
'

通

口
慶

手

盛

、・引

'

,

作
,ず く虎

♂

瑠
罪歯

・・阜

小

訴

訟

.・
代

ビ
.

大

日
本
雄
僻

目
講
談
社



序

　

明

治

聖

代

以

後

の

文

學

は

姑

く

措

き
、我

が

國

文

學

史

上
、最

も

精

彩

あ

る

時

代

を

求

む

れ

ば
、之

を

前

に

し

て

は

不

安

朝
、之

を

後

に

し

て

は

所

謂

江

戸

時

代

で

あ

る
。
　
平

安

朝

文

學

が

貴

族

生

活

の

耽

美

的

情

趣

を

基

調

と

し

た

も

の

で

あ

る

に

謝

し
、江

戸

文

學

が

民

衆

の

義

理

人

情

に

本

づ

き
、愛

慾

乏

物

慾

と

の

交

錯

し

た

赤

裸

々

の

人

間

生

活

を

取

扱

つ

た

の

は
、誠

に

意

義

あ

る

對

照

で

あ

る
。

　

然

る

に

時

代

の

古

い
、題

材

の

国

民

大

衆

と

縁

遠

い

平

安

朝

文

學

が
、既

に

幾

多

の
學

者

に

よ

つ

て
、或

は

訓

詁

に
、或

は

考

證

に
、或

は

評

釋

に
、殆

ど

餘

蘊

な

き

ま

で

に

研

究

し

盡

さ

れ

た

觀

あ

る

に

謝

し
、時

代

も

題

材

も

共

に

我

々

に

近

く
、そ

の

一
線

一
畫

の

描

寫

も

現

代

人

の
魂

を

搏

つ

我

が

江

戸

文

學

が
、思

ひ

の

外
、或

る

特

殊

の

部

分

以

外

は

研

究

さ

れ

ず
、又

普

及

さ

れ

て

み

な

い

の

は
、誠

に

不

可

思

議

な

事

で

あ

る
。　

不

可

思

議

な

事

で

は

あ

る

が
、又

否

み

難

い
事

實

で

あ

る
。
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
.

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一

儀



　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

二

　

こ

れ

は
、
一
面

に

は

儒

學

の

影

響

で
、稗

史
・小

説
・演

藝

等

は

士

君

子

の

讀

む

べ

き

も

の

で

な

い

と

考

へ
た

結

果

で

も

あ

ら

う
。
　

又

他

面

に

は

維

新

以

後
、外

來

文

化

の

攝

取

に

急

に

し

て
、こ

れ

等

の

研

究

鑑

賞

に

努

む

る

暇

が

無

か

っ

た

に

も

因

る

で

あ

ら

う
。
　
し

か

し

時

代

の

進

展

は

人

を

俟

た

ず
、近

い

と

思

っ

て

み

た

江

戸

文

學

も
、今

は

既

に

古

典

の

域

に

入

っ

て
、近

松

の

名

文

も

西

鶴

の

傑

作

も
、原

文

の

ま

ま

で

は

鑑

賞

は

お

ろ

か
、解

釋

さ

へ
も

困

難

な

時

代

と

な

っ

て

了

つ

た

の

で

あ

る
。
　
そ

れ

だ

け

に

叉
、近

來

國

文

學

研

究

の

勃

興

に

つ

れ

て
、江

戸

文

學

に

對

す

る

困

民

の

關

心

と

待

望

と

は
、日

一
日

と

倍

加

さ

れ

つ

つ

あ

る

こ

と

も

事

實

で

あ

る

。

　

殊

に

今

日

は

日

本

精

神

が

旺

ん

に

高

調

さ

れ
、再

び

祗

國

文

化

の

本

質

を

探

求

せ

ん

と

す

る

機

運

に

燃

ゆ

る

の

秋

で

あ

る
。
　
我

が

民

衆

文

學

の

精

粋

た

る

江

戸

文

學

に

正

し

き

評

釋

を

施

し
、そ

の

神

髓

を

廣

く

天

下

に

紹

介

し
、以

て

後

昆

に

傳

へ
る

事

は
、正

に

現

代

國

文

學

者

に

與

へ
ら

れ

た

最

大

の

使

命

で

あ

る

と

い

ふ

も

過

言

で

な

い

と

思

ふ
.

　

隨

っ

て

之

が

研

究

に

對

す

る

我

等

の
期

待

と

囑

望

と

は
、實

に

深

く

し

て

且

大

な

る



も

の

が

あ

る
。

卓

越

し

た

學

者

の

協

同

的

研

究
、信

憑

す

べ

き

底

本

の

蒐

集
複

雑

多

面

な

る

資

料

の

整

理
、更

に

加

ふ

る

に

學

究

的

精

緻

さ

と

大

衆

的

平

明

さ

と

の

諧

調
、原

典

の

持

つ

特

殊

の

か

を

り

や
、も

ち

あ

ぢ

を

如

實

に

今

人

に

傳

へ
る

た

め

の

工

夫

等

が

必

要

で

あ

る
。
　
斯

く

し

て

初

め

て

国

民

の

総

て

が

喜

ん

で

愛

護

し
、容

易

に

鑑

賞

し

得

る

も

の

と

な

る

で

あ

ら

う
。

併

し

そ

れ

に

は

さ

ま

λ
c丶

の

困

難

と

苦

心

と

が

件

ふ
。

先

人

が

幾

た

び

か

企

て

よ

う

と

し

て

企

て

及

ば

な

か

っ

た

理

由

は

そ

こ

に

あ

っ

た
。

　

然

し

な

が

ら
、如

何

に

難

事

な

れ

ば

と

て
、文

學

史

上

の

こ

の

一
大

寶

庫

を
、
こ

の

ま

ま

あ開

か

ず

の

扉

と

し

て

遺

し

去

る

事

は
、昭

和

国

民

の

恥

辱

で

あ

り
、邦

国

文

化

の
痛

恨

事

で

あ

る

と

謂

は

ざ

る

を

得

な

い
。

　

こ

の

時

に

當

り
、我

等

は

突

如

と

し

て

快

報

を

得

た
。
　
畏

敬

す

る

學

友

和

田

高

士
甲
笹

川

種

郎
・樋

口

慶

千

代

の

三

君

は
、数

年

に

亙

る

苦

心

計

畫

の

結

果
、立

案

漸

く

成

就

し
、斯

界

の

權

威

藤

井

乙

男
・河

竹

繁

俊
・潁

原

退

蔵
・三

田

村

玄

龍

四

君

の

協

力

と
、講

談

瓧

長

野

間

清

治

君

の

義

侠

的

助

力

と

を

得

て
、
こ

の

至

難

な

る

事

業

を

見

事

に

成

し

遂

げ

ら

れ
、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
三



　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

四

こ

こ

に

燦

と

し

て

輝

く

.糊
江

戸

文

學

叢

書
」
の

刊

行

を

見

る

に

至

っ

た
。

響

　

斯

く

て
、門

外

不

出

の

稀

覯

本

の
蒐

集
、各

部

門

一
流

權

威

者

の

動

員
、大

出

版

社

の
肝

煎
、他

に

得

易

か

ら

ざ

る

こ

の

三

位

一
體

の

陣

容

の

下

に
、途

に

前

人

未

踏

の

大

秀

峰

が
、

今

や

遺

憾

な

く

踏

破

さ

れ

た

事

は
、眞

に

學

界

の

一
大

慶

事

で

あ

り
、文

化

史

上

不

朽

の

業

績

で

あ

る

と

共

に
、又

出

版

界

未

曾

有

の

壯

擧

と

謂

は

ね

ば

な

ら

ぬ
。

　

待

望

日

久

し

く

し

て
、出

づ

べ

き

も

の

が

途

に

出

た

の

で

あ

る
。
　
私

は

満

腔

の
感

激

と

敬

意

と

を

以

て
、全

同

胞

と

共

に
、こ

の

成

功

を

喜

ぶ

も

の

で

あ

る
。

昭
和

八
年

十

二
月

上

　

　
田

　

萬

　

年

識



は

　
し

　
か

き

勲爵

　

江

戸

幕

末

ま

で

の
各

種

の
刊

行

書

中

で
、著

作

數

に
於

て

最

大

な

も

の

は
浄

瑠

璃

本

で

あ

る
。

其

の

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
だ
　
い
ふ

各

派

の
浄

瑠

璃

中

で
、最

も

文

學

的

價

値

に
富

め

る

も

の

は
蓋

し

義

太

夫

浄

瑠

璃

で

あ

ら

う
。

其

の
作

者

の
中

に

は
、絶

世

の

文

豪

近

松

門

左

衞

門

を

始

め
と

し

て
、幾

多

の
名

匠

續

出

し
、其

の
構

想

は

い

つ

れ

も
、義

理

の
精

禪

と

人

情

と

を

絡

ま

せ

て

描

寫

し

た
。

實

に
浄

瑠

璃

の
要

點

は
、我

が
道

徳

觀

念

の
表

現

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

あ
や
つり
に
んぎ
や
う

で

あ

る
。

そ

し

て

其

の

豊

麗

な

詞

章

が
太

夫

の
美

聲

で
語

ら

れ
、音

楽

と

繰

入

形

の
巧

妙

な

所

作

と

が

之

に

伜

ふ
時
、興

味

は

倍

加

す

る
。

　

聴

衆

観

客

は
、日

常

の
雑

務

に

逐

は

れ

て

思

ひ

到

ら

な

か

っ

た

己

が
魂

の
姿

を
、こ

の
楽

劇

の

中

に
見

出

し
、己

が
内

生

活

を

喚

起

し

て

共

鳴

共

賊

す

る
。

そ

し

て

現

實

生

活

か

ら

は

得

ら

れ

ぬ

歓

喜

を

享

け
、

以

て
内

生

活

を

深

大

に

し
、豊

富

な

ら

し

め

る

の

で

あ

る
。

斯

く

し

て
義

太

夫

藝

術

は
。之

を

鑑

賞

し

た

我

等

の
先

入

に
大

き

な

影

響

を

與

へ
、且

大

衆

教

育

に
與

っ

て
大

き

な

力

の

あ

っ
た

事

は
、他

の

何

物

も

及

ば

ぬ

で

あ

ら

う
。

思

ふ

に
我

が
国

民

性

は
、こ

の

側

か

ら

作

ら

れ

て

み

る
事

が
頗

る
大

な

の

で

あ

る
。

　

私

が
小

學

生

で

あ

っ
た

頃
、祀

父

母

や

兩

親

が
我

等

兄

弟

を

折

々
膝

許

に

集

め

て
、忠

義

や

孝

行

や

情

深

い
者

の

話

を

し

て
く

れ

た
。

其

の

度

毎

に

喜

ん

で

之

を

聞

き
、深

く

戚

動

し

同

情

し

た

も

の

で

あ

る
。

然

し

其

の
話

が

何
の

本

に
出

て

み

る

か

と

い

ふ
樣

な

事

は
、ま

る

で
無

頓

著

で

あ

っ

た
。

其

の

後
、年

を

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一

●



劇

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
誓
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

、　

　

　

ご

と

b
.浄

瑠

璃

を

聞

き

芝

居

を

見
、叉

浄

瑠

璃

本

を

も
讀

ん

で

其

の
出

處

を

知

る

に

及

び
.既

に

亡

く

な

っ

た

祖

父

母

や

兩

親

が
、話

し

て
ぐ

れ

た

其

の
昔

を

追

憶

す

る

情

も

手

傳

ひ
、言

ひ

知

れ

ぬ
愛

著

を

浄

瑠

璃

本

に
臧

じ

た

の

で

あ

る
。

あ

b

て

い

に

告

白
す

れ

ば

吾

人

は
、學

綾

で
倫

理

の
講

義

を

聽

い
た

そ

れ

よ

b

も
、家

庭

で

浄

瑠

璃

に

あ

る
立

派

な

話

を

面

白

く

聴

い
た

方

が
、却

っ

て

印
象

が
深

い

の
で

あ

る
。

　

合

や

外

因

思
想

は

び

こ

b
、其

の

思

想

に

か

ぶ

れ

て
、兎

角

我

が
國

の

文
藝

を

措

い

て
、徒

ら

に
外

国

文

藝

を
讃

美

す

る
者

が

あ

る
。

そ

れ
等

の
者

は
、我

が
國

民

道

徳

や

我

が
藝

術

の
鑑

賞

を

生

齧

b

に

し

て
.

自

ら

卑

下

し

て

み

る

の

で

あ

ら

う
。

か

か

る
時

勢

に

際

會

し

た

我

々
學

徒

は
、大

衆

に
我

が
國

獨

自

の

文

學

を

認

識

し

て

戴

く

や

う

に

し
、そ

し

て
更

に
我

が

文

學

の

向

上

に
志

し
、覺

醒

か

ら

伸

展

へ
導

く

や

う

に
す

る
事

が
最

も

大

切

な

の

で

あ

る
。

そ

れ

に

は

我

等

の
先

入

た

ち

の

最

も

多

く

に

愛

さ

れ

て

み

た

義

太

夫

文

學

の

研

究

も

急

務

の

一
で

あ

ら

う
。

希

は

く

は

諸

君

よ
、是

非

と

も

義

太

夫

文

學

の
傑

作

を

讀

ん

で
戴

き

た

い
。

實

際

之
・を

讀

め

ば

誰

に

で

も

面

白

い

の

で

あ

る
。

叉

其

の

研

究

は
、こ

の
楽

劇

に
内

在

す

る
眞

實

な

意

義

と

價

値

と

を

知

b
、我

が
困

民

性

を

正
確

に
自

覺

す

る
助

け

に

な

る
。

之

を

大

に

し

て

は

我

が
困

民

が
世

界

に

立

っ

て
、人

類

の

幸

福

を

將

来

す

る
事

に

も

な

る

の

で

あ

る
。

　

浄

瑠

璃

の
要

點

は
、我

が
道

徳

観

念

の
表

現

で

あ

る

事

は
既

に

述

べ
た
。

そ

し

て

其

の

所

作

は

入

形

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

に
ん
ぎ
や
う
っ
か
ひ

に

よ

る
幻

華

劇

で

あ

る
。

最

も

欣

ぷ

べ
き

は

現

實

劇

の
性

質

を

も

具

備

し
、人

形

遣

の
巧

妙

な

技

に

よ

っ

て
、俳

優

の
な

し
得

ぬ
事

を

も

入

形

が
演

ず

る
事

で

あ

る
。



　

然

し

古

典

劇

の
通

弊

と

し

て
、往

々
描

寫

の

上

に
深

刻

さ

が
乏

し

く
、個

性

描

寫

と

か

性
格

描

寫

と

か

の

上

に

も

物

足

ら

ぬ

憾

が
あ

る
。

叉

不

自

然

な
技

巧

の
加

は

つ

て

み

る

事

も

認

め
ね

ば

な

ら

ぬ
。

　

故

に
吾

人

は

古

典

劇

の

短

所

を

補

ひ
、實

質

を

摘

ん

で
進

ま

ね

ば
な

ら

ぬ
。

思

ふ

に
我

々

の
任

務

は
、

大

和

民

族

が

古

い
傳

統

に
よ

っ

て
培

は

れ

た

精

神

力
、す

ぐ

れ

た

意

思

の
力

を

本

営

に
作

興

し

て
国

運

の

隆

盛

に
資

し
、更

に
偉

大

な

文

藝

の
出

現

に
向

っ

て
精

進

す

べ
き

で

あ

る
。

　

そ

れ

に

は

必

ず

我

が
國

の

過

去

に
作

ら

れ

た

優

秀

眞

實

な

文

藝

と

離

る

べ

か

ら

ざ

る

の

み

な

ら

ず
、

時

勢

の
進

歩

に

順

應

し

て
、其

の

上

に
創

作

さ

れ

た

物

で

あ

ら

ね

ば

な

ら

ぬ
。

か

る

が

故

に
書

入

は
、肚

會

の
方

々

に
謝

し

て

こ

の
樂

劇

を

敬

愛

支

持

し

て

戴

き
度

く
、こ

れ

が
研

究

を

慫

慂

す

る
所

以

で

あ

る
。

　

寔

に

現

在

の
我

が
国

民

は
、あ

ら

ゆ

る

方

面

に
於

て
、国

民

と

し

て

の
周

到

な

反

省

自

覺

が
要

求

さ

れ

て

る

る

時

勢

で

あ

る
。

是

に

於

て
本

書

が

大

衆

に

愛

讀

さ

れ

て
、文

藝

の
上

に

も

精

神

文

化

の
上

に

も
、

貢

献

す

る

所

あ

る

べ
き

を

希

ひ
、余

が
非

才

の

限

b

を

盡

し

た
。

　

思

へ
ば

本

書

は
余

が
、幾

歳

月

構

想

に
、執

筆

に
、校

正

に
、呉

竹

の
節

を

こ

め

て

日

夜

辛

苦

し

た

著

述

で

あ

る
。

今

之

を

世

に
出

す

は
、恰

も

愛

子

を

千

里

の

族

に

手

放

す

心

地

が

し

て
、萬

戚

胸

に
迫

っ

て
来

る
。

そ

し

て
畏

友

野

間

清

治

君

を

始

め
、講

談

社

の
諸

君

は
、こ

の
著

述

を
是

非

立

派

な

物

に

し

て

や

ら

う

と

し

て
、到

る
處

微

に
入

b

細

に
亙

っ

て
教

を

垂

れ
給

ひ
、
一
方

な

ら

ぬ
厚

意

を

寄

せ
ら

れ

た
。

　

希

く

は
本

書

よ
。
　
汝

能

く
、講

談

肚

諸

君

の
恩

や
、叉

先

入

の
研

究

資

料

に
啓

發

さ
れ

た

恩

を

戚

謝

し
、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

三



　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

四

我

が

使

命

を

齎

し

て

津

々
浦

々

ま

で

も

周

行

せ

よ
。
　
且

汝

の

任

の

重

き

を

忘

れ

ず
、大

き

な

抱

負

と

深

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ま
み

き

自

信

と

を

以

て
、満

天

下

の

大

衆

に

見

え

て

愛

さ

れ

よ
。

昭
和

十
年

三
月

樋

　
口

慶

千

代

識



浄

瑠

璃

概

説

　
浄
瑠
璃
の
起
源
は
足
利
義
政
の
頃
で
あ
ら
う
。
其
の
名
稱
に
就

い
て
は
、「
十
二
段
さ
う
し
」
の
主
人
公
、浄
瑠
璃
姫
薬
師
如
来
の
申
子
の
名

に
據

つ
砦

の

で
あ

ら

う

。
.
猿

轡

L
(
著
者
未
詳
。
能
樂
評
判
記

で
あ

っ
て
三
珊
も
の
。
萬
治
頃
刊

)

に

,

　
　

「
ま
つ
淨
瑠
璃

の
義

は
、
文
安
年

中
に
宇

田
勾
當
と

い
ふ
座

頭
は
べ
り
。
盲
目
た
る
事

を
深

く
悲

し
み
て
、
因
幡
堂

の
藥
師
如
来

の
誓

の

深
き
事

を
尊

　
　

み
て
、
數
年
肝
瞻

を
砕
き
斫
り
は
べ
り
し
が
、
或
時

三
七
日
通
夜
し

は
べ
り
て
歎

じ
て

い
ふ
、
『
予
人
倫

に
生
ま
れ

な
が
ら
、

目
瞳
暮
暮

た
り
。
　
五
體
不

　
　

具

に
し
て

は
生
け
る
甲
斐

な
し
。

あ
は
れ
願

は
く

は
、
予
が
眼
を
あ
け
て
た
び
給

へ
』

と
、
血

の
涙
を
流

し
て
所
り
け
れ
ば
、
如

来
も

哀
れ

と
や

思

し

　
　

け
ん
。

三
七
口
の
曉
、
山

の
端

に
か
か
る
有
明

の
月
鮮

か
に
見

え
侍
り
。
勾
當
餘

り

の
嬉

し
さ
に
、
平
家

の
+
一一
の
卷

に
準
じ
、

叉
は

藥
師

の

+

二
神

　
　

に
評

し
て
、

や
す

だ
物
語
と

い
ふ
事
を
+
二
段
に
し
て
語

り
き
。
浄
瑠
璃
國
土

の
藥
師

た
る
故
、
瑠
璃
光
如
来
と
號
し

奉

れ
ば
、

則
ち
か
た
ど
り
て
淨

　
　

瑠
璃

と
名
附
け
た
り
。
根
本

・
卆
家
よ
り
出
で
、

し
か
も
節

の
品
多
く
、
其

の
法
あ
り
と
な
ん
」

　

と

あ

る
。

　
　

　
　
　
　
　

み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
う
ち
や
う

　

浄

瑠

璃

の
事

が

見

え

て
み

る
古

い
物

で

は

、

一、
家

長

日
記

L

(
柴
屋
軒
宗
長
撰
)
享

祿

四
年

八
.月

十

五
夜

の
條

に
.

　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

き
よ
う

　
　

「
一
雨
輩
人
を

つ
か
は
し
小
座
頭

あ
る
に
浄
瑠
璃
を
う
た

は
せ
興
じ
て

一
杯
に
お
よ
ぶ
」

　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
う
　
つ
の
や
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　も
り
た
け

　

と

あ

る
。

こ
れ

は
駿

河
國

宇
津

山

の
記

事

で

あ

る
。

ま

た

「
守

武

千

句

」

(
天
文
九
年
成
)

に

,

　
　

「
い
と
穿
だ

に
座

頭
ま
が

ひ
の
杖

つ
き
の

(
前
句
)
　

淨
瑠
璃

語
れ
と
も
し
火

の
も
と

(
附
句
)
　

こ
よ
ひ
は

や
時
は
丑
若

ふ
け
は
て
て

(
叉
附
)
」

　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

か
た
み
な
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ゃ
う
る
り
　
ひ
め

　

と

あ

る

か
ら

、

其

の
背

臨

に
片

田

舎
街

々
驛

々

で
牛

若

・
浄

瑠

璃

姫

の
情

事

を

語

っ
て

み

た

の

で

あ

る
。

現
存
芸

淨
灑

の
讐

古

い
も
の
は
、
普
通
に

.
+
二
段
夸

し
L(作
者
及
び
著
作
年
代
未

詳
。
或
云
足
利
義
政
時
代
)

で
あ
る
と
い
は
れ
て
み
る
。
然

し
其
の

　
　

　
　
　
　
　
　

び
　
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
ム
ほ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　つ
ま
び
ら

本

文

が

、

其

の
當

時
琵

琶

法
師

ど

も
が

語

っ

た
浄

瑠

璃

と

同

じ

物

で

あ

る
か

、

は
た
読

本

と

し

て

の
物

で
あ

る
か

は

詳

か

で
な

い
。

　
　

「
十
二
段

さ
う

し
」

は
其

の
名

の
如

く
十
二
段
本
も
あ
劇
ぱ
、
他

に
八
段
本
も

十

一
段
本
も

十
五
段
本
も

十
六
段
本
も
あ
る
。
　
思

ふ
に
語
り
本
も

あ
れ

　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

脚

ノ



圃

　

　

ぱ

、

叉
讀

本

も

あ

っ
た

の

で
あ

ら

う

。

　

　

　

　

　

　

か
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　か
き
な
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
う
む
　
　
　
そ
き

　

又

こ

れ

等

を

語

る

に

も

,

扇

子

を

掻

鳴

し

て

拍

子

を

取

り

,

極

め

て

單

調

な

も

の

で

あ

っ

た

。
　

「
鸚

鵡

が

杣

」

の

序

文

に

も

,

　

　

門、浄

瑠

璃

は
じ

ま

り

て
百

+
餘

年
、

瀧
野

・
澤

佳

兩

検

校

李

家

に
く

は

し

く

琵

琶

の
妙

手

た

り
し

ょ

り
浄

瑠
璃

物

語
ど

い
ふ
草

紙

を

綴

り
直

し

て
、

藥

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
ふ
し

　

　

師

の

十

二
紳

を

か

た

ど

り
十

二
段

と

い
ふ
節

を
語

り
出

せ

り
、

其

の
時

は

三
味

線

に
合

は

す

る
と

い
ふ
事

も

な

く
、

扇

を
開

き

左

に
持

ち
、

右

の
手

の

　

　

つ
ま
さ
き
　
　
　
　
　
　
　
ち

が
み
　
　
　
かき
な
ら

　

　

爪

先

に

て
骨

と

地

紙

と

を
掻

鳴

し

て
、

色

々
の
拍

子

を

取

り
た

る
事

な

り

、

其

の
+

二

段

の
目
録

さ

へ
、

今

は
知

り

た

る
淨

瑠

璃

語

り

も

な

し
L

　

と

見

え

て

み

る

。
瀧

野

検

校

の

事

は

,
　

「
色

道

大

鏡

」

に

,

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
ふ
し

　

　

「
抑

も

浄

瑠

璃

は
瀧

野

勾

常
節

を
付

け

て
、

丈

祿

三
年

甲

午

の
年

よ

り

語

り

は

じ

め
た

り
、
　
こ

の
浄

瑠

璃

に
本

節

と

て
あ

り

、

こ

の
本

節

に
表

裏

と

て

　

　

祕

傳

あ

り

」

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ざ

と
う

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
に
ぎ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
ひ

よ

　

と

あ

る
。

當

時

の

浄

瑠

璃

語

り

は

座

頭

で

あ

っ

て

,

人

の

集

る

神

瓧

や

,

賑

や

か

な

路

傍

な

ど

に

、

さ

》
や

か

な

日

除

け

を

し

た

中

で

語

　

　

　

　

　

　

さ
か
も
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
び
　
　
　
　
　
　
　
　
は
う
ら
う

っ
た
り
、
又
は
酒
宴
の
席
な
ど
に
招
か
れ
て
語
り
,
或
は
泊
り
く

の
族
舍
に
呼
ば
れ
て
語
り
、
族
か
ら
族

へ
放
浪
す

る
者
も
あ
っ
た
。

永
様
年
間

(
こ
れ
に
は
異

説
も
あ
る

)
に
三
味
線
が
黙

し
て
か
ら
は
、
こ
れ
蠡

じ
て
淨
瑠
摯

語
る
や
う
に
な
っ
た
。

　

三
味

線

は
琉
球

か
ら

堺

へ
渡

っ
た

。
堺

の

人

で

中

小
路

と

い

ふ
琵

琶

法

師

が

、

そ
れ

に

妙
音

を

出

す

や
う

に
工

夫

を

凝

ら

し

た
も

の
で

あ

ら

う
。

但

し

こ

れ
等

の
事

に
就

い

て

は
異

説

も

あ

る
。
「
糸

竹

初

心

集

」

に

,

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
ひ

　
　

「
抑

も
日
本

に
三
味
線
を
彈
き
初
め
し
事

は
、
丈
祿

の
頃

ほ
ひ
石
村
検
校
と

い
ふ
琵
琶
法
師

あ
り
、

心
た
く
み
に
し
て
器
用
無
双
者
な
り
、

或
時
琉
球

　
　

の
島

に
渡

り
け
る
に
、
彼

の
島

に
小
弓

と

い
ひ
て
糸

三
筋

に
て
鳴
ら
す
物
あ
り
、

小
さ
き
弓

に
馬

の
尾

を
絃

に
か
け
て
彈

く
な
れ
ば
、

小
弓
と

は

い
ふ

　
　

と
そ
、
石
村

こ
れ
を
探
り
見
る
に
、
琵
琶

を
や
つ
し
た

る
も

の
な
り
」

　

と
あ

る
。

叉

「
竹

豐

故

事
」

に

、

　
　

「
抑
も

三
味
線

の
来
由
と

い
ふ
は
、
元
來
琉
球
國

の
弄
び
物

ゆ
ゑ
琉
球
絃

と
號

ナ
、

琴

・
琵
琶

・
和
琴

等

の
音
を
暮
し
た
る
も
の
な
り
、

日
本

に
之
を

　
　

傳
来

せ
し
初
め

は
、
人
皇

百
七
代

(
百
六
代

の
誤
)

の
帝

王
正
親
町

の
院

の
御
宇

、

永
祿

五
年

壬
戌

の
春
琉
球

よ
り
泉
州

堺

の
津

に
渡

り
来

り
、

其

の

　
　

頃

の
武

臣
織

田
信
長

公
下
知
あ

っ
て
、
之
を
朝

廷

に
獻
じ
奏
覽

に
入
れ
奉

る
」



　

「
糸
竹
大
全
」
に
,　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

、
、

　
　

「琵
琶
を
ひ
く
如
く
に
浄
瑠
璃
と
い
ふ
事
を
の
せ
て
、
三
味
線
を
ひ
き
始
め
た
る
は
澤
佳
が
な
す
所
し

と
あ
る
.
そ
れ
に
王
朝
時
代
か
ら
解

れ
て
み
た
欝

(齢

礎
怨

ゲ

郷

鉱
灘

嚶

撚

鑑

識
孰
韆

講
褻

鸛

瓔

灘

騰

砺

綴

繋

爆

発

、
)
の
業

結
び
?

に
至
っ
て
、
淨
羈

は
響

纂

の
喋

を
薪

し
た
。
慶
長
頃
に
饒

に
蠶

と

　
　
　

ち
　
ま
ん

し

て

の
地

盤

が

成

立

つ
た

の

で

あ

る
。

　
　

「
淨
瑠
璃
大
系
圖
」

に
、
澤
仕
検
校

の
門

人
目
貫

屋
長

三
郎
が
、
人
形
を
浄
瑠
璃

に
合
は
せ
て
操

る
事

を
工
夫
し
た
由
見
え
て
み
る
。
　

一
説

に
、

淨
瑠

　
　

璃

に
人
形

を
操

る
事
を
始

め
た

の
は
、
淡
路

の
人
引

田
重
太
夫

で
あ
る
と
も

い
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

お
　
と
ぎ
　
　
　
　
　　
　
　
　
か
う
わ
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　や
き
た
ほ

　

當

時

浄
瑠

璃

の
語

り

物

は
、
十

二
段

さ

う
し

や

、
御

伽

草

子

や

、
辛

苦

の
舞

の
本

や

、
或

は
其

の
燒

直

し

で

あ

っ
た
。

「
古

綿

歸

江

戸
咄

」
に
、

　
　

「
京

田
舍
遠
國
端
島
ま

で
は
や
り
け
る
程

に
、
四
條

川
原

に
て
芝
居
を
た

て
、

六
字
南

無
右
衞
…門
と

い
へ
る
女
太
夫
語
り
け
る
時
、

十

二
段
ば
か
り
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
や
し
ま
　
　た
か
た
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
の
ふ
し

　
　

は
や
人
の
聞

き
ふ
れ

て
珍

ら
し
か
ら
ざ

る
と
て
、
舞

に
ま
ふ
屋
島

・
高
館

。
曾
我

な
ど
を
彼
節

に
語
り
け
る
し

　

「
東

海

道

名

所

記

」

に
,

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

え
び
す
か
き

　
　

「
浄
瑠
璃

は
京

の
次
郎
兵
衞
と
か

や

い
ふ
者
、

後

に
は
淡
路

丞
と
受
領

せ
し
、

西

の
宮

の
夷
舁

(
人
形
を
舞
は
す
者
)

を
語
ら

ひ
、

四
條
川
原

に
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

あ
や
つ　
　
　
　
　
　
　
　
こ　
う

　
　

鎌

田
政
清

が
事
を
語

り
て
人
形
を
操
り
、
其

の
後
牛

王

の
姫

。
阿
彌
陀

の
駒
割

な
ど

い
ふ
事

を
語

り
け
る
し

　

「
還

魂

紙

料

」

に

,

　
　

「
昔

の
浄
瑠
璃

に
梵
天
國
と
題
す

る
あ
り
、

梵
天
國

の
班
子

(
御

伽
草
子
)

に
よ
り
て
作
れ

る
亀
の
な
り
、

こ
の
浄
瑠
璃

は
、
慶
長

・
元
和
の
頃
河
内
・

　
　

左
内

・
南
無
右
衞
門
等
が
語
り
出
し

墨
が
傳

は
り
て
、

近
く
貞
享

・
元
祿

の
頃

ま
で
も
、

虎
屋
永
閑

・
天
滿

八
太
夫
な
ん
ど
、

浄
瑠
璃

の
靦
言
に
は
必

　
　

ら
ず
此

の
梵
天
國

を
語

り
け
る
と
そ
」

江
戸
の
.攤
。薐

響

警

居
は
,
元
和
二
年
に
杉
山
七
郎
崙

門
(
後
に
丹
後

橡
と
い
ふ
)
が
京
か
ら
江
戸
に
下
つ
驫

簪

た
に
始
ま
る
。

「色

道
大
鏡
」
に
、

　
　
　
「杉
山
七
郎
左
衞
門
と
い
ふ
者
世
に
出
て
瀧
野
庭
傳
の
本
節
を
語
り
、
最
も
淨
瑠
璃
に
於
て
中
興
の
開
基
た
り
。
杉
山
江
戸
に
来
り
、
元
和
二
年
丙
辰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三

■



　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

四

　

　

の
年
よ
り
芝
居

を
た
て
、
操

り
を
し

て
浄
瑠
璃
を
語
る
、

其

の
後
杉

山
氏
承
應

三
年

の
夏
江
戸

よ
り
京
都

に
上
り
、

忝
く
も

口
宣
を
頂
戴

し
て
天
下

一

　

　

杉
山
丹
後
掾
藤
原

の
清

澄
と
名
乘

る
」

　

「
奈

良

柴
」

に
、

　

　

「
杉

山
七
郎
左
衞
門

と

い
ふ
町
人
、
瀧
野

の
妙
曲

に
歡

善
し
深
く
望
ん
で
師
弟

と
な
り
、

伎
藝
を
覺
え
得
て
東
都

の

一
風
と
す
、

又
小
亭
太
と

い
ふ
者

　

　

瀧
野

の
弟
子

に
て
、
京
都

よ
り
し
て
慕

ひ
来
り
て
、

七
郎
左
衞
門

の
助
音
を
語
る
」

　

と

あ

る
。

小
李

太

は
後

に
薩

摩

太

夫

と

い
ひ

、、
入

道

し

て
薩

摩

浮
雲

と

い

っ
た

人

で

あ

ら

う

。

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

さ
つ
ま
　
じ
ゃ
う
う
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ま
た

　

寛

永

の
初

め

に

は

、
澤

住

の
弟

子
薩

摩

淨
雲

が

京

か
ら

江

戸

に
下

っ

て
、
芝

居

興
行

に
成

功

し

た
。

そ
し

て
其

の
門

下

か
ら

数

多

の
秀

才

　

　
　

　

そ
も
そ
　
　
　
　
　
　
は
っ
し
や
う
　
　
　
　
　か
み
が
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ぼ
っ
こ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　さ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　き
ょ
く
ふ
う
　
　
　ニ
　
せ
っ
き
や
う
ぶ
し
　
いらゆ
ん
き
ょ
　
　
　か
ム

が

出

弛
。

抑

も

浄
瑠

璃

発

祥

の
地

は
上

方

で
あ

る
が

、

其

の
勃

興

は
江

戸

の
方
が

先

で

あ

っ
た

。

其

の
曲

風

も

,
古

読
経

節

に
準

據

し

た

上

が
た
　
　
じ
う
ぶ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
た
ぎ

方
の
柔
軟
な
も
の
か
ら
、
江
戸
気
質
の
勇
健
な
も
の
に
轉
じ
た
。

淨
雲
は
従
来
の
短
い
欝

稲
築
蜜
蛋

甕

覿
鑿

鵬
懿

綜
纏

)
藩

て
て
、
続
き
物
の
段
彊
・蘂

瞭
鑾

嬢
輩

螽

め

た
。
其
の
高
弟
櫻
井
欝

炎

(後
に
丹
波

掾
と
い
ふ
)
は
、
餐

淨
邏

を
語
り
餠
奠

。

　

　

金
夲
浄
瑠
璃

と
は
、
坂

田
金
平
又
は
之
と
類
形

の
武
勇
談
を
主
題
と
し
た
淨
瑠
璃

を

い
ふ
。

こ
れ
等

は
主
と
し
て
六
段
物

で
あ
る
。

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

ち
　
　レ　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　と
ら
や

　

京

都

で

は
浄

瑠

璃

の
發

逹
遲

々
と

し

て
振

は

な

か

っ

た
が

,
寛

文

年

間

に

浮
雲

の
高

弟

虎

屋

源

太

夫
が

上
京

し

て
か

ら
隆

盛

に
向

つ

た
。

其
の
門
か
ら
山
奎

篠

(角
大
払丶↓フ

.)
・
井
上
欝

掾
か
出
で
、
播
黶

の
門
か
ら
清
水
理
兵
衞
が
曇

。
理
兵
衞
の
門
か
ら
襟

の
名
匠
某

　

　
　

　
　

　

　
　

ぜ
っ
せ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
い
け
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
に
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ざ
ん
ぜ
ん
ぐ
ん

義

太

夫

が

出

で

て

,
絶

世

の
文

豪

近

松

門

左

衞

門

と
提

携

す

る

に
至

っ

て

、
浪

華

浄
瑠

璃

の
發

達

は
嶄
然

群

を
抜

い

て
古

今

に
獨

歩

し

、

世

　

　

ほ
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　げ
ん
く
わ
け
い
じ
ゅ
つ

界

に
誇

る
べ

き
我

が

幻

華

藝
術

を

大
成

し

た
。
　

.　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

.

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
な
か
ん
づ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ぎ
　
だ
　
い
ふ
ぶ
し
　
　
と
き
は
　
つ
　
ぶ
し
　
　
き
よ
も
と
ぶ
し

　

浄

瑠

璃

は
数

多

の
流

派

に
分

れ

た

の

で

あ

る

が

、
就

中

現

今

も
流

行

し

て

み

る
も

の

は
義

太
夫

節

・
常
磐

津

節

。
清

元
節

で
あ

る
。

こ

れ

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

か
　
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
い
き
や
う
　
　
　
　
　
　め
い
へ
ん

等

の
浄

瑠

璃

中

で

最

も

文

藝

的

價
値

に

富

む

も

の

は

、
蓋

し
義

太
夫

浄
瑠

璃

で
あ

ら

う
。

近

松

の
後

の
作
者

も
近

松

の
影

響

を
受

け

て
名
篇

け
っ
さ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
う
ご
ん

傑
作
を
出
し
、
延
享

・
寛
延
頃
に
於
て
は
義
太
夫
浄
瑠
璃
の
黄
金
時
代
を
現
出
し
た
。



X

×

〉く

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

し
ら
み
ぼ
ん

淨
瑠
檗

刊
行
の
継

を
な
芸

繪
入
淨
瑠
檗

(
丹
緑
木
及
び
俗
に
虱

本
と
稱
す
る
繪
入
の
細
字
本
、
そ

れ
に
金
平
本
と
稱
す
る
繪
入
の
浄
瑠
璃
本
を
併
せ
て
い
ふ
)
繁

沓

嬬
ま
り
、
寛
文
頃
に

　
　

　
　
　

き
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ぼ

な

っ

て
最

も

盛

ん

と
な

り

、
享

保
年

間

に
至

っ
て
絶

え

た
。

其

の
間

約

百
年

に
亙

っ
て
刊

行

さ
れ

た
物

は
千

種

に
上

ろ
で

あ

ら

う
。

　
　

繪
入
浄
瑠
璃
本

の
最

も
古

い
も

の
は
、
～、
た
か
た
ち
」

(
行
數

二
+
三
乃
至

二
+
九
行

の
横
本
、

寛
永

二
年
京
都
寺

町
妙
滿
寺
之
前
勝
兵
衞
開
板
。

こ
の

　
　

本
は
稀
書
複
製
會

の
摸
刻
本

の
中

に
あ
る
)

で
あ
ら
う
。

　
　

叉
浄
瑠
璃
を
生
ん
だ
説
經
節

の
本
、
「
せ

っ
き

や
う
か
る
か
や
」

(
行
數

+

一
乃
至
+

三
行

の
中
形
本
、

寛

永

八
年
京
都
浄
瑠
璃

屋
喜
右
衞
門
版
、

舟
縁

　
　

本
。

こ

の
本
も
稀
書
複
製
會

の
摸

刻
本

の
中

に
あ

る
)
も
刊
行
さ
れ
た
。

　
　

江
戸

で
金
李
本

の
開
版

は
萬
治
初
年
頃

に
始

ま
り
、

後

に
戰

記
物

な
ど
に
轉

じ
て

正
徳

後

に
及
ん
で
み
る
。

上
方

で
余
塵
本

の
開
版
は
江
戸

よ
り
も
古

　
　

く
、
そ
し
て
貞
享

に
及
ん
で
み
る
。

　
　

　
　

け
い
ニ
　
ぼ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ば
く
ま
つ

　

又

大
字

稽

古

本

の
刊

行

は
延

寳

か

ら

幕

末

に
及

び

、
義

太
夫

本
だ

け

で

も
其

の
種

類

千

四

百

に

達

す

る

で

あ

ら

う
。

　
　

大
字
稽
古
本

の
最
も
古

い
も

の
は
延
寶

七
年
刊

の
八
行
本
、
「
牛
若

千
人
切
し
(
宇
治
加
賀
掾
正
本
、
延
寶

己
未
仲
夏
、
京
都

二
條

通
寺
町
西

へ
入
丁
山
本
九

　
　

兵
衞
版
)
で
あ
ら
う
。
後

に
は
種

々
な
行
數

の
本

も
刊
行
さ
れ
た
が
、
就

中
七
行
本

は
後
世
最
も
多
く
浄
瑠
璃
稽
古
本

の
形
式
と
な
っ
た
。
「
外

題
年
鑑
」

　
　

に
「
吉
野
都
女
楠

の
時

よ
り
も
大
字

七
行
と
な
し
始

め
云

々
」
と
あ
る
。
[、吉
野
都
女
楠

」
は
近
松
門
主
衞
円
作

で
、
正
徳
元
年
九
月

+
日
か

ら
初
め
て
竹

　
　

本
座

に
上
演

さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
'

　
　

大
字
稽
古
本

は
、
其

の
形
式

を
も

と
も
と
光
悦

の
謡
曲
本
に
徴

っ
た
も

の
で
あ
る

の
で
、

其

の
書
風
も
光
悗
風

(
即

ち
近
衛
流
)
か
ら
變
形

し
た
も

の
で

　
　

あ
る
。

　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
か
　
　え
う
　
　
　
　　ぎ
き
ょ
く
　
　
　
　　
　
　
　
　み
な
も
ニヒ

　

浄

瑠

璃

本

の
刊

行

は

甚
だ

盛

ん

で
あ

っ

た
。

そ
し

て
浄

瑠

璃

そ

の

も

の

は

、
歌

謠

及

び
戯

曲

の
大

き

な
源

を
も

な

し

、
以

て
我

が

通

俗

文

　
　

　
　
　
　
　
　
こ
う
け
ん
　
　も
た
ら

藝

の
上

に
多

大

な

貢

献

を
齎

し

た

も

の

で

あ

る
。

　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
か
ん
か
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ょ
せ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
ょ
さ
く
す
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
い
か
う
ゐ

　

冒

頭

に
も

一
言

し

た

如

く

、
徳

川

時

代

に
刊

行

さ
れ

た
各

種

の
書
籍

中

で

、

浄
瑠

璃

本

は
其

の
著

作

數

の
多

い
事

に
於

て

、
實

に
最

高

位

　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

虱

謹



　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

六

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
う
か
が

に

立

て

る

も

の

で

あ

る

。

以

て

い

か

に

民

衆

に

愛

護

さ

れ

て

る

た

か

が

窺

は

れ

る

。

　

　

　

　

　

す
で

の

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
し
ょ
さ

　

　

　

　

　

　

ひ
び
き

　

浄

瑠

璃

は
既

に

述

べ

た

如

く

、

其

の

文

の

妙

味

を

讀

む

事

と

、

人

形

の

所

作

を

見

る

事

と

、

三

味

線

の

響

や

太

夫

の
音

節

を

聞

く

事

と

.

　

　

　

　

　

　

　

な
り
た
　
　
　
　
　
　
　
　
が
く
け
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　じ
ゃ
う
き
ょ
く
　
し
し
ゃ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　か
ん
し
ゃ
う
は
ふ

こ

の

三

方

面

か

ら

成

立

っ

て

る

る

樂

劇

で

あ

る

。

故

に

浄

瑠

璃

本

を

讀

む

だ

け

で

は

、
浄

曲

の

詞

章

に

對

す

る

完

全

な

鑑

賞

法

と

は

い

へ
な

　

　

　

　

　

ム
ち
ゆ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　え
を
ゆヒ　
　

か
け
こ
と
ば

と
う
み
ん
　
　
　
き
や
く
ゐ
ん
　
　
　
　
　
　
　
っゐ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
う
じ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

た
く

い
。

こ

れ

を

道

行

の
文

に

見

る

も

、

縁

語

や

掛

詞

や

頭

韻

法

や

脚

韻

法

や

、
ま

九

對

句

法

な

ど

の

あ

ら

ゆ

る
修

辭

上

の

方

法

を

巧

み

に

用

ひ

.

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

が
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　お
も
む
き
　
ゑ
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　じ
ょ
う
ち
や
う

古

歌

・
故

事

な

ど

を

引

用

し

、

概

し

て

七

五

調

の

美

文

を

以

て

、

旅

行

の

趣

を

描

き

出

し

て

み

る

。

其

の

爲

に

文

章

冗

長

と

な

り

、

事

件

　

て
ん
か
い
　
　
く
わ
ん
ま
ん
　
　
　
　
き
ら
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
ち
ゆ
き
　
　
　
　
　
　
　げ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
ど
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も
な
き

の

展

開

が

緩

慢

と

な

る

嫌

が

あ

る

。

蓋

し

道

行

の

文

は

、

劇

の

中

心

が

或

場

所

か

ら

他

の

場

所

へ
移

動

す

る

間

で

あ

っ

て

、

道

中

の

趣

や

風

　

　

き
ょ
う
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
び
お
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
び
　
じ
　
れ
い
く
　
　
　つ
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ん
じ
ふ
あ
い
ま
い

景

に

興

味

を

感

じ

さ

せ

る

の

が

主

で

あ

る

。

其

の
感

興

を

喚

起

さ

せ

よ

う

と

し

て

、

美

辭

麗

句

を

連

ね

る

事

に

よ

っ

て

往

々
難

澁

曖

昧

な

も

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

よ
ニ
み
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　け
ん
た
い　
　
　
　
　
　も
よ
ほ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
し
ゃ
う

の

と

な

り

、

或

は

道

中

の

土

地

が

前

後

し

、

或

は

横

道

に

入

っ

た

り

し

て

、

讀

者

に

倦

怠

の

心

を

催

さ

せ

る

事

も

あ

る

。

然

し

其

の

詞

章

が

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

せ
っ
そ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
　
　
　
　
　あ
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ど
　
　
　
　ふ
り
む
　
　
　
　
　た
ち
ど
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ょ
さ

太

夫

に

語

ら

れ

て

三

味

線

の
節

奏

に

乗

り

、

人

形

の
俯

し

つ

仰

ぎ

つ
行

き

つ

反

り

つ
振

向

き

つ

立

止

ま

り

つ

、

其

の

所

作

が

美

し

い
背

景

の

　

　

ゆ
う
が
ふ
て
う
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ょ
う
ち
や
う
　
　
　
　く
わ
ん
ま
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
う
　
　
　
た
ど
　
　
い
と
ま
　
　
　
　
　
　
　す
ぐ
　
　
　
　
　
　
　
　う
った

中

に

融

合

調

和

す

る

。

そ

こ

に

冗

長

と

か

緩

慢

と

か

、

其

の

他

理

路

を

辿

る

遑

な

く

し

て

直

に
感

情

に

訴

へ

る

爲

、

妙

文

と

な

っ

て

耳

に

ひ
び
　
　
　
　た
へ
　
　
し
ら
べ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

く
わ
ん
か
く
　
　
　
　
　く
わ
う
こ
つ

響

き

、

妙

な

調

と

舞

豪

効

果

の

美

し

さ

と

に

、

観

客

を

し

て
恍

惚

た

ら

し

め

る

の

で

あ

る

。

　

　

　

　

き
う
あ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ひ
　
う
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ょ
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　い
や
ム

　

叉

男

女

相

愛

の

甘

い

場

面

や

情

死

な

ど

の

悲

慘

な

場

面

も

、

こ

れ

等

を

美

し

い

人

形

の

所

作

に

於

て

見

る

時

は

、

何

の
嫌

味

な

く

し

て

其

　

あ
い
れ
ん
　
　
　
　あ
い
つ
う
　
　
　
　む
ね
　
　
せ
ま

の

愛

憐

或

は
哀

痛

の

情

胸

に

迫

り

、

言

々

句

々

人

の

心

を

打

つ

で

あ

ら

う

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

か
ん
し
ゃ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ん
せ
っ
き
ょ
く
ふ
　
　
ぶ
　
た
い
さ
う
ち
　
　
　
　
　に
ん
ぎ
や
う
つ
か
ひ

　

要

す

る

に

、

浄

瑠

璃

の

詞

章

を

十

分

に

鑑

賞

す

る

爲

に

は

、

其

の

音

節

曲

譜

や

舞

臺

装

置

や

,

人

形

遣

の

事

ま

で

も

、

悉

く

知

ら

ね

ば

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

せ
い
か
く
　
　
　
　
　
た
う
て
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へん
せ
ん

な

ら

ぬ

は

勿

論

で

あ

る

。

が

此

等

は
近

松

前

後

の

古

い

時

代

に

於

け

る

、

精

確

な

事

は

到

底

知

れ

ぬ

し

、

反

音

と

今

と

は

大

い

に

變

遷

し

て

　

　

　

に
ん
ぎ
や
う
　
つ
か
ひ
か
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ム
が
た

み

る

。

人

形

の

遣

方

に

就

い

て

い

ふ

も

,

上

方

と

江

戸

と

は

既

に

違

っ

て

み

る

。

地

方

地

方

で

も

異

っ

て

み

る
。

こ

れ

等

は

、

そ

れ

ぞ

れ

　

　

　

　

　

　

　

　

は
ん
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
わ

の

專

門

家

や

藝

人

の

範

圍

に

も

属

す

る
事

で

あ

っ

て

、

本

書

は

そ

れ

等

の

研

究

ま

で

は

、

行

屆

か

ぬ
事

を

斷

っ

て

置

く

。



凡

例

及

び

底

本

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

ば
つウ
ゐ

噌
,

本
書

は
希

世

の
文

豪

近

松

の
作

品

を

中

心
と

し

て
、

其

の
時

代

に
於

け

る

優
秀

な

曲

の
中

か

ら

.

余

が
觀

る

所

に
從

っ

て
抜
萃

し

た

も

　
　
の
で
あ
る
(本
書
で
は
之
を

上
巻
と
す
る

)。
そ
し
て
後
の
隆
盛
時
代
篇
(詑
蒜

卷
)
に
續
奚

。

一
、

そ
れ

等

の
名

曲

に
就

い

て
,

解
題

・
作
者

傳

・
實

読

(
又

は

出
盧

)
・
影

響

・
登

場

人
物

・
梗

概

・
評

註

・
追

考

な

ど

の

項

目

に

分
け

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

は
　
あ
く

　

　
て

、
所

要

の
事

項

を

詳

説

し

た

。

中

で

も

最

も

カ

を
注

い
だ

の

は
註

釋

で

あ

る
。

勿

論

一
篇

の
趣

意

を

把
握

す

る

の

も
大

切
な

事

で

あ

　

る
が

,

其

の

基

礎

を

な

す

語

句

を

正

し

く

深

く

理

解

す

る
事

は
、

更

に

大

切

な
事

で
あ

る

と
信

ず

る

か

ら

で

あ

る
。

一
,

地

名

に

は
變

遷

が

あ

っ

て
、

殊

に
支

那

の

地

名

な

ど

は

、

之

を

現

今

の
地

名

に
當

て

て

は
、

却

っ

て
分

り

に

く

い
場

合

も
あ

る
。

よ

つ

　

て

必
ず

し

も

現

今

の

地

名

に
限

ら

す

、

最

も

分

り

易

い
と

思

ふ
地

名

に

從

つ
た

。

　

ま
る
ほ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぷ
　
ざ
つ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
て
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　か
　
な
つ
か
ひ

一
,

院

本

の
用

字

例

は
甚

だ
蕪

雑

で

あ

る
。

即

ち

當

字

・
誤

字

や

、

假

名
遣

な

ど

の
語

法

の
誤

が

ざ

ら

に
あ

る
。

逸

り

假

名

も

不

足
が

ち

で

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　
あ
て
じ
　
　
　た
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆよめ
ど
く
　
お
も
ん
ば
か
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
り
が

　

あ

る
。

こ

こ

に
於

て
誤

字

、

及

び

誤

解

を

招

き

易

い
當

字

を

訂

し

た

。

そ

し

て
誤

讀

の

慮

が

な

い
限

り

假

名

を
漢

字

に
當

て
、

振
假

　

な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
け
く
は

　

名

を
施

し

た
り

し

た

も

の

も

あ

る

。

ま

た
會

話

の

文

に

は

「

」

を
附

加

へ
た
。

そ

し

て
註

釋

を

極

め

て
多

く

し

た
。

斯

く

し

た

の

は

　

　

　

　
　

　

む
ね

　

丁
寧

親

切

を
旨

と
し

て
、

大

衆

に
愛

護

し

て
戴

く

事

を
希

ふ
か

ら

で

あ

る

。

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

て
い
ほ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ふ
り
が
　
な

一
,

假

名

造

・
語

法

は
總

て
底

本

を
尊

重

し

τ
改

め

な

い
。

假

名

を
漢

字

に
書

替

へ
て

も
,

底

本

の
假

名

を
其

の

儘

振

假

名

に

し

て
残

し

て

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　
よ
ム
く
ぜ

　

置

い
た
。

こ

れ

は

其

の
昔

の
讀

癖

を
粗

略

に

せ

ぬ

爲
で

あ

り

、

且

は
さ

か

し

ら

事

と

い
は

れ

る

を

気
遣

つ

匙
か

ら

で

あ

る
。

故

に
本
書

　

　

だ
い
た
い

　

　
は
大

體
底

本

の
姿

を

其

の
儘

に
存

せ

る

も

の
で

あ

る
。

　

く
　
ぎ
り
　
　て
い
ぼ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
た
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ん
か
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ょ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ょ
ム
も
の

一
、

句

切

も
底

本

に
從

つ

た
。

こ

れ

は
語

り

物

と

し

て
間

隔

を
示

し

、

其

の

間

に

人
形

の

所

作

の

入

る

場

合

も
あ

る
。

然

る

に
讀

物

と
し

て

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

七



　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　

八

　

　
く

き
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
　
そ
ん

　

　
句

切

を
改

め

て

は
、

浄

曲

と
し

て
の

價

値

を
毀

損

す

る

か

ら

で

あ

る
。

呵
、

地

。
フ

シ

。
三

重

,

其

の
他

種

々
の

音

曲

上

の
語

な

ど

も
、

總

て
底

本

の
通

り

に
し

よ

う

と

し

て

苦

心

し

た
も

の

で

あ

る
。

故

に

一
見

　

　
さロ　く
ぎ
つ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　へ
こ
いこ

　

　
錯

雑

に
見

え

て
も

、

そ

れ

は

決

し

て
疎

略

に

し

た

も

の
で

は
な

い
事

を

知

っ

て
戴

ぎ

た

い
。

本

書

は
総

て
印

刷

の
許

す
限

り

、
底

本

を

　

嚴

等

し

た

も

の

で

あ

る

事

を

重

ね

て
申

し

て
置

く

。

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

ぬ
き
だ

吋
、

本

文
中

に
※

を

附

け

た
語

句

は
之

を
抜

出

し

,

○

を
附

し

て
頭
註

を

施

し

た

。

◎

を
附

け

た

も

の

は
、

之

を
巻

末

に
五

+
音

順

に
排

列

　

　
し
,

更

に
詳

解

を

加

へ
て
追

考

と
し

た

。

◇

を
附

け

た

の

は

,

其

の

下

の

本

文

に
對

す

る
評

で
あ

る

。

一
、

頭

註

に
抜

出

し

、

又

は
追

考

と

し

た
語

句

は

、
本

叢

書

全
般

の
索

引

中

に
五

十
晋

順

に
編

入

し

た
。

こ

の
別

卷

索

引

は
江

戸
時

代

語

の

　

辞

書

た

ら

し

め

よ

う

と

し

た

の

で

あ

る
。

　
　

ていほ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ま
るほ
ん

　
　
底

本
は
次
の
書
に
據
り
,
他
の
古
院
本
を
も
参
考
し
た
。

曾

根

崎

心

中

付
り
觀
普
廻
り
　

　

　
近
松
門
主
衞
門
撰

竹
本
筑
後
掾
正
本

八
行
本

山
本
九
兵
衞
●
血
本
九
右
衞
門
版

傾
　
　
城
　
　
反
　
　
魂
　
　
香
　
　
　
　
　近
松
門
主
衞
門
撰
　
竹
本
筑
後
掾
正
本
　
七
行
本
　
山
本
九
兵
衞
。山
本
九
右
衞
門
版

丹
波

與
作
待
夜
の

こ
む

ろ
ぶ
し
　
　
　
近
松
門
主
衞
門
撰

竹
本
筑
後
掾
正
本
　
八
行
本

　
　
　

巻
末
に

「
正
本
屋
山
本
九
兵
衞
版

、大
坂
高
麗
橋
壹
丁
目
山
本
九
右
衞
門
版
」

と
あ
る
。

齢
齢

五

+

年

忌

歌

念

佛

　

　

近
松
門
左
衞
門
撰

正
本

八
行
本

山
本
九
兵
衞
版

　
　
　
奧
に

「
右
此
本
は
太
夫
ぢ
き
の
正
本
を
も
つ
て
板
行
致
し
候
さ
れ
ば
初
心
稽
古
の
た
め
こ
と
み
＼
く
か
な
が
き
に
し
て
ふ
し
し
ゃ
う

　
　
　

く
ぎ
り
三
味
線
の
の
り
か
た
ほ
ど
ひ
や
う
し
三
重
お
く
り
の
し
な
み
＼
ひ
み
つ
を
殘

さ

す

あ

ら
は
し
金
板
行
者
也

山
本
九
兵
衞

　
　
　
板
」

と
あ
る
。



総
兵
墜

鰹

の

飛

脚

　

近
松
門
主
衞
門
撰

竹
蓊

後
縁
正
本

八
乃
至
九
栞

　
　
　
巻
末
に

「
大
坂
辮
久
撃

瞞
薬

屋
仁
兵
衞
印
」
と
あ
る
。

國

性

爺

合

戰

　

近
松
門
主
衞
門
撰

竹
本
筑
後
掾
正
本

七
行
本

山
本
九
兵
衞
・
山
本
九
右
衞
門
版

　
　
　

美
濃
紙
判
稽
古
本
で
あ
っ
て
,
奧
に
竹
本
筑
後
掾
の
跋
文
が
あ
る
。

鑓

の

權

三

重

帷

子

　

　

近
松
門
左
衞
門
撰

竹
本
筑
後
掾
正
本

七
行
本

山
不
九
兵
衞
・
山
本
九
右
衞
門
版

曾

我

會

稽

山

　

近
松
門
主
衞
門
撰

竹
本
筑
後
掾
正
本

七
行
本

正
本
屋
山
本
九
兵
衞
・山
亭
九
右
衛
門
版

博

多

小

女

郎

波

枕

　

　

近
松
門
左
衞
門
撰

竹
田
出
雲
掾
清
定
正
本

七
行
本

山
本
九
兵
衞
・山
本
九
右
衞
門
版

　
　
　

奥
に

「予
以
著
述
之
原
本
校
合

一
過
可
爲
正
本
者
也
　
竹
田
出
雲
掾
清
定
」
と
あ
る
。

漁
い
轟
然

艇
は
籥
心
中
天
の
絹
鳴
　
　
　
近
松
門
方
衞
門
撰

竹
本
筑
後
掾
正
本
　
七
行
本
　
山
本
九
兵
衞
。山
本
九
右
衞
門
版

女

殺

油

地

獄

　

近
松
門
主
衞
門
撰

竹
本
筑
後
掾
正
本

七
行
本

山
本
九
兵
衞
・山
本
九
右
衞
門
版

心

中

宵

庚

申

　

近
松
門
主
衞
門
撰

竹
本
筑
後
掾
正
本

七
行
本

山
本
九
兵
衞
版

暦　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

井
原
西
鶴
撰
　
宇
治
加
賀
掾
直
傳
　
八
行
本
　
山
本
九
兵
衞
版

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

/

　
　
　

卷
末
に

「貞
享
二
乙
丑
歳
正
月
吉
日
」
と
あ
る
。
そ
し
て
加
賀
掾
の
跋
文
及
び
版
元
が
刻
し
て
あ
る
◎

け
い
ぜ
い
や
つ

は
な

傾
城

八
花

が
た
狩
り
好
色
八
徳

一
揖
　

　
錦
交
流
撰

太
夫
直
之
正
本

+
行
本

奧
附
缺

八

百

屋

お

七

　

紅
海
督
撰

豐
竹
越
前
少
掾
正
本

八
乃
至
九
行
本

正
本
屋
喜
右
衞
門
版

し
ん
　
　
　
ぢ
ゆ
う
　
　
ふ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ら
　
　
　
お
び

心

中

二

つ

腹

帯

　
　

紅
海
音
撰

豐
竹
上
野
少
掾
正
本

七
行
本

西
澤
九
左
衞
開
版

　
　
　

奧
附
に

「
音
節
は
北
道
の
父
清
濁
は
文
句
の
母
な
れ
ば
正
本
ま
こ
と
に
珍
重
す
べ
き
も
の
也
　
豐
竹
上
野
少
掾
〔印
〕
　
作
者
紀
海
音

　
　
　

大
坂
上
久
竇
寺
町
三
丁
目
正
本
屋
西
澤
九
左
衞
門
版
〔印
〕」
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九



傑

作

浄

瑠

璃

集

上

　
　
　

目

　

次

　

浄

瑠

璃

概

説

　

凡

例

及

び

底

本

　

そ
　
　
　
　
　ね
　
　
　
　
　ざ
き
　
　
　
　
し
ん
　
　
　
　ぢ
ゆ
う

　

曾

　

根

　

崎

　

心

　

中

　

け
い
　
　
　
　
せ
い
　
　
　
　
は
ん
　
　
　
　
こ
ん
　
　
　
　
か
う

　

傾

　

城

　

反

　

魂

　

香

　

た
ん
は
　
よ
　
さ
く
ま
つ
　よ

　

丹

波

與

作

待

夜

の

こ

む

う

ぶ

し

　

　

ご

じ
ふ

ね
ん

き

う
た

ね

ぶ
つ

　

齢
輙
眇

五

十

年

忌

歌

念

佛

　

　

　

ど
　
　
　
　
　
　
ひ

　

　

め
い

　

　

　

　

　

　

　

を
や
く

　

齢
兵
噛

冥

途

の

飛

脚

　

こ
く
　
　
　
　
せ
ん
　
　
　
　
や
　
　
　
　
か
っ
　
　
　
　
せ
ん

　

國

性

爺

合

戦

　

や
り
　
　
　
　
　
ご
ん
　
　
ざ
　
　
か
さ
ね
　
か
た
　
　び
ら

　

鑓

の

權

三

重

帷

子

・↑

岬
に雪

　 　　　　　　　り　 　　　　　　　　　　

窄 　 …些 　 τ

㎏

茜
七

元
三

一



O

そ

が

く
わ
い

け
い

曾

我

會

稽

山え

三
豊

麟

参

事

魔

離

離

、梅

夫
九

き紙

磯
臨
㌘
る衞

心 え
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中雪

天 Σ

の
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宵さ 油青
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四
宝

茜
九

黶

杏
三

け
しい

　

　
せ
い

　
　

や
つ

　
　

は
な

傾

城

八

花

が

た

…ハ罕

和

洋

壁

お

廿

七
三

心 廴

協rl.
　　 与

一一」 ふ

一一 一 た

つ

腹 壕

帶謨

モ
…八七

追

　

　

考

八
三

題

簽

安
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靫

彦

装

幀

小

村

雪

岱
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發
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年
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十
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叢

書

　

傑
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