
近
松
用
語

の
二
三
に

つ
い
て

潁

原

退

藏

　

我
が
近
世
の
文
藝
の
中
で
、
そ
の
註
釋
的
作
業
が
比
較
的
進
ん

で
居
る
の
は
、
芭
蕉

の
俳
諧
と
近
松
の
淨
瑠
璃
と
で
あ
ら
う
。
勿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し　　も　　い　　も

論
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
、
比
較
的
に
と
い
ふ
副
詞
附
き
の
上
で
の

事
で
あ
る
が
、
ど
に
か
く
今
日
我

汝
が
芭
蕉
を
讃
み
、
近
松
を
讀

む
に
は
、
註
釋
的
參
考
書
を
得
る
に
さ
し
て
苦
し
ま
な
い
。
、芭
蕉

に

つ
い
て
は

姑
く
措
き
、
近
松
の
さ
う
し
た
參
考
書
を
あ
ぐ
れ

ば
、
何
と
い
つ
て
も
水
谷
不
倒
氏
の

『
近
松
傑
作
全
集
』
の
恩
惠

を
思
は
す
に
は
居
れ
な
い
。
泊
分
た
ち
の
學
生
時
代
に
、
大
學
の
、

研
究
室
に
あ
つ
た
あ
の
本
は
、
い
つ
も
み
ん
な
の
引
張
り
だ
こ
に

な

つ
て
居
た
。
『
大
日
本
國
語
辭
典
』
に
採
録
さ
れ
た
近
松
の
用
語

な
ど
も
、
同
書

の
解
釋
に
よ
つ
た
も
の
が
か
な
り
多
い
や
う
で
あ

る
。

つ
い
で
出
た
藤
井
乙
男
先
生
の

『
近
松
全
集
』
は
、
本
丈
校

定
に
於
い
て
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
、
註
釋
的
研
究
と
し
て
も
ま
た

實
に
劃
期
的
な
事
業
で
あ
つ
た
。

こ
ゝ
に
始
め
て
近
松
の
全
作
晶

に
亙
る
註
釋
が
具
は
つ
た
の
み
な
ら
す
、
そ

の
註
釋
は
全
く
先
人

未
踏

の
境
地
に
入
つ
て
、
學
徒
の
爲
に
蒙
を
啓
い
た
も
の
で
あ

つ

た
。
そ
れ
か
ら
樋
口
慶
千
代
氏
の

『
近
松
語
彙
』
も
、
近
松
の
註

釋
史
上
に

一
の
大
き
な
足
跡
を
殘
す
も
の
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
近
松
の
註
釋
的
研
究
と
し
て
あ
ぐ
べ
き
も

の
は
な
ほ
.多
い
で
あ

ら
う
が
、
今
は
た
黛
か
う
し
て
我

々
が
近
松
を
讀
む
上
に
、
先
進

學
者
が
い
か
に
す
ぐ
れ
た
業
績
を
殘
し
て
く
れ
た
か
を
思

へ
ば
足

る
。
さ
う
し
て
我
々
は
こ
れ
に
感
謝
す
る
と
共
に
、
又
そ
の
不
備



を
補
.ふ
べ
・き
責
任
を
も
感
ぜ
ず
に
ぱ
門眉
劇
な
W
。
實
際
多
く
の
先

輩

の
業
績
が
む
る
に
も
拘
は
ら
す
、
今
日
我
々
は
な
ほ
近
松
の
解

釋
上
、
幾
多
の
疑
義
不
明
の
點
を
持
つ
て
居
る
の
で
あ
る
。
藤
井

先
生
の

『
近
松
全
集
』
が
出
て
す
で
に
十
年
以
上
に
な
る
が
、
そ

の
間
先
生
は
絶
え
す
頭
註

の
訂
正
増
補
に
力
を
盡
[さ
れ
て
居
る
。

而
し
て
そ
の
成
果
が
再
び
發
表
さ
れ
た
時
、
從
來
の
疑
義
の
大
部

分
は

一
掃
さ
れ
る
に
ち
が
ぴ
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
註
釋
の
如
き

事
業
は
、
結
局
多
く
の
人
の
協
力
を
得
な
い
で
は
、
完
全
を
期
し

難
い
も
の
で
あ
る
。
縱
令
僅
か
に

=
・一の
用
語
に
關
す
る
事
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

む

る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
若
干
で
も
從
來
の
不
備
を
補
ひ
、
少
く
と

　
　
　
　
　
　
　

＼

も
正
し
い
解
釋

へ
導
く
べ
き
寄
興
を
な
す
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

我

々
は
そ
の
爲
の
努
力
を
吝
ん
で
は
な
ら
ぬ
と
思
ふ
。
そ
の
意
味

で
茲
に
あ

へ
て
小
さ
な
解
釋
上
の
問
題
を
提
出
し
て
見
た
。

　
　
　
　
　

O
き
っ
さ
き
は
つ
れ

カ

に
ま

か
せ

な

ぐ

る

ぬ
き

身

が

一
は

つ

み

、

二
か

い

の
比

丘
尼

が

小

　

　

　

　

モ　
へ　
も
　
ヘ
　
ヘ
　
へ　
も
　
へ

が

ひ
な

に
、

き

つ
さ
き

は
つ

れ

に

ず

つ
ば

と
た

つ
。
　

(寶

永

元

年

3

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

6

薩

摩

歌

、
中

)

甲逝
松

用

觚
鯛
の
二

三

に

つ

い
て

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　
、　

　
、

、此

の
語

の
解

釋

に

つ
い

て

は
、

從

來
推

定

論

の
外

に
出

る
も

の

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

ロ

は

な

か

つ
た
。

何

分

に
も

「
き

つ
さ

き

は

つ
れ
」

と

い
ふ
語

a
用

例

が
、

こ

の
外

に

は
全

く

捻

供

さ

れ

て
居

な

い

の
で

、
隨

つ
て
適

・

確

な
解

の
下

し

や

う

が

な

い
の

で
あ

る
。

成

程

「
き

つ
さ

き

は

つ

れ

」

と

い

ふ
語

は
他

に

所
見

が

な

い

が
、

　

　

三
尺
計

の
刀
を
拔
持
て
、
信
玄
公
牀
机

の
上
に
御
座
候
所

へ

一
交
字

　

　
　

　

　

　
　

ヘ
　
ヘ　
ヘ　
へ　
な
ぢ
　
も

　

　

に
乘

よ
せ
、
き

つ
さ
き
は

つ
し
に
三
刀
伐
奉
る
。
・
(甲
陽
軍
鑑
、
十

　

　

下
)

　

　

こ
の
平
金
が
切
先

へ
立
む
か
わ
ん
も

の
あ
ら
は
、
さ
は
ち
を
か
け
て

　

　
　

　

　

　
　

　

も
　
ヘ
　　ヘ
　ロヘ　
　ヤ
　
ヤ　
へ

　

　

む
な
い
た
ま
て
、
き

つ
さ
き
は
つ
し

に
ふ
か
く

と
、
し
の
字

を
か

　

　

い
て
や
る

へ
い
は
。

(寛
文
十

一
年
、
ぬ
れ
ほ
と
け
)

の
二
例
に
於
け
る

「
切
先
は
つ
し
」
拡
、
全
く
同
じ
語
と
思
は
れ

る
Q
而
し
て
こ
の

『
ぬ
れ
ほ
と
け
』
の
ご
と
き
用
例
か
ら
考
ふ
れ

ば
、
例

へ
ば
『
大
辭
典
ヤ
ー

こ
れ
が
最
近
の
解
釋
で
あ
る
か
ら
、

假
に
こ
れ
を
例
に
と
る
。
1

に

「
斬
ぢ

う
と
思
つ
た
場
所
に
當

ら
す
に
、
劍
尖
が
外
に
は
つ
れ
る
こ
と
」

と
あ
る
や
う
な
解
は
當

ら
な
い
事
に
な
る
。
『
甲
陽
軍
鑑
』
の
場
合

は
、
信
玄
は
致
命
傷
で

　

,　

　

　

,　

　

　

　

一
九
五

亀

渉



　
　
　

近
」松
肘
蠧
瞬
の
ご
三
に
つ
い
て

な
か
つ
た
の
だ
か
ら
、

『
大
辭
典
』

の
解
も
通
吊
す
る
や
う
で
あ

る
が
、
既
に

一
例
で
も
右
の
解
に
全
く
齟
齬
す
る
も
の
が
あ
る
以

上
、
な
ほ
再
考
す
べ
き
餘
地
が
十
分
に
あ
る
。
況
ん
や
右
の
解
ば

恐
ら
く

『薩
摩
歌
』
の

一
例
の
み
に
よ
つ
て
下
し
た
の
で
あ
ら
う

か
ら
、
根
據
は
極
め
て
薄
弱
で
あ
る
。
し
か
し

『
甲
陽
軍
鑑
』
と

『
ぬ
れ
ほ
と
け
』
の
二
例
だ
け
か
ら
、　
直
ぐ
に
適
確
な
正
解
を
得

る
事
も
出
來
な
い
。
た
穿

「
切
先
、
外
し
」
と
い
ふ
言
葉
の
構
成

か
ら
、
用
例
を
參
照
し
て
考

へ
る
と
、
刀
の
切
先
の
部
分
は
向
ふ

に
出
て
居
て
、
刀
身

の
部
分
だ
け
で
切
込
む
事
か
と
思
は
れ
る
。

帥
ち
相
手
に
肉
薄
し
て
斬
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
近
松
の
場
合
、

刀
は
遠
方
か
ら
投
げ
た
の
で
あ
る
に
も
拘
は
ら
す
、
そ
れ
が
接
近

し
て
斬
附
け
た
や
う
に
腕
に
立
つ
た
の
で
、
「
切
先
外
れ
」
と
言
つ

=
た
の
で
あ
ら
う
。
も
と
よ
り
こ
れ
と
て
も
所
詮
推
定
論
か
ら
出
て

は
居
な
い
の
で
あ
る
が
、
と
に
か
く
ざ
う
解
す
る
事
に
よ
つ
て
、

前
掲
の
三
例
に
通
℃
て
麦
障
な
き
解
釋
が
得
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、

『
薩
摩
歌
』

の

一
例
だ
け
で
下
し
た
解
よ
り
は
、

幾
分
正
解
に
近

い
で
あ
ら
う
と
思
ふ
っ

宀
九
六

　

　

　

　

　

O

せ

ん

ま

　

　

姫

は
す

父
ふ
る

一
の
役

、
敵
を
討

は
大

こ
の
役

、
と

黛
め
を
さ
す
は

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

も
も
ソ

　

　

ふ
ゑ

の
役
、
あ
り
や
し
た
つ
黛
み
う

つ
ゝ
な
き
、

せ
ん
ま
の
役
は
ま

　

　

ゝ
た
き
が
い
つ
見
お
ぼ

へ
て
取
な
り
を
、
み
か
は
の
國

の
町
小
路
・

,

　

　

だ

い
く

か
ぐ
ら
め
づ
ら
し
と
、
見

る
人
立
の
に
ぎ
は
ひ
も
、
　
(
享

　

　

保

五
年

、
日
本
武
麓
吾
妻
鑑
、
五
)

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

セ
ン
マ
イ

　

此

の
語

に

つ

い
て

『
大

辭

典
』
は
右

の
用
例

を

引

き
、

「
饌

米

の

,

訛
」

と
解

し

て

あ
る

。

こ
れ

は
恐

ら

く

『
近

松

語
彙

』

の
解

に
從

つ
た

の
で

あ

ら

う
。

し
か

し

次

に

列
擧

す

る
用

例

を
見

れ
ば

、

到

底

こ

の
解

に

從

ひ

難

い

事

揖

明
か

で
あ

る
。

し

か
も

今

直

接

に

囁

「
せ

ん
ま
」

の
語

義

を
解

い
た

資

料

も

知

り

得

て

居

な

い

の
だ

か

ら

、

や

は

り

こ
れ

ら

の
●用
例

か
ら

露

納

的

に
推

測

す

る
外

は
な

い
。

よ

つ
て
繁

を

厭

は
す

、
-管

見

に

入

つ

た
全

部

の
例

を
あ

げ

て

見

る
ゆ

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

な
か

　

　

天
繭
祭

:
:
舟

だ
ん
じ
り
と
て
、
狐

つ
り
な
ど
に
身

の
か
る

い
米
中

　

　

し
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

よ
み
や

　

　

衆

が
つ
な
渡

り
、
か
ぐ
ら

の
狂
言
、
よ
み
夜

(
マ
丶
っ
」膂
宮
か
)
と
其

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

ま
ん
ざ
い
　
　
-　
　
、　
、
、

　

　

日
二
日
に
貳
〆
文
取

て
の
物
ま
ね
萬
歳

、
或
は
せ
ん
ま
な
ど

ゝ
て
隨



　

-～
～

-

-　

--

-

し
～
ー
-～

じ

　

　

　
-
　

　

み

「

、
、

分
む

さ
き
男

に
白
粉
ぬ
り
、
女

の
か
づ
ら
か
け
て
、
、神
女
の
姿

に
し

て
出
す
事
也
。

(享
保
三
年

、
野
傾
咲
分
色
昇
、

三
ノ
三
)

ち
や
ん
ぎ
り
し
き
り

の
だ
ん
じ
り
は
や
す
、
は
だ

か
姿

の
お
も
て
し

　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　
も　
も

ろ
や
、
た
か
ま
が
は
ら
あ

て
か
み
は
と
ん
ぼ
の
あ
き

つ
し
ま
、
せ
ん

ツま
が

つ
黛
み
も

ご
け
む
し
て
、
ひ
よ
く

ど
り
も
お
ど
ろ
か
ぬ
御
代

を
ま
も
り
の
わ
れ
な
る
そ

よ
。

(享
保
十
五
年
、
須
磨
都
源
平
躑
躅
、

三
)

あ

つ
た
ら
事

に
御
崎
殿
、
あ
な
た

に
前

髮
あ

つ
た
ら
ば
、
お
鼻

に
似

　

　
も
　
も
　
へ

合
た
せ
ん
ま
の
役
。

(寶
暦
十

一
年
、
安
倍
晴
明
倭
言
葉

、
二
)

　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
も　
ヘ　
へ

北

の
町
か
ら
箱
や
め
手
間
取
、
鍜
冶
や
の
息
子
、
顔

は
斑

に
せ
ん
ま

の
み
ば

へ
。

(寶
暦
十

三
年

馬
天
竺
徳
兵
衞
綿
鏡
、

二
)
,

マ
ア
じ
た
い
こ
な
た
は
(
前
髪
姿

ρ
醜
男
に
向

つ
て
言

ふ
)
京
向

キ
の

　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

へ　
も　
へ

奉
公
入
じ
や
な

い
、
大
坂

へ
下
ら
し
や
れ
、
祭

の
せ
ん
ま
に
よ

い
恰

好
じ
や
。

(寶
暦
十
幽
年
、
京
朋

二
重
娘
氣
質
、
四
)

　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

へ　
も　
も
　　
　
　
　　
　
　　
　
　
　
の

イ
ヤ
く

く

と
め
や
ん
な
小
助
、
あ

の
せ
ん
ま
め
(
久
松

を
さ
す
)

仕
樣

が
有
ル
。

(安
永
九
年
、
新
版
歌
祭
文
、
油
屋

の
段
)

　

　

　

壇

尻

引

ほ
ン
ク
ワ
イ
　
　
　
　
　
チ
　
　ニ
　
セ
ン
マ
ガ
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

困

怪
輕
業
今
墮
v
地

、
仙
馬
放
氣
欲

v
上
v
天
、

(
天
明

七
年
、
黒
珂

近
松

用
語

の
一ご
二
に

つ
い
て

稿
)

あ
ほ
う
ら

し
い

寶

)

　

　

　

　

　

　

も　
ヤ

女
房
、の
帶

を
す

る
千

馬
。

(
文
化
、
冠
附
壽
貴
之

'

　

　
以

上

の
諸

例

に

よ

つ
て

、
讀

者

は
す

で

に

「
せ
ん

ま
」

の
何

た

,る

か

は

、

ほ

穿
想

像
す

る

事

が
出

來

る
で

あ

ら

う
。

こ

ゝ
で
辭

書

風

に

定
義

を
輿

へ
る
な

ら

ば

、

「
大

阪

の
天

榊

祭

な

ど

で

、

神

女

　
に
扮

し
鼓

を

う

ち
滑

稽

な

眞

似

を

す

る
者

の
稱

」

と

で
も

言

つ
た

-ら
宜

い

で
あ

ら

う
。

そ

し

て
更

に
詳

し

く
論

明

す
れ

ば
、

ζ

の
役

　
を
す

る
者

は
大

概

に
き

び

面

の
前

髪

で
、

そ
れ

が
所

斑

に
白

粉

を

塗

り

、

女

の
恰

好

を

し

て

い
や

み

た

つ
ぷ

り

な
身

振

で
人

を

笑

は

.
せ

た
も

の

で
あ

つ
た
。

近

松

の
場
合

で

は
、
　
一
番

御

多

幅

ら

し

い

飯

焚

に

こ
の
役

を

勤

め

さ

せ
た

わ

け

で
あ

る
。

そ

れ

で
語

義

は

ほ

、

穿
明
か

に
し

得

た

と

思

ふ

が

、
、
語

源

に

つ
い

て
な

ほ
考

へ
る

に
、

　
も　　　ね　　　ね　　　　　　　　　　　　　カ　　　も
　　　も　　　　　　も
　　　し　　　も

せ

ん
ま

は
か

の

の
ろ

ま

・
そ

ろ

ま

等

の
類

語

で

ば
あ

る
ま

い
か

。

そ

れ

に
關

聯

し

で

思

ひ
淨

べ

ら
れ

る

の

は
、

や

は
り

近

松

の
中

に

見

え

る
。

但
お
ぐ

し
の
御
用

な
ら
、
大

い
ち
や
う

・
中

い
ち
や
う
」・
立
か
け
ゑ

　
　
　

　

-
,　

　

　

鋼
九
七
　

　

-
9



　
　
　

近
抽松
用
甑觚
の
二
三
に
つ
い
て

　
　
　

な
げ

か
け

・
千
松

わ
げ
。

(寶
永
三
年
、、
加
増
曾
我
、

一
)

と

あ

る

千

松
髷

の
事

で
あ

る
。

こ

の
髷

の
名

は
な

ほ

　
　
　
月
代
剃

つ
て
髮
結

て
、
今
は
千
松
髷

の
ゑ

い
。　

(
元
祿
十

七
年
、
落

　
　
　

葉
集

、
踊
音
頭
俘
世

法
師
)

　
　
　

せ
ん
ま

つ
わ
け
に
結

ぷ
櫛
は
、
ゐ
す

の
水
櫛

つ
げ

の
櫛
。

(寶
永
・
正

　
　
　

徳
頃
、
取
髷
亂
れ
髪
道
念

ぶ
し
Y

等

の
用
例

に
見

え
、

そ

の
實

體

は
分

ら

な

い

が
と

に
か

く
男

子

の

結

髮

の
稱

で
あ

る
。
而

し

て

こ

σ
千

松
髷

を

好

ん

で
結

ふ
男

が
、
前

髪

上

り

の
箱
屋

の
手

問

取

や
鍛

冶

屋

の
息

子

に
多

か

つ
た

の
で

、

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

も　　も　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セ　　　も　　も

さ

う
し

た
蓮

衆

の
渾
名

を

千
松

と

い
ひ
、

更

に

ぜ

ん
ま

と

な

つ
た

の

で
は

あ

る

ま

い
か
。

こ

の
千

松
髷

と

の
關

係

は
あ

ま

り

に
臆

測

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　

も　　も　　　も

・
に
過

ぎ

る

が

、

い

つ
れ

に
せ
よ

せ

ん

ま

は

の
ろ

ま

・
そ

ろ

ま

に

類

し

た

一
種

の
他

を

輕

侮

す

る

稱

で

あ

つ
た

ら

う
。

『
新

版

歌

祭

丈
』

で

は
全

く

前

髮

の
久

松

を

罵

る

詞

と

し

て
用

ひ
ら

れ

て
居

る

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

も　　　も　　　も

が

、

そ
れ

が
實

は
却

つ
て

せ
ん

ま

の
原

義

に
近

い

の
か

も

知

れ

な

い
。

O
さ

そ

う

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

婦
九
八

　
　

今
わ
か
は
御
ら
ん
じ
て
、
是
そ
げ
ん
じ
の
ケ
ぢ
神

に
我

か
ど
出

の
吉

　
　
　
さ
う
と
、
御

手
を
あ

は
せ
給

ひ
け
れ
ば
、
あ

に
を
見
ま
ね

に
を
と
わ

　
　
　
か
も
う
し
わ
か
も
・

は
ゝ
君

の
ち
ぶ
さ

の
う

ぺ
に
手
を
あ

は
せ
・
ざ

　
　
　

へ　
ぬ

　
　
　
そ
う
く

と
あ

い
ら

し
さ
。
、(
元
祿

三
年
、
烏
帽
子
折
、
ご
)

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　

ノ

　
　
　
わ
つ
か
二
歳

の
若
君
を
、
何
に
な
れ
と
て
す

て
は
て

ゝ
い
つ
く

へ
行

　
　
　
か
せ
給

ふ
そ
や
、
待

た
せ
給

へ
と
先

に
成
、
立
塞
が
れ
ば
爲
若
は
、

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
も　
も　
へ

　
　
　
愛
す

る
ご
と
く
父
上

の
顏
を
見
あ
げ

て
手
を
出

し
、
さ
そ
う
く

と

　
　
　

の
給

へ
ば
、
(
元
祿
十

五
年
、
　
一
心
五
戒
魂
、

三
)

　

こ
れ

は
右

の
二
例

だ
け

で
も

知

ら

れ

る
逋

り

、
幼

兒

の
語

で
あ

る

事

は

明

か

で

あ

る

が
、

言

葉

が

元

來

ど

う

い
ふ

意

を

示

し
、

又

・
い
か

な

る

場
合

に

用

ひ

ら
れ

る
か

は

明

か

に
さ

れ

て
居

な

い
。

こ

の
語

も

用

例

は

決

し

て

乏

し
く

な

い
。

今

見
當

つ
た

だ

け

を
あ

げ

て
も

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　

ヘ
ゾヘ　
へ

　
　
　

お

い
と
ま
申

せ
ば
手
を
出

し
て
、
さ
そ
ふ
ノ
＼

と
あ
ひ
ら

し
さ
。
(
正

　
　
　
徳

三
年
、
河
内
國

姥
火
、
三
)

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

ヘ　
　ヘ　　へ

　
　
　
今
朝
出
で
給

ふ
其
時
、ま
で
、
さ
そ
う
く

と
愛
ら
し
く
、

い
た

い
け

　

'

な

り

し
も

の
を

、

(
享
保

三
年

、

三
井

寺

開

帳

、

上
)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

も　
も　
も

　

　

　

わ

ら

ん
べ

が

歸

る

さ
そ

う

や

さ
ら

ば

の

こ

へ
.。
　

(
享

保
十

五
年

、

信



〆

-

州

姥
奮

、、
四
ど

　

　

是
な
ふ
今

の
と
ゝ
漾

が
鎌
倉

へ
.ご
ざ
ら

し
や
る
、
め
て
た
ふ
頓
而
お

　

　
　

　

　
　

ヘ　
ヘ　
へ

　

　

蹄
り
と
、
さ
そ

ふ
く

し
て
た
も

ふ
、
其
次
手

に
も
と

の
と

ゝ
様
、

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
ヘ　
へ
　
も

　

　

貌

の
見
お
さ
め
見
せ
お
さ

め
、
永

い
さ
ら
ば

の
さ
そ
ふ
を
し
や
。
(享

　

・
保
十

七
年
、
壇
浦
兜
軍
記
、

四
)

　

　

そ
ん
な
ら

お
暇
申
ま
し
よ
、

:
:
よ
う

い
て
こ

ん
た
と
三
ッ
子

に
、

　

　

へ　
も
　
へ

　

　

さ
そ
ふ
す

る
の
も
早
仕
舞
、
遣
從
し
て
ぞ
歸

り
け
る
。
(寶
暦

四
年
、

　

　

小
野
道
風
青
柳
硯
、,
三
)

等

の
數
例

を

示
す

事

が
畠

來

る
。

而

し

て

こ
れ

ら

の
用

例

か

ら

歸

納

す

れ

ば

、
多

く
今

日

の

「
さ

よ

な

ら
」

と

い

ふ

べ
き

場

合

に
用

琶

ら
れ

る
言

葉

で
あ

り

、

叉

手

を
合

せ

る

と

か

、

手

を
出

す

と

か

.の
動

作

を
俘

つ

て
居

る
事

が

知

ら

れ

る
。

そ

れ

に

つ

い
て
參

考

と

な

る

の
は

、
　

　
`

¶
　

　

　

　

　

　

　

　

　

、

　

　

茶
綸

子
の
す
が
り
療
治
が
花

に
來

て

　

　

秀

可

　

　
　

　

　

サ
ソ
ウ

　

　
　

庭
で
叉
手

の
杉
蘂

ふ
み
わ
け
　

　
　
　
　
　

,
支
　

垂

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

(寶
永

二
年
、
乙
酉
十
歌
仙
)

と

い

ふ
例

で

あ

る
。

帥

ち

こ
れ

は
幼

見

が

「
さ

そ
ふ

ソ
＼

」

を
す

　

　
　

　

へ

る
場

合

、
在

右

め
手

を

組

合

ぜ

る

や

う
な

動

作

を
す

る

事
か

ら

、

　

　
　
近
跏松
用
甑
㎎
の
・二
,三
に

つ
い
て

叉
手
を
サ
ソ
ウ
と
言
つ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
o
た

虻

し
サ
ソ
ウ
と
い
ふ
言
葉
そ
の
も
の
は
、
勿
論
叉
手
を
意
味
す
る
も

の
で
ぱ
な
い
。
　
一
軆
こ
の
語
は
前
掲

の
諸
例
に
見
る
如
く
、
淨
瑠

璃
に
の
み
用
ひ
ら
れ
て
あ
つ
て
、
そ
の
他

の
小
読

・
俳
諧
等
に
於

け
る
用
例
が
見
當
ら
な
い
の
で
あ
る
。
勿
論
こ
れ
ば
管
見
の
故
も

あ
り
、
決
し
て
帥
斷
は
出
來
な
い
の
で
あ
る
が
、
少
く
と
も
淨
瑠

璃
用
語
と
し
て
最
も
多
く
用
ぴ
ら
れ
た
と
.い
ふ
事
だ
け
は
確
言
し

得
よ
う
つ
而
し
て
そ
の
事
は
、
こ
の
語
が
か
な
り
古
風
な
感
じ
を

も

つ
も

の
で
な
か
つ
た
か
を
思
は
せ
る
。
淨
瑠
璃
で
は
百
姓
土
民

な
ど
の
誉
葉
を
現
ば
す
場
合
、
よ
く
絡

に

「
て
や
」
と
い
ふ

一
種

の
感
嘆
の
助
詞
を
附
け
る
が
、
こ
れ
は
他

の
小
読
な
ど
で
は
あ
ま

り
見
な
い
事
で
あ
る
。
つ
ま
り
淨
瑠
璃
で
は
「
て
や
」
が
首
姓
語
を

現
は
す

一
の
形
式
と
な
つ
た
觀
が
あ
る
。
「
さ
そ
う
」も
ま
た
同
樣

な
意
味
で
、
淨
瑠
璃
に
於
け
る
幼
兒
語
と
し
て
特
に
多
く
用
ぴ
ち

れ
る
や
う
に
な
つ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

さ
う
推
定
す
る
と
、「
さ

そ
う
」
は
や
は
り
室
町
期
か
ら
あ
つ
た
言
葉
で
、
「
さ
候
ふ
」
の
轉

訛
だ
と
す
る
論
が
最
も
穩
當
の
や
う
で
あ
る
。
い
濃
穿
最
初
は
「
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

騨
九
九



　
　
㍉
近
松
齢用
証祕
の
一ご
二
に
つ
い
て

點

々
ん
」
と
い
ふ
程
の
意
で
あ
つ
た
の
が
、
幼
兒

の
人
に
挨
拶
す

る
時
の
言
葉
と
な
り
、
又
そ
れ
に
手
を
組
む
や
う
な
動
作
を
も
俘

ふ
や
う
に
な
つ
た
の
で
あ
ら
う
。

　

幼
兒
語
の
如
き
臓
そ
の
性
質
上
、
比
較
的
時
代
の
變
邏
が
少
い

筈

で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
す
で
に

「
て
う
ち
ー

、
あ
は
ゝ
」

等
と
い
ふ
子
供
の
あ
や
し
方
は
、
現
代
人

の
耳
に
は
全
く
遠
い
。

貞
門
談
林
の
古
俳
諧
に
曇
,
散
見
す
る
「
あ
い
や
の
ぼ
ろ
く

」
と
・

い
ふ
幼
兒
語
な
ど
も
、　
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・

子
を

つ
る

ゝ
雉

は
あ

い
,や

の
ほ
ろ

ゝ
哉

小
春
た
つ
あ
い
や
の
ほ
ろ
く

時
雨
哉

春
立

て
あ

い
や
ぼ
ろ
ノ
【丶
雨

の
足

手
引

子
も
を
ど
れ
あ

い
や
の
ほ
ゝ
ら
盆

　
　

　

,
月

前

雨

あ
ゝ
い
や
の
ほ
ろ
く

降
や
月
の
雨

今
朝
よ
り
い
さ
あ
い
や
の
ほ
ろ
く

若
夷

　
伯
父
さ
ま
ま
て
は
あ
い
や
ほ
ろ
く

渡
邊

の
綱

か
ほ
し
く
は
買

て
や
ろ

季

吟

(崑

山

集
)

信

乖
(
夢

見

草
)

'

宗
　
隆
(
佐
夜
中
山
)

頼

治
(
遠

近

集
〉

貞

則
(續

山

井
)

芳

之

(
筑

紫

海
)

(
西
鶴
大
矢
數
)

.
等
の
數
多
い
用
例
を
見
れ
ば
、
當
時
盛
ん
に
用
ひ
ら
れ
た
言
葉
で

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

二
〇
〇

あ

る

に
ち

が

ぴ
な

い

の
だ
が

、

天

和

貞
享

以
後

の
丈

獻

か

ら

は

一

も

見

出

さ
れ

な

い
。

わ

つ

か

に
元
祿

匹

年

刊

『
常

陸
帶

』

に
あ

げ

　

　

　

　

　

　

　
　

　

ア
イ
ヤ
　
ボ
　
ロ

た

俳

諧

用

語

の
中

に
、
「
愛

也

母

路

々

々
」
と

あ

る
だ

け

で
あ

る
。

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

ア
イ

ー

勿
論
こ
の
漢
字
は
宛
字
に
ず
ぎ
な
い
。
ア
イ
ヤ
は
や
は
り
歩

ヤ行
で
、

ボ

ロ
ー

は
調
子
を
と
る

無
意
味

に
添

へ
た

語
で
あ
ち

う
。
　
「
あ
ん
よ
は
上
手
」
ぐ
ら
ゐ
の
意
か
。
1

だ
か
ら
,「
さ
そ

う
」
も
淨
瑠
璃
に
は
用
ひ
ら
れ
な
が
ら
、
す
で
に
都
會
な
ど
の
現

實
の
用
語
と
し
て
は
亡
び
て
居
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

　

　

　

　

O

臼
　

か
　

ら

杵

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

し　
　
　
も
　
へ
　
も
　
も　
ヘ
　
へ

　

　

た
が
ひ
に
い
ん
ぐ
は
を
さ
ら
し
屋

の
う
す

か
ら
き
ね
と
は
此
こ
と
、

　

　

ま
ん
ま
と
法
然
上
人
が
あ
な
た

の
十
念
さ

つ
か
り
、
し
よ
わ
け
の
五

　

　

十
相
櫨
鬩
、り
け
、　
(寶
・氷
一兀
年
、　
薩
麼
歌
、　
上
)
　
・

　

こ
れ

に
前

後

の
關
…係
上

猥

褻

の
意

を

含

む
も

の
の
却

ぐ

考

へ
ち

れ

る
爲

か

、
從

來

の
該

釋

に
は
故

ら

に
敬

遠

し

て
觸

れ

て
な

い
も

の

が
多

い
。

た

,
『
近

松
語

彙

』
の
み

が

、
そ

の
猥

褻

な

比
喩

た

る

事
を

明
か

に
述

べ

て
居

る
。

成

程

『
薩

摩

歌

』

の

一
例

の
み

に

つ

い

て
考

へ
る
と

、

そ

の
解

釋

は
無

理
も

な

い

の

で
あ

る

が

、
用

例



-
を
今

少

し
汎

く

見

る
と

、

こ

の
諺

が

何

等

解

釋

に

遽
慮

す

べ

き
性

質

の
も

の
で
な

い

事

が
分

る
o

　
　

　
易
事
じ

や
が
是

(
金
を
さ
す
)
.
が
御
座
ら

ぬ
と
い

へ
ば
、
其
は
わ
し

　
　

　
が
さ
は
い
し
ま
し
や
う
、
よ

こ
町

の
笹
屋

へ
い
か
ん
せ
と
云
、
夫

は

　
　

　
も　
も
サも　
ヘ　
へ　
も

　
　

　
う
す

か
ら
き
ね
じ
や
、

追
付

か
ね
も

ふ
け
し
て
と

い
ひ
さ
し
て
出

　
　

　
る
刃
(
元
祿
十

五
年
、
女
大
名

丹
前
能
、
三
)
　
　
　

.
掣

　
　

　
　

こ
れ
は
あ
ん
ま
り
く

,

　

　

　

セ
ヴ
ジ
ン
　
ホ
ン
　
　ら　
も

へ
　
も
　
ヘ

へ

　

　

　

正
翼

の
本

に
う
す

か

ら
き

ね

へ
な

り

(
寶

永

五

六
年

頃

、
蓬

莢

山

)

　
　
　
　
ど
う
も
い
は
れ
ぬ
く

　
　

　
　

　

　

ヘ　
ヘ　　ヘ　　へ

　
　

　
念

へ
と
は
臼
か
ら
杵

よ
若

し
ゆ
さ
ま
(
正
徳

二
年
、
さ
す

の
聯
子
)

　
　

　
就

い
て
は
去
年
十
月
よ
り
、
今

月
迄

の
養
料
か
る
が
方

よ
り
く
れ
ま

　
　

　
せ
ぬ
軍
そ
れ
故
下
り
聞
き
ま
す
れ
ば
、
微
自
分
も
御
身
代
今

は
す

つ

　
　

　
　

　

　
　

　
　

あ
て
が
ひ

　
　

　
き
り
砧
成

に
て
、

宛
行
は
扨
て
置

き
、

か
る
が
世
話

に
な
り

給

ふ

　
　

　
　

　

　
　

　

じ　
む　
も　
も

　
　

　
と
、
聞

い
て
は
臼
か
ら
杵
ぢ

や
ま
で
。

(
正
徳

五
年
、
傾
城
思
升
屋
、

　
　

　
F
)
　
　

'

　
　

　
敵
を
う
た
ん
と
思

ひ
し
に
、
是

は
お
の
く

手
を

お
は
れ
し
、
あ
ち

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

ヵ　
ヘ　
　ヘ　
　へ

　
　

　
ら

こ
ち
ら
の
大
明
瀰
、
杵

か
ら
臼
杵

の
八
郎
維
信
。
　
〈
正
徳

六
年
、

　
　

　
曾
我
鎌
倉
飛
脚
、

置
)　
　
　
　
　
　
　
ゆ　
　
　
　

-　
　
　
　
　
　

一

　
　

　

近
松
用
語

の
一ご
二
に
う

い
て

第

一
例
は
七
助
と
い
ふ
男
が
女
郎
を
揚
げ
る
金
が
無
い
之
言
ふ
の

で
う
霧
野
と
い
ふ
女
郎
が
そ
の
金
を
工
面
し
て
や
も
う
と
言

つ
た

の
に
封
す
る
言
葉
で
あ
る
。
男
が
遊
女
か
ら
揚
代
を
貰
ふ
と
い
ふ

「の
が

「
臼
か
ら
杵
」
な
の
で
あ
る
。
第
二
例
は
こ
れ
だ
け
で
は
見

賞
の
つ
け
や
う
が
な
い
が
、
「
こ
れ
は
あ
ん
ま
り
」
と
い
ふ
前
句
に

よ
つ
て
も
、
「
臼
か
ら
杵
」
が
案
外
な
事
、

正
當
で
な
い
事
等
を
意

味
す
る
事
は
窺
は
れ
る
。
第

三
例
は
念
者

か
ら
若
衆
に
望
む
べ
き

事
を
、
若
衆
の
方
か
ら

『
思
つ
て
く
れ
」

と
ロ
論
か
れ
る
の
だ
か

ら
、
誠
に
ど
う
も
言
は
れ
ぬ
程
有
難
い
の
で
あ
る
。
第
四
例
は
か

る
と
い
ふ
女
を
世
話
し
て
や
る
筈

の
男
が
貧
乏
に
な

つ
て
、
却
づ

'て
か
る
か
ち
世
話
を
受
け
る
と
い
ふ
場
合
。
第
五
例
は

「
あ
ち
ら

こ
ち
ら
り
大
明
榊
」
と
あ
る
通
り
、
事
の
反
對
に
な

つ
た
意
を
含

ん
で
ゐ
る
。
た
穿
苗
字
が
臼
杵
で
あ
る
た
め
、
「
杵
か
ら
臼
」
と
無

理
な
掛
詞
に
し
た
だ
け
で
あ
る
。

　

以
上
五
つ
の
例
に
於
け
る
用
法
か
ち
考

へ
て
、
'「
臼
か
ら
杵
」
が

「寺
か
ら
里
」
な
ど
い
ふ
に
同
じ
く
、
す
べ
て
物
事
の
逆
に
な
り
た

場
合
に
い
ふ
諺
で
あ
る
事
が
分
る
。
近
松

の
場
合
に
つ
い
て
い
ぺ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
獣



　
　

.近
疏松
用
語
の
こ
三
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
.　
、

ば
、
十
念
を
授
け
五
重
相
傅
を
す
る
の
は
法
然
上
人
の
方
で
あ
る

べ
き
に
、
そ
の
法
然
上
人
が
彼
方
か
ら
十
念
を
授
か
り
五
,重
相
傅

を
受
け
た
の
だ
か
ら
、
正
に

「
臼
か
ら
杵
」
た
の
で
あ
る
。
か
う

解
釋
が
つ
い
て
見
る
と
、
そ
の
間
猥
褻
な
意
味
な
ど
少
し
も
含
ん

で
居
な
い
事
は
明
か
で
あ
ら
う
。
だ
が

「
臼
か
ら
杵
」
が
何
故
さ

う
し
た
意
味
の
諺
に
用
ひ
ら
れ
る
や
.う
に
な
つ
た
か
。
そ
れ
に
つ

い
て
は
階
信
あ
る
読
明
ば
出
來
な
い
が
、
強
ひ
て
臆
説
を
立
て
る

な
ら
ば
、
あ
る
い
は
語
源
的
な
所
に
男
女
を
象
徴
す
る
意
味
が
あ

る
の
か
も
知
れ
ぬ
と
思
ふ
。
帥
ち
杵
が
男
、
臼
が
女
を
象
徴
す
る

の
で
、
本
來
事
は
男
か
ら
女

へ
働
き
か
け
る
べ
き
も
の
で
あ
る
の

に
、
女
か
ら
男
ー

臼
か
ち
杵
1

で
は
逆
に
な
る
と
い
ふ
の
で

は
あ
る
ま
い
か
ゆ
　
假
に
語
源
的
の

論
明
が
さ
う
で

・あ
る
と
し
て

も
、
諺

の
意
味
巴
し
て
は
勿
論
少
し
も
読
明
を
憚
る
べ
ぎ
性
質
の

も
の
で
は
な
い
。

　

　

　
O

ぼ

て

く

ろ

し

ど
う

も

な

ら

ぬ

と

ふ

と

こ
ろ

に

、

手

を

さ

し
入

て
だ

き

つ
け

ば
、

　

　
も　
も　
も
　
ヘ　
ヘ

ァ

・

ほ

て
く

ろ

し
は

な

さ

ん

せ

。
一(
寶

永

元

年

、
薩

摩

歌
、

上
)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

二
,〇

二

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

も　
も　
へ
　
も
　
も
　
も

世

繼

と
や

ら

い
ふ

女

、
惟
茂

様

を
我

物

が

ほ

に

ほ

て
く

ろ

し

い
此
長

/

丗
人
。　
(寶

・氷
山ハ
年

、　
切杷
狩
劔

本

地

、　

一
)

　

　

　

　

　

　

ヘ　
ヘ　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

手
付

に
ち
よ

つ
と
ほ
て
く
ろ
し

い
事
御
　め
ん
く

、
牟
兵
衛
様
庵
氣

を
お
邇

し
と
、
べ

つ
た
り
だ
き
付
、
　
(享
保
七
年
、

心
中
・膂
庚
申
、

上
)

　
此
の
語
は
特
に
難
解
と
い
ふ
べ
き
も
の
で
は
な
い
が
、
從
來
の

読
は
多
く
物
類
稱
呼
や
倭
訓
栞
鋲

つ
て
・
難

し
の
覆

出
る

も
の
と
解
し
、
例

へ
ば

『
大
辭
典
』
に
は

「
8

腹
黒
し
。
腹
ぎ
た

な
し
。
　
〔
胃
あ
つ
か
ま
し
◎
甚
だ
無
遠
慮
な
り
。
甚
し
く
戯
れ
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7　
　
妻

ぎ
た
り
。
」
、と
あ
つ
て
、
　
〔
冖
の
部
に

『
薩
摩
歌
頃
以
卞

二
三
の
例

,

を
引
い
て
あ
る
。
し
か
る
に
こ
れ
を
實
際

の
用
例
に

つ
い
、て
見
る

と
ふ
腹
黒
し

・
腹
ぎ
た
な
し
等
の
意
に
當
る
も
の
は

一
も
あ
げ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ほて
く
ろ

事
が
出
來
な
い
の
で
あ
る
。
假
に
語
源
が
腹
黒
し
で
あ
つ
た
と
し

て
も
、　
事
實
上

8

の
意
に
用
ひ
ら
れ

た
も
の
が
な
い
と
す
れ

ば
、
語
解
と
し
て
は

口

だ
け
を
あ
ぐ
れ

ば
宜
い
筈

で
あ
る
。

の

み
な
ら
す

⇔

の
解
も
誤

つ
て
居
る
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
だ
廿

で
は
こ
の
語
の
含
む
特
別
な
感
じ
を
十
分
現
ば
し
得
た
を
の
と
は



　

言

へ
な
い
。

尤
も
辭
書
と
し
て
は

簡
略
に
從
は
ね
ば

な
ら
ぬ
か

.
ら
、
こ
の
程
度
の
解
で
も
止
む
を
得
な
い
か
も
知
れ
ぬ
が
、
近
松

辱
の
註
釋
と
し
て
論
く
場
合
に
は
、
こ
れ
で
は
決
し
て
滿
足
さ
れ
な

ら

仏
で
あ
ら
う
。

　
　

此
の
語
は
江
戸
時
代
の
初
期
か
ら
末
期
に
亙

つ
て
用
ひ
ら
れ
て

　

居
り
、
方
言
と
し
て
は
恐
ら
く
な
ほ
今
日
も
生
き
て
居
る
か
と
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

づ

は
れ
る
。

而
し
て
古
く
俳
諧
の
伶
法
書
ゑ

『
久
留
流
』
(蠶

罐

)
に
、
　

　

♂

-　

　

-　

　

　

.

・

　
　

　

、、
、
、
、
、
　
.

　
　

　

ほ
て
く
ろ
し
。

一
3
戀
也

。　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　

-　
、、

　

ど
見
え

、

そ

の
後

σ
俳

譜

作

法

書

類

の
中

に
も

同

樣

な

読

明

を

し

　

た

も

の
が

少

く

な

い
。

そ
れ

で

こ

の
語

が
戀

に
關

し

た
意

味

を

も

.

　
.つ
も

の
で

あ

る

事

は

知

ぢ
れ

る

が
、

そ

の
意

味

に

つ
い

て

は
詳

し

　

く
論

明

し

た

も

ρ
が

な

い
。

寛

文

十

一
年

刊

『
蛙

井

集

』

戀

の
詞

　
　

　

　
　

・ホ
　テ
O
ク
　
ラ
ゥ
ツ

　

の
條

に

「
膨

轉

苦

勞

敷
」

と
漢

字

を

宛

て

て
あ

る
け

れ

ど

も

、

こ

　

の
漢

字

は

全

く
當

字

に
過

ぎ

海

い

の

で
、

膨

れ

る

と

か

轉

す

る

と

　

か
、い

ふ
意

を

示

す

の
で

は

な

い
。

や

ゝ
後

世

の

俳
書

で

は

あ

る

　

が

、
寶

歴

三
年

の

『
簍

繼

輪

』

に
初

め

て

　
　

　

近
松

用
語

の
こ
三
に
つ
,
い
て

　

.
ワ
ル
ジ
ヤ
V

ニ
テ
イ
ヤ
テ
シ
キ

者
ヲ
、
　
ホ
テ
ク

ロ
シ
イ
ヤ
ッ
ト

一写

　

　

也

。
、

と
読

明

さ
れ

て
居

る
。

帥

ち

さ

う

し

た
悪

じ

や

れ

や

い
や

ら

七

さ

の
中

に

戀

の
意

味

が

龝

つ
て

居

る

の
で

、
そ

れ

は
前

揚

の

『
薩

摩

歌

』
・
『
格

狩

劍

本

地

』
・
『
心

中
膂

庚

申

』

の

三
例

に
よ

つ
て

も

ほ

壁
推

察

さ
れ

る

で
あ

ら

う
。

更

に
念

の
爲

若

干

の
例

を

あ

げ

て
見

る
。
　

　

　

　

　

・　

　

　

　

'　

　

　

　

　

　

.

何

と
忠

兵
衛

は

い

や

に
し

て
新

七
殿

が

い
と

し

い
と

や

、

お
ば

が

前

　

　

も　
ヘ　
ヘ　
ヘ　
へ　
ぬ

に
て

ほ
て

く

ろ

し

い
、

見

め

よ
う

生

れ

つ
ゐ

た
ゆ

へ
、

人

が

ほ
れ

る

と
思

ふ
か

や
。

(
正
徳

三
年

、

傾
城

三
度

笠

、

上
)

山

家

に
似

合

ぬ

二
皮

目

で

、

京
白

粉

も

た

く

さ

ん
な

と

、

い
は

ぬ
計

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

も　
も
　
ぬ　
も
　
ヘ
　
へ

な

な

り
か

つ
か
う

、

い
や

ら

し

い

ほ

て
く

ろ

し

い
。
　

(享

保

六
年

、

三

輪

丹
前

能

、

四
)
　

　

　
、　

・　

　

　
　

　

　

　

.

道

な

ら

た

つ
た
四

五
里

も

來

て
、

あ

し

が

い
た

む

か

さ
す

う

か
と

　

　

　

　

　

　

へ　
も　
も
　
あ　
ヘ
　
へ

は
、

あ

ん

ま

り

で

ほ
て

く

ろ

し

い
。

(享

保
十

六
年

、

本
朝

五
翠

殿

、

二
)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

も　
ヘ　
ヘ　
へ
　
う　
も

青

二
才

に

し

て
彌

助

と
名

を

か

へ
、

此

間

は

ほ

て
く

ろ

し
き

聟

ぜ

ん

さ

く
。

(
延

享

四
年

、

義

經

千

本
櫻

、

三
)

・　

,　

　

　

、

　

　

●

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

二

〇

三

「



　

　

　
近
帖松
用
証㎎
の
ニ
ミ
に

つ
い
て

　

　

あ

ふ
た
び

ご
と
に
く
ど
け
共
、
び
ん
く

と
は
ね
ま
は
る
、
其
じ
や

　

　

改
馬

が
な

を

う

ま

い
、

け

ふ

は
ぜ

ひ
共

よ

い

へ
ん

じ

、
聞

せ

て
た

も

　

　

　

も　
ヤ
　
ヘ
　
へ　
も　
ヘナ

　

　

と

ほ
て
く

ろ
し

さ
。

(寶

暦

十

一
年
・、

古
戰

場

鐘

懸
松

、　

一
)

　

　

　

も
　
も
　
も
　
ヤ　
も　
へ

　
　

扨
ほ
て
く
ろ
し
う
書
イ
た
り
く

、
殿
の
御
執
心
を
か
け
ら
れ
し
女

　
　
　
　
　
　
の

　
　

に
不
義
の
證
據
}。
(明
和
七
年
・、
萩
大
名
傾
城
敵
討
、
三
)

な
ほ
用
例
は
非
常
に
多
く
見
當
る
が
、
今
便
宜
淨
瑠
璃
だ
け
か
ら

例
を
と
つ
て
見
た
。
而
し
て
こ
れ
ら
の
諸
例
を
通
じ
、
現
代
語
に

譯
す
べ
き
適
當
な
言
葉
を
求
め
る
な
ら
ば
、
ま
つ
門
厚
か
ま
し
い
」

と
い
ふ
の
が
最
も
よ
く
あ
て
は
ま
る
や
う
で
あ
る
。
.即
ち

『大
辭

典
』
の

⇔

の
解
は
極
め
て
適
切
だ
と
言
つ
て
宜
い
。
し
か
竜
實

は
單
に

「
厚
か
ま
し
い
」
だ
け
で
意
を
盡
し
て
な
い
事
も
ま
た
明

か
で
あ
る
。
試
に
辭
書
風
な
論
明
を
下
す
な
ら
ば
、
.
「
情
事
に
つ

い
て
し
つ
こ
く
い
や
ら
し
い
さ
ま
」
な
ど
と
す
べ
き
で
あ
ら
う
。

た
Ψ
し
此
の
語
は
常
に
さ
う
し
た
戀
に
關
し
た
場
合
の
み
用
ぴ
ら

れ

た
も
の
で
あ
る
か
と
言

へ
ば
、
.
そ
れ
は

必
す
し
も

さ
う
で
な

い
。
,
古
い
頃
の
用
例
で
は
、

此
土
器

お
も

ひ
さ
し
に
せ
よ

と
の
仰
を
蒙

り
.
し
は
ら
く
思

案

せ
し

/

　

　

　

　

　

.

、・　

　

　

二
〇

四

が

、
殿

様

へ
獻

た

ら

ん
も

な

に

と

や
ら

ん

ほ
て
く

ろ

し
、

汝

(自

分

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丿

の
子

を
ざ

す
)
に
ま

さ

り
て
思

ふ

人
も

な

し

と

い

ひ
て

、

士
器

を

(
子

」

に
)

さ

し

け

り
。

(
備
前

老

人
物

語
)

　

お
も

ふ
ま

ゝ
に

は

い

は
れ

さ

り

け

り

我

な

か

ら

ほ

て
く

ら

ふ
し

き
身

の
譽

(寛

永

二
十
年

、
油

粕

)

等
の
如
く
、
む
し
ろ
單
な
る

「
厚
か
ま
し
い
」

の
意
に
用
ひ
ら
れ

た
も
の
が
少
く
な
い
。
叉
後
世
に
至
つ
て
も
、
こ
の
や
う
に
戀
の

意
に
關
し
な
い

「
厚
か
ま
七
い
」
だ
け
の
意

の
用
例
は
、
比
較
的

少
數
で
は
あ
る
が
か
な
り
見
出
さ
れ
る
。

よ
つ
て
思
ふ
に
、
こ
の

語

の
語
源
は
姑
く
措
き
、
語
義
は
も
と
單

に

「
厚
か
ま
し
い
し

の

意
で
あ
る
が
、
後
に
特
に
戀
に
關
し
て
用

ひ
ら
れ
る
事
が
多
く
な

つ
夜
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
だ
か
ら
語
義
の
論
明
と
し
て
は
、

一
往

「
厚
か
ま
し
い
」
と
解
し
だ
上
で
、
更
に

「
特
に
戀
の
意
に

關
し
て
用
ぴ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
帥
ち
情
事
に
し
つ
こ
く
い
や

ら
し
い
さ
ま
に
言
ふ
」
と
言

つ
た
や
う
な
附
論
を
加

へ
た
ら
、
ま

つ
ほ
Ψ
要
を
得
た
解
釋
と
さ
れ
よ
う
。

　
も　　む　　り　　り　
も

　
ほ
て
く
ろ
し
は
僅
か
に
そ
の

一
例
で
あ
る
が
、
こ
の
や
う
に
從



來

の
論

が
必

す

し

も

誤

つ
て

居

る

の
で

は

な

い

が
、

し

か
も

.決

し

て

十

分

な
解

釋

と

は
言

へ
な

い
も

の
は
か

な

り

多

い
。

そ

れ

は
結

局

多

く

の
用

例

を

集

め

た

上

で
、

解

釋

を

下

さ

な

か

つ
た

爲

の
不

備

に
外

な

ら

な

い
。

例

へ
ば

西

鶴

の

『
世

間

胸
算

用
』

卷

五

に

　

　
　
夜

は
門

の
戸
を
し
め
置

て
、
て

つ
ち
か
ふ
み
碓
を
助

て
と
ら
せ
、
足

　

　
　

も
大

か
た
は
汲
た
て

の
水
て
洗

ふ
ほ
と
に
氣
を
付
け
れ
共
、

こ
れ
か

　

　
　
　

も　
も　
ヘ
　
ヘ
　
ヤ
　
し
　
へ

　

　
・
.
や
あ
を
ち

ひ
ん
ぼ
う

と
い
ふ
な
る

へ
し
、
又
そ
れ
ほ
と
に
あ
き
な

い

　

　
　

事
な
く

て
、

い
よ
く

日
な
た

に
氷

の
こ
と
し
。

と
あ
る
「・煽
ち
貧
乏
し
の
如
き
も
、
從
來
西
鶴
の
註
釋
類
を
始
め
、

　
一
般

の
國
語
辭
書
な
ど
で
解
し
て
居
る
所
は
、
.大
體
首
肯
さ
る
べ

き
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
ら
の
設
が
、
す
べ
て
右
の
西
鶴

.の

一
例
だ
け
を
あ
げ
る
に
止
ま
つ
て
居
る
爲
、
語
解
と
し
て
は
極

め
て
肝
要

の
點
が
逸
せ
ら
れ
て
居
る
憾
み
が
あ
る
。
そ
れ
は
左
の

諸
例
を
檢
討
す
る
事
に
よ
つ
て
、
お
の
つ
か
ら
納
得
さ
れ
る
で
あ

ら
う
o　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
　
か
ぜ
ぐ
人
じ
や
と
い
へ
ば
あ
を
ち
ひ
ん
ぼ
う
じ
や
と
い
ふ
。
卜
(寛
文
,

、　
　

年
間
、
三
八
論
語
)

　
　
　
f迸
h松
用
瓢欄
の
ご
訟二
に
つ
い
で
　
　
　昌　
　
　
　

、

　

　

果
報

に
ね
て
ま
て
と
あ

れ
ば
、
㍗
さ
の
み
人
に
す
ぐ
れ
て
稼
べ
き

に
も

　
　

あ
ら
ず
、
か
な
ら
ず
あ
を
ち
貧
乏
と
い
ふ
事
に
て
」
中
く

立
身
は

　

　

成
が
た
し
。

(
正
徳

三
年

、
日
本
新
永
代
藏

、
五
)

　

　
　
　
　

　
　

せ
い

　

　

い
つ
み
て
も
情

の
出

る
お
か
…樣
、
そ

れ
で
な
《
ば
銀
も
出
來
ま
じ
と

　
　

い
鹿

、
け
ら
ぐ

笑
し
て
、
あ
の
お
つ
し
や
る
毒

、
世
に
い
ふ

　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

り　
や
わ
ら
か

　

　

あ
を
ち
び

ん
ぼ
う
も
身

の
上
に
あ
た
り
、
働

く
身

は
雜
水
成

ル
物
を

　

　

く

ふ
て
は
ゐ
ら
れ
ず
。
(
正
徳

六
年
、
.分
里
艷
行
脚
、

こ

　

　

朝
は
星
を

い
た

ヤ
き
て
起
ぎ
、
夜
は
星
を
見
て
も
休
ま
ず
、
晝
夜
を

　

　

わ

か
先
橇
壥て
漸

々
夫
媒

の
口
を
す
ぐ

れ
ど
も
・

い
つ
の
麟

に
も
足

る

　

　

事
な
し
、
是
を
世
上

の
人
あ
を
ち
貧
乏
と
云
な
り
。

(享
保
十

七
年
、

　

　

都
莊
子
)

　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　

り　　し　　つ　　ね　
　も　　も

竜

は
や

絮

論

す

る

ま

で

も

な

か

ら

う

が
、

帥

ち

「
い
く

ら
稼

い

で

も
　
　
も
　
　
つ
　
　
し
　
　
も
　
　
も

も

拔

け

ら

れ

ぬ
貧

乏
」

を

い
ふ

の
で
あ

る
。

而

し

て

こ

の
圈

點

の

部

分

の
読

明

が

な

い
限

り
、

こ

の
語

は
完

全

に
解

釋

さ

れ

た
も

の

　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

し　　セ

と
は
言

へ
な
い
。
ー

な
ほ
煽
ち
の
語
源
的
な
考
察
も
す
べ
き
で

あ
る
が
、
今
は
直
接
必
要
が
な
い
か
ら
省
略
す
る
。
i

か
う
し

て
見

る

と
言

葉

の
完

全

な
解

釋

が
、

結
局

出
來
る

だ

け

多

く

め
實

例

を
集

め

た
後

に
下

さ

る

べ

き
事

は
、
,
愈

戛
痛

切

に
感

ぜ

ら

れ
る

　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
二
〇
叢
　

,

,

　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　

y　厂

〆



　
　

近
松
用
瓢
韻
の
二
三
に
つ
い
て

の
で
あ

る
。

O
手
　
振

鶯

6

丶

　
　

　
し
だ
り
や
な
ぎ

に
櫻
花
、
は
な
に
鶯
手

ふ
り
鶯

、
聲

に
つ
き
手

に
つ

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
蓼

　
　

　
き
、
き
よ
ろ
く

す
る
間
に
、
丈
を
袂

に
や
れ
ば
戻
す
。　

(享
保
二

　
　

　
年
、

聖
徳
太
子
繪
傳
記
、

三
)

　
　

　
隨
分
お
ち
が
め
に
か
ゝ
る
な
と
、

い
ひ
た
け
れ
共
侍
氣
、
聲

せ
ぬ
な

　
　

　

つ
の
手

ふ
り
う
ぐ

ひ
す
は

い
く

く

、
ぶ
け

の
い
き

か
た
な
づ
ま

　
　

　
ぬ
御
馬

、
(享
保

六
年
、
女
殺
油
地
獄
、
上
)
　
・

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

カ　　し　　も

　

此

の
語

は
從

來

鳴

か

ぬ
鶯

の
義

だ

と
解

さ
れ

て
居

る
。

手

ふ
り

　

も　　た　　　い

は

手

ぶ
ら

と
同

じ

く
素

手

の
意

で
あ

る
か

ら

、

手

ぶ
ら

の
鶯
h
ト
い

　
へ
ば
成

程
鳴

か
ぬ

鶯

の
義

と
解

す

る
外

は
な

い
や

う

で
あ

る
。

特

に

『
油

地
獄

』

の
方

で

は

「
聲

せ
ぬ
」

と

ま

で

あ

る

の
だ

か

ら
、
・

夏
鶯

の
鳴

か
な

い
の
を

言

ふ

と
す

れ

ば

極

め

て

適

切

で

あ

る
。

し

か

し

こ
の

二
例

だ

け

で
す

ぐ

そ

れ

を

肯

定

す

る

の
も

不
安

心

で

あ

.
る
。

例

に

ょ

つ
て
他

の
用

例

を

少

し

求

め

て
見

る
。

　
　

　

春

の
價
や
中
間
奉

公
　

　

　
　

　

　

　

,

　
　

　
揃

ふ
て
は
手
ふ
り
鶯
飛
て
行

'

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
二
〇
六

'か

ふ
り
し
ほ
の
目
あ
は
雪

の
山

(
延
寶
九
年
、

　
家
老
役

と
て
持
す
鑓
梅

三
人
並
ひ
手
振
鶯
す
つ
く

す

　
ご
は
い
時
に
は
念
佛
も
出
す
　

(同
上
、
●
四
)

西
鶴
大
矢
數
、
晶
〉

右

の
二
例
は
共
に

『
油
地
獄
』
と
同
じ
く
手
振
の
御
供
に
か
け
た

作
意
で
あ
る
が
、
後
者
の

「
こ
は
い
時
に
は
念
佛
も
出
す
」
と
い

ふ
附
句
が
、
法

汝
華
經
と
磬
を
出
き
な
い
意
を
き
か
せ
て
、
手
振

鶯
に
附
け
た
も
の
と
す
れ
ば
、
」

「
題
目
も
禺
す
」
な
ら
は
つ
き

ぴ
す
る
の
だ
が
、
i

鳴
か
な
い
鶯

と
い
ふ
解
が
釜
,
肯
定
さ
れ

る
.、
そ

し

て

前

者

が

「
か

ぶ

り
し

ほ

の
目

あ

は

ゝ
」

と

い
ふ

子

供

を

あ

や

す

言
葉

で

つ
け
た

の
は

、

手
振

鶯

が
魔

の
鶯

と

い
ふ

の

で

は

な

く

て

、

ま

だ

よ

く
聲

が

出

せ

な

い
幼

鶯

を

言

ふ
か

ら

で

は

あ

る

ま

い
か

と

思

は

れ

る
。

さ

う
す

る

と

『
聖

徳

太

子
繪

傅

記
』

の

「
聲

に

つ
き

手

に

つ
き

き

よ

う
/

丶

す

る
」

と

い

ふ

の
も

、
、
幼

鶯

が

親

鶯

な

ど

の
囀

り

や
動

作

に
從

ふ
さ
ま

の
形

容

と

し

て
自

然

に

解

さ
れ

る
。

叉

『
油

地
獄

』
で
「
聲

せ

ぬ
夏

の
し

と

嘗

つ
た

の

は
、

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

う　
　も　
　も　
ロ

こ
れ

は
夏

に
な

つ
て
音

を

入

れ

た
鶯

を

、

手

ぶ
り

の
言

掛

を

き

か



　
　

　
　

　
　

　
　

う　　セ　　も　　も

せ

る

爲

湘
故

ら

に
手

ふ
り

鶯

と

言

つ
た

も

の
と
す

れ

ば

、

別

に
幼

鶯

と
解

す

る
事

に
矛
盾

は
な

い
。

な

ほ

こ

の
語

は

、

夙
く

『
懷

子

乳

母
』

の
詞

寄

に

「
手
振

鶯
」

と
見

え

て
居

り
、

又
.

　
　

當
春
大
石
山
丸

に
は

立

田
平
馬
之
丞
、

手

ふ
り

の
鶯

を
墫
參

い
た

　
　

し
、
・
小
松
姫

か
竜
ん
殿
と
戀

の
せ
り

ふ
に
鳥
を

に
が
し
、
戀

か
な

ふ

　
　

・所
よ
し
。
　

(
正
徳

三
年
、
役
者
座
振
舞
、
京

の
卷
、
坂
東
彦

三
郎

の

　
　

條
)

等

と

あ

つ
て

、
江

戸
時

代

の
前

傘

期

に

は
別

に
珍

し

い
言
葉

で

は

な

か

つ
た

の
で
あ

ら

う

が
、

後

傘

期

の
文

獻

に
は

全

く
見

え

な

い

や

う

で

あ

る
。


