひ
、古

典

的

衝

撃

的

に

し

て
、

時

と

し

て

は

文

中

の

古

語

に

註

繹

を

施

せ

る

な

ど
、明

和

の

建

部

綾

足

と

似

通

へ

る

節

あ

り
。
　
日疋
等

は

彼

が

學

問

自

慢

の

絵

弊

な

れ

ど

も
、亦

通

俗

趣

味

の

大

阪

に

封

ず

る

京

都

の

好

古

趣

味

を

代

表

せ

る

も

の

と

い

ふ

べ

し
。
　
元

禄

大

楽

記

蜷

に

京

都

の

春

蝉

が

大

阪

の

苦

難

に

向

ひ

最
前
貴
様
都

の
錦
を

お
と
し

め
そ
ね
み
、西
鶴
を
褒

め
過

ご
し
、西
澤
を

取
上
げ
給

へ
ど
浪

。。一_.。 メ



　

花

の
作
者

に
小
學

か
大

學
を
謹

ま
せ
て
見

た

い
、字
面

　
通

も
ろ
く

に
済

む
ま

い
、さ
ら

ば

　

假
名
草
子
を
作

る
程

に
、源
氏

か
狭

衣
を
取
出
し

沙
汰
な
し

に
聞

て
見
や

れ
、義

理
は
さ

て

　

お
き
護
癖

さ

へ
讐

者
坊

な
る

べ
し
、

　

と

い

へ

る

は
、能

く

此

間

の

消

息

を

傳

ふ

る

も

の

に

あ

ら

ず

や
。
　
か

く

て

古

典

通

を

鼻

に

か

け
、和

漢

の

引

事

業

々

し

く
、眞

面

目

臭

っ

て

教

訓

的

の

語

を

吐

く

か

と

思

へ

ば
、時

々

必

要

も

な

き

所

に

淫

狼

な

る

文

句

を

陳

ぬ

る

な

ど
、全

く

此

時

代

の

風

潮

を

現

せ

り
。
　
西

鶴

は

勿

論

其

磧

ほ

ど

の

観

察

も

文

才

も

な

け

れ

ど
、兎

に

角

一
風

攣

り

た

る

作

者

な

り

。

錦

の

風

に

倣

ひ

し

者

に

隠

士

梅

翁

あ

り
。

洛

陽

散

人

容

膝

軒

と

も

擁

す
㎏
　
風

流

源

氏

の

後

を

織

ぎ

て
、蜜

永

四

年

よ

り

引

緩

き

若

草

源

氏
、雛

鶴
…
源

氏
、紅

白

.源

氏

牌寺
、年

々

源

氏

の

俗

解

を

出

せ

り
。

　

之

を

要

す

る

に

京

都

の

小

説

家

は

奮

趣

味

に

囚

は

れ

て
、自

ら

新

機

　

　

　

　

の

軸

を

出

し

て

流

行

の

魁

た

る

能

は

ず
。　

文

學

史

上

の

大

立

物

と

な

れ
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}九
〇

る

も

の

な

し

。　

就

中

そ

の

鈴

々

た

る

も

砂

を

求

む

れ

ば
、元

禄

以

前

に

　

　

　

　

曝

於

て

近

世

小

説

の

耐

た

る

淺

井

了

意

と
、元

禄

時

代

に

於

て

西

鶴

に

基

づ

い

て

之

を

一
愛

せ

し

江

島

尾

翼

磧

と
、
こ

の

二

人

を

推

す

べ

し

と

す
。

(明

治

四

十

四

年

二

月

二
十

六

口

講

演
)




