
Title 『日本永代蔵』冒頭文考 : 古典駆使と銀徳への〈ひ
そかな思い〉をめぐって

Author(s) 浜田, 泰彦

Citation 待兼山論叢. 文学篇. 2008, 42, p. 23-41

Version Type VoR

URL https://hdl.handle.net/11094/6344

rights

Note

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKAThe University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka



23

『
日
本
永
代
蔵
』
冒
頭
文
考

―

古
典
駆
使
と
銀
徳
へ
の
〈
ひ
そ
か
な
思
い
〉
を
め
ぐ
っ
て―

浜

田

泰

彦

は
じ
め
に
、
西
鶴
の
古
典
駆
使
・
矛
盾

西
鶴
の
二
百
五
十
回
忌
に
あ
た
る
昭
和
十
七
（
一
九
四
二
）
年
七
月
、
織
田
作
之
助
は
『
西
鶴
新
論
』（
修
文
館
）
を
上
梓
し
た
。

今
を
遡
る
こ
と
七
十
年
ほ
ど
前
の
長
編
評
論
で
あ
る
が
、
西
鶴
の
文
体
に
関
す
る
多
く
の
卓
見
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

当
該
評
論
で
も
引
用
さ
れ
る
が
、
西
鶴
（
平
山
藤
五
）
の
数
少
な
い
伝
記
資
料
と
し
て
知
ら
れ
る
伊
藤
梅
宇
『
見
聞
談
叢
』
は
、
そ

の
人
と
な
り
に
つ
い
て
、「
名
跡
を
手
代
に
ゆ
づ
り
て
僧
に
も
な
ら
ず

0

0

0

0

0

0

、
世
間
を
自
由
に
暮
ら
し
行
脚
同
事
に
て
頭
陀
を
か
け
（
中
略
）

世
間
の
吉
凶
、
悔
吝
、
患
難
、
予
奪
の
気
味
を
よ
く
あ
じ
わ
ひ
、
人
情
に
さ
と
く
生
ま
れ
つ
き
た
る
も
の
な
り
。
又
老
荘
と
も
み
へ
す

0

0

0

0

0

0

0

0

、

別
種
の
い
き
方
と
み
ゆ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（
傍
点
、
浜
田

）
（
（

）
と
書
き
残
し
て
い
る
。
織
田
は
こ
の
真
偽
の
明
ら
か
で
な
い
記
述
を
、
西
鶴
の
文
学
活
動

の
足
跡
を
総
括
す
る
に
、
至
当
な
評
文
で
は
な
い
か
、
と
述
べ
る
。
織
田
に
よ
れ
ば
、
西
鶴
は
仏
教
思
想
・
老
荘
・
儒
学
と
い
っ
た
体

系
的
な
思
想
や
倫
理
に
よ
っ
て
か
ら
め
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
そ
の
表
現
射
程
は
「
面
積
が
広
」
く
、「
胃
袋
が
大
き
か
っ
た

）
2
（

」

と
言
う
。
あ
る
特
定
の
思
考
方
法
に
よ
っ
て
眼
前
の
問
題
が
説
明
で
き
な
か
っ
た
り
、
解
決
で
き
な
い
な
ら
ば
、
別
の
思
考
に
よ
っ
て
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代
え
て
し
ま
え
ば
よ
い
、
と
い
う
の
が
織
田
が
繰
り
返
す
「
大
阪
人
の
逞
し
さ
」
で
あ
り
、
同
時
に
西
鶴
の
「
逞
し
さ
」
で
も
あ
る

）
3
（

。

と
は
い
え
、あ
ら
ゆ
る
思
考
法
を
借
り
る
と
い
う
こ
と
は
時
に
、整
然
と
し
た
思
考
に
一
貫
さ
れ
ず
、矛
盾
を
も
招
き
か
ね
な
い
。
だ
が
、

織
田
は
「
世
界
観
の
矛
盾
な
ど
西
鶴
の
与
り
知
ら
ぬ
と
こ
ろ
」
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
西
鶴
は
「
矛
盾
を
克
服
し
」
て
、「
不

逞
不
逞
し
く
構
え
て
い
る

）
4
（

」
と
こ
れ
を
一
蹴
す
る
。
そ
の
思
考
態
度
は
文
体
に
も
反
映
し
て
い
る
と
、『
西
鶴
新
論
』
に
は
次
の
叙
述

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
れ
に
、
彼
の
想
念
は
だ
ら
だ
ら
し
た
且
つ
行
儀
の
よ
い
文
章
を
も
っ
て
し
て
は
つ
い
に
支
え
切
れ
な
い
と
い
う
、
質
的
に
決

定
的
な
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。
即
ち
、彼
の
想
念
は
稲
妻
の
よ
う
に
ぴ
か
っ
と
光
っ
た
途
端
に
、も
う
屈
折
し
飛
躍
す
る
の
だ
。（
中

略
）
彼
の
想
念
の
歩
み
は
、
用
心
深
く
摺
足
で
進
む
歩
み
で
は
な
い
。
身
軽
く
、
峯
か
ら
峯
へ
飛
び
歩
く
の
だ
。
常
に
連
俳
的
に

飛
躍
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
野
暮
に
一
つ
の
想
念
に
沈
潜
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
あ
っ
と
い
う
間
に
、
次
の
想
念
に
飛
び
移
っ

て
い
る
の
だ
。
発
句
よ
り
も
連
句
に
長
じ
て
い
る
所
以
だ
。
し
か
も
、
た
だ
で
さ
え
目
ま
ぐ
る
し
い
想
念
の
飛
躍
が
あ
る
上
に
、

例
の
古
典
駆
使
が
あ
る
。
普
通
の
行
儀
の
よ
い
文
章
で
は
、
恐
ら
く
一
を
い
う
間
に
他
の
九
が
逃
げ
て
し
ま
う
か
と
思
わ
れ
る
く

ら
い
で
あ
る
。
破
格
の
文
章
は
ど
う
に
も
致
し
方
な
か
っ
た
の
だ

）
（
（

。（
傍
線
、
浜
田
。
以
下
、
同
様
。）

こ
の
一
節
は
、
都
の
錦
や
曲
亭
馬
琴
が
西
鶴
を
無
学
文
盲
と
痛
罵
し
た

）
（
（

こ
と
に
対
す
る
擁
護
で
も
あ
る
。
こ
こ
で
言
わ
れ
る
よ
う
に
、

西
鶴
の
文
章
の
捉
え
難
さ
や
、
破
格
は
連
句
に
お
け
る
「
想
念
の
飛
躍
」
に
確
か
に
求
め
得
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

『
日
本
永
代
蔵
』（
貞
享
五
・
一
六
八
八
年
正
月
刊
。
以
下
、『
永
代
蔵
』
と
略
記
。）「
初
午
は
乗
て
く
る
仕
合
」（
巻
一
ノ
一
）
冒
頭

の
序
文
に
相
当
す
る
一
節
も
ま
た
、「
想
念
の
飛
躍
」
や
矛
盾
を
大
い
に
含
ん
だ
箇
所
で
あ
る
。「
死
す
れ
ば
何
ぞ
金
銀
瓦
石
に
は
お
と
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れ
り
」
と
現
世
で
の
金
銀
貨
幣
の
価
値
を
相
対
化
し
た
か
と
思
え
ば
、
す
ぐ
さ
ま
「
こ
れ
に
ま
し
た
る
宝
船
の
有
べ
き
や
」
と
逆
に
貨

幣
の
能
力
を
誇
示
す
る
。
西
鶴
の
真
意
は
一
体
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
織
田
は
こ
の
一
節
に
言
及
し
て
、「
こ
の
文
章
は
」、「
町
人
の
顔

を
出
し
て
茶
化
し
よ
う
と
す
る
西
鶴
の
趣
向
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
」
と
分
析
し
、
ま
た
、「
黄
金
絶
対
と
い
い
、
金
銭
否
定
と
い
い
、

そ
れ
で
も
っ
て
そ
の
思
想
を
云
々
さ
れ
る
の
は
、
片
腹
い
た
い
く
ら
い
、
彼
は
不
逞
不
逞
し
く
構
え
て
い
る
の
だ

）
（
（

」
と
分
析
す
る
。

織
田
の
関
心
は
、
西
鶴
の
文
章
を
町
人
ら
し
さ
や
、
大
阪
人
ら
し
さ
な
ど
西
鶴
そ
の
人
に
還
元
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ

は
そ
れ
で
よ
い
と
し
て
、
で
は
『
永
代
蔵
』
の
序
文
相
当
部
に
お
け
る
飛
躍
や
矛
盾
が
、「
克
服
」
あ
る
い
は
「
不
逞
不
逞
し
く
」
処
理

さ
れ
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
方
法
で
行
わ
れ
て
い
る
の
か
、
本
文
に
そ
っ
て
見
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

『
永
代
蔵
』
に
は
序
文
が
置
か
れ
て
い
な
い
が
、「
初
午
は
乗
て
く
る
仕
合
」（
巻
一
ノ
一
）
の
冒
頭
文
が
全
編
の
序
文
に
当
る
と
久

し
く
考
え
ら
れ
て
い
る
。
改
め
て
、
該
当
箇
所
を
左
に
掲
げ
る
︱
。

　

天て
ん
だ
う
も
の
い
は

道
言
ず
し
て
国
土
に
恵
み
ふ
か
し
。
人
は
実
あ
つ
て
偽
り
お
ほ
し
。
其
心
ン

は
本
虚
に
し
て
物
に
応
じ
て
跡
な
し
。
是
、

善
悪
の
中
に
立
て
す
ぐ
な
る
今
の
御
ン

代
を
、
ゆ
た
か
に
わ
た
る
は
人
の
人
た
る
が
ゆ
へ
に
常
の
人
に
は
あ
ら
ず
。
一
生
一
大
事

身
を
過
る
の
業
士
農
工
商
の
外
出
家
神
職
に
か
ぎ
ら
ず
、
始
末
大
明
神
の
御
託
宣
に
ま
か
せ
金
銀
を
溜
べ
し
。
是
二
親
の
外
に
命

の
親
な
り
。
人
間
長
く
み
れ
ば
朝
を
し
ら
ず
短
く
お
も
へ
ば
夕

ゆ
ふ
べ

に
お
ど
ろ
く
。
さ
れ
ば
天
地
は
万
物
の
逆げ

き
旅り

よ
、
光
陰
は
百
代

の
過
客
浮
世
は
夢
幻
と
い
ふ
。
時
の
間
の
煙
死
す
れ
ば
何
ぞ
金
銀
瓦
石
に
は
お
と
れ
り
。
黄
泉
の
用
に
は
立
が
た
し
。
然
り
と
い

へ
ど
も
遺
し
て
子
孫
の
た
め
と
は
な
り
ぬ
。

　

ひ
そ
か
に
思
ふ
に
世
に
有あ

る
程ほ

ど
の
願
ひ
何
に
よ
ら
ず
銀
徳
に
て
叶
は
ざ
る
事
天あ

め
が
下し

た
に
五
つ
有
。
そ
れ
よ
り
外
は
な
か
り
き
。
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是
に
ま
し
た
る
宝
船
の
有
べ
き
や
。
見
ぬ
嶋
の
鬼
の
持
し
隠
れ
笠
か
く
れ
簑
も
暴に

は
か
あ
め雨

の
役
に
立
ね
ば
、
手
遠
き
ね
が
ひ
を
捨

て
近
道
に
そ
れ
〴
〵
の
家
職
を
は
げ
む
べ
し
。
福
徳
は
其
身
の
堅
固
に
有
。
朝
夕
油
断
す
る
事
な
か
れ
。
殊
更
世
の
仁
義
を
本
と

し
て
神か

ん
仏ぶ

つ
を
ま
つ
る
べ
し
。
是
和
国
の
風
俗
な
り
。

こ
の
一
節
に
続
い
て
、
泉
州
水
間
寺
か
ら
銭
一
貫
の
借
銀
を
し
た
江
戸
小
網
町
の
舟
問
屋
が
、
十
三
年
後
に
利
息
累
積
金
を
併
せ
て

八
千
百
九
十
二
貫
の
大
金
を
返
済
し
た
有
名
な
本
話
が
展
開
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
引
用
部
は
本
話
へ
の
導
入
部
に
す
ぎ
な
い
が
、
一

方
で
、
作
品
全
体
の
テ
ー
マ
を
う
た
っ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
見
解
は
諸
先
達
の
一
致
を
見
る
と
こ
ろ
で
あ
る

）
（
（

。

か
く
も
短
い
導
入
部
で
あ
り
な
が
ら
、
か
つ
て
佐
藤
鶴
吉
氏
が
評
し
た
よ
う
に
、「
こ
の
一
節
は
可
な
り
難
解
と
さ
れ
て
い
る

）
（
（

」。

こ
の
僅
か
な
文
章
を
し
て
「
難
解
」
た
ら
し
め
て
い
る
の
は
、
他
の
西
鶴
作
品
に
も
見
ら
れ
る
省
略
法
な
い
し
圧
縮
な
ど
の
独
特
な
修

辞
法
︱
織
田
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
目
ま
ぐ
る
し
い
想
念
の
飛
躍
」
を
と
も
な
う
文
章
︱
に
起
因
す
る
と
こ
ろ
が
大
と
思
わ
れ
る
。
ま

た
、
織
田
の
言
及
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
多
く
の
「
古
典
駆
使
」
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
難
解
た
ら
し
め
て
い
る
。
た
だ
、
西
鶴
は

古
典
か
ら
の
教
戒
か
ら
フ
レ
ー
ズ
を
借
用
し
つ
つ
も
、
そ
の
範
疇
で
は
収
ま
り
き
ら
な
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
も
込
め
た
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。
以
下
、
順
を
追
っ
て
考
察
す
る
。

二
、
前
半
部
・
銀
徳
の
否
定

・「
天
道
言
ず
し
て
〜
常
の
人
に
は
あ
ら
ず
」

「
天
道
言
ず
し
て
、
国
土
に
恵
み
ふ
か
し
」
の
一
文
は
既
に
、
い
く
つ
か
の
典
拠
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、「
天
何
言
哉
。
四
時
行
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焉
。
百
物
生
焉
。
天
何
言
哉
」（『
論
語
』「
陽
貨
編
」）
及
び
、「
天
︱

地
有
モ二

大
︱

美　
一
而
不　
レ

言
モ
ノ
イ
ハ

四
時
有
モ二

明
法　
一
有
而
不　
レ
議
」（『
荘
子
』

「
知
北
遊
編
」）
が
あ
り
、
ま
た
、
王
元
之
「
待
漏
院
記
」（『
古
文
真
宝
後
集
』）
の
冒
頭
句
「
天
道
不

0

0

0

シ
ラ

0

0

レ0

言0

ハ0

而
品
物
亨
リ

」（
傍
点
、

浜
田
。
以
下
、
同
様
。）
は
、
多
く
の
注
釈
書
に
指
摘
さ
れ
る
典
拠
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら
典
拠
中
に
は
「
国
土
に
恵
み
ふ
か
し
」

に
該
当
す
る
言
及
は
見
ら
れ
な
い
。

こ
の
直
後
に
続
く
一
文
は
「
人
は
」
に
始
め
ら
れ
て
お
り
、
西
鶴
が
「
天
・
地
・
人
」
の
順
序
に
従
っ
て
言
葉
を
連
ね
て
い
る
点
は

論
を
俟
た
な
い
。
こ
の
秩
序
に
お
い
て
も
、
ま
た
表
現
上
も
当
該
部
に
最
も
近
接
し
た
表
現
を
有
す
る
の
が
、
山
本
土
佐
掾
の
浄
瑠
璃

『
日
本
蓬
莱
山
』
第
三
幕
の
冒
頭
部
で
、「
か
く
て
そ
の
ゝ
ち
。
そ
れ
天0

は
も
の
い
は
ず
し
て
こ
く
ど

0

0

0

を
め
ぐ
み
。
人0

は
べ
ん
ぜ
つ
き
よ

く
し
て
心
に
ご
れ
り

）
（（
（

」
と
あ
る
。
同
幕
中
に
は
「
そ
れ
人
と
し
て
し（

士

農

工

商

）

の
う
こ
う
し
や
う
の
ほ
か
し（

出

家

神

職

）

ゆ
つ
け
し
ん
し
よ
く
に
か
ぎ
ら
ず
。

世
わ
た
る
か（

稼
業
）

げ
う
何
か
を
ろ
か
な
ら
ん
」
の
一
文
も
あ
り
、『
永
代
蔵
』
冒
頭
文
と
の
何
ら
か
の
交
渉
を
う
か
が
わ
せ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、『
日
本
蓬
莱
山
』の
成
立
時
期
は
明
ら
か
で
な
く
、そ
の
先
後
関
係
も
問
題
を
含
ん
で
い
る

）
（（
（

。
い
ず
れ
に
せ
よ
、巻
末
の
祝
言（「
時

津
御
国
静
な
り
」）
に
呼
応
し
て
、
必
ず
し
も
経
典
の
字
句
か
ら
で
は
な
く
、
浄
瑠
璃
正
本
の
文
句
の
よ
う
な
人
々
の
口
に
の
ぼ
り
や

す
い
フ
レ
ー
ズ
を
西
鶴
は
、
こ
の
冒
頭
文
に
も
引
い
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
天
道
」
云
々
の
記
述
に
つ
い
て
、
村
田
穆
氏
は
「
当
時
の
啓
蒙
書
に
頻
出
す
る
」
あ
り
ふ
れ
た
内
容
で
あ
る

）
（（
（

、

と
指
摘
す
る
。
な
る
ほ
ど
、「
天
道
」
が
不
変
に
「
言
ず
し
て
」
四
季
の
運
行
や
五
穀
豊
穣
等
の
恵
み
を
与
え
続
け
て
い
る
、
と
の
文

言
は
仮
名
草
子
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
慶
安
三
（
一
六
五
〇
）
年
版
本
以
来
版
を
重
ね
、
広
く
流
布
し
た
事
実
が

確
認
さ
れ
て
い
る

）
（（
（

啓
蒙
書
『
心
学
五
倫
書
』
の
冒
頭
を
掲
げ
て
み
よ
う
。
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一　

天
道
と
は
、
天
地
の
間
の
主
人
な
り
。
形
も
な
き
ゆ
へ
に
、
目
に
も
見
え
ず
。
然
ど
も
春
夏
秋
冬
の
、
次
第
の
み
だ
れ
ぬ
ご

と
く
に
、
四
時
を
お
こ
な
ひ
、
人
間
を
生
ず
る
事
も
、
花
咲
実
な
る
事
も
、
五
穀
を
生
る
事
も
、
是
皆
天
道
の
わ
ざ
な
り
。
人
の

心
は
形
な
く
し
て
、
し
か
も
一
身
の
ぬ
し
と
な
り
、
爪
の
先
髪
筋
の
は
づ
れ
ま
で
、
此
心
行
わ
た
ら
ず
と
云
事
な
し
。
此
人
の
心

は
、
天
よ
り
わ
か
れ
来
て
我
心
と
成
な
り
。
本
は
天
と
一
体
の
物
な
り
。
此
天
地
の
間
に
、
有
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
ま
で
、
皆
天
道

の
う
ち
に
、
は
ら
ま
れ
て
有
な
り

）
（（
（

。

前
半
部
は
、
西
鶴
の
言
う
「
天
道
」
の
「
国
土
」
へ
の
「
恵
み
」
の
内
容
に
一
致
し
う
る
発
想
で
あ
る
。
一
方
、
傍
線
を
付
し
た
後
半

部
で
は
、
人
の
心
も
「
天
道
」
の
運
行
の
一
部
に
「
は
ら
ま
れ
て
有
」
る
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

右
引
用
部
に
お
い
て
「
人
の
心
」
は
「
天
道
」
と
同
様
に
、「
か
た
ち
も
な
く
」
し
か
も
「
天
と
一
体
」
と
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

人
も
偽
り
を
言
わ
な
い
も
の
で
あ
る
、
と
述
べ
る
。
一
方
、『
永
代
蔵
』
冒
頭
部
で
人
心
は
、「
人
は
実
あ
つ
て
偽
り
お
ほ
し
」
と
定
義

づ
け
ら
れ
、「
天
と
一
体
」
と
は
せ
ず
、
む
し
ろ
「
天
道
」
と
の
分
離
を
想
定
し
た
書
き
方
に
な
っ
て
い
る
。

西
鶴
は
、「
心
ン
は
本
虚
に
し
て
物
に
応
じ
て
跡
な
し
」
と
、
人
心
を
定
義
す
る
。
こ
の
一
文
は
諸
注
釈
の
指
摘
通
り
、
程
正
叔
「
視

箴
」（『
古
文
真
宝
後
集
』）「
心
ハ
兮
本―

虚
ニ
シ
テ

　
　

応　
レ
物
ニ

無
シレ

迹
）
（（
（

」
の
冒
頭
句
に
拠
っ
て
は
い
る
。
し
か
し
、
語
句
の
典
拠
を
特
定
す

る
だ
け
で
は
こ
こ
は
充
分
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、「
視
箴
」
は
、
外
部
の
物
の
も
た
ら
す
欲
望
に
目
を
奪
わ
れ
な
い
よ
う
、
心
の

安
定
を
目
指
す
教
訓
を
有
す
る
詩
で
あ
る
か
ら
だ
。
程
正
叔
が
目
的
を
果
た
せ
ば
、「
久
シ
テ

　

而
誠
ア
リ

　

矣
」
の
状
態
に
な
る
と
述
べ
る
の

に
対
し
、
西
鶴
は
「
偽
り
お
ほ
」
い
人
心
を
あ
り
の
ま
ま
描
き
出
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

西
田
耕
三
氏
は
、こ
の
箇
所
は
何
も
言
わ
な
い
「
天
道
」
と
、も
の
言
う
人
間
の
性
質
と
の
対
比
が
は
か
ら
れ
て
お
り
、さ
ら
に
、「
其

心
ン

は
〜
常
の
人
に
は
あ
ら
ず
」
の
文
章
で
、「
心
の
特
質
は
隠
れ
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
も
、
虚
で
あ
る
特
質
に
し
た
が
っ
て
、
善
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悪
の
ど
ち
ら
の
背
後
に
も
隠
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
間
は
こ
の
不
安
定
な
状
態
に
い
る
か
ら
こ
そ
、
正
直
に
し
て
、
し
か
も
豊
か
に

渡
世
す
る
こ
と
が
む
ず
か
し
い
の
で
あ
る
。
西
鶴
は
そ
う
言
っ
て
い
る

）
（（
（

」
と
解
釈
す
る
。「
是
善
悪
の
〜
」
は
、
人
間
の
も
の
言
う
特

質
や
、
本
来
虚
無
で
あ
る
と
こ
ろ
の
人
間
の
心
の
特
質
に
触
れ
た
前
文
を
受
け
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
西
鶴
が
「
視
箴
」
を
引
用
し

つ
つ
も
、
想
定
し
た
人
心
の
あ
り
方
は
、「
人
は
虚
実
の
入
物
」（『
新
可
笑
記
』
序
文
）、「
心
は
善
悪
二
つ
の
入
物
」（『
懐
硯
』
巻
四

ノ
一
）
と
の
表
現
に
見
ら
れ
る
ご
と
く
、
自
発
的
に
機
能
す
る
の
で
は
な
く
、
た
え
ず
外
部
の
「
実
（
善
）」
や
「
偽
（
悪
）」
い
ず
れ

に
も
反
応
し
う
る
、
と
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、「
久
シ
キ
誠
」
を
目
指
し
た
程
伊
川
よ
り
も
、
王
陽
明
の
四

句
訣
（
四
言
教
）
に
「
無　
レ
善
無　
レ
悪
是
心
之
体
」（『
伝
習
録
』
下
巻
等

）
（（
（

）
と
あ
る
と
こ
ろ
の
心
の
本
質
に
よ
り
接
近
し
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
、「
す
ぐ
な
る
今
の
御
ン

代
を
ゆ
た
か
に
わ
た
る
は
人
の
人
た
る
が
ゆ
へ
に
、
常
の
人
に
は
あ
ら
ず
」
の
一
節
は
、
諸
注
釈
の

指
摘
こ
そ
な
い
が
恐
ら
く
、『
老
子
』
冒
頭
の
「
道
ノ

可
キ
ハ

レ

道
ト
ス

　

非　
二
常
ノ

道
ニ一

名
ノ

可
キ
ハ

　

名
ト
ス

　

非
ス二

常
ノ―

名
ニ一

無―

名
ハ

天
地
ノ

　

之
始
メ

有
名

ハ
萬―

物
ノ

母
」
と
い
う
「
一―

書
ノ

太
旨
」（
林
希
逸
注

）
（（
（

）
を
示
す
一
節
を
も
じ
っ
た
文
章
に
な
っ
て
い
る
。

先
述
の
ご
と
く
、
西
鶴
は
こ
の
冒
頭
部
で
足
早
に
「
天
・
地
・
人
」
の
順
に
叙
し
て
き
た
。
こ
の
内
、
人
の
性
格
は
こ
こ
ま
で
「
実

あ
つ
て
偽
り
お
ほ
」
く
、「
其
心
ン

は
本
虚
に
し
て
物
に
応
じ
て
跡
な
し
」
と
定
義
し
て
き
た
。
だ
が
、
本
文
の
「
人
の
人
た
る
」
人

と
は
「
常
の
人
に
は
あ
ら
ず
」、
す
な
わ
ち
如
上
の
枠
を
は
み
出
す
よ
う
な
人
物
の
謂
れ
か
と
う
か
が
わ
れ
る
。
諸
注
釈
に
あ
る
よ
う

な
「
人
の
上
の
人
た
る
者
」（
佐
藤
『
評
釋

）
（（
（

』）、
あ
る
い
は
「
す
ぐ
れ
た
人
」（
野
間
『
西
鶴
集

）
（（
（

』）
と
は
、
ど
の
よ
う
な
人
物
に
冠
せ

ら
れ
る
褒
詞
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
清
水
物
語
』（
寛
永
十
五
・
一
六
三
八
年
十
月
刊
）
に
、「
人
の
人
た
る
」
人
に
は
斯
様
な
条
件
を
必
要
と
す
る
と
い
う
順
礼
と
翁
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と
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
次
の
よ
う
な
問
答
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

順
礼
曰
、「
人
は
皆
人
に
て
こ
そ
候
へ
、
人
の
人
た
る
と
は
何
事
に
申
候
や
」。

答
て
曰
、「
人
に
人
た
る
人
と
、
人
た
ら
ぬ
人
と
候
故
に
、
人
た
る
人
を
人
と
申
候
。
た
と
へ
ば
鷹
な
ど
の
鳥
を
よ
く
取
る
は
、

鷹
の
鷹
た
る
に
て
候
。
鳥
を
ば
ゑ
取
ら
ず
し
て
鼠
な
ど
を
取
ら
ば
、
鷹
の
鳶
た
る
に
て
こ
そ
候
へ
、
鷹
と
い
ひ
難
し
。
猫
の
鼠
を

よ
く
取
る
は
、
猫
の
猫
た
る
に
て
候
。
も
し
鼠
を
ば
ゑ
取
ら
ず
し
て
、
魚
な
ど
を
盗
み
食
候
は
ゞ
、
猫
の
鼠
た
る
に
て
こ
そ
候
へ
。

猫
と
は
い
ひ
難
し
。
物
毎
に
そ
の
道
く
あ
り
。
人
の
人
た
る
と
は
、
人
の
道
知
り
た
る
を
申
候
な
り

）
（（
（

」。

鷹
が
鷹
ら
し
く
、
猫
が
猫
ら
し
く
そ
れ
ぞ
れ
の
道
に
従
っ
て
生
き
る
よ
う
に
、
人
が
人
ら
し
い
行
い
を
す
る
こ
と
を
「
人
の
人
た
る
」

と
い
う
の
だ
と
す
る
翁
の
返
答
は
ま
こ
と
に
簡
潔
で
あ
る
。
た
だ
、翁
は
「
人
は
皆
人
」
で
あ
っ
て
も
、「
人
た
る
人
」
と
「
人
た
ら
ぬ
人
」

に
二
分
さ
れ
る
と
引
用
部
に
述
べ
て
い
る
。
翁
は
こ
の
問
答
の
後
、『
大
学
』
に
説
か
れ
る
と
こ
ろ
の
物
事
の
本
末
前
後
を
よ
く
わ
き

ま
え
、
人
の
道
を
知
る
者
こ
そ
が
、「
人
の
人
た
る
」
人
に
ふ
さ
わ
し
い
、
と
の
見
解
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

で
は
、
分
別
を
わ
き
ま
え
、『
大
学
』
の
掲
げ
る
明
徳
に
至
っ
た
者
は
、
豊
か
な
渡
世
が
約
束
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
点
、

矢
野
公
和
氏
が
世
を
「
ゆ
た
か
に
わ
た
る
」
の
は
、「「
常
の
人
」
即
ち
普
通
の
人
で
は
な
く
悪
人
ば
か
り
で
あ
る
と
い
う
の
が
こ
の
部

分
に
込
め
ら
れ
た
作
者
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
と
考
え

）
（（
（

」
る
こ
と
は
、
当
然
あ
り
得
る
だ
ろ
う
。
確
か
に
、「
人
は
実
あ
つ
て
偽
り
お

0

0

0

ほ
し
0

0

」
と
い
う
書
き
方
に
そ
の
よ
う
な
意
図
を
覚
え
な
い
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
『
老
子
』
の
冒
頭
句
「
道
ノ

可
キ
ハ

レ

道
ト
ス

　

非　
二
常

ノ
道
ニ一

」
云
々
を
も
じ
っ
た
の
は
、
聖
人
や
矢
野
氏
の
言
う
悪
人
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、「
人
ノ
人
ト
ス
可
キ
非
常
人
」
と
は
、
ひ
と

の
道
を
よ
く
弁
え
た
人
の
ご
と
く
金
銀
の
確
保
に
た
け
た
、
ご
く
限
ら
れ
た
人
だ
け
が
豊
か
に
渡
世
す
る
の
だ
と
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
に
書
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き
示
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

・「
一
生
一
大
事
〜
子
孫
の
た
め
と
は
な
り
ぬ
」

「
常
の
人
」
に
と
っ
て
世
を
「
ゆ
た
か
に
わ
た
る
」
の
が
困
難
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、ど
の
よ
う
に
身
を
処
し
て
い
け
ば
よ
い
の
か
、

そ
の
回
答
が
示
さ
れ
る
の
が
、「
一
生
一
大
事
〜
」
以
下
の
文
章
で
あ
る
。

野
間
光
辰
氏
は
当
該
部
に
「
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
の
一
生
の
一
大
事

）
（（
（

」
と
加
注
し
て
い
る
が
、「
す
べ
て
の
人
」
と
い
っ
て
も
「
人

た
る
人
」
は
恐
ら
く
世
の
中
を
豊
か
に
渡
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
上
蓄
財
・
労
働
奨
励
の
訓
示
を
与
え
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
は
谷
脇
理
史
氏
の
指
摘
通
り
、「
常
の
人
」
に
と
っ
て
の
そ
れ
で
あ
る

）
（（
（

と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
吉
江
久
彌
氏
が

「「
常
の
人
」
を
対
象
と
し
て
『
永
代
蔵
』
は
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
更
に
明
確
に
す
べ
き
だ
と
考
え

）
（（
（

」
ら
れ
た
の
に
賛
同
し

た
い
。
す
な
わ
ち
、「
人
た
る
人
」
が
「
ゆ
た
か
に
わ
た
る
」
の
に
対
し
て
、「
常
の
人
」
が
「
身
を
過
る
」
こ
と
を
対
比
し
た
表
現
に

な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
の
手
段
・
仕
事
・
職
業
が
以
下
の
、「
士
農
工
商
」
云
々
で
あ
る
。

退
蔵
貨
幣
の
戯
画
的
神
格
化
と
お
ぼ
し
き
「
始
末
大
明
神
の
御
託
宣
」
に
は
、
あ
り
と
あ
る
職
業
従
事
者
が
浴
す
る
と
書
く
時
、
そ

こ
に
「
出
家
神
職
」
も
含
ま
れ
る
の
は
、
あ
る
種
の
皮
肉
で
あ
ろ
う
と
解
釈
す
る
む
き
も
あ
る
。
谷
脇
氏
は
、「
神
仏
を
祀
る
僧
・
神

官
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
、
倹
約
の
神

0

0

0

0

の
お
つ
げ
に
従
っ
て
」（
傍
点
、
谷
脇
氏
）
と
当
該
部
を
訳
出
し

）
（（
（

、
矢
野
氏
は
「
本
文
中
に
諷
さ

れ
る
水
間
寺
が
利
殖
に
走
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
予
め
仄
め
か
し

）
（（
（

」
た
と
読
解
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
も
と
よ
り
金
銀
貨
幣
が

善
な
り
真
理
に
導
く
者
や
、
そ
れ
を
体
現
す
る
者
の
手
に
選
ば
れ
て
収
ま
る
と
い
う
認
識
を
西
鶴
は
有
し
て
は
い
な
い
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
そ
の
意
味
で
、「
始
末
大
明
神
」
は
、
人
心
の
本
体
の
よ
う
に
「
実
（
善
）・
偽
（
悪
）」
に
か
か
わ
り
の
な
い
空
虚
な
存
在
で
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あ
る
。
げ
ん
に
『
永
代
蔵
』
に
は
、「
分
限
は
才
覚
に
仕
合
手
伝
で
は
成
が
た
し
。
随
分
か
し
こ
き
人
の
貧
な
る
に
愚
な
る
人
の
富
貴

此
有
無
の
二
つ
は
三
面
の
大
黒
殿
の
ま
ゝ
に
も
な
ら
ず
」（
巻
三
ノ
四
）
と
も
あ
る
。
商
売
神
「
大
黒
殿
」
に
す
ら
思
い
通
り
に
い
か

な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
ん
な
金
銀
は
、
産
み
の
親
を
除
い
て
は
命
の
親
で
あ
る
と
書
き
残
し
た
あ
と
で
、
さ
り
と
て
人
の
命
は
は
か
な
く
消
え
る
で
は
な

い
か
、「
さ
れ
ば⋯

⋯
と
い
ふ
」と
い
か
に
も
故
事
成
句
に
拠
っ
た
書
き
方
で
綴
る
の
が
続
く「
人
間
長
く
み
れ
ば
」以
下
の
文
言
で
あ
る
。

当
該
箇
所
は
、
前
文
よ
り
人
の
寿
命
の
儚
さ
を
表
現
し
た
一
文
と
解
釈
さ
れ
る
。
さ
ら
に
西
鶴
は
、
再
度
『
古
文
真
宝
後
集
』
よ
り

「
夫
天―

地
ハ

萬
物
ノ

之
逆―
旅
ナ
リ

　

光―

陰
ハ

百
代
ノ

之
過
客
ナ
リ

　

而
シ
テ

　

浮―

生
ハ

若
シレ

夢
」（
李
太
白
「
春
夜
宴
桃
李
園
序

）
（（
（

」）
と
、
こ
れ
ま
た
冒

頭
句
を
引
用
し
、
貨
幣
を
「
命
の
親
」
と
頼
ん
で
執
着
し
て
み
て
も
、
所
詮
は
瞬
時
に
消
え
去
る
「
浮
世
（
生
）」
に
用
立
て
ら
れ
る

に
す
ぎ
な
い
、
と
一
端
金
銀
の
徳
の
限
界
を
こ
と
わ
っ
て
い
る
。

こ
の
一
連
の
金
銀
の
徳
の
否
定
的
見
解
に
続
き
翻
っ
て
「
然
り
と
い
へ
ど
も
子
孫
の
た
め
と
は
な
り
ぬ
」
と
あ
る
の
は
、
矢
野
氏
が

述
べ
た

）
（（
（

よ
う
に
、
確
か
に
付
け
足
り
的
な
印
象
を
拭
え
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
一
文
は
単
な
る
付
け
足
り
で
は
あ
る
ま
い
。

金
銀
が
現
世
に
お
い
て
の
み
役
立
つ
も
の
に
す
ぎ
な
い
、
と
の
言
い
種
は
〈
浮
世
の
儚
さ
〉
と
共
に
先
行
啓
蒙
書
に
は
あ
り
ふ
れ
た

内
容
で
あ
る
。『
実
語
教
』
の
「
富
ハ

一―

生
ノ
財　

身
滅
レ
バ

　

則
共
ニ

滅
ス

）
（（
（

」
な
ど
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
恵
空
は
こ
の
字
句
に
「
こ
が

ね
や
珠
玉
の
た
ぐ
ひ
は
、
の
ち
の
世
の
重
宝
と
は
な
ら
ず
。
た
ゞ
一
生
の
あ
ひ
だ
の
た
か
ら
も
の
也
」（『
実
子
教
童
子
教
諺
解
』（
寛

文
十
・
一
六
七
〇
年
刊
）
と

）
（（
（

加
注
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
西
鶴
が
「
然
り
と
い
へ
ど
も
」
以
下
で
翻
っ
て
金
銀
の
徳
を
述
べ
た

の
は
、
単
に
付
け
足
り
で
は
な
く
、
あ
り
ふ
れ
た
教
訓
書
に
対
す
る
あ
ら
た
な
提
示
な
い
し
反
論
と
し
て
機
能
さ
せ
た
一
節
と
は
解
せ

な
い
だ
ろ
う
か
。
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そ
の
点
、
谷
脇
氏
が
こ
の
一
節
の
典
拠
と
し
て
、
衆
道
教
訓
書
『
心
友
記
』（
寛
永
二
十
・
一
六
四
三
年
刊
）
を
あ
げ
ら
れ
た

）
（（
（

の
は

示
唆
に
富
む
と
思
わ
れ
る
。

殊
に
「
人
世
0

0

は
槿

あ
さ
が
ほ

の
露
の
如
し
。
朝
に
あ
つ
て
夕
を
知
ら
ず

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
や
ら
ん
。
そ
の
上
老
少
不
定
、
眼
前
な
り
。
今
世
は
ほ
ど
、

刹
那
の
住
家
は
な
し
。
さ
れ
ば
こ
そ
李
太
白
も
、「
天
地
は
万
物
の
逆

0

0

0

0

0

0

、
光
陰
は
百
代
の
過
客

0

0

0

0

0

0

0

0

、
浮
世
は
夢
の
如
し

0

0

0

0

0

0

0

。
喜
び
と
な

す
こ
と
幾
ば
く
や
」
と
い
ひ
置
け
り

0

0

0

0

0

0

。
然
り
と
い
へ
ど
も

0

0

0

0

0

0

0

、
皆
人
、
前
生
の
業
を
知
ら
ず
。
先
貪
欲
を
抱
き
て
、
富
を
本
と
し
、

身
を
苦
し
み
、
重
罪
を
な
す

）
（（
（

。

私
に
傍
点
を
付
し
た
箇
所
に
見
る
通
り
、『
古
文
真
宝
』
か
ら
の
引
用
、
共
通
す
る
語
句
の
多
さ
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
一
方
で
、「
然

り
と
い
へ
ど
も
」
以
下
が
、『
心
友
記
』
と
『
永
代
蔵
』
で
は
対
照
の
妙
を
な
し
て
い
る
。
儚
い
「
浮
世
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
貪
欲

を
抱
」
く
愚
を
戒
め
て
い
る
前
者
に
対
し
、
後
者
で
は
既
存
の
教
戒
と
は
金
銭
は
残
し
て
子
孫
の
た
め
に
は
な
る
と
付
言
す
る
こ
と
で
、

貨
幣
の
能
力
を
肯
定
し
、
古
典
の
字
句
の
利
用
の
み
に
終
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
否
定
し
難
い
金
銀
の
万
能
の

現
状
を
語
る
西
鶴
の
〈
ひ
そ
か
な
思
い
〉
へ
と
接
続
す
る
の
で
あ
る
。

三
、
後
半
部
・
銀
徳
の
「
ひ
そ
か
な
」
肯
定

・「
ひ
そ
か
に
思
ふ
に
〜
和
国
の
風
俗
な
り
」

「
何
に
よ
ら
ず
銀
徳
に
て
叶
は
ざ
る
事
、
天
が
下
に
五
つ
有
」
の
「
五
」
が
何
を
指
示
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
見
解
の
分
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。「
生
・
老
・
病
・
死
・
苦
の
五
つ
」
と
す
る
説

）
（（
（

と
か
、「
地
水
火
風
空
の
五
輪

）
（（
（

」
と
す
る
説
が
あ
る
一
方
で
、
吉
江
氏
は
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特
定
す
る
必
要
は
な
い

）
（（
（

、
と
述
べ
る
。
野
間
氏
が
、「「
銀
徳
に
て
叶
は
ざ
る
事
、
天
が
下
に
な
し
」
と
断
言
す
る
よ
り
も
、
一
部
分

保
留
し
て
い
っ
た
方
が
現
実
性
が
あ
り
、
説
得
力
を
増
す
か
ら
だ

）
（（
（

」
と
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、「
五
つ
」
に
は
特
定
の
抽
象
的
観
念
が

含
意
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
銀
徳
の
力
の
限
界
と
そ
の
誇
示
の
た
め
に
「
説
得
力
を
増
す
」
一
手
法
と
解
す
る
べ
き
で
は
あ
る

ま
い
か
。

と
い
う
の
も
、
数
字
の
指
示
対
象
を
特
定
し
な
い
書
き
方
は
、『
論
語
』「
憲
問
編
」
に
既
出
で
あ
っ
た
。

子
曰
。
賢―

者
ハ
辟サ
ルレ

世
ヲ

。
其
ノ

次
ハ

辟
ルレ

地
ヲ

。
其
ノ

次
ハ

辟
ルレ

色
ヲ

。
其
ノ

次
ハ

辟
ルレ

言
ヲ

。
子
曰
0

0

。
作タ0
ツ0―

者
七
人

0

0

0

矣
）
（（
（
0

。

世
を
辟
け
得
た
賢
者
は
七
人
（
の
み
）
で
あ
る
と
孔
子
は
言
っ
て
い
る
が
、
そ
の
固
有
名
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
故
に
該
当
箇

所
の
解
釈
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
朱
子
集
注
に
そ
の
特
定
は
則
ち
穿
鑿
で
あ
る
と
す
る
李
延
平
の
説
が
採
ら
れ
て
い
る

）
（（
（

。「
世
・
地
・

色
・
言
」
を
辟
け
る
こ
と
の
困
難
さ
と
、
そ
れ
を
な
し
遂
げ
た
が
故
の
偉
大
さ
は
固
有
名
が
特
定
さ
れ
ず
と
も
、「
七
人
」
で
示
し
得
る
。

西
鶴
は
こ
の
賢
者
と
同
様
の
効
果
を
銀
徳
の
力
に
託
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

と
も
あ
れ
、
既
存
の
唱
導
・
教
訓
書
に
は
な
か
っ
た
「
命
の
親
」
と
頼
む
べ
き
金
銀
の
徳
は
、
儚
い
浮
世
で
し
か
役
立
た
な
く
と
も
、

相
対
的
に
は
こ
れ
に
勝
る
「
宝
船
」
は
な
い
で
は
な
い
か
、
と
「
ひ
そ
か
に

0

0

0

0

」
語
っ
た
一
節
の
意
図
は
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
先

行
諸
注
釈
は
、「
ひ
そ
か
に
思
ふ
に
」
の
箇
所
か
ら
新
た
に
段
落
を
設
け
た
例
は
な
い
が
、『
古
文
真
宝
』
等
か
ら
故
事
成
句
を
引
用
し
、

そ
の
間
隙
を
ぬ
う
か
の
よ
う
に
挿
入
さ
れ
た
銀
徳
へ
の
〈
ひ
そ
か
な
思
い
〉
を
我
々
は
閑
却
す
べ
き
で
は
な
い
。

宝
船
に
乗
っ
て
、
遥
か
な
鬼
ヶ
島
へ
宝
探
し
に
漕
ぎ
出
す
ま
で
も
な
く
、
金
銀
と
い
う
「
宝
船
」
こ
そ
が
最
上
の
宝
で
あ
る
。
遠
方

を
目
指
さ
ず
と
も
、
手
近
な
家
職
に
励
む
べ
き
で
あ
る
、
と
〈
ひ
そ
か
な
思
い
〉
は
さ
ら
に
展
開
さ
れ
る
。
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家
職
を
最
優
先
に
す
べ
き
と
の
教
戒
は
、当
代
に
あ
り
ふ
れ
て
い
る
。
寒
河
正
親
『
子
孫
鑑
』（
寛
文
十
三
・
一
六
七
三
年
刊
）
に
「
そ

れ
人
は
先
、
其
家
々
の
職
第
一
に
勤
べ
し
。
是
即
庶
人
の
忠
也
。
天
の
道
を
心
得
べ
し

）
（（
（

」
と
あ
る
の
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、

天
命
に
備
わ
っ
た
「
其
家
々
の
職
」
を
互
い
に
励
む
こ
と
で
相
互
扶
助
の
目
的
を
達
成
す
る
発
想
で
あ
っ
た
。
鈴
木
正
三
は
、
こ
の
相

互
扶
助
の
思
想
を
「
何
の
事
業
も
皆
仏
行
な
り

）
（（
（

」（『
萬
民
徳
用
』
寛
文
元
・
一
六
六
一
年
刊
）
と
ま
と
め
る
が
、
先
行
唱
導
書
で
は

そ
の
教
え
と
す
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
、
理
念
化
さ
れ
て
い
る
。

他
方
で
西
鶴
は
、「
士
農
工
商
」
は
各
々
「
始
末
大
明
神
の
御
託
宣
に
ま
か
せ
」
て
、「
命
の
親
」
た
る
金
銀
を
稼
ぐ
べ
く
家
職
に
励

む
べ
き
だ
と
書
く
。
つ
ま
り
、
西
鶴
は
「
家
職
」
を
金
銀
を
稼
ぐ
手
段
に
限
定
し
、
相
互
扶
助
の
発
想
は
な
い
。
こ
れ
も
「
ひ
そ
か
に
」

語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
所
以
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
の
「
始
末
大
明
神
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
信
仰
対
象
で
あ
る
の
か
。
本
文
に
従
う
限
り
、
人
々
に
「
金
銀
を
溜
め
よ
」
と

託
宣
を
下
ろ
す
神
で
あ
っ
て
、
そ
の
趣
向
は
西
鶴
の
新
造
語
で
あ
り

）
（（
（

、
退
蔵
貨
幣
の
諧
謔
的
神
格

）
（（
（

で
あ
る
と
考
え
て
よ
さ
そ
う
で
あ

る
。
た
だ
、
そ
の
託
宣
に
「
出
家
神
職
」
す
ら
浴
す
る
構
図
が
、
本
来
世
間
の
欲
望
に
手
を
切
っ
た
は
ず
な
の
に
致
富
に
狂
奔
す
る
姿

を
諷
刺
し
た
と
す
る
村
田
氏
の
解
釈

）
（（
（

は
当
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
金
銀
は
そ
も
そ
も
、
特
に
徳
を
積
ん
だ
者
を
選
ぶ
わ
け
で
は
な
い
。

先
に
引
用
し
た
が
「
三
面
の
大
黒
殿
の
ま
ゝ
に
も
な
ら
」（
巻
三
ノ
四
）
な
い
の
が
、貨
幣
の
流
通
で
あ
る
。
だ
が
、金
銀
が
最
上
の
「
宝

舟
」
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
を
獲
得
す
る
た
め
に
公
序
良
俗
が
撹
乱
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
に
配
慮

さ
れ
た
の
は
次
に
続
く
一
文
で
は
あ
る
ま
い
か
。

西
鶴
は
す
ぐ
さ
ま
「
世
の
仁
義
を
本
と
し
て
神
仏
を
ま
つ
る
べ
し
。
是
和
国
の
風
俗
な
り
」
と
続
け
る
。
野
間
氏
は
、こ
の
「
仁
義
」

は
儒
学
用
語
で
は
な
く
、
経
済
生
活
を
営
む
上
で
の
信
用
を
意
味
す
る
と
解
説
さ
れ
た

）
（（
（

が
、
事
実
『
永
代
蔵
』
で
は
、
商
業
上
の
背
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進
行
為
を
戒
め
る
役
割
が
神
仏
に
課
せ
ら
れ
た
と
お
ぼ
し
き
箇
所
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
心
を
畳
込
古
筆
屏
風
」（
巻
四
ノ
一
）
で
は
、

対
馬
行
の
煙
草
を
製
作
し
た
大
坂
の
職
人
は
、
煙
草
を
水
に
浸
し
て
、
重
量
を
嵩
上
げ
し
て
販
売
し
た
と
こ
ろ
、
買
い
手
の
唐
人
が
こ

れ
を
見
抜
き
突
き
返
さ
れ
た
、
こ
の
「
む
か
し
」
の
話
題
に
続
い
て
、「
是
を
思
ふ
に
人
を
ぬ
く
事
は
跡
つ
ゞ
か
ず
。
正
直
な
れ
ば
神

明
も
頭
に
宿
り
貞
廉
な
れ
ば
仏
陀
も
心
を
照
す
」
と
評
語
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

左
の
ご
と
き
詐
商
の
戒
め
は
、
鈴
木
正
三
『
萬
民
徳
用
』（
前
掲
）「
商
人
日
用
」
に
も
次
の
よ
う
な
言
及
が
あ
る
。

売
買
を
せ
ん
人
は
、
先
得
利
の
益ま

す
べ
き
心
づ
か
ひ
を
修
行
す
べ
し
。（
中
略
）
正
直
の
人
に
は
諸
天
の
め
ぐ
み
ふ
か
く
、
仏
陀
神

明
の
加
護
有
て
、
災
難
を
除
き
、
自
然
に
福

さ
い
は
ひ

を
ま
し
、
衆
人
愛
敬
、
不　
レ
残
し
て
万
事
心
に
可　
レ
叶
。
私
欲
を
専
と
し
て
、
自

他
を
隔
て
、
人
を
ぬ
き
て
、
得
利
を
思
人
に
は
、
天
道
の
た
ゝ
り
あ
り
て
、
禍

わ
ざ
は
ひ

を
ま
し
、
万
民
の
に
く
み
を
う
け
、
衆
人
愛

敬
な
く
し
て
、
万
事
心
に
可　
レ

叶
）
（（
（

。

先
の
煙
草
職
人
の
例
を
見
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
西
鶴
も
「
私
欲
を
専
」
と
す
る
商
法
に
対
す
る
倫
理
認
識
は
正
三
に
共
通
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
正
三
は
、
現
世
に
お
け
る
幸
運
が
も
た
ら
す
実
利
は
、
仏
の
「
福
徳
」
で
あ
る
と
し
、「
福
徳
充
満
の
人
」
は
、「
大

福
長
者
を
い
や
し
」
む
も
の
だ
と
も
同
じ
「
商
人
日
用
」
で
述
べ
て
い
る
。「
福
徳
は
其
身
の
堅
固
に
」
宿
り
、
銀
徳
は
「
天
が
下
」

の
願
い
を
叶
え
る
最
上
の
ツ
ー
ル
で
あ
る
と
「
ひ
そ
か
に
思
」
っ
た
西
鶴
と
は
態
度
を
異
に
す
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

『
永
代
蔵
』
冒
頭
文
後
半
部
で
「
ひ
そ
か
に
思
ふ
に
」
と
切
り
出
さ
れ
た
内
容
こ
そ
が
、
殆
ど
際
限
の
な
い
銀
徳
の
力
を
誇
示
し
よ
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う
と
し
た
西
鶴
の
強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込
め
ら
れ
て
い
た
。
一
方
の
前
半
部
で
、
谷
脇
氏
が
述
べ
た
よ
う
に
『
古
文
真
宝
』
の
文
句
を

駆
使
し
て
、「
古
文
真
宝
ら
し
く
構
え
た
」、
も
っ
と
も
ら
し
く
勿
体
ぶ
っ
て
振
る
舞
っ
た
の
は

）
（（
（

、
そ
の
力
を
示
す
た
め
に
利
用
さ
れ

組
み
込
ま
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
織
田
も
「
ま
る
で
流
行
歌
を
口
ず
さ
む
か
の
よ
う
に
、
教
訓
的
仮
名
草
子
常
套
口
調
を
平
気
で

真
似
た

）
（（
（

」
と
西
鶴
の
修
辞
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
浮
世
の
儚
さ
、
銀
徳
の
取
る
に
足
ら
ぬ
こ
と
は
「
常
套
口
調
」
を
「
真
似
た
」

も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
「
然
り
と
い
へ
ど
も
」・「
ひ
そ
か
に
思
ふ
に
」
と
断
っ
た
上
で
、
当
代
の
商
業
資
本
主
義
を
あ
る
が
ま
ま

に
受
け
止
め
る
文
言
を
付
け
加
え
た
。
古
典
駆
使
と
そ
れ
に
矛
盾
す
る
か
に
思
わ
れ
る
文
言
を
加
え
る
。
冒
頭
文
は
そ
の
よ
う
な
構
成

を
と
っ
て
い
る
。『
永
代
蔵
』
の
方
針
は
、
金
銀
貨
幣
へ
の
〈
ひ
そ
か
な
思
い
〉
に
よ
っ
て
、「
金
銀
有
る
所
に
は
あ
る
物
が
た
り
」（
巻

六
ノ
五
）
と
し
て
決
定
づ
け
ら
れ
た
。
し
か
し
、
銀
徳
の
巨
大
さ
故
に
、
そ
の
抑
止
力
が
課
題
と
な
る
。
し
か
し
て
当
箇
所
の
末
尾
に

祀
ら
れ
た
神
仏
は
、
本
章
中
で
倫
理
を
糺
す
役
割
に
置
か
れ
る
の
で
あ
る
。

注（
（
）	

引
用
は
、
亀
井
伸
明
校
訂
『
見
聞
談
叢
』（
一
九
四
〇
年
七
月
・
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。

（
2
）	

と
も
に
、『
西
鶴
新
論
』（『
定
本
織
田
作
之
助
全
集	
第
八
巻
』
一
九
七
六
年
四
月
・
文
泉
堂
書
店
）「
三　

大
阪
人
的
性
格
」
に
見
ら
れ
る
表
現
。

（
３
）	

同
評
論
に
は
、「
西
鶴
の
大
阪
的
な
、
胃
袋
の
大
き
い
、
逞
し
い
消
化
力
と
貪
欲
さ
が
あ
る
」
と
の
表
現
も
あ
る
。

（
４
）	

『
西
鶴
新
論
』「
七　

町
人
物
の
教
訓
」

（
５
）	

『
西
鶴
新
論
』「
九　

西
鶴
の
文
章
」

（
６
）	

都
の
錦
に
は
、「
そ
も
〳
〵
西
鶴
其
身
文
盲
に
し
て
」
云
々
（『
元
禄
太
平
記
』
巻
二
ノ
一
）
の
文
句
が
、
馬
琴
に
は
、「
こ
の
人
肚
裏
に

一
字
の
文
学
な
し
と
い
へ
ど
も
」
云
々
（『
燕
石
雑
志
』）
の
文
句
が
あ
る
。

（
７
）	

『
西
鶴
新
論
』「
七　

町
人
物
の
教
訓
」
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（
８
）	

引
用
部
を
「『
日
本
永
代
蔵
』
全
体
の
序
と
見
る
べ
き
部
分
」
と
す
る
谷
脇
理
史
氏
の
頭
注
（『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（（
』
一
九
九
六

年
十
二
月
・
小
学
館
）
等
。

（
９
）	

佐
藤
鶴
吉
『
日
本
永
代
蔵
評
釋
』（
一
九
三
〇
年
三
月
・
明
治
書
院
）

（
（0
）	
引
用
は
、
大
阪
大
学
附
属
図
書
館
赤
木
文
庫
蔵
本
、
京
都
山
本
九
兵
衛
板
に
よ
る
。『
日
本
蓬
莱
山
』
を
典
拠
と
す
る
に
つ
い
て
は
、
野

間
光
辰
校
注
『
西
鶴
集　

下
』（
一
九
九
一
年
十
二
月
・
岩
波
書
店
）
に
指
摘
が
あ
る
が
、
但
し
、「
そ
れ
人
と
し
て
〜
」
以
下
の
箇
所
の
引

用
に
つ
い
て
は
論
及
が
な
い
。

（
（（
）	

東
京
大
学
図
書
館
蔵
本
に
「
作
者　

津
打
治
兵
衛
」
と
あ
る
が
、
津
打
の
活
躍
が
み
と
め
ら
れ
る
の
は
、
元
禄
中
頃
か
ら
で
あ
り
（
信
多

純
一
氏
に
よ
る
解
説
『
古
浄
瑠
璃
集
角
太
夫
正
本
（
一
）』
一
九
六
一
年
八
月
・
古
典
文
庫
所
収
）、『
永
代
蔵
』
出
版
後
成
立
と
い
う
こ
と

に
な
る
が
、
刊
記
が
な
い
た
め
、
そ
れ
以
前
成
立
の
可
能
性
も
あ
る
。

（
（2
）	

村
田
穆
校
注
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
日
本
永
代
蔵
』（
一
九
七
七
年
二
月
・
新
潮
社
）

（
（3
）	

明
暦
二
（
一
六
五
六
）
年
、
寛
文
五
（
一
六
六
五
）
年
版
等
（
石
毛
忠
「
校
訂
注
記
」
参
照
。『
日
本
思
想
大
系
2（
』（
一
九
七
五
年
九
月
・

岩
波
書
店
所
収
）。

（
（4
）	

引
用
は
、（
（3
）
同
書
に
よ
る
。

（
（（
）	

引
用
は
、
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
蔵
『
魁
本
大
字
諸
儒
箋
解
古
文
真
宝
』（
延
宝
七
・
一
六
七
九
年
五
月
刊
）
に
よ
る
。

（
（（
）	

西
田
耕
三
『
主
人
公
の
誕
生　

中
世
禅
か
ら
近
世
小
説
へ
』（
二
〇
〇
七
年
七
月
・
ぺ
り
か
ん
社
）
第
四
章
「「
主
人
公
」
の
批
評
」

（
（（
）	

『
伝
習
録
』
に
は
、
慶
安
三
（
一
六
五
〇
）
年
八
月
、
京
都
風
月
宗
如
刊
行
本
が
あ
る
。
引
用
は
、
慶
安
の
刊
記
を
有
す
る
国
立
国
会
図

書
館
蔵
本
に
よ
っ
た
。

（
（（
）	

『
老
子
』
本
文
林
希
逸
注
と
も
に
、
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
蔵
『
老
子
鬳
斎
口
義
』（
延
宝
二
・
一
六
七
四
年
七
月
刊
）
に
よ
っ
た
。

（
（（
）	

（
（
）
同
書
。

（
20
）	

野
間
（
（0
）
同
書
。

（
2（
）	

引
用
は
、
渡
辺
憲
司
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
７
４
』（
一
九
九
一
年
二
月
・
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。

（
22
）	

矢
野
公
和
「
問
題
の
所
在
」（『
虚
構
と
し
て
の
『
日
本
永
代
蔵
』』
二
〇
〇
二
年
十
月
・
笠
間
書
院
所
収
）

（
23
）	

（
（0
）
同
書
。
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（
24
）	

谷
脇
理
史
「『
日
本
永
代
蔵
』
巻
頭
の
一
節
を
め
ぐ
っ
て
」（『
西
鶴
研
究
序
説
』
一
九
八
一
年
六
月
・
新
典
社
所
収
）

（
2（
）	

吉
江
久
彌
「『
日
本
永
代
蔵
』
冒
頭
文
の
口
語
私
注―

『
永
代
蔵
』
の
主
題
に
ふ
れ
て―

」（『
近
世
文
芸
』
一
九
八
五
年
十
一
月
）

（
2（
）	

（
８
）
同
書
。

（
2（
）	
（
22
）
同
書
、
同
論
文
。

（
2（
）	
引
用
は
、（
（（
）
同
書
に
よ
る
。

（
2（
）	

（
22
）
同
書
、
同
論
文
。

（
30
）	

引
用
は
、
寛
永
八
（
一
六
三
一
）
年
刊
『
実
語
教
童
子
教
』
に
よ
る
（
酒
井
憲
二
編
『
実
語
教
童
子
教―

研
究
と
影
印―

』
一
九
九

九
年
二
月
・
三
省
堂
所
収
）。

（
3（
）	

引
用
は
、
山
田
俊
雄
解
題
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（2
』（
一
九
九
六
年
五
月
・
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。

（
32
）	

（
24
）
同
書
、
同
論
文
。

（
33
）	

引
用
は
、
野
間
光
辰
校
注
『
日
本
思
想
大
系
（0
』（
一
九
七
六
年
八
月
・
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。

（
34
）	

麻
生
磯
次
・
冨
士
昭
雄
校
注
・
訳
『
対
訳
西
鶴
全
集
（2
』（
一
九
七
五
年
四
月
・
明
治
書
院
）

（
3（
）
佐
藤
『
評
釋
』（
９
）
同
書
、大
薮
虎
亮
『
日
本
永
代
蔵
新
講
』（
一
九
三
七
年
三
月
・
白
帝
社
）、暉
峻
康
隆
校
注
『
定
本
西
鶴
全
集
第
七
巻
』

（
一
九
五
〇
年
十
二
月
・
中
央
公
論
社
）、前
田
金
五
郎
『
新
注
日
本
永
代
蔵
』（
一
九
六
八
年
三
月
・
大
修
館
書
店
）、谷
脇
『
新
編
全
集
』（
８
）

同
書
、
浮
橋
康
彦
校
注
『
日
本
永
代
蔵
〈
翻
刻
〉』（
一
九
九
五
年
四
月
・
お
う
ふ
う
）。

（
3（
）	

（
2（
）
同
論
文
。
矢
野
（
22
）
同
書
、
同
論
文
も
同
様
の
立
場
。

（
3（
）	

（
（0
）
同
書
。

（
3（
）	

引
用
は
、
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
蔵
『
官
板
四
書
大
全
』（
慶
安
四
・
一
六
五
一
年
四
月
刊
、
鵜
飼
石
庵
点
）
に
よ
る
。

（
3（
）	

（
3（
）
同
書
に
「
李
子
曰
」
と
し
て
「
必
ス二

其
ノ

人
ヲ一

以
テ

実ミ
テ
ハ

レ

之
ヲ

則
鑿
セ
リ

　

矣
」
と
引
用
さ
れ
て
い
る
。

（
40
）	

引
用
は
、
中
村
幸
彦
校
注
『
日
本
思
想
大
系
（（
』（
一
九
七
五
年
十
一
月
・
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。

（
4（
）	

引
用
は
、
宮
坂
宥
勝
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系
（3
』（
一
九
六
四
年
八
月
・
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。

（
42
）	

大
薮
（
3（
）
同
書
。

（
43
）	

浮
橋
（
3（
）
同
書
、
及
び
谷
脇
（
８
）
同
書
。
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（
44
）	

（
（2
）
同
書

（
4（
）	

野
間
（
（0
）
同
書

（
4（
）	

引
用
は
、（
4（
）
同
書
に
よ
る
。

（
4（
）	
（
24
）
同
書
、
同
論
文

（
4（
）	
『
西
鶴
新
論
』「
七　

町
人
物
の
教
訓
」

＊
『
日
本
永
代
蔵
』
の
引
用
は
、『
近
世
文
学
資
料
類
従　

西
鶴
編
９
』（
一
九
七
六
年
四
月
・
勉
誠
社
）
に
よ
る
。
な
お
、適
宜
本
文
の
句
点
「
◦
」

及
び
「
◦
」
を
読
点
に
、
漢
字
を
通
行
の
字
体
に
、
平
仮
名
の
清
濁
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。

	

（
大
学
院
博
士
後
期
課
程
学
生
）
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SUMMARY

A Study on the Beginning Part of Nippon Eitai-Gura
Yasuhiko	HAMADA

Nippon Eitai-Gura	 (written	by	Saikaku	 Ihara,（（（（)	doesn’t	have	a	
preface;	however,	 the	beginning	part	of	 “Riding	 to	 success	on	a	 lucky	
horse	(（-（)”	is	thought	to	play	the	role	of	its	preface.

This	beginning	part	can	be	divided	into	two	parts	by	their	contents	
and	the	styles	 that	 the	writer	used	 in	 them.	 In	the	first	half	of	Saikaku	
gave	a	mediocre	 lesson	on	the	value	of	gold	by	making	good	use	of	his	
rich	knowledge	of	classics,	while	 in	 the	 latter	half	 that	 starts	with	 the	
sentence	“It	is	thought	the	secret”,	Saikaku	insisted	on	the	utmost	value	of	
money	and	he	did	not	show	the	knowledge	of	classics	very	much.

In	this	article	I	am	going	to	analyze	this	beginning	part	by	taking	its	
unique	structure	into	consideration.

キーワード：日本永代蔵、序文相当部、ひそかな思い、銀徳、古典駆使




