
二

つ

の

『

好

色

一

代

男
』

、吋

君
。

何

色
位
。
ロ
ω

。
同

句引町Mh
p

S

平
凡
q

ME包ぬ
か
。

吉

宮

近
*

藤

尚

子

叫，
出

]g
w
o

問
。
ロ
門回
。

要

旨
井
原
西
鶴
吋
好
色
一
代
男』
に
は
上
方
版と
江
戸
版と
が
存
在
する 。
従
来
江
戸
版は
『
一
代
男』
研
究の
う
えで
顧み
ら
れ
るこ
と
が
あま
り
なかっ
た

が 、
近
年
少し
ずつ
その
意
味が
明
らか
に
さ
れて
きて
い
る 。
こ

の
こ
つ
の
『
一
代
男』
を
比
較し 、
そこ
か
ら
浮か
び
上
が
る
表
記
上の
い
くつ
か
の
問
題
点
と
そ

の
位
壁づ
けにつ
い
て
考
察
を
試み
た 。
上
方
版が
漢
字に
仮
名
を
並
記
する
と
い
う
表記の
方
針を
と
る

の
に
対し 、
江
戸
版は
ほ
と
ん
ど
「ふ
りが
な」
を
用い
な

い 。
その
結
果 、
多
くの
語が
漢
字の
み
ま
た
は
か
なの
み
とい
う上
方
絞と
は
異な
る
か
た
ち
を
と
るこ
と
に
なっ
た
が 、
実は
上
方
版の
も
との
か
た
ち
を
生か
し

て
い
るの
で
ある 。
ま
た 、
か
なづ
か
い
に
か
か
わ
る
改
変は
上
方
版
自
身が
すで
に
内
包し
て
い
る
「
揺れ」
を
反
映し
て
い
る
もの
で
ある
が 、
助
詞ヲ
の
「
お」

表
記
は
江
戸
版
独
自の
もの
で
ある 。
さ
らに
よ
方
版か
ら
江
戸
版へ 、
漢
字
↓か
な 、
逆に
か
な
↓

漢
字と
改め
ら
れて
い
る
例
に
は
重
な
りが

多
くみ
ら
れ
る 。
そ

の
こ
と
か
らい
わ
ゆ
る
「
常用」
の
表
記が
必
ず
し
も
常に
一
定の
か
た
ち
を
と
ら
ない
こ
と
を
論
じた 。

lま

め

じ

井
原
西
鶴の
吋
好
色一
代
男』
(
以
下 、
三
代
男』)
初
版は
天
和二
年
十

月の
刊
記を
もっ 、
版
下
水
田
問
時 、
挿
絵商
鶴に
よ
る
もの
で 、
大
坂の
荒

砥
巌
孫
兵
衛
可心の
出
版で
ある。
同じ
版木
を
用い
て 、
計五
種の
版が
存

在
するこ
と
が
知ら
れてい
るv
一
方こ
の
『一
代
男』
に
は
江
戸
版が
存
在

す
る。
「
江戸
版は
上
方
版の
覆
刻で
あるが 、
本
文の
漢
字
を
多
く
仮
名に

改めてい
るの
が
特色で 、
誤
写・
誤
刻が
目立つ」 、
「こ
の
師
貰
踏の
江
戸

板の
本
文は 、
上
方
板の
原
作に
不
忠
実で 、
多く
漢
字
を
仮
名に
直し、
誤

脱が
あっ
た
り 、

余分な
文
句
を
加えた
りしてい
る。
作
者西
鶴や
板
元の

承
諾を
得ての
刊
行とは
思わ
れ
ない 。
要
するに
流
行
曲
家
師賓の
挿
絵で

売ろ
うと
し
た
海
賊
版の一
種で
ある。
但し
原
作で
は
その
ま
まに
なっ
て

い
る
巻六の
自
録に
お
け
る
年
齢の
錯
記は 、
当
然のこ
と
なが
ら
訂正
さ
れ

(
3)

 

てい
る
よ
など
と
さ
れ 、
『一
代
男』
研
究の
上で
は
あま
り

顧み
ら
れ
るこ

と
は
な
く、
管
見で
は
専論は
わ
ずか
に三
編を
数え
るの
みで
ある。
も
ち

*
本
学
助
教
授
(
今
野
尚
子)
国
語
学



商
鶴の
用
字・
用
語 、
『一
代
男』
の
成
立
な
ど
を
論じ
るた
め
に
江

戸
版
を
利用
するこ
と
に
は
積
極
的な
意
味は
ない 。
し
か
し
「
海
賊
版の一

(
5)

 

種」
で
は
あっ
た
と
して
も 、
江
戸
版に
も四
種の
版 、が
知ら
れて
お
り 、

刷

りが
重ね
ら
れたこ
と
が
わかっ
てい
る。
つ
ま
り
当
時
江戸
版も『一
代
男』

の
ひ
とつ
の
か
た
ちと
して
受け
入
れ
ら
れてい
たの
で
ある。
その
こ
と
か

ら
出
発して 、
こ
の
ふ
たつ
の
『一
代男』
を
と
くに
与え
ら
れた
か
た
ちの

(
6)

 

う
えか
ら
全
巻に
わ
たっ
て
比
較し、
その
意
味
を
考えて
み
たい 。

ろん 、ま
ずは
両
者の
か
た
ちの
実
際
をみ
るた
め
に
上
方
版
第一
巻8
丁
裏
(一

8
ウ
と
表示
す
る。
以
下
向じて
第
七
巻目
了
表
(七四オ)
の
そ
れ
ぞ
れ

半
丁
分 、
計一
丁
分を
よ
方
版・
江
戸
版と
並べ
て
示
す 。
半丁
分の
語
数が

比
較
的
少
ない
箇
所と
し
て一
8
ウ
を 、
多い
額
所と
し
て
七日オ
を
選ん

だ 。
(以
下 、
引
用は
と
くに
仮
名
字
体に
関し
て
は
現
行の
もの
に
改め
た

とこ
ろが
ある。
ま
た 、
引
用
文
中の」
は
改
行
を 、』
は
改麗
を
示
す 。
ま

た 、
当
該
部
分の
句
読
点は 、
上
方
版は・ 、
江戸
版は・
とo
と
を
ま
じ
え

るが 、
便宜o
で
示
す 。)

〈上
方
版〉
一
8
ウ

か
ねて 。
そこ
/\に
して 。
獣

下

品加をは
きも
あへ
ず 。
あが

そ
で
か
き

し
ょ

や

れば 。
袖垣の
ま
ば
ら
な
るか
た
よ
り 。

女をよ
び
懸 。
初
夜

の
ち

の
か
ね
な
りて 。

人しづ
まっ
て
後 。
こ
れ
な
る
き
り

戸
を
あけて 。
我か
お
もふ
事を
きけと
あれば

。
お
もひ
よ
ら
ずと
答ふ。
そ
れ
な
らば
今の
泰宏 。

と
も

さ

た

な
に

お
ほ
くの
女共に 。
沙
汰せ
ん
とい
は
れ
け
る。
何をか

見
付ら
れ
け
るお
か
し。
女めい
わ
くなが
ら 。
と
も

い
ひ
す
て

た
い轟

か
くもと一広
捨て 。
ロハ
伺こL
ろ
も
な
く。
み
だ
れし

う

ば

た
ま

よ

か
一、

鳥羽玉の
夜るの
髪は 。
た
れか
見るべ
くと。
は
し

す
が
た

た
な
く。
っ
か
み
さ
が
して 。
つ
ねの
姿な
りし
に 。
か
の

あ
し
を
と

お
ん
な
ぜ

ひ

足立回して
しの
ぶ 。
女是
非な
く。
御こtふ
ろに
か
なふ

れ江
戸
版〉
一
7オ
17ウ

(
らへ
ば 。
た
ま
り)

か
ねて 。
そこ
/\に
し
て 。
ぬ
り

げた
をは
き

も
あ」
へ
ず 。
あが
れ や
っ
そで
か
きの
まば
ら
な
るか
たよ
り 。

女を

よ
び
か
け 。
初」
夜の
か
ね
な
りて 。

人しづ
まつ
て
の
ち 。
こ
れ
な
る

きり
戸を
あけて』
我お
もふ
事を
きけと
あれパ 。
お
もひ
よ
ら
ずと

こ
たふ。
そ
れ
な
ら」
ば
今の
事をお
ほ
くの
女共に 。
さたせ
ん
とい

わ
れ
け
る。
何
をか
見つ」
け
ら
れ
け
る
お
か
し。
女め
い
わ
く
な
が

ら 。
と
もか
く
もといL
すてL」
た父
何こL
ろ
も
な
く。
み
だ
れし

うば
た
まの
よ
るの
かミハ
た
れか
見」
るべ
くと。
は
し
た
な
く。
っ

かミ
さ
が
し
て 。
つ
ねの
すが
た
な
り
し
に」
か
の
足
を
と
し
て
しの

ぶ 。
女ぜひ
な
く。
御こtふ
ろに
か
なふ。
(や
うに
もて)

z 

〈上
方
版〉
七
日ウ

此
民間の
うれし
さ 。
あの
京

七
代まて 。
太
夫
町内

加

あれと
ぞ
蹴ふ。一 に一

蹴」
に
つ
れ川

町仇は
し
の
こ
の 。
凶以

り
引け

まで 。
wm

味し
を
るこ
そ
怯

あ

づ
ま

か
た

て

ふ
ミ

し。
吾
妻」
し
ん
きの
片
手に 。
文
共
引き
き 。
くハ
ん
ぜこ
よ
り

をの

し

か
け

て
ん
も
く

あ
つ
が
ん

さ
け

ベ
て 。
ちい
さ
きか
る」
こ
を
仕
懸 。
天
目
をの
せ
て 。
単調間の
酒
をつ

わ
が
く
ち
そ
へ

し
た

か
ん

ぎ 。
我口
添て 。
そ
ろ
/\

下へ
お
ろせパ 。
世

之」
介
此
心
入
を
感

い
た
X

の
ど
と
を

た
の
し
ミ

へ

は
ん
ぶ
ん

じ 。
三
度
戴
き 。
喉
通
る
間の
楽 。

千
代
も
経ぬベ
し。
半
分
過」
引

い
き

つ
け
ざ
ん
し
ゃ
う

ふ
さ

さ
か
な

こ

ど
ゑ

て 。
息をつ
く
所へ 。
なか
津漬山
搬を一一房 。
誠一句ハ
是に
と。
小声に

〉

d
?
C

一

成て
給るこ
そ」 。
又 治
樹じ。
夫よ
り

なかっハ 。
「一
階に
役

之
介会



ひ
さ
い
ち

い

と

し

ほ
ん

む
ね

手
引し
て。
久
都に
取
付 。
尤
愛
ら
し
き」
坊
さ
ま 。
此
胸の
つ
かへ

と
つ

そ
の
し
た

を 。
ざ
すれと。
う
れし
が
る
や
うに 。

手を
取て。
そこ
ら 。
其
下ま

そ
の
し
た

あ
た
り

だ」
其
下と。
か
ん
じん

遺まで 。
手を
や
らして。
久
都と
きめ
く
内

あ

づ
ま

し

わ
ざ

に 。
吾妻に
思ひ
をい
は
らさせ。
か
しこ
き
仕
業 。
目の
見えぬ
者こ

ほ
と
け

あ
り
が
た

わ
う
ご
ん

そ 。
し
ら
ぬ
が
併 。
あL
有
難
き 。
太い
夫
さ
ま
の 。
黄
金の
は
だへ

ゐ
る
う
ち

き
ゃ
く
た
L

と。
うか
/〈\と
さ
すっ
て。
居内に 。
お
客
立
し
や
りませ

ひ

二つの 『好色一代男』

〈江戸
版〉
七口ウ
immウ

此と
きの
う
れ
し」
さ 。
あの
きミ
七
代まで 。
太
夫め
うが
あ
れ
と

そ 。
願 寺かふ。一一
かい
にハ 。
ひ
さい
ちは
しご
の
あが
りい
お
りまで

ぎんミ
し
を
るこ
そに
くし。
あつ
ま
し
ん
きの
か
た
て
に 。
ふミ
共
引

さ
き
く」
ハ
ん
ぜよ
り

をのベ
て。
ちさ
きか
るこ
を 。
て
ん
も
く
をの

せ
て
あい
が
んの
さ
け
をつ
ぎ」
我口
そへ
て
そ
ろ
/\し
たへ
お
ろせ

ハ
世

之
介
此心
入
をか
ん
し。
一ニ
度い
たL
き』
(
絵』)
の
どと
を
る
間

の
たの
しミ 。

千
代もへ
ぬへ
し。
は
んぶ
ん
過
引て。
い
き
をつ
く」

所へ 。
なか
津つ
けざん
し
ゃ
う
を一
ふ
さ 。
さか
なハ
是に
と。
小こ

ゑに
な
りて」

給るこ
そ 。
又か
た
け
なし。
そ
れよ
り

なかっハ 。
に

かい
に
世

之
介
を
手
引し
て」
ひ
さい
ちに
取っ
きい
と
し
らし
きほ
ん

ざ
ま 。
此む
ねのつ
かへ
を 。
さ
すれと」
う
れし
が
る
や
うに 。

手を

とっ
て。
そこ
ら 。
其
下 。
ま
だ
その
下と。
か
ん
じ
ん
あた」
り
ま

で 。
手や
らし
て。
久い
ちと
きめ
く
内に 。
あづ
まに 。
思ひ
をは
ら

させ」
か
しこ
きし
わ
ざ 。
目の
見えぬ
者こ
そし
らぬ
が
ほ
と
け 。
あ

L
ありか
た
き」
太
夫さ
まの
わ
うご
んの
は
だへ
と。
うか
/\と
さ

すっ
て
ゐる
内に 。
お
きゃ
くた与
し
や
りませ

ひ

上
方
版を一
見し
て
明らか
なの
は 、
い
わ
ゆ
るふ
りが

なが
多
用さ
れて

い
るこ
とで
ある。
と
り
あえ
ず
単
語
を
単
位と
して
みてい
くと、

で
は
漢
字に
か
なが
添え
ら
れてい
る
語は一
入 、
一
方
漢
字の
みの
語は一

一一一
で
ある。
七
日ウで
は
か
なが
添え
ら
れてい
る
語が
五三
に
対し、
漢
字

の
み
は二
九で
ある。
割
合に
変
化は
あるに
し
て
も 、
か
なが
並
記さ
れた

語が
多
数を
占め
る。
こ
の
こ
と
は
上
方
版
三
代
男』
全
巻を
通じて
同
様

で
ある。
つ
ま
り上

方
版で
は 、
漢
字
表
記さ
れた
語の
多
くに
は
か
なが
並

記さ
れてい
るの
で
ある。
そしてこ
の
方
針は
『一
代
男』
に
限っ
たこ
と

で
は
ない 。
西
鶴
作
品の
用
字の
特
殊性が
論
議さ
れ
るこ
と
が
あるが 、
そ

の
特
殊性は
多
くの
場
合 、
か
な
を
並
記するこ
と
に
よっ
て
支え
ら
れてい

る。
た
と
えば
八2
ウ
に
「
寒
(さへ
かへ)
る
月の
出れば」
(
以
下 、
印

刷の
償
雑
を
避
けるた
め
「ふ
りが

な」
は
(
)
に
入
れて
示
す)
と
あ
る

が 、
か
なが
添え
ら
れてい
な
ければ 、
「然、る」
を
直ちに
「サエ
カエ
ル」

と
読むこ
と
は
困
難で
あろ
う 。
か
なはふ
りが

なの
形
をと
り

小
書きに
さ

れてい
るた
め
に 、
「
そ
え
もの」
と
と
ら
え
ら
れが
ちで
ある。
し
か
し
両

者は
間じ
重さ
を
もっ
て
い
ると
み
るべ
きで
は
ない
だ
ろ
うか 。

A
断り
(こ
とハ
り)

なしに
一
一同ウ
3

出
替り
(で
かハ
り)

一
幻
オ
4

最も
(
もっ
と
も)

ニ
ロウ
2

捨
難
く
(
すて
か
た
く)

二
日ウ
4

務ひ
(
あ
きなひ)

三
口オ
4

柄長
く
(つ
か
なが
く)

七5オ
3

B
利口
(
りこ
う)
さ
う

成
男
(お
とこ
の)
行ハ 。

二
日ウ
6

素足
(
す
あしに)
見
合
(ミ
あハ
せ)

六
日ウ
5

A
は
本
行に
ある
送りが
なを
含んで
か
なが
添え
ら
れた
例、
B
は
助詞

が
送
りが

なに
繰
り

込ま
れた
例で
ある。
こ
れ
らの
例は 、
か
なが
単に
漢

一
8ウ

3 



字の
よ
み
を一が
すた
め
だ
けに
添え
ら
れてい
るの
で
は
な
く、
漢
字と
支え

合う
存
在と
して
並
記さ
れてい
たこ
と
を
示して
はい
ない
だ
ろうか 。
本

行の
漢
字が
主で
ありふ
りが

なは
従で
あるとい
うと
ら
え
方で
は
な
く、

ど
ち
ら
も
欠
くこ
との
で
きない
もの
で
あり 、
伝
達に
関して
は 、
漢
字が

表
意
機能
をか
なが
表立問
機能
を
担い 、
漢
字か
な
混じ
りとい
う

表
記シ
ス

テム
の
う
えで
は 、
漢
字が
分
節
機
能をか
なが
表
語機能を
担
うこ
と
に
よ

っ
て、
きわ
め
て
高度な
伝
達性を
発
探してい
ると
と
ら
え
るべ
きで
あろ

う 。
そこ
で
以
下
本
稿で
は 、
あえて「ふ
りが

な」とい
う呼び
方
を
避け 、

「
漢
字か
な
並
記」
と
呼ん
で
お
くこ
と
に
する。
た
だ
しこ
れが
うま
く
発

揮さ
れ
なかっ
た
例
もみ
ら
れる。
江戸
版
『一
代
男』
に
は
上
方
版の
「ロ

臨界
(かL)」
をよ
み
あや
まっ
て
「口
かL」
と
し
た
例が一一つ
(二
日
ウ

2・
六
凶オ
日)
ある。

こ
の
よ
う
な
「か
な
並
記」
を
多
用
する上
方
版に
比べ 、
江戸
版は
か
な

が
ちで
ある。
さ
きに
掲
げたニ
簡所一
一J
分の
本
文の
中に 、
江
戸
版で
は

漢
字が
合
計七
二子み
えてい
る。
こ
れを
上
方
版で
み
ると、
すべ
て
漢
字

の
みか
また
は
漢
字と
か
なと
が
並
記さ
れてい
る。
その
内
訳
を
出
現
臓に

つ
ぎに
示
す 。

〈
表1〉漢

字の
み
↓

漢
字の
み
(五
四
字)

女
人
我
事
今
事
女
見

此
七
代
太
夫
共
引
役

之
介

代
過
引
所
津
一
是
給

手
久
(
都)

内
思ひ
白
見

漢
字か
な
並
記
↓

漢
字の
み
(一
七
字)

初
夜
(
し
ょ
や)

何
見
御

三
度

手
引
此関

者 此 女世
太之 心
夫 介 入

又共
(
と
も)

伺
(
な
に)

き
り

戸
(と)

足
(
あし)

願
(ねが)

女(お
ん
な)

小
(こ)

其下
(その
し
た)

下
(し
た)

内(うち)

漢
字の
み
iv

漢
字の
みの
例は
「
改
変」
の
手が
加え
ら
れてい
ない
もの

で
ある。
出
現
臓に
並べ
たこ
れ
らの
漢
字に
は
少なか
ら
ず
重な
りが
ある

こ
と
をこ
こ
で
は
指
摘して
お
きたい 。
また 、
上
方
版が
か
な
表
記で
あっ

て
江戸
版が
漢
字
表記とい
う

例はこ
の一
一J
分に
は
み
え
ない 。

さて、
上
方
版が
か
な、
江
戸
版も
同じ
くか
なで
その
ま
ま
う
けつ
が
れ

てい
る
もの
は 、
漢
字
↓

漢
字と
同
様 、
全
く
改
変の
手が
加わっ
てい
ない

筒所で
あり 、
と
り
あえ
ず
問
題に
し
ない 。
こ
こ
で
は
江戸
版が
か
な
表記

で
ある
簡所の
中で 、
上
方
版が
か
なの
みで
は
ない
部
分(つ
ま
り

漢
字の

みか
漢
字か
な
並
記とい
うこ
と
に
な
る)
につ
い
て
検
討して
み
る。
その

例を
先の一
丁
分か
ら
拾っ
た
もの
が
次の
〈
表2〉
で
ある。
やは
り
出
現

順に
示
す 。
各例の
語
頭の
記号につ
い
て
は
後
述する。

(に)

我口
(わが
くち)

取

ふ〉

(と
り)

4 

〈
士茨2〉

巻

手 千

。一途
下
駄(ぬ
り

けた)
↓ぬ
り

げた

O
禍垣
(そで
か
き)
↓そで

か
き

ムよ
び
懸
↓よ
び
か
け

O
後(の
ち)
↓の
ち

O
答(こ
た)
ふ
↓こ

た
ふ

O
沙
汰(ざた)
↓ざた

ム
見
付ら
れ
ける
↓

見つ
け
ら
れ
け
る

×
云
捻(い
ひ
すて)
て
↓い与

すてL

O只
(た
と
↓たx



二つの『好色一代男』

O
鳥羽去
(
うば
た
ま)
↓うば

た
ま

O夜(よ)
る
↓よ
る

O
髪(かミ)
↓かミ

O
姿(
すが
た)
↓

すが
た

@
足
音(
あし
をと)
↓足
をと

O是
非
(ぜひ)
↓ぜひ

巻七O時
(と
き)
↓と
き

O
君
(
きみ)
↓
きミ

O
冥
加
(め
うが)
↓め
うが

@二
階
(に
か
い)
↓一一

かい

O久
都
(ひ
さい
ち)
↓ひ
さい
ち

O上
(
あが)
り

下
(お
り)

O
吟
味
(
ぎんミ)
↓
ぎんミ

O
僧(に
く)
し
↓に
くし

O
吾
妻(
あづ
ま)
↓
あつ
ま

O片
手(か
た
て)
↓か

た
て

O
文
(ふミ)
↓ふミ

。天
白
(て
ん
も
く)
↓て
ん
も
く

×
裳
間
(
あつ
が
ん)
↓
あい
が
ん

O酒
(さ
け)
↓さ

け

O添
(そへ)
て
↓そへ

て

O下
(し
た)
ivし

た

O
感(か
ん)
じ
↓か
ん
し

O
戴(い
たヌ)
き
↓い
たL
き

O
喉
(の
ど)
↓の
ど

O通(と
を)
る
↓と
をる

O楽
(たの
しミ)
ょたの
しミ

O
経(へ)
ぬベ
し
↓へ

ぬベ
し

O半
分(は
ん
ぶ
ん)
↓は
ん
ぶ
ん

O
息(い
き)
↓い
き

O漬山
叡
(つ
け ，さん
し
ゃ
う)
↓つ

け ，さん
し
ゃ
う

O
二房
(ふ
さ)
↓一

ふ
さ

O
肴
(さ
か
な)
↓さ

か
な

@
小
声
(こ
ご
ゑ)
↓

小こ
ゑ

ム成て
↓な
りて

×
呑(か
た
し
け
な)
し
↓か

た
け
な
し

O
夫
(そ
れ)
↓そ

れ

O二
階
(に
かい)
↓に

かい

O久
都
(ひ
さい
ち)
↓ひ
さい
ち

@
取
付
(と
りっ
き)
↓

取っ
き

O尤
愛(い
と
し)
ら
し
き
↓い
と
し
らし
き

O
坊
(ほん)
さ
ま
↓ほ
ん
さ
ま

O胸
(むね)
よむ

ね

O
取(とつ)
て
↓とっ

て

@
其
下
(その
し
た)
↓その

下

O
謹
(
あた
り)
よ
あた
り

ム
久
都
↓久い
ち

O
吾
妻(
あづ
ま)
↓
あづ
ま

O
仕
業(し
わ
ざ)
↓し

わ
ざ



O
併
(ほ
と
け)
↓ほ
と
け

O有
難(
あ
りが

た)
き
↓
あ
りか

た
き

O黄金
(わ
うご
ん)
↓わ
うご
ん

O
居(ゐ
る)
↓ゐる

Oお
客
(
きや
く)
↓お
きゃ
く

O立
(たL)
し
や
りまぜ

ひ
↓た与
し
や
りませ

ひ

以上
わ
ずか一
丁
分(上
方
版で
は一
話が二
丁
半 、
全五
四
話で
あるか

ら
単
純
計
算
すれば
総
計一一一一
五
寸と
なる)
で
六
回
箇
所
(
数え
方に
は
異

論
も
あ
ろ
うが 、

例示し
た一
行
分を一
箇
所と
し
た)
が
江
戸
版で
は
か
な

の
みの
表
記に
「
改め
ら
れ」
てい
る。
その
部
分を上
方
版で
み
ると、
ほ

と
ん
どが
漢
字か
な
並
記さ
れてい
る。
先
述の
よ
うに

上
方
版で
は
漢
字
を

多
くま
じ
え 、
か
な
並
記
を
多用
するの
に
対し、
江戸
版で
はこ
の
形
をと

るこ
と
がご
くま
れで
ある。
江戸
版
全
冊を
通
じて
「ふ
りが

な」
の
付さ

れてい
る
箇
所は一一
Oに
満た
ない 。
こ
れは
例と
して
掲
げた
上
方
版一
8

ウ
半丁に
み
えてい
る
漢
字か
な
並
記の
語
数に
ほ
ぼ
相
当
する。
上
方
版に

比べ
江
戸
版の
「ふ
りが

な」
がい
か
に
少ない
か
が
わか
るで
あ
ろ
う 。

上

方
版は
漢
字か
な
並
記とい
うシ
ス
テム
を
選
択し、
江戸
版は
そ
れ
を
極力

避
けるとい
う

方
針をとっ
た 。
江
戸
版の
「ふ
りが

な」
は
やは
り

漢
字の

よ
み
をた
すける
補助
手段と
し
て
の
「ふ
りが

な」
で
あるとい
うべ
きで

あ
ろ
う 。
た
だ
し、
こ
の
「ふ
りが

な」
はい
ずれ
も上
方
版で
並
記さ
れて

い
るか
な
を
その
ま
ま
残し
た
もの
で
ある。

か
な
並
記とい
う

方
法
を
排
すれば 、
漢
字で
書くか
か
なで
書
くか
とい

う
選
択
を
迫
ら
れ
るこ
とに
な
る。
そして
か
な
を
多
く
選
択してで
き
あが

っ
たの 、が
江
戸
版なの
で
ある。
さ
きに
掲
げた一
了
分六
回
筒所の
う
ち
O

一
箇
所まで
が 、
漢
字か
な
並
記さ
れてい
る
部
分の
か
な
を

印
を
付し
た
五

その
ま
まとっ
た
もの
で
あっ
た 。
こ
の
傾
向は
『一
代
男』
全
巻に
敷
街で

きる。
つ
ま
り 、

江戸
版が
上
方
版の
「
漢
字
を
多
く
仮
名に
改め
てい
る」

こ
との
実
態は 、
漢
字か
な
並
記の
上
方
版の
本
文か
ら
多
くの
場
合か
な
を

選
択してい
るとい
うこ
と
なの
で
ある。

〈
表2〉
に
示し
た
六
回
簡所の
う
ちの
五
ニ
は
先
述の
よ
うに

江
戸
版が

その
ま
まか
な
を
選
択してい
る。
そ
れで
は
残り一一一
箇
所は
どの
よ
うに

なっ
てい
るの
で
あ
ろ
うか 。

ま
ず 、
江
戸
版が
か
な
を
選
択し
た
際「その
ま
ま」
で
は
な
くなっ
て
し

まっ
た
もの
が
ある。
〈
表2〉
中の×
印
を
付した一ニ
例、
すなわ
ち

云
捨(い
ひ
すて)
て
↓い与

すてL

暑
間(
あつ
がん)
↓
あい
が
ん

恭(か
た
し
け
な)
し
↓か

た
け
なし

がこ
れに
あた
る。
ま やすこ
と
わっ
て
お
か
な
ければ
な
ら
ない
の
は 、
こ

こ
で
「その
ま
ま」
とい
うと
きに
ま
ずは
渇点の
有
無 、
仮
名
字
体の
奥な

りは
考
慮し
ない
とい
うこ
とで
ある。
版
本の
場
合 、
潟点の
有無
を
判
断

するこ
と
は
む
ずか
しい
し、
本
稿で
はい
わ
ゆ
る
「
仮
名
文
字遺」
(
す
な

わ
ち
具体
仮
名レベ
ル
で
の
用
字
法)
につ
い
て
まで
は
考
察の
範囲と
して

い
ない
か
らで
ある。
さてこ
こ
に
あ
げた一一一
例の
うち 、

最
初の一
例と
後

の
二
例と
は
性
質が
異なっ
て
い
る。
すなわ
ち
最
初の一
例は
か
なづ
かい

に
か
か
わ
る
例で
あるが 、
後の一一
例は
語形に
か
か
わ
る
例で
あ
り 、
さ
ら

にい
えば
江
戸
版の
誤
記の
例で
ある。
一語
形に
か
か
わ
る
例につ
い
て
は
加

の
機
会に
譲るこ
とに
し、
こ
こ
で
は
か
なづ
かい
に
か
か
わ
る
例の
扱い
に

つ
い
て
考え
る。

6 



二つの『好色一代男』

こ
の
時
代 、
語中
尾の
イ
音を
あらわ
すか
なと
して、
い・
ひ・
ゐが
用

い
ら
れてい
たこ
と
は
周
知の
こ
と
が
らで
ある。
しか
し
その
状
況を
文
献

ご
とに
詳
細に
なが
め
れば 、
か
なづ
かい
に
あるか
た
む
き
を
もつ
もの
が

あるこ
と
もまた
事
実で
ある。
西
鶴に
関し
てい
えば 、
版
本の
版
下の
筆

者に
よっ
て
使
用
す
るか
なに
傾
向の
違い
が
み
ら
れ
る
とい
う

指
摘
も
あ

(
9)

 

る。
『一
代
男』
の
版
下は
臨
時の
筆に
な
るが 、
か
なの
使
用に
ある
程
度

の
か
た
む
きが
見られ
るこ
とは
すで
に
報告さ
れてい
る。
しか
し一
方で 、

そ
れは
あ
くまで
もか
た
む
きで
あっ
て、
そこ
か
ら
外れ
る
もの
を
も
現
実

に
は
含んで
い
る。
た
と
えば
た
くさんの
「
恋(こ
ひ
と
の
中に
「
恋(こ

い
と
つ一一
5
オ3)
が
あり 、
「云
(いL)
わ
け」
(一
6オ
9) 、
「い
ひ
分

(わ
け)」
(コ一
6
ウ9) 、
「云
懸
り」

(ニ
2
ウ
4)
が
あるこ
と
は 、
上
方
版

自
体が
ゆ
れて
お
り 、

すで
に
い
ひ
すて
て
↓い与

すてL
を
生じ
る
可

能性を
自
身の
うちに
内
包してい
るこ
と
を
示してい
る。
つ
ま
り 、

上
方

版か
ら
江戸
版へ
とい
う
流れの
中で 、
ひ
ょい 、

逆のい
ーやひ 、
あるい
は

ゐ
↓い 、
い
↓ゐ(あらハ
い
で
ご
5ウ
叩)
の一
例) 、
ゐ
↓ひ(

紅(
く

れ
な
ゐ)
(
七2
オ
叩)
の一
例)
も
大
き
くと
ら
え
れば
時
代の
状
況を
反

映してい
るとい
えよ
う 。
こ
れ
らの
例は
もち
ろん
江
戸
版に
お
け
る
「
改

変」
で
は
あるの
だが 、
上
方
版
自
体の
もつ
揺れの
範
閤
内に
あると
考え

る。し
か
しつ
ぎの
例は
注
意を
引
く。
助詞ヲ
の
「
を
↓お」
とい
う
改
変の

例で
ある。
江戸
版に
は
全巻を
通じて
助ヲ
を
を
「お」
で
表
記し
た
例が

一
五
例み
ら
れ
る。

〈
表3〉愛(こL)

を
も
(一一一
6
ウ
叩)
↓こL
お」
も

嶋(し
ま)
をよ
きと
お
もへ
ばこ
そ
三一一
日
ウ日)
↓し
まお
よ
きと

お
もへ
ばこ
そ

人を
見(ミ)
立
る
やつ
か
なと
(五
4ウ
9)
↓

人お
見立
る
やっ
か

なと
嶋
布
(し
ま
ぬの)
を
織
(お
る)
(
五
7ウ
4)
↓し
ま
ぬ
の
お」
お

る
金
(
きん)
左
衛
門を
誘引
(さ
そひ)
て
(五
7
ウ
7)
↓金

左
衛
門

お」
さ
そひ
て

ぬ
け
舟(ふ
ね)
を
急(い
そ)
がせ

そ」
が
せ

(五
7ウ
8)
↓ぬ

けふ
ねおい

やか
ましい
き
事を
も
(五7ウ
日)
↓やか
ま
し
き
事お
も

ちい
さ
き
編笠
(
あミ
か
さ)
をかづ
き
(五
8オ
l)
↓ち
さ
き
あミ

か
さ
お」
かづ
き

姿(
すが
た)
を
見尽
(つ
く)
し
(五
8オ
6)
よ

すか
た
お」
見つ

7 

くし
誰
(た
れ)
をか
恋(こ
ひ)
た
まふ
(五
日ウ
8)
ょた

れお
か
恋
給

ふ禿
(かぶ
ろ)
を
呼
(よ
び)
よ
ぜ
(
七2
ウ
9)
↓かぶ
ろお
よ
び
よ

せ肌
(は
た)
を
ゆるして
(
七日
ウ
印)
↓は

た
お
ゆ
るして

十
蔵
字」
兵
衛を
仕立
(し
た
て)
(八
5ウ
6)
↓

十
蔵
うひ
ゃ
うへ

お
し
たて

十
蔵手を
きして
(八
6
オ5)
↓十

蔵
王子お
さ
し
て

は
や
其
家
(
その
い
ゑ)
を
賢
(
う
り)」

(八
日
オ
叩)
↓は

や
其
家お

う
り」



助
調ヲ
に
関し
て
は
上
方
版で
約一一一一
OO
箇
所
すべ
て
「をい
(
字母は

〈
遠〉
と
〈
越〉
と
が
ある)
で
あっ
て
例
外は
ない 。
一
般に
い
わ
ゆ
るか

なづ
かい
に
揺れが
み
ら
れ
る
場
合で
も 、
助詞に
関して
は
伝
統
的な
表記

を
守るこ
と
が
通
例で
ある。
し
か
も
吋一
代
男』
で
は 、
もと
に
なっ
てい

る上
方
版に
例
外が
ない
に
もか
か
わ
ら
ず
江
戸
版で
こ
の一
正
例が
「お」

を
使
用してい
るの
で
ある。
こ
の
例
を
なが
め
てい
て
ひ
とつ
気づ
くこ
と

は 、
こ
の
現象が
巻一一一・
五・
七・
八
の
四
巻に
み
ら
れ
るこ
とで
ある。
と

くに
巻五の
7ウ
18オ

に
か
けて
は
近
接して
六
例が
み
ら
れ
る。
も
ち
ろ

ん
上
方
版のこ
の
部
分の
助謂ヲ
が
江
戸
版で
すべ
て
「お」
で
表
記さ
れて

い
るの
で
は
ない 。
「
男ハ
大
あミ
を
引て」
夜
日
をお
く
りぬ 。」

な
ど 、

「
をい
を
その
ま
ま
受け
継
ぐ
箇
所
もま
じ
る。
し
か
し
助
詞ヲ
の
「お」
表

記一
五
例
中
半
数以上の
八
例がこ
の
巻五
に
み
ら
れ
るこ
と
は
「
集
中」
と

いっ
て
もよい
の
で
は
ない
だ
ろ
うか 。
さ
らに
唯一
の
助詞ハ
(た 。た
し
か

な
は
「ハ」)
↓
「わ」
の
例が
五
1
ウ
6
に
み
え
るこ
と
も
軌を一
に
す
る

こ
と
が
らで
は
ない
だ
ろ
うか 。
あるい
はこ
の
現象は 、
複
数い
た
と
さ
れ

(
叩)

る
江
戸
版の
版
下
書
きに
よ
るか
たよ
りで
あるの
か
もし
れ
ない 。

上
方
版で 、
助
詞ヲ
を
も
含め
た
「お・
をい
につ
い
て
語ご
との
用
字を

整
理
し
て
み
る
と、
意
外なほ
ど
揺れが
少ない 。
「
相
生・
緒・
折
鮪・
起

く・
置
く・
押
す・
覚え・
卑罵
表
現の
iお

る
(
動調は
出
現する
活用
形

お
よ
び
複
合
語
を
含む
と
と
異な
り

語で
い
えばこ
れ
だ
けで
ある。
「お・

を」
の
使
用さ
れ
る
頻
度か
らい
えば 、
上
方
版
内部で
の
揺れは
か
な
り

少

ない
とい
え
るで
あ
ろ
う

(い
ま
語中
島の
「ほ」
は
除
外
する) 。

一
方で
上
方
版か
ら
江
戸
版へ
の
「
改
変」
も 、
は・
わ 、
い・
ひ・
ゐ 、

え・
へ・
ゑに
比べ
て
きわめ
て
少な
く、
十二
例
を
数え
るの
みで
ある。

そ
れ
を
出
現願に
示し
たの
がつ
ぎの
〈
表4〉
で
ある。
語
頭の
Aにつ
い

て
は
後
述する。

〈
表4〉祇

薗
細工
(
き
をん
さい
く)
(一
目ウ
日)
↓、ぎお
ん
さい
く

A
仕
置
附(し
を
きば
な)
し
(一一
は
オ7)
↓し
お
き
唱し

A
覚(
をほ
え)
侍る
(三
3
オ5)
↓お
ぼへ
侍る

教
(
をし)
え
三一一
3
オ
9)
↓お
し
ゑ

雄
嶋
(
をし
ま)
(三
幻
オ5)
↓お
し
ま

AA
押
(
をし)
入
有て
(四2
オ
6)
↓お
し
入
有りて

A押
(
をし)
と父
め
て
(四6ウ
日)
↓お
し
とL
め

Aし
をつ
て
(匝日
オ
1)
↓し
おっ
て

音
(をと)
な
し
川
(四日ウ
叩)
↓お
と
なし
川

粧
(よ
そ
を)
ひ
(五
3ウ
孔)
lvよ

そおひ

AA
押止
(
をし
とど)
め
(五
日オ
叩)
↓お
し
とX
め

お
初
尾
(はつ
を)
(八2
オ6)
↓お
はつ
お

企
印
を
付し
た
例は
すで
に
上
方
版
内
部で
の
揺
れ
が
み
ら
れ
た
語で
あ

る。
十二
例
すべ
て
が
「を
↓お」
とい
う

方
向の
改
変で
ある。

揺れの
少ない
上
方
版の
「お・
を」
の
大
部分を
その
ま
ま
受け
継い
で

い
る
江戸
版は 、
結
果と
して
やは
り

揺れが
少ない 。
その
中で
助詞ヲ
に

関し
て
こ
の
よ
う
な
状
況で
あ
る
と
い
うこ
と
を
ど
う

考
え
るか 。
こ
の
時

代 、
か
な
を
用い
て
文
を
緩ろ
うと
すると
き 、
その
用い
方は
極め
て
表
音

的な
傾
向と、
一誌に
よっ
て
固
定さ
れた 、
つ
ま
りか

なづ
かい
的な
傾
向と

の
潤
を
揺れ
動く。
江戸
版の
助詞ヲ
の
「お」
表
記は 、
少な
くと
もこ
の

資料が
上
方
版ほ
どか
なづ
かい
的な
傾
向に
傾い
てい
ない
とい
うこ
と
を

示してい
る。
それ
を
誤りとい
えばい
え
る
わ
けで
あるが 、
か
な
並
記
を

用い
ない 、
とい
う

方
針と
同
様 、
方
針の
異な
りと
と
ら
え
るこ
と
も
可
能

8 



で
あるか
もし
れ
ない 。

二つの『好色一代男』

さて
〈
表2〉
に
もどっ
て、
@
印
を
付し
た
以
下の
五
例は
上
方
版に
並

記さ
れた
か
なの一
部だ
けが
江
戸
版で
か
なに
なっ
てい
る。

足
音・
二
階・
小
声・
取付・
其
下

つ
ま
りこ

れ
らの
五
例は 、
上
方
版の
漢
字・
か
な
並
記の 、
一
部を
漢
字

に一
部
をか
なに
と
選
択し
た
もの
で
ある。
こ
れ
もいっ
て
み
れば
江
戸
版

が
上
方
版
を
「その
ま
ま」
受け
継い
だ
例で
ある。
その
意
味で
先に
ふ
れ

た
五二
例と
同じで
あるし、
ま
た
漢
字
↓

漢
字 、
か
な
↓か

なとい
う
「そ

の
ま
ま」
の
例と
も
同じで
あるとい
うこ
と
がで
きる。

こ
こ
まで
で〈
表2〉の
六
回
例
中六
O
例につ
い
て
は
すで
に
言
及し
た 。

残る四
例は
ム
印
を
付し
たつ
ぎの
例で
ある。

よ
び
懸
↓よ
び
か
け

見付ら
れ
け
る
↓

見つ
け
ら
れ
け
る

成て
↓な
りて

久
都
↓久い
ち

こ
の
四
例こ
そが 、
上
方
版の
漢
字
を
江戸
版で
「
仮
名に
改め」
た
例と

い
うこ
とに
なる。
こ
の
四
例
を
含め 、
同
様の
例
を
巻
別に
襲計し
た
もの

がつ
ぎの
〈
表5〉
で
ある。

〈
表5〉巻

三

六

七

計

5

3

0

0

0

は

5

5

9

8

3

ι 

全
体で
四
二一
とい
う
数
字は
もち
ろん
少ない
数で
は
ない 。
しか
し、

一
一一一
五
丁とい
う上
方
版の
了
数か
らみ
れば一
丁
あた
り三

箇
所で
ある。

四

五

八

34 

36 

34 

〈
表2〉
で
ム
印
を
付し
た
四
笛
所は
その
意
味で
平
均
的な
数
値とい
え
る

で
あ
ろ
う 。
そして一
丁
あた
り一一一

ない
し
四とい
うこ
の
数
字は
決し
て
多

くは
ない
と
思
うの
で
ある。
一
方で
は
ほ
と
ん
どの
部
分が
上
方
版
を
その

ま
ま 、
あるい
は
生か
し
た
形で
江
戸
版の
本
文が
作ら
れてい
るの
で
ある

か
ら 。
そ
し
てこ
の
四一
二
例の
中に
は
重
な
る
例が
多い
こ
と
も
注
目
すベ

た
と
え
ば
八
例
以
上の
もの
を
あ
げ
る
とつ
ぎの
よ
うに
な

きで
あ
ろ
う 。

る。
也
↓な
り

成
↓な
る・
な
り・

なつ

六
O
例

一一一
八
例

様
↓さ
ま

二
二
例

懸
↓か
く・
か
か・
か
け

四
例

立
↓たつ・

た
ち・
た
て

/\ 

例

行
↓ゆ
く・
ゆ
き・
ゆ
け

A 

例j

9 

迄
↓まで

八
例

「
也」
や
「
成」
は
使
用
頼
度が
高い
(『一
代
男』
の
内
容か
らみ
て

も
使
用
頼
度が
高い)
とい
うこ
と
を
考醸して
もか
な
り

集
中してい
ると

み
るこ
と
がで
きよ
う 。

一
方 、
最
初に
掲
げた一
丁
分に
は
み
え
なかっ
た
が 、
江
戸
版に
は
上
方

版の
か
な
を
漢
字に
改め
た
例が
存
在
する。
こ
れ
を
やは
り

巻
別に
集
計し

た
もの
が
〈
表6〉
で
ある。

〈
表6〉巻

直

入

計

1

3

4

7

0

1 44 

'i

qJ

11

nd

nL

 

唱EA

一
四一
例とい
えば
了に
平
均一
簡所とい
うこ
と
に
な
り 、
こ
れ
も
決

し
て
少な
くは
ない 。
と
くに、江
戸
版の 、
か
なが
ちの
表記をと
るとい
う

ム
ノ\

七

四

19 

6 
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方
針を
考えた
と
き 、
か
な
↓

漢
字の
改
変は
む
し
ろこ
の
方
針に
逆
行
する

もの
で
ある。
そ
れが一
四一
筒所
ある。
さてこ
の
〈
表6〉
の
例に
関し

て
もやは
り

重な
りが

多い
こ
と
が
指
摘で
きる。
八
例
以上の
もの
を
あ
げ

る。
こL
ろ
↓心

三
O
例

あり・
ある
↓

有

二一一一
例

う
ち
↓
内

O 三三

例 例

ど
も
↓共

ほ
ど
↓程

こ
れ
を
〈
表l〉
とて
らし
あわせ
ると、
共
通
する
もの
がい
くつ
か
あ

(
日)

るこ
と
に
気づ
く。
すなわ
ち 、
「
共・
心
(入)・
内」
の
三
学で
ある。
最

初に
示し
た
〈
表1〉
は
例示し
た一
丁
分で
江
戸
版が
漢
字
表記
をとっ
て

い
る
もの
で
あっ
た 。
上
方
版が
〈
表1〉
の
よ
うに 、

漢
字
あるい
は
漢
字

か
な
並
記で
ある
場
合に
隈
ら
ず 、
か
なで
表
記さ
れてい
る
場
合に
も
江
戸

版が
漢
字
を
選
択
するこ
と
が
多かっ
たの
が 、
こ
れ
らの
例なの
で
ある。

か
なが
ちの
江
戸
版の
中で
方
針に
逆
行
するよ
うに
み
え
るこ
れ
らの
漢
字

は 、
江戸
版に
おい
て
か
なの
た
すけ
を
必
要とせ
ずに
読むこ
と
が
可
能で

あると
認識さ
れてい
たの
で
は
ない
か 。
一
方の
上
方
版か
らこ
の
現象を

なが
め
た
と
きに 、
た
と
えば
「
内」
は
上
方
版に
おい
て
は 、
漢
字の
み・

漢
字か
な
並
記・
か
なの
み 、
のコ一
様に
表
記さ
れ
て
い
る。
こ
の
こ
と
は

「
共」
につ
い
て
も
同
様で
ある。
つ
ま
り上

方
版に
おい
て
「
内」
や
「
共」

は
極
端にい
えば
どの
よ
うに
繋い
て
もか
ま
わ
なかっ
たの
で
ある。
さ
ら

に
「
ど
も
↓

共」
は
右に
あ
げたよ
うに

十
例み
ら
れ
るが 、
逆の
「共
↓と

も・
ど
も」
も
実は
四
例
ある。
「
造
よまで」
は
入
例
ある
が 、
逆の
「ま

で
よ

迄」
も一一一
例
ある。
「
共」
や
「
迄」
は
江
戸
版で
も
両
様の
表
記をと

/\ 

例

っ
て
い
るの
で
あ
る。
こ
の
よ
うに

上
方
版・
江
戸
版が
そ
れ
ぞ
れの
中に

「
揺れ」
を
抱えてい
る
と
同
時に
全
体が
揺れてい
るの
で
ある。
あ
る
語

を
どの
字
種で
どの
よ
うに

表
記
するか
とい
う
問
題も 、
か
なづ
かい
と
詞

様 、
上
方
版・
江戸
版
を
含め
て
さ
らに
大
き
くと
ら
えてい
か
な
け
れば
な

ら
ない
で
あろ
う 。
閤定
的な
表記が
必
ずし
もい
わ
ゆ
る
「
常用」
漢
字と

い
うこ
と
に
は
な
ら
ない
の
か
もし
れ
ない
の
で
ある。
どの
よ
う
な
表
記
を

とっ
て
も
必
ず一
定の
「
音
声」
と
「
意
味」
と
に
結びつ
くな
らば
右の
よ

う
な
「
揺れ」
が
生じ
る
可
能性
も
ある。

もち
ろん
出制
定
的な
表
記の
み
ら
れ
る
語も
ある。
た
と
えば
江
戸
版で
は

上
方
版の
「
義一所
(だい
どこ
ろ
と
八
例の
うち

七
例
まで
が
「だい
(た

い)
所」
と
表
記さ
れ 、
一
例の
み
が
「だい
どこ
ろ」
で
ある。
「
男・
女

・
心」
も
江
戸
版で
は
漢
字で
表
記さ
れ
るこ
と
が
多い 。
こ
れ
らの
こ
と
が

らの
意
味につ
い
て
も 、
他の
資料
も
視
野に
入
れつ
つ
考えてい
か
な
け
れ

ば
な
ら
ない
で
あろ
う 。

10 

お

わ

り

以上 、
ニつ
の
『一
代
男』
の
比
較を
過して、
何を
どの
よ
うに

考え
る

べ
きか
とい
うこ
と
を
論じた 。
最
後に 、
本
稿で
と
り
あ
げ
るこ
との
で
き

なかっ
たい
くつ
かの
開
題に
ふ
れて
お
く。
本
稿は
江戸
版の「か
なが
ち」

で
あるとい
う
点に
着目し、
上
方
版と
江戸
版との
字
種の
異な
り

を
中心

に
分
析
を
進め
た
の
で 、
「
誤
写」
の
問
題に
は
ほ
と
ん
ど
言
及で
き
なかっ

た 。
例
示し
た
上
方
版七団
ウ
4
の
「
仕
懸
(し
か
け
ご
が
江
戸
版に
は
な

い 。
こ
の
よ
う
な
脱
落の
倒は
大
小
含め
て
他に
もみ
ら
れ
る。
助
詞の
脱
落

や
挿入
も
全
体で
七五
笛所
ある。
七
日ウ
9の「手を
や
らして」
の「を」

は
江
戸
版に
は
み
え
ない 。
また 、
語形に
か
か
わ
る
例と
して
〈
表2〉
で



は×
印
を
付した一一一
例の
うちの

二
例、
す
な
わ
ち
「
暑
間
(
あつ
が
ん)
↓

あい
が
ん」
「
呑
(か
た
し
け
な)
し
↓か

た
け
な
し」
を
あ
げた 。
例
示
し

た
七日ウ
に
はこ
の
ほ
かに

は
しのこ
↓は
しご

くハ
ん
ぜこ
よ
り
ivくハ
ん
ぜよ
り

ちい
さ
き
↓ちさ
き

二つの『好色一代男』

を
見出
すこ
と
が
で
きる。
「は
しの
こ・
ちい
さ
き」
は
他に
も

つ
存
在
する
(「ちい
さ
き」
の
例は
〈
表3〉
に
示し
た
五
8オ
1
の
例で

あ
る) 。
こ
の
ほ
か
文
法に
か
か
わ
る
例
な
ど
も
拾
うこ
と
が
で
きる。
も
ち

ろん
単な
る
「誤
り」
の
例
も
含ま
れて
はい
る。
し
か
しこ
こ
に
あ
げたよ

う
な
例は
「
誤
写」
と
して一
括して
し
ま
うの
で
は
な
く、
そ
れ
ぞ
れの
持

つ
意
味
を
明らかに
してい
くこ
とが
必
要だ
と
思うの
で
ある。

例
ず

註

-L
解
説五
六
九
頁

九
九
六
年

-
新
一編
日
本
古
典
文
学
金
集
「
井
原
酋
鶴
集

小
学
館
刊

2
『
B
本
古
典
文
学
大
辞
典』
第二
巻
四
九五
頁

3
註1
に
向じ

4
堤
精二
氏
「
江
戸
版
吋
好
色
一
代
男い
覚
え
警」
『
西
鶴
論
幾h
(

中
央
公
論
社
刊)
所
収

こ
の
中で
堤
氏
は
「
川
崎
版の
『
一
代
田カ』
を
上
方
版の
間関
版と
し
て
で
な
く 、
江

戸の
出
版
物の
一つ
と
し
て
見た
ら
ど
うで
あ
ろ
うか 。」

(二
七
八
頁)
と
し 、
コ弘

一戸
版の
製
作
者は
意
外
な
ほ
ど
に 、
読
者が
文
章を
理
解
し
易い
よ
う
に
と
い
うこ

と
を
考
慮し
て
い
た
と
思わ
れ
る 。」
(二
八
O
真)
と
さ
れ
る 。

森
顕
治
氏
a
「「
好
色
一
代
男」
江
戸
板に
関
す
る一一、
三
の
疑
問い
『
春
日
正
三
先

生
還
暦
記
念こ
と
ばの
論
文
集』
(
一
九
九
一
年
双
文
社
刊)
所
収

森
顕
治
氏b
「吋
好
色
一
代
男』
江
戸
板の
漢
字の
仮
名
化につ
い
て
li巻

一
を
中

心
に
||」

司
立
豆
大
学
文
学
部
論
議』
第
九
十二
号
(
一
九
九
O
年)
所
収

一
九八
四
年
岩
波
書
広
刊

九
七
五
年

森
氏
は
a
で
「
大
坂
板か
ら
江
戸
板
を
作
成
す
る
擦い
の
「
改
変」
の
種
類
を
大
き

く
五
つ
に
整
理
し 、
b
で
「と
く
に
漢
字の
残
存
最
に
つ
い
て」
資
料
を
示
しつ
つ

考
察
さ
れ
た 。
こ
こ
で
は
「
改
変」
の
種
類
は
四つ
に
整
理
さ
れ
て
い
る 。
そ
し
て

巻
一の
みの
調
査で
は
ある
が 、
漢
字
残
存
最
(
漢
字
使
用
率)
二
五
%
と
い
う

数

値を
示
さ
れ
た 。

5
註4
堤
氏
論
文に
よ
る 。

6
調
査
に
は
以
下の
二
種の
影
印
を
用い
た 。
底
本
は
い
ず
れ
も
赤
木
文
庫
本で
あ

る 。上
方
版・
『
好
色
一
代
男(
大
坂
版)恥
近
世
文
学
資
料
類
従
第二
期
西
鶴
編l

(
一
九八
一
年
勉
誠
社
刊)

江
戸
版・:
吋
好
色
一
代
田力
(
江
戸
版)』
近
世
文
学
資
料
類
従
第二
期
西
鶴
編2

(
一
九
七
四
年
勉
誠
社
刊)

な
お 、
一
九
九
閏
年に
「
国
文
学
研
究
資
料
館
彩
印
議
書1」
と
し
て 、
向
資
料
館

蔵
本
(上
方
版)
が
影
印
刊
行さ
れ
た
(
汲
古
書
院
刊) 。

7
森
氏
b

の
調
査で
は 、
上
方
版
に
ふ
り

が
な
が
な
く
江
戸
版で
ふ
り

が
な
が
付さ

れ
て
い
る
もの
が
三
例
報
告
さ
れ
て
い
る
が 、
今
回
調
査
し
た
江
戸
版で
は
い
ず
れ

もか
な
書
きに
なっ
て
い
た 。

8
森
氏の
分
類で
は

ニ
A
大
坂
板で
漢
字に
振
り

仮
名が
あ
り 、
そ
れ
を
踏
襲
し
て
仮
名
化し
て

い
る
もの
に
あた
る 。
巻
一の
十
了
褒ま
で
の
十
γ
分で
約三
百二
十
件
あ
る
と

い
うこ
と
で
ある 。
(
註4
論
文a
三
O六
頁)

9
島
田
勇
雄
氏の
一
連の
御
研
究が
あ
り 、
『
商
鶴
本の
基
礎
的
研
究』
(
一
九
九
O

年
明
治
書
院
刊)
に
収め
ら
れて
い
る 。

ω
堤
氏
は
「
版
下に
つ
い
て
も 、
少
な
く
と
も二、
三
人の
手
跡
を
見
分
け
る
こ
と

が
で
きる」
と
さ
れ
る
(
註4
論
文
二
八
一
頁) 。

日
久
保
田
篤
氏
「
表
記
に
つ
い
て」
(『
築
島
裕
博
士
還
暦
記
念
国
語
学
論
集』
一
九

八
六
年
明
治
雲
院
刊
所
収)
に 、
近
世
初
期の
版
本三
穫の
振
り

仮
名
無
し
漢

字の
調
査
と 、
二
穫の
資
料の
写
本・
版
本
比
較に
お
け
る
仮
名
↓

漢
字の
調
査
と

の
結
果が
示
さ
れて
い
る 。
本
稿の
〈
表5〉
〈
表6〉
と
重
な
る
と
こ
ろが
ある 。
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