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日
文
研

フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の
創
設

に
あ
た
り
、

一
九
八
七
年
に
開
設
さ
れ
た
事
業
の

一
つ
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
主
な
目
的

は
海
外

の
日
本
研
究
者
と
日
本
の
研
究
者
と
の
交
流
を
促
進
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

研
究
と
い
う
人
間
の
営
み
は
、
フ
ォ
ー

マ
ル
な
活
動

の
み

で
成
り
立

っ
て
い
る

わ
け
で
は
な
く
、
た
ま
た
ま
顔
を
出
し
た
会
や
、
お
茶
を
飲
み
な
が
ら
の
議
論
や

情
報
交
換
な
ど
が
貴
重
な
契
機
に
な
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
り
ま
す
。
こ
の
フ
ォ
ー

ラ
ム
は
そ
の
よ
う
な
契
機
を
生
み
出
す
こ
と
を
願
い
、
様
々
な
研
究
者
が
自
由
な

テ
ー
マ
で
話
が
出
来
る
よ
う
に
、
文
字
ど
お
り
イ
ン
フ
ォ
ー

マ
ル
な

「
広
場
」
を

提
供
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

こ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
報
告
書
の
公
刊
を
機
と
し
て
、
皆
様

の
日
文
研

フ
ォ
ー
ラ

ム
へ
の
ご
理
解
が
深
ま
り
ま
す
こ
と
を
祈
念
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

所
長

梅
原

猛
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漫

画
的

記
号

と
し

て

の
江

戸

「
レ
ト

リ

ヅ
ク

と

し

て

の
江
戸

」
と

い
う

テ

ー

マ
を
頂

き
ま

し

て
、
普
段

考

え

て

い
る

こ
と

を

少

し
お

話

い
た

し

ま
す

。

ア
メ
リ

カ
人

に

日
本

を
説

明

す

る
立
場

に
置

か
れ

て
お

り

ま
す

か

ら

、
半

端

彼

等

の
視

点

か
ら

日
本

を

見

る
習

慣

が
付

い
て
居
り

ま

し

て
、

そ

う

い
う
人

間

の
江

戸

論
は

珍

妙

な

も

の
か
も

知

れ

ま
せ

ん

。

「
レ

ト
リ

ッ
ク

」
と

い
う
言

葉

か
ら

し

て
、

ア
リ

ス

ト

テ

レ

ス
流

に
言

え

ば
論

理

が
主

体

の
筈

で

す
が

、
江

戸
文

化

の

レ
ト

リ

ッ
ク

は
も

っ
と
ナ

ウ

な
線

を

行

っ
て

い
ま
す

か

ら

、

ア
リ

ス
ト

テ

レ

ス
病

も
重
症

の
西
洋

人

に
は
分

か
り

に
く

い

の

で
す
。

江

戸

と

い
う

現
象

は
、

丁
度

現

在

の
漫

画

現

象

と
同

種

の
不

可
解

さ
が

あ
り

ま
す

。

こ
う

い

う

も

の
を
描

き

、

そ
れ

を
読

む

日
本
人

と
は

一
体

ど

う

い
う
人

種

な

の

か
と
、

ア

メ
リ
カ

の
イ

う
ふ

ン
テ
リ

は
首

を
傾

げ

る

の
で
す

。
中

に

は
初

な

読

み
を

し

て
、
漫

画

の

モ
テ

ィ
ー

フ
を
国

民
性

と
結

び

つ
け

、

日
本

人

は
好

戦

的

で
色

情

狂

と

極

め

つ
け

た
り

、
社

会
学

者

で
実

際
漫

画

で
統

計

を

と

り
、

「
日

本

人

は
総

人

口

に
対

し

て
サ

ド

・
マ
ゾ

キ
ズ

ム

と
ホ

モ
セ
ク

シ

ャ
リ

テ

ィ
が

多

い

。

」

と

教

え

て
く

れ

た
人

も

あ

り

ま

す

。

日
本

人

は
性

的

に
抑

圧

さ
れ

た

民

族

で
あ

っ

て

、

そ

の
抑

圧

が

こ
う

い

う
奇

態

な

形

で
暴

れ
出

す

の
だ

と

見

る
向

き

も
あ

り

ま

す

。

つ
ま

り

、
絵

と

し

て
表

現

し

、
絵

と

し

て
読

む

こ
と

が

日
本
人

に

一
番

自

然

な
形

だ

か
ら
と

は
誰

も

一
ユ

『



言

っ
て
く

れ

ま

せ

ん
。
統

計

に

し

て
も
精

神

分

析

に
し

て
も

、
現

象

か
ら
意

味

を
抽

出

す

る
方

法

で
す

ね

。

そ

う

い
う
見
方

で
漫

画

に
臨

ん

で
も

、
漫
画

の
面

白

さ

は
余

り
分

か

ら
な

い
の

で

は

な

い
か

と

思

い
ま

す
。

例

え
ば

『
リ

ト

ロ
ポ

リ

ス
』

と

い
う

シ
リ

ー

ズ

が
あ

り
ま

し

て

、
何

と

い
う
漫

画
家

か
忘

れ

ま

し

た

け
れ

ど

も

、
タ

イ
ト

ル
は

「
リ

ト

ロ
」
、

つ
ま

り

「
逆

転

」
、

「
後

退

」
、

「
反
復

」

な

ど

の
意

を

「
メ
ト

ロ
ポ

リ

ス
」

に
掛

け
た

洒

落

で
す

が

、
過

剰
発

達

か

ら
原
始

へ
逆

転

す

る

過

程

を
描

く
上

に

、
東

亰

と

い
う
メ

ト

ロ
ポ

リ

ス
を

リ
ト

ロ
ス

ペ
ク

テ

ィ
ヴ

に
、

つ
ま
り
未

来

か

ら
振

り

返

っ
て
見

よ
う

、
東

京

と

は

ど

ん

な

も

の
か
未

だ
見

な

い
裏

を
想

像

し

て
そ

こ
か
ら

解
釈

し

よ

う

、

と

い
う

こ
と

で

も
あ

る
と

思

い
ま
す

。

そ
れ

が
デ

ザ

イ

ン
に

も
生

か
さ
れ

て
江

戸

の
戯

作

的

な

酒
落

に
満

ち

て

い
ま
す

。

こ
れ

は

ち

ょ

つ
と
申

し
上

げ

な

い
と

分

か

ら
な

い
と

思

う

の

で
す

が

、
趣

向

と

し

ま

し

て

は
、
技

術

が
発

達

し

た

日
本

の
都

会

で

、
セ

ッ
ク

ス

の
行

為

な
く

し

て
子
供

が
作

れ

る
よ

う
な

世

界

、

ハ

ッ
ク

ス
リ

ー

の

『
ブ

レ
イ
ブ

・
ニ

ュ
ー

・
ワ
ー

ル
ド

』

み
た

い
な
世

界

が
出

現

し

て

い
る

と

い

う
設

定

な

の

で
す

。

機

械

が

子

宮

の
働

き
を

し

、

精

子

と
卵

子

が

そ

こ

で

一
緒

に

な

っ
て
、

子
供

が

機

械

か
ら

ポ

ン
と
出

て
く

る
と

い
う
形

に
し

た

わ
け

で
す

。

つ
ま

り
妊

娠

の

苦

し

み
を
味

わ
な

い
で
子
供

が
出

来

る

。

そ

う
し

て
出

て
き

た
子

供

た

ち
が
十

八
才

か
二
十

才

一2一



に
な

っ
た
時

点

を
問

題

に

し

て

る
ん

で
す

け
れ

ど

も

、
そ

の
子

供

た
ち

に

ま
ず

い
と

こ
ろ
が
出

て
来

る
。

つ
ま

り
機

械

が
完

全

で
な

か

っ
た
た

め

に

、
生

ま
れ

て
き
た

人

た
ち

が
成
人

し

て
も

性

行

為

が
出

来

な

い

の

で
す

。

あ

る
意

味

で
は

、

セ

ッ
ク

ス
は
機

械

で
や
れ

ば

い

い
ん
だ

か
ら

問

題

で
は

な

い
わ

け

で
す
が

、
人

間
性

と
し

て
問

題

に
な

っ
て
く

る

ん

で
す

ね
。

そ

れ

で
発

明

者

だ

っ
た

か

、
製

造

販
売

し

た
人

だ

っ
た

か

の
責
任

者

が
自
殺

す

る
わ

け

で
す
。

こ
れ
が
大

変

古

め

か

し

い
、

日
本

的

な
と

こ
ろ

で
す

け
れ

ど

も

、
ビ

ル
の

て

っ
ぺ
ん

の
自
分

の
ア

パ
ー

ト

の

窓

か

ら
飛

び
下

り

る
ん

で
す

ね
。

そ
れ
を

何

コ

マ
に
も

し

て
描

い
て
あ

る

の

で
す

。
落

ち

て

い
く

形

が

、
猫

が
落

ち

る
時

み
た

い
に

、
体

を

曲

げ

て
描

い
て
あ

る

わ

け

で
す

ね

。

ど

こ

の
窓

も
閉

ま

っ
て

い
て
、
真

っ
黒

い
小

さ

い
窓

が
背

景

な

ん

で
す
ね

。

そ

し

て
右

側

の

ペ
ー
ジ

は
ず

ー

っ
と
そ

の
全
体

像

を
捉

え
て

い

る
わ

け

で
す

が

、

そ
れ

に

よ

っ
て
建

物

が

い
か

に
高

く

て
、
窓

が

い
か

に
た

く
さ

ん

あ

っ
て
、

落

ち

て
行

く

人

間

が

ま

る

で
虫

ケ

ラ

の

よ

う
に
小

さ

い
か
を
表

わ

し

て

い
る

の
で
す
ね

。
真

四

角

の
冷

た

い

コ

ン
ク

リ

ー
ト

の
建
物

と
閉

ま

っ
た
全

く
無

関
心

な
窓

の
機

械
的

な
行

列

を
背

景

に

し

て

、

可

死

的

な

人

間

が

、
曲

が

り

な
が

ら
柔

ら

か
な

形

で

、
小

さ
く

な

っ
て
行

く

と

い

う

、

そ

の
動

き

を

捉

え

て

い
る
わ

け

で
す

ね

。

こ
れ

は
も

う

、

映

画

で

は

で
き

な

い
こ

と
を

や

っ
て

い
る
わ

け

で
す

。
映

画

は

ス
ク

リ
ー

ン
か

ら
外

に
出

ら

れ
な

い

の
に
、
漫

画

は

フ
レ
ー

一3一



ム

か
ら
出

る

こ
と
も

出
来

ま
す

し

、
音

の
効

果

も
字

に

で
る
よ

う

に
な

っ
て

い
る
。

そ

う
か

と

思

う
と

、
平

面

に
黒

一
色

で
描

か

な

け

れ
ば

な

ら

な

い
と

い
う
実

に
限

ら

れ
た
条

件

を

フ

ル
に

使

っ
て
、
唯

の

一
本

線

で
高

層

ビ

ル
と
大

空

を

描

き
分

け

る
、
映

画

に
も
小
説

に
も

不
可
能

に

近

い
芸

当

を

や

っ
て

の
け

る
。

ス
タ

イ

ル
自

体

の
素

晴

ら
し

さ

、

デ
ザ

イ

ン
自

体

の
面
白

さ

、

と

い
う

よ

う
な

も

の
が
意

味

的

な
価

値

を
無

効

に
す

る

の
が

漫

画

で
、
読

者

は

そ

う

い
う
面

を

読

む

よ

う

に
漫

画

作

品

に

よ

っ
て
訓

練

さ
れ

て

い
る
わ

け

で
す

。

視
聴

覚

時

代

の
今

、
流

行

作

家

に
な

り
た

け

れ

ば
漫

画

に
学

べ

、
と

い
う

の
は
人

気

絶

頂

の

筒

井
康

隆

氏

の
言

で
す

が
、

確

か

に

田
中

康

夫

氏

以
後

の
流
行

作

家

に
は
漫

画
的
傾

向

が
強

い

よ

う
で
す

。
字

で
書

い
た
も

の
、
殊

に
活

字

化

し

て
立
派

な
本

に
綴

じ

て
あ

っ
た

り
す

る
と

、

読

者

は

そ

の
内

容

を
信

用

す

る

こ
と
を

迫

ら

れ

る
。

こ
れ
が
絵

だ

と
、

見

る
方

の
見
方

で
見
れ

ば

良

い
、

つ
ま

り
作
者

と
読

者

が
対

等

で
、

読

者

が

そ

の
作

品

の
意

味
生

成

、
と

い
う
か
生

成

の
可
能

性

に
参

加

し

て

い
る
わ

け

で
す

。

何

を

言

い
た

い
の
か

あ
や

ふ
や
な
作

者

と
協

力

し

て

読

者

が

一
緒

に
考

え

て
上

げ

よ

う

と

い
う
格

好

に

な
り

ま
す

。

そ

う

い
う
面

で
、
言

葉

を
使

っ

て
書

か

れ

た
小

説

も

漫
画

的

と

い
え
ま

す

。

実

は

、

日
本

文

学
全

体

に
亙

っ
て

、
作

者

が

そ

の
思
考

を
読

者

に
伝

え

る
形

に

な

っ
て

い
る

も

の
は
少

な

く

て

、
作
者

の
目

で
見

た
限

り

の
細
部

を
描

い
て
み

せ

て
そ

の
判

断

は
読

者

に
任

一4一



せ

る
形

の
も

の

の
方

が

圧
倒

的

に
多

い

の
で
す

。

字

に
書

い
た

と

い
う

よ
り

、
絵

に
描

い
た

も

の
の
性
質

を
持

っ
た
文

学

と
言

え
ま

す

。
明

治

の
小
説

は

、
そ

れ

を
旧

式

と
考

え

て
日
本

的

な

絵

画

癖

か

ら
脱

却

し

よ
う

と
骨

折

っ
て

い
ま

す

。
西

欧
文

化

は

、

「
ロ
ゴ

ス
」

と

い
う
表

現

を

使

っ
て

「
言

語

」

と

い
う

も

の
を

「
論

理

」

と

一
緒

く

た

に
考

え

て

い
ま
す

。

つ
ま

り
言
葉

は

意

味

と
密

着

し

て

い
て
絵

と
は
相

反
す

る
も

の
な

の

で
す

。
そ

ん
な

馬
鹿

な

こ
と
が
あ

る
も

ん

か

、
と
江

戸

っ
子

な

ら
抗

議

し

た
所

で

し

ょ

う
が

、
明
治

の
啓

蒙

文

化

は

そ
う

い
う

ロ
ゴ

ス

へ

の
憧

れ

を
基

礎

に

し

て

い
ま
す

。
啓

蒙

の
影

響

は
大

変
強

い

の
で

し

て
、
今

で
も

日
本

人

は

ド

ス
ト

ユ
フ
ス

キ

ー

に
頭

が
上

が

ら

な

い
よ

う
な

感

じ

で
す

が
、

現
在

私
達

を

取
り

囲

む
漫

画
や

漫

画

的
文

化

の
流

行

は

ロ
ゴ

ス

へ
の
反

逆

と

言

え
ま
す

。
江

戸
時

代

の
携

嬲

の

よ
う

に
、

ち

ゃ

ん
と
建

っ
て

い
る
意
味

な

ど
は
寄

っ
て

た
か

っ
て
片

端

か
ら
敲

き
潰

す

わ
け

で
す

。

し
か

し

、
絵

画

癖

又

は
絵

画
中

心

主

義

に

は

、

ロ
ゴ

ス
を

や

っ
つ
け

る
と

い
う
威

勢

の
良

さ

だ

け

で
は

な

く

、

ロ
ゴ

ス
か

ら
逃

避

す

る
と

い
う
卑

怯
な

面

も
あ

り

ま
す

。
江

戸
時

代

の
場

合

は
意

味

を

伝

え
る

と

い
う

こ
と

が
危

険

な
時

代

で

し
た

。
社
会

に

つ
い
て
発
言

す

れ
ば

、
例

え

ば
大

名

家

の
実
情

に
触

れ

る

、
遊

里

の
性

生

活

を
描

く

と

い
う

よ
う

な
違
法

行
為

に
な

る

。
基

本
的

に
は
何

を
言

っ
て
も

お
上

を

批

判

す

る

こ
と

に
な

ら
ざ

る
を

得

な

い
。
護
鑞

、
島
流

し
、

う

っ
か
り

す

る

と
死

刑

で
す

。
従

っ
て
も

の
言

わ

ず

し

て
言

っ
た

が
如

き

ス
タ

イ

ル

に
専

心

す
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る

こ
と

に

な

り

ま

す

。

絵

で
見

せ

た

り
音

で
聞

か

せ

る

だ

け

で
は

解

釈

が

固

定

し

に

く

い

の

で

、
歌
舞

伎

、
浮

世

絵

、
見

せ
物

な

ど

と

、
大

変

発
達

し
た
視

聴

覚
時

代

に
な

る

の
は
当

然

と

言

え
ま

す

。

ナ

チ
時

代

の
ド

イ

ツ
に
ト

リ

ッ
ク
撮

影

を

フ
ル
に
生

か
し

た
豪
華

に
し

て
荒
唐

無

稽

な
映

画

な

ど

が
巾

を
利

か

せ

た

の
も

同

様

の
事

情

に
よ
り

ま
す

。
江
戸

の
場

合

は
殊

に

、
絵

入

り

で
な

い
文

学
作

品

の
場
合

で

も

、
言

い
た

い

こ
と
は
お

互

い
に
分

か

っ
て
い
る

と

い
う
同

ヘ

へ

朋
意

識

が
あ

り

ま

す

か

ら
、

作
者

と
読

者

が

ぐ

る
に
な

っ
て
、

も

の
を

言

っ
て

い
る
よ

う
な
言

っ
て

い
な

い
よ

う
な

コ
ミ

ュ

ニ
ケ

ー

シ

ョ
ン
を

作

品

の
中

で
行

な

う

の

で
す

。

そ

う

い
う
馴

れ

合

い

の
場

が
江

戸

で
あ

り

、

「
江
戸

は
良

い

と

こ
」

と
鳴

り
物

入

り

の
宣
伝

を

し

て
も

、
実
体

と

し

て
の
江

戸

を
伝

え
る

よ

う
な

、

つ
ま

り
外

向

き

の

コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー

シ

ョ

ン
に
な

っ
て

い
な

い
の
が
江

戸

文

化

と
言

え
ま
す

。
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「
お

江
戸
」

の
「
エ
ド
イ
ズ

ム
」

「
も

の
を

言

っ
て

い
る
よ

う
な

、
言

っ
て

い
な

い

よ
う
な

」

と

い
う
変

な
表

現

を
使

い
ま

し

た

が

、

こ
れ

は

「
イ

エ
ス
」

と

「
ノ
ー

」
を

同

時

に
発
信

す

る

と

い
う

こ
と

で
す

。
十

八
世

紀

半

端

以

後

、

つ
ま

り

江

戸

時

代

の
後

期

に
な

る

と

、

こ

の
傾

向

が

顕

著

に
な

り

ま

す

。

つ
ま

り

、
江

戸

時

代

の
文
化

の
中

心

が
上

方

か
ら

江

戸

へ
移

っ
た
時

点

が

問

題

に
な
り

ま

す
。
前

期



お
も

て
う
ら

の
近

松

や
西

鶴

に

も

「
虚

実

」

や

「
表

裏

」
の
概

念

は
あ

り
ま

す

が

、
人
情

や
世

相

の
裏

に
潜

む
真

実

を

見

せ

よ

う

と

い
う
創

作
態

度

で
あ

り

、
せ

り
ふ

や
説

明
文

に
表

現

さ
れ

な

い
沈
黙

の

部

分

に
観

客

や
読

者

が
共

鳴

で
き

る

、

つ
ま

り

言
葉

の
裏

に
何

か
あ

る
と
思

わ
せ

る
種

類

の
文

学

で
す

。
江

戸

後

期

に

な

り
ま

す

と

、
平

賀

源

内

以
下

の
戯
作

者

に
見

ら
れ

る
通

り
、

「
表

」

と

「
裏

」
を

同

価

値

の
も

の
と

し

て
並

べ

て
見

せ

て

し
ま

う
、

た
と

え

「
裏

」
を
見

て
も

そ

の

又

「
裏

」

が

あ

っ
た

り

し

て

、

「
本

音

」

に
行

き
着

か

な

い
、

と

い

う
格

好

に

な

っ
て

い
ま

す

。も

の

の
両

面

性

を
見

せ

る
、

つ
ま

り

言
葉

を

両
義
的

に
使

う
、

と

い
う

の
は
遊

び

の
精

神

の

表

わ

れ

で
す

か
ら

普

遍
的

な

も

の
で
す

が

、

こ
れ
が

一
番
巾

を

利

か

せ

る

の
は
ブ

ル
ジ

ョ
ア
文

化

で
す
。

フ

ロ
イ
ト

に

よ

る
と

、
人

間

の
無

意

識

の
中

で
は
、

反

対

の
も

の
も

同
種

の
も

の
も

関
係

あ

る
も

の

の

一
対

と

し

て
並

ん

で

い
て

、

こ
れ

が
屡

々
意

識

の
中

に
ま

で
浮

き
上
が

っ
て

来

る

の
だ

そ

う

で
す

。

「
イ

エ
ス

」
と

「
ノ

ー

」
は
並

ん

で

い
る
か

ら
交
換

可
能

で
、
プ

レ
ゼ

ン
ト
な

ど

を

「
受

け
取

る
」

と

「
上

げ

る

」

と

が
精
神

病
患

者

の
頭

の
中

で
混
交

す

る
わ

け

で

す

。

意

識

の

世

界

は

「
超

自

我

」

(
ス
ー

パ

ー

・
エ
ゴ

)
が

コ

ン
ト

ロ
ー

ル

し

て

い
ま
す

か

ら

、
私

達

は
意

識

の
面

で
は
行

儀

良

く
暮

し

て

い
る

わ
け

で
す

が

、
無

意
識

と

い
う
性

欲

の
領

分

に
属

す

る

も

の
が
意

識

の
領

分

へ
押

し
出

さ
れ

て
来

る
と
、

理

屈

に
合

わ
な

い
行
動

に
出

る
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こ
と

に
な

り

ま

す

。

エ

ロ
ス
が
前

面

に
出

て
来

て

ロ
ゴ

ス
を
毀

す

わ

け

で
す
。

こ
う

い
う
現

象

は
西
洋

の
ブ

ル
ジ

ョ
ァ
文

化

に

も
見

ら

れ

る

の

で
す
が

、
ど

う
も

ロ
ゴ

ス
信
奉

が
根

強

い
た
め

に
、

わ

が
江

戸

文

化

の
よ

う
な

言
葉

の
無

礼
講

に

は
追

い

つ
き

ま

せ
ん

。

「
お
江

戸

」

と
か

「
江

戸

っ
子

」

と

い
う

表

現

を

エ
ロ
ス

の
表

出

と

し

て
考

え

て
み
ま

し

ょ

う
。

「
お
江

戸

」
や

「
大

江

戸

」

の
よ

う

に
敬

意

を
表

す
接

頭
語

の
付

い
た
都

市
名

は
他

に
な

い
の

で
す
が

、

こ
れ

は
江

戸

が

外

か

ら
尊

敬

さ

れ

て

い
る

か
ら

で

は
な

く

、
江
戸

の
住

人

が
広

　

へ

告

の

コ
ピ

ー

よ

ろ

し
く
作

り
上

げ

た

も

の

で
す

ね

。

「
京

へ
上

る

」

に
見

ら
れ

る
よ

う
な

、
由

緒

あ

る
実

体

が

な

い
の

で
す

。

「
将

軍

の

お
膝

元

」

と

い
う
表

現

も
あ

り

ま
す

が
、
江

戸

の
良

さ

を

羅
列

し

た

名

所

名

物

を

見

ま
す

と

、
将

軍

の
威

光

は
江

戸

の
価

値

、

つ
ま

り

「
お

」

や

「
大

」

の
付

く

資
格

と

は
実

は
関

係

が

な

い

の
で
す

。
要

す

る

に
、
磨

き
上

げ

ら
れ

た
上

方
文

化

を
相

手

に

、

駆

け
出

し

の
江

戸

が

自
分

で

「
お
」

を
付

け

て
空

威
張

り

し

て

い
る
中

に

、
若

さ

の
勢

い

で
自

分

の
方

が
実
際

に
優
勢

に

な

っ
た

、
そ
れ

に
調

子

付

い
て
増

々

「
大

江
戸

」
を

振

り

回
す

よ

う

に
な

っ
た
、

と

い
う

こ

と

で
し

ょ
う
。

こ
う

い
う
田

舎

の
ガ

キ
大
将

的

な
面

が

江

戸

を
面

白

く

し

て

い
ま
す

。

「
お
江

戸

」

に
近

い
、

パ
リ

を

「
輝

け

る
都

」

(
ヴ

ィ
ー

ユ

・
ル

、、、
エ
ー

ル
)
と

か

、

ロ

ン

ド

ン
を

「
王
様

の
都

」

(
ロ
イ

ヤ

ル

・
シ
テ

ィ
i

)
な
ど

と
呼

ぶ
表

現

が

あ
り

ま
す

。
王

や
女

一g一



王

の
居

住

地

で
あ

る

こ
と
を

誇

る

わ

け

で
す

が

、

「
お
膝

元

」

と

い
う
表

現

と
は
実

質

的

に
違

い
ま

す

。

パ

リ

や

ロ

ン
ド

ン
を

輝

か

し

て

い

る

の
は

主

と

し

て
建

築

と
社

交

生

活

の

フ

ァ

ッ

シ

ョ

ン
で
す

が

、

そ

の
中

心

は

王
族

貴

族

で
、
庶

民

は

こ
れ

に
憧

れ

て
真

似

る
わ

け

で
す

。
パ

リ

で
は

一
般

人

が

宮

廷
を

見

学

で
き

る

よ

う

に
な

っ
て

い
て
、
王

様

の
食

事

な
ど

は
貴

族

や
町

人

の
居

並

ぶ

前

で
行

な

わ
れ

る
見

せ
物

な

の

で
す

。
王
様

に
な

る
と

、

一
羽

の
鴨

で

も

一
口
ぐ

ら

い

し

か
手

が

付

き

ま

せ

ん

か
ら

こ
れ

を

一
般

市

民

に
安

く

売

る

の

で
す

。
贅

沢

と

フ

ァ

ッ

シ

ョ
ン
の
極

地

が

お

金

さ

え
あ

れ

ば
手

の
届

き

そ

う
な
所

に
あ

る
わ

け

で

、
江

戸

の
吉

原

の
役

割

を
宮

廷

が

、
遊

女

の
役

割

を

王
侯

貴

族

が

や

っ
て

い
る
と
考

え

た
ら
良

い
と
思

い
ま
す

。
江

戸

で
は
将

軍

の
城

と

一
般
市

民

の
関

係

が

薄

い

の
で
す

か
ら

、

「
金

の
鯱

」

も

「
お
膝

元

」

も

江

戸

っ
子

の
空

威

張

り

に
聞

こ
え

ま
す

。

そ

れ

で

は

、

パ
リ

や

ロ
ン
ド

ン

の
文

士

な

ど

は
自

分

の
都
市

を
自

慢

し

た
か
と

い
う
と

、
全

く

逆

で

し

て

、
悪

口

た

ら
た

ら

な

の
で
す

。

サ

ミ

ュ
エ
ル

・
ジ

ョ

ン
ソ

ン
の

「
ロ
ン
ド

ン
に
厭

き
た

ら
人

生

に
厭

き

た

に
等

し

い
」

と

い

う
言

葉

が
頻
繁

に
引
用

さ
れ

ま
す

が
、

こ
れ

は
何

か

ら
何

ま

で
揃

っ
て

い

る

ロ

ン
ド

を

い
う
も

の

で
、

ジ

ョ
ン
ソ

ン
は

む

し
ろ

ロ
ン
ド

ン

の
道
徳

的

暗

黒

面
を

見

て

い
る
風
刺

家

で
す

。
ポ

ー

ブ

、

ス
ゥ

ィ
フ
ト
な

ど

の

一
連

が
描

く

ロ

ン
ド

ン
は

汚

く

て
臭

く

て
馬

鹿

や

悪
者

の
満

ち

た
都

会

で
す

。

し
か

も

「
モ

ヅ
ク

・
ヒ

ロ
イ

ッ
ク

」

(
騰
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英
雄

詩

)

と

い
う
詩

型

を

使

い
ま
す

か

ら

、

否
定

的

な

イ
メ

ー
ジ

が
英

雄
詩

的

な
壮

大

さ
を

持

つ
の
で
、

丁
度

江

戸

の
戯
作

者

の
江

戸
礼

讃

の
逆

を
行

く

こ
と

に
な

り
ま

す
。

こ
う

い
う
風
刺

家

達

が

、

江

戸

名

所

と

は
逆

に

「
ロ

ン
ド

ン
逆

名
所

」

み
た

い
な

も

の
を
造

り
上

げ

て

い
ま

す
。

一
番

悪

名

高

い
の
は

「
ロ
ン
ド

ン

・
フ
リ

ー
ト

・
デ

ィ

ッ
チ

」

、

つ
ま
り

下
水

道

で
、
犬

の
死
体

な

ど

を
海

に
流

し
出

す

下
水

道

口
を

、

ポ

ー
プ

が
詩

の
中

で

「
大
海

」

の
代

わ

り
に
使

い
ま

す

。

ス

ウ

ィ
フ
ト

は

「
臭

い
水

か

ら
お

生

ま

れ

の
愛

の
女
神

」
な

ど

と
、

ロ
ン
ド

ン
美
人

を
海

か

ら
生

ま
れ

た

ヴ

ィ
ー
ナ

ス
に
譬

え

る
所

ま

で

は

い

い
の

で
す

が

、

ロ
ン
ド

ン
は
下
水

道

ま

る

に
代
表

さ
れ

、

ロ
ン
ド

ン
美

人

は
彼

女

の
化

粧

室

の
汚

い
お
虎

子

か
ら
生

ま

れ

た
も

の
と
連

想

さ
れ

る
わ

け

で
す

。
清

長

も
歌

麿

も

こ

ん
な

悪
戯

は

し
ま
せ

ん

ね
。

都

市

文

化

と

し

て
江
戸

に

し

て

も
パ

リ

に

し

て
も

ロ

ン
ド

ン
に

し

て
も
随
分

似

た
所

が

あ
り

ま

す

し
、

戯

作
者

た

ち
は

東
西

似

た
よ

う
な

ジ

ャ

ン
ル
や

ス
タ

イ

ル
を
発

明

し

て

い
る
わ

け

で

す

が
、

都

市

の
イ

メ

ー
ジ

と

い
う
点

に

な

る

と
大

分

違

う

の
で
す

。

一
つ
に

は
江
戸

と

い
う
都

市

が
新

し

か

っ
た

か

ら

で
す

ね

。
都

と

言

え

ば
京

都

の
こ
と

だ

っ
た

し

、
大
阪

だ

っ
て
栄

え
た

商
業

都
市

だ

っ
た

し

、
自
分

た
ち

は
大

体

田
舎

か
ら

集
ま

っ
て
き

て

い
る
連

中

だ

か
ら

、
侍

も

労

働

者

も

含

め

て

、
腹

い
せ

に

「
江

戸

は
良

い
と

こ
だ

」

、

と
威

張

っ
た

よ

う

な

と

こ
ろ

が

あ

っ
た

と
思

い
ま

す
。
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ロ
ン
ド

ン

の
場

合

は

歴
史

が
古

い
わ

け

で
し

ょ
う
。
大

袈

裟

に
言

え
ば
、

ロ
ー

マ
の
遠

征

の

時

か

ら
あ

っ
た
わ

け

で
し

て
、
特

に

ヘ
ン
リ

ー

八
世

の
時

か

ら
大

分
都

会

と

し

て
高

級

に
な

っ

て

い
る

わ

け

で
す

ね

。

つ
ま

り
中

流

階

級

の
台

頭

と

同
時

に
起

こ

っ
た

わ

け

で

は

な

い

の
で

す

。

「
俺

が

住

ん

で
る
と

こ
ろ
は

い

い
所

な

ん
だ

」

と
か

、

「
俺

は
性
格

が
売

り
物

な

ん
だ

」

な

ん

て

い
う

こ
と
を

言

う

の
は

、

こ
れ

は
や

っ
ぱ

り
中
流

階
級

の
言

う

こ
と
で
、

お
公

家

さ

ん

や
な

ん

か

の
言

う

こ
と

じ

ゃ
な

い
わ

け

で
す

。

大
体

、
伝

統

が
出

来

て

い
る
都
市

で
は

あ

ん
ま

り

そ

う

い
う

自

覚

と

い
う

か

、

自

慢

し

よ

う

と

い
う

傾
向

は
出

て

こ
な

い
よ

う

で

す

。
今

の

ニ

ュ
ー

ヨ

ー

ク

は
倒

産

し

て
重

病

に
悩

む

老

人

み
た

い
な
格

好

で
す

が

、
大

変

羽

振

り

の
良

か

っ
た

一
九

六

〇
年

代

に

は

ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク

っ
子

は

田
舎
者

を
相

手

に
す

る
度

に

ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク
を

貶

し

た

も

の

で
す

。
随

一
の
都

会

と

い
う
自
信

が

あ

る
か

ら

こ
そ

、
サ

ン
フ
ラ

ン
シ
ス

コ

よ
り

も
此

方

の
方

が

良

い
と

い
う
必

要

も
な

く

、

む
し

ろ
自
分

で
悪

口
を

吐
く
余

裕

を

見

せ
る

と

い
う
、

手

の
混

ん

だ
自
慢

を
や

る
わ

け

で
す

。
パ

リ

っ
子
や

ロ
ン
ド

ン
子

の
悪

口

に

も
同
様

の
面
が

あ

り

ま

す

。

も

う

一
つ
に

は

、
政

治

批

判

に
対

す

る
政

府

の
手

口
が

違

う
と

い

う

こ
と
が

考

え
ら

れ

ま

す
。
東

西

共

に
諷

刺
家

は
罰

せ

ら

れ

ま
す

が

、
徳

川

方
式

の
方

が
ず

っ
と
巧
妙

で
し

て
、
似

た

よ
う

な

こ
と

を

言

っ
て
も

罰

せ

ら

れ
た

り

見
逃

さ
れ

た
り

で
、
何

処

ま

で
が
安
全

か
と

い
う
線
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が
見
極

め

ら
れ

な

い

わ

け

で
す

。
又

、
罰

せ

ら

れ

て
も

、
お
触

れ
書

き

に
は
政
府

批
判

を
ぼ

か

し

て
あ

り

ま
す

か
ら

、
、
無

関

係

な
罪

状

で
罰

せ

ら

れ

る

こ
と

に
な

り

ま
す

。

こ
う

い
う
沈

黙

の

法

律

が

一
番

厳

し

い
と
言

え
ま

す

。
例

え
ば

京

伝

は
遊

里
を
描

い
た
と

い
う

こ
と

で
手
鎖

の
刑

に
服

す

る

と

、
別

の
所

で
改

革

政
策

を
茶

化

し

た

か

ら
だ
と
納

得

し

て
、
政
治

に
触

れ

る

こ
と

は
止
め

て
し
ま
う
・
種
彦
は

麟

糶
野

騰

魔
』

の
板
木
が
没
収

さ
れ
る
と
、
大
奥

を
諷
蔚

し

た

こ
と
が

や

は

り

ま
ず

か

っ
た
と

理
解

し

て

、
自

殺

し
た

か
ど

う

か
は

と

も
か
く

、

す
ぐ

に
死

に
至

る

、
と

い

う
風

に
、
気

の
利

い
た
読

み

を
要

求

す

る
法

律

で
す

。

人
気

絶

頂

の
作

者

を
苛

め

て
も

の
書

き
全

般

の
見

せ

し
め

に
し

て

い
る
わ
け

で
す

が

、
や

は

り
才
能

の
あ

る
者

が
上

手

な
批

判

を

書

く

の

で
す

か
ら

、
彼

ら

の
創
作

力

を
萎
縮

さ
せ

る
と

い

う
効

果

も

あ

り

、
巧

み
な
手

口
と
言

う

べ
き

で
す

。

こ
れ
に
反

し

て

ロ

ン
ド

ン
の
場

合

は
、
小

物

を
罰

し

て
大

物

の
見

せ

し
め

に

す

る
傾

向

が

あ

り
ま

す
。
ポ

ー
プ

が
言

い
た

い
放

題

の
悪

舌

を
弄

し

て
政

府

、

王
族

、
上

流

社
会

を

や

っ

つ
け

て

い
る
間

に
、

チ

ン
ピ

ラ

の
諷
刺

家

が
死

刑

に
な

っ
て

い
ま

す

。
実

は
大

物

を

う

っ
か

り
苛

め

ら

れ
な

い
事

情

も
あ

り

ま
す
。

例

え
ば
ポ

ー

プ

が

ウ

ォ
ー

ル
ポ

ー

ル
首

相

を
思

わ

せ

る
人

物

を

登
場

さ
せ
、

こ
れ

の
容
姿

か

ら
行
為

、

頭
脳

の
程
度

ま

で
散

々
馬
鹿

に
し

ま

す
。

こ
れ

を

罰

し
た

の
で
は

、
軽
蔑

す

べ
き
低
能

の
親

玉

が
自

分

で
あ

る

こ
と
を

白

状

し
、

こ

の
人

物

の
政

治
的

道
徳

的

犯
罪

を

自
分

の
物

で
あ

る
と
認

め

る
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こ

と

に
な

り

ま

す

。
従

っ
て
、

ロ

ン
ド

ン
を

悪

し
ざ

ま

に
言

っ
て
、

そ

れ

が

為
政

者
批

判

に

繋

っ
て
も

、

巧

く

や

れ
ば

安
全

度

は

高

い

の
で

す
が

、
江

戸

の
場

合

は

、
何
を
言

っ
て
ど

う
尻

尾

を
捉

ま

れ

る
か

分

か

ら
な

い

の
で
、

何

で
も

か

ん

で
も
褒

め

て
お

く

に
越

し
た

こ
と

は
な

い

わ

け

で
す

。

ふ

ざ

け

も

う

一
つ
は

、
西

洋

の
文
士

に
見

ら

れ

る

啓
蒙

的

姿
勢

が
考

え
ら

れ

ま
す
。

い
く

ら

巫
山

戯

て
も

、
世

の
民

に
も

の
を

教

え
る

、
国

全
体

を
改

良

す

る
、

と

い
う
姿

勢

を
捨

て
そ
う

で
い

て

捨

て
な

い
の

で
す

。

「
タ
ウ

ン

・
ア

ン
ド

・
カ

ン
ト
リ

ー
」

(
都

会

と

田
舎

)
と

い
う
対

立

は

そ

う

い
う
所

か

ら

来

て

い
ま

す

が

、

美

学

的

に

も
道

徳
的

に

も

田

舎

の

ほ
う

が

簡

素

で
清

ら

か
、
自

然

に
近

く

て
健

康

的

、

と

い

う
よ

う

な

こ
と
が
説

か

れ

て

い
ま
す

。
無

論
東

洋

で
は

こ

ん
な

こ
と

は

今

更

論

じ

る
必

要

の
な

い
当

り

前

の
知

識

で
す

が
、

面
白

い

こ
と
に
江

戸

の
戲

作

も
歌
舞

伎

も
浮

世

絵

も

田
舎

礼
賛

を

し

ま

せ

ん

し

、
大
自

然

は
茶

屋

の
築

山

や
縁
先

の
蛍

よ
り

遠

く

へ
は

目

が

届

か

な

い

よ
う

で
す

。

要

す

る

に
東

洋
的

伝
統

を

無
視

し

て
申

し
合

わ

せ

た

よ

う

に
江

戸

を

人

工

的

、
都

会

的

に
作

り

上

げ

て

い
る

の
が
江
戸

文

化

で
す

。
又

、

ロ
ン
ド

ン
で

力

あ

る
人

は

皆

地

方

に
土

地

財
産

が
あ

っ
て
、

ロ

ン
ド

ン
は
社

交

の
場

、
政
治

的
商

業
的

交

渉

の
場

で
あ

っ
た

の

で
、

ロ
ン
ド

ン
の
方

を

「
俺

の
本

拠

だ
」

と

は
考

え
な

い
の

で
す
。

江
戸

は

地

方

か
ら

一
旗

挙

げ

に
来

て

い
る

、

つ
ま

り

住

み
着

く

べ
き
所

で
あ

り

、
た

と

え
参

勤

交
代

で
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来

て

い
る
侍

で

も
江

戸

を
本

拠

と
考

え

た
く

な

る
よ

う
な
魅

力

が
江

戸

に

は
あ

る
よ

う

で
す

。

政

治

に

も
社

会

に

も
、

パ

リ

、

ロ

ン
ド

ン
並

の
問

題
を

抱

え
乍

ら

、
大

き

な
可
能
性

を
持

つ
新

興

都
市

の
強

み

で

、
江

戸
は

誰

に

で
も
同

化

を

求

め
同

朋
意

識

を
促

し
ま
す

。

そ

こ
か
ら

「
大

江

戸

」

だ

の

「
江

戸

っ
子

」
だ

の

の
イ

メ
ー

ジ

が
作

ら
れ

る
わ

け

で
す

。
先

に
褒

め

て
置

き

さ

え
す

れ
ば

安

全

と
申

し
上

げ

ま

し

た

が

、
江

戸

人

が
厭

々
な

が

ら

そ

う
し

た

の
で
は

な
く

、.
急

速

に
成

長

し

て
行

く

江
戸

の
中

に

居

て

、

そ

こ

に
属

す
る
自

分

を
喜

々
と

し

て
誇

示

し

て
も

い

る

の

で
す

。

十

八
世

紀

ロ
ン
ド

ン
の
意

味

江

戸

で

は
明

和

の
大
火

な

ど

で
町
中

が

ほ
と

ん
ど
燃

え

て

し
ま

っ
た
後

、
再
建

の
際

に

一
種

の
新

し

が

り

っ
て

い
う

か

、
新

し

い
ス

タ

イ

ル
と

い
う

の
が

い
ろ

い
ろ
出

て
く

る
、
言

葉

も
流

行

語

や

な

ん

か
が

ど
ん

ど

ん
増

え
た

り
な

ん

か
し

て
、
江
戸

ら

し

く
な

っ
て

い

っ
た

と
言

う

の

で

す

が

、

ロ

ン
ド

ン

で

も

一
六

六

六

年

に
有

名

な
大

火

が

あ

っ
て

、
八

割

が

た
燃

え

て

し

ま

い
、
そ

の
後

、
建

て
直

す

こ
と

に

な

っ
た

ん

で
す

が

、
や

っ
ぱ

り

ヘ
ン
リ
ー
八

世

の
時

と

は
大

分

違

っ
た

新

し

い
、

十

八

世

紀

的

な

ロ

ン
ド

ン
が

、
そ

こ
か

ら

出

来

上

が

っ
て
く

る
わ

け

で

す

。

た
だ

江

戸

と

違

う

と

こ

ろ
は

、

そ

う

い
う
建

て
直

し
か

ら

、

ロ
ン
ド

ン
は
建
築

と

い
う
も
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の
を
発

見

し

た

わ

け

で
す

。
建

築

家

が
個

人

と

し

て
名

前

が
出

て
、
有

名

に
な

っ
て
来

た

の
は

十

七
世

紀

の
時

代

、

バ

ロ

ッ
ク

の
時

代

で
す

が

、
イ

ニ
ゴ

i

・
ジ

ョ
ー

ン
ズ
な

ん

て

の
が
出

て

き

て
、

ネ

オ

・
ク

ラ

シ

シ
ズ

ム

だ

と

か

、

後

か

ら

バ

ロ

ッ
ク

と

か

ロ

コ

コ
と

か
呼

ば

れ

て

い

る
、
ご

て
ご

て
し

た

ス
タ

イ

ル
が

出

て
来

ま
す

が

、

こ
れ

も
元

は

と
言

え
ば

火
事

の
お
蔭

と
言

え

ま
す

。
建

築

家

が
巾

を
利

か
せ

る

と

い
う

こ
と

は

、

ロ

ン
ド

ン
と

い
う

都
市

が
建
築

に

よ

っ

て
代

表

さ

れ

た

り

、
建
築

を

通

し

て
鑑

賞

さ

れ

た

り
す

る
静
的

な
空

間

に
作

ら

れ

て

い
る

こ
と

に
な

り

ま
す

。

エ
リ

ザ

ベ

ス
朝
時

代

の
建

築

は

劇
場

な

ど

で
も
木

造

で
す
ね

。
大
火

後

は

石
や

レ

ン
ガ

で
造

る

よ

う
に

な

っ
て
、
不

動

の

ロ

ン
ド

ン
が
昔

か
ら

あ

っ
た

よ

う
な
雰

囲
気

に

な

り

ま
す

。
中

の
模

様

は
変

わ

っ
て
も
不

変

の
枠
組

み

が
あ

る
と

い
う
点

で
、
戲
作

的

で
あ

り
乍

ら

啓

蒙

の
精

神

を

真

面

目

に
守

る

と

い
う
芸

術

・
文

学

の
構

造
を

ロ
ン
ド

ン
と

い
う
都

市

の
ス
タ

イ

ル
が
表

明

し

て

い
ま
す

。

江
戸

は

と

言

い
ま

す

と
、

ち

ょ
い
ち

ょ

い
火

事

が

起
き

る
上

に
、

そ
れ

に
備

え

て
建
替

え
易

い
よ

う

に
簡

単

に
建

て

た
り

し

ま
す

か
ら

、

見

た
目

に
も

可
変

的

で
す
。

埋
立
地

を

作

っ
て
広

が

る

一
方

、
区

画

や
町

名

が
新

し
く

な

る
と

い
う
動
的

な

面
も

あ

り

ま
す

。
風
紀

上

の
理

由

で

吉
原

が
移

転

さ

れ

た

り
芝

居
小

屋

が
移

転

さ

れ

た
り

す

る
、
火

事

の
せ

い

で
吉
原

の
遊

女

た

ち

が

「
仮

宅

」

に

移

さ

れ

る
、

と

い
う

こ
と

が

あ

る
と

、
新

し

い
場
所

に

つ
い
て
の
情
報

を

宣
伝
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的

に
伝

え

る

必

要

が

生

じ

ま

す

。

流

行

も

変

わ

り
ま

す

か

ら

、

吉

原

よ

り

も
品

川

だ

、

深

川

だ
、

と

い

う

よ

う
な
宣

伝

が

出

て
来

ま
す

。

都

市
文

化

の
中

の
変

動

の

エ
ネ

ル
ギ

ー
を

石

の
建

築

の
よ

う
な

思

想

の
枠

で
が

っ
ち

り
固

め

て

い

る

ロ

ン
ド

ン
と

異
な

り

、
江

戸
は

際
限

な

く
自

己
宣

伝
す

る

よ

う

に
出
来

て

い
ま

す

。

そ
れ

で

は

、
意

味

と
し

て
捉

え
た

ロ

ン
ド

ン
は

ど

ん
な

も

の
か

、
諷

刺
画

で
ご
覧

下

さ

い
。

ロ

ン
ド

ン

の
大

火

に

つ
い
て

ジ

ョ
ン

・
ド

ラ

イ
デ

ン
と

い
う
諷

刺

の
親

玉

が
長
詩

を

書

い
て

い

.

ま
す

が

、

火
事

の
意

味

を

理
性

で
理

解

し

よ

う

と
す

る

の
で
す

。

火
事

を
機

に
英

国

と

い
う
も

の
に

つ
い

て
反
省

す

る
、

と

い
う
道

徳

的
傾

向

が

強

い
わ

け

で
す

。

諷
刺

家

が
悪
徳

を
制

裁

し

て
世
直

し

の
手

助

け

を
す

る
と

い
う
、

ド

ラ

イ

デ

ン
流

の
諷
刺

感

が

後

の
銅
版

画
家

、
ウ

ィ
リ

ア

ム

・
ホ
ガ

ー

ス
に

一
番

強

く
表

わ

れ

て

い
ま

す

。
資
料

一
は

、

『
ア

.
レ
イ
ク

ズ

・
プ

ロ
グ

レ

ス
』

(

「
当

世

道

楽
息

子

伝

」

と

で

も
言

い
ま

し

ょ
う

か
)

と
題

さ

れ
た
八

枚

の
シ
リ

ー

ズ

の
中

の

一
場

面

で
す

。

一
生

ケ

チ

に
暮

し

て
大

金

を
溜

め

た
父
親

が
死

ん

で
、
息

子

は

モ
ダ

ン

な

プ

レ
イ
ボ

ー

イ
と

化

し

、
財

産

は
使

い
果

た

し
、
投

獄

さ
れ

る
迄

に
落
ち

ぶ

れ

て
瘋

癩

病
院

に
投

げ

込

ま

れ

る
所

で
終

り

ま
す

。

こ

つ
こ

つ
貯

え
れ
ば
成

功

し

、
油

断

し

て
遊

べ
ば
瞬

く

間

に
乞

食

に
落

ち

る

と

い
う
、
西

鶴

流

の
方

程

式

が
あ

り

ま
す

が

、

ロ

ン
ド

ン
に
代
表

さ

れ

る
世

相

へ
の
批

判

が

強

烈

で
す

。

又

、
主

人

公

が
上

流

の
ダ

ン
デ

ィ
ー

を
真

似

て
色

男

に
な

ろ

う
と
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す

る
所

が
京

伝

の

『
江

戸
生

艶

気

構

焼

』

に
似

ア
丶

ア

ー

ル

・
マ
イ
ナ
ー
氏

の
論
文

が

こ
の
二

作
を

比
較

し

て

い
ま

す
。

レ
イ

ク
ウ

エ
ル

の
猿

真

似

を
笑

い
な

が
ら
実

は
本
物

の
上

流
階

級

の

趣
味

や
流

行

を
侮

る
点

、
艶

二
郎

の
半

可

通
振

り
を
描

く

こ
と

に
よ

っ
て
本
物

の
通

の
理
想

ま

で
棚

卸

し

す

る
京

伝

の
皮
肉

の
二
重

構

造

に

通

じ

ま
す

。
唯

、

こ

こ

で
も
京

伝

の
軽

い
タ

ヅ
チ

と

は
逆

に

、

ロ

ン

ド

ン

の
悪
徳

を

ど

す

黒

く

描

い

て
、
作

者

の
道

徳

感

を

前

に
出

し

て

い
ま

す

。御
覧

の
絵

は
第

三

図

で
す

か

ら

、

レ

イ

ク

ウ

ェ
ル

の
遊

び

も

こ
れ

で
ま
だ

健

康

的

な

方

で

す

。
吉

原

な

ん

か

よ

り
ず

(、
と
下

級

の
酒

場

か
何

か

の

一
室

で
す

。
飲

ん
だ

り
騒

い
だ

り
す

る

中

で

、

ワ
イ

ン
を
吹

き

つ
け
合

う
も

の
も
あ

り
、
家

具

な
ど
大

分

毀

さ

れ

て

い
ま

す
。
主

人

公

は
乳

房

を

あ

ら

わ

に

し
た
女

と

い
ち

ゃ

つ
い

て

い
ま
す

が
、

こ
の
女

は
既

に
彼

の
懐

中
時

計

を

盗

み
取

っ
て
、

主
人

公

の
背

後

に

い
る
女

に
手

渡

し

て

い
ま

す

。
右
手

前

の
は

踊

り
子

で
、
後

ろ

の
ド

ア

か

ら

入

っ
て
來

る
大

き

な

銅

皿

に
乗

っ
て
裸

踊

り

を

す

る
準

備
中

と

い
う

こ
と

に

な

っ
て

い
ま

す

.、
見

に
く

い

で
す

が

、

一
番

後

ろ

で
は
椅

子

に
乗

っ
た
女

が
壁

の
世

界
地

図

に

蝋

燭

で
火

を

点

け

て

い
ま
す

。
地

球

の
円

形

と
蝋

燭

と

い
う
組

み
合

わ
せ

が
、

入
り

口

の
男

の

持

つ
大

皿

と
蝋

燭

に
よ

っ
て
繰

り

返

さ
れ

て

い
ま
す

ね
。

つ
ま

り

、
裸

踊

り

で
代

表

さ
れ

る
淫

乱

な

風
潮

が

、
英

国

な

い
し
は
世

界

を

破
滅

さ

せ

る
と

い
う

メ

ッ
セ
ー

ジ

が

こ
の
並
列

に
含

ま
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れ

て

い
ま
す

。

次

の
資

料

二
は

、

『
マ
リ

ッ
ジ

・
ア

・
ラ

・
モ
ー
ド

』

(
「
当

世

婚
姻

譚

」

)
と
題

す

る
六

枚

物

の

一
場

面

で
す

。
吝

嗇

一
筋

で
貯

め

込

ん

だ
町

人

の
娘

と
名

ば

か
り
あ

っ
て
経

済

的

に
傾

い

て

い
る
貴

族

の
息

子

と
が

、
親

達

の
都

合

で
結

婚

さ

せ
ら

れ

、
夫

々
が
浮
気

な
生

活

に
蝕

ま

れ

、
伯

爵

夫

人

に
ま

で
な

っ
て

い
る
町

人

の
娘

は

、
梅
毒

に
犯

さ
れ

て

い
る
ら

し

い
不

具

の
幼

女

を
残

し

て
自

殺

す

る

と

い
う
戯

作

ら

し

く

な

い
話

で
す

。

御

覧

の
絵

は

第

四
図

で
伯
爵

夫

人

の
私
室

で
す
が

、
右
手

に
肥

っ
た
歌

手

ら
し

い
の
が
く

ろ

う
と

ら
し

い
顔

付

き

で
歌

っ
て

い
る
足

許

に

は

、
今

ま

で
翫

ば
れ

て

い
た
ら

し

い
ト

ラ

ン
プ

が

散

ら
ば

っ
て

い
ま

す

。
歌
手

の
後

ろ
か

ら

フ

ル
ー

ト

で
伴
奏

す

る
男

が
居

り

、
リ
ボ

ン

で
カ
ー

ル
し
た

髪

の
ま

ま

で
気

取

っ
た
足

の
組

み
方

を

し
た

男
は

、
何

を

考

え

て

い
る

の
か
宙

を
見

詰

め

て

チ

ョ
コ

レ
!

卜

(
と

い
う

の
は

コ

コ
ア

の

こ
と
)
を

啜

っ
て

い
ま
す

。
幇

間

み
た

い
な

顔

の
男

が

右
手

を

広

げ

て
冗

談

を
言

っ
て
自
分

で
笑

っ
て
い
る

ら
し

い

の
に
、
又

、
隣

の
女

は

ゴ

シ

由・
プ

で
も
伝

え
.た
く

て
乗

り
出

し

て

い
ま

す

が
、
共

に
全

く
無

視

さ
れ

て
い
ま
す

。

黒
人

の

召
使

い
が

ゴ

シ

ッ
プ

夫

人

に

チ

ョ
コ

レ
ー

ト

を
勧

め

て

い
ま
す

が

、

こ
れ

も
無

視

さ
れ

て
い
ま

す

。
左

下

に

は
黒

人

の
少

年

が
実

に
あ

や

し

い
形

の
が
ら

く
た

で
遊

ん

で

い
ま

す
が

、
傍

に
投

げ
出

さ

れ

た

カ

タ

ロ
グ

に
よ

っ
て
、

こ
れ

ら
が

最

近

の
競
売

で
求

め

ら
れ

た
美
術

品

で
あ

る

こ
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と

が
分

か

り

ま

す

。
伯

爵

夫

人

は
髪

結

い
に
髪

を
結

わ

せ

て

い

る
所

で
す

が
、

彼

女

に
言

い

寄

っ
て
い

る
美

男

は

そ

の
名

も

シ

ル
バ
ー

タ

ン
グ

(
銀

の
舌

)

と

い
う
名

の
ス

ム
ー
ズ

な
弁

護

士

で
す
。

こ

の
男
女

の
頭

上

に
掛

け

て
あ

る

二
枚

の

エ
ロ
チ

ッ
ク

な
絵

は

、

二
人

の
関
係

の
次

幕

を
予
想

さ

せ

ま

す
が

、
貴

族

女

性

を

取

り
巻

く

サ

ロ
ン
社

交

の
内

実

を
発

く
役

目

も
負

っ
て

い
ま
す

。

こ

の
場

面

は
貴

族

階
級

の
浅

薄

さ
、

悪
趣

味

、
堕
落

を
巧

み
に
暴
露

し

て

い
ま

す
。

ま

た

、

『
ザ

,
フ

ォ

ア

.
ス

テ

ー

ジ

ズ

・
オ

ヴ

・
ク

ル

エ

ル

テ

ィ
』

(

「
四

段

階

残

忍

咄

」

)
と

い
う

四
枚

の

シ
リ

ー

ズ

(
資
料

三

)

は
、
左

に
あ

る

の
が
初

段
階

で
、
乱
暴

な

子
供

が
猫

を
殺

し

た

り
鳥

の
首

を

締

め

た

り
喧

嘩

を

し

た
り

し
な

が

ら
成

長

し

て
、
ど

ん
な

人
生

を

送

る
か

を
描

い

た
も

の
で
す

。

ど

の
場

面

も

ロ
ン
ド

ン
子
な

ら
馴

染

の
あ

る
町
角

な
ど

を
描

い

て

い

ま
す

か

ら

、
自

分

達

の
住

む

ロ

ン
ド

ン

が
暴

力

に
満

ち

た

恐

ろ

し

い
町

だ

と

思

わ

せ

ま

す

。
右

の
図

は
最

後

の
第

四
図

で
、
所

も

あ

ろ

う
に
教

会

の
庭

で
妊

婦

を
め

っ
た

切

り

に
し

て

殺

し

た

か

ど

で
絞

首

刑

に
処

さ
れ

た

主

人

公

が

、
解

剖

教

室

の
教

材

に
使

わ

れ

て

い

る
所

で

す

。
切

り
開

か
れ

た
腹

か
ら
腸

が
飛

び

出

し

て
床

ま

で
ぶ
ら

下

が

っ
て
い
る
な

ど

、
恐

ろ
し

く

酷

い
場

面

に
作

ら

れ

て

い
ま
す

。
合

巻

の
殺

し

の
描
写

に
し

て
も

、
北

斎

な
ど

の
強
姦

の
絵

に

し

て
も

、
肉

体

性

に

ア
イ

ロ
ン
を

掛

け

て
平

ら
な

デ
ザ

イ

ン
に

し

て

し
ま

っ
た
感

じ

が

あ
り

ま

す

が
、

こ
の

ホ
ガ

ー

ス

の
絵

に

は
胸

が
悪

く

な

る

よ
う

な
立
体

感

が

あ

り
ま

す
。
人

間
動

物

の
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区

別
な

く

乱

暴

を

加

え

た
男

で
す

か
ら

、

こ

こ
で
切

り
刻

ま

れ

て
も
犬

に
心
臓

を
食

べ

ら
れ

て

も
身

か
ら

出

た

錆

で
す
が

、

諷
刺

は
そ

こ

で
止

ま

り
ま

せ
ん

。
立

ち
会

う
医
者

た
ち

は

、
喋

り

合

う
者

、
本

を

読

む
者

、

ほ
と

ん
ど

が
真

面

目

に
勉
強

し

て
い
ま

せ

ん
。
逆

に
解

剖

に
当

た

る

医

者

た
ち

は

残

忍

そ

の

も

の

で
、

第

一
図

の
悪

戯

小
僧

と
同

じ
顔
付

き

で
残

虐
行

為

に
熱

中

し

て

い
ま
す

。

し

か

も
死

体

が

目
を

く

り
抜

か

れ

る
痛

み

で
歪

ん
だ
表

情

を

し

て

い
ま

す

か
ら

、

医
者

の
残

忍

さ

が
強

調

さ

れ

ま
す

。

医
術

が
人

を

殺
す

と

い
う
皮
肉

を

言

っ
た

の
は

平
賀

源
内

だ

け

で
は

な

い
わ

け

で
す

。

ホ
ガ

ー

ス

の
教

訓

癖

を
端

的

に

示

し

て

い

る

の
は
次

の

『
ビ

ア

・
ス
ト

リ
ー
ト

』

(

「
ビ
ー

ル
街

」

)

と

『
ジ

ン

・
レ

イ

ン
』

(

「
ジ

ン
通

り

」

)
と

題

さ
れ

た

一
対

の
銅

版

画

で
す

。

(
資

料

四

)

こ
れ

は

、
ジ

ン
の
流
行

で

ロ
ン

ド

ン
に
酔

っ
ぱ

ら

い
が

増

え

、
ア

ル

コ
ー

ル
に

よ

る
病

気

や
犯

罪

が
増

加

し

て

い

る
時

に

、
そ

れ

に
対

処

し
よ

う

と
す

る

の
で
す

か
ら
、

市

の
衛

生

局

の
仕

事

を

一
手

に
引

き
受

け

た

よ

う
な

作

品

で
す

。
ど

う

せ
飲

む

な
ら

ビ
ー

ル

の
方

が
あ

な

た

の
為

に
な

り

、

ひ

い
て

は

ロ
ン
ド

ン
市

の
為

、
国

の
為

に

も

な

る
と

い

っ
て

い

る

の

で

す

。

『
ビ

ー

ル
街

』

の
方

に

は
丸

々
と

肥

っ
て
幸

福

な
人

々
が
働

い
て

い
る
様

子

が
描

か
れ

て

い
ま

す

。
右

手

前

の
男

は

古
本

を

バ

ス
ケ

ッ
ト

に
入

れ

て
配

達

す

る
途
中

で
、

一
寸
休

ん

で

ビ

ー

ル
を

飲

み

、
中
央

の

二
人

の
女

は

魚

屋

で
、

「
鰊
大
漁

の
唄

」

と

い
う
摺

り
物

を
読

み
、
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鍵

を
手

に
し

た

女

中

ら

し

い
美

人

を

口
説

い

て

い
る

の
は
道

路

工

夫

で

、
彼

の
仲

間

は
後

方

で

休

ま
ず

働

い

て

い
ま

す
。

若

い
男

女

を

見

て

に
や

に
や
笑

っ
て

い
る
人

の
良

さ

そ

う
な
太

っ
腹

の
前

に
新

聞

が

あ

り

ま
す

が

、
商
業

と
芸

能

を
奨

励

す

る
旨

の
王

の
議

会
演
説

が
引

用

さ
れ

て

い
ま
す

。
絵

描

き

が
梯

子

の
上

で
、

一
般

人

と
無

関
係

な

ジ

ン
を
絵

に
描

い
て

い
ま

す
。

向

う

側

の
建

物

の
屋
根

の
修
繕

も

ビ
ー

ル
を
片

手

に
や

っ
て

い
ま

す

が

、

こ

の
光
景

を

祝
福

す

る
か

の
如

く

、

丁
度

浮

世

絵

の
風

景

な

ら
富

士

山

に
当

た

る
位

置

に

、
教

会

の
塔

が
見

え

ま
す

。

つ

ま

り
ビ

ー

ル
を
飲

む
と

リ

ク

リ

エ
ー

シ

ョ
ン

に
な

り
、
社

交
性

を
増

し

、
仕
事

が

出
来

、

ロ

ン

ド

ン
も

ロ

ン
ド

ン
子

も
神

の
意

に
適

う

と

い

う
わ

け

で
す
。

逆

に

、

ジ

ン
を

飲

む

と
右

の
絵

の

よ

う
な

こ
と

に
な

り
ま

す

。
先

ず
中

央

の
女

が
目

に
付

き

ま
す

。

シ

ョ
ー

ン

.
シ

ェ
ス
グ

リ
ー

ン
氏

が
指

摘

し

て

い
ま
す

が

、

こ
の
女

は
左

の
絵

の
若

い

女
中

と
同

じ

姿
勢

を

し

て

い
ま
す

か
ら

、

こ

の
女

の
窮

乏

と

ア

ル
中

の
恍
惚

状
態

な

ど

が
余

計

目

立

ち

ま

す

。

子

供

が
階

段

か

ら
落

ち

る

の
に

も

気
付

か
ず

、
嗅

ぎ

煙

草

を

つ
ま

ん

で

い
ま

す

。
階
段

下

の
若

者

は

ア

ル
中

の
極
致

に
達

し

て
骸

骨

み
た

い
に

な

り
乍

ら
、

ま
だ

ジ

ン
の
瓶

を
手

離

さ
ず

、

バ

ス
ケ

ッ
ト

に
は

「
ジ

ン
夫

人

の
末
路

」

と
題

さ

れ

た
譏
彊

の
摺

り
物

が
見

え

ま
す

。
大

工

が
鋸

を

、
女

が

鍋

釜

を
入

質

す

る
程

ジ

ン
は
労

働

の
意

欲

も
手
段

も
奪

う

と

い
う

の

で
す

が

、
質

屋

の
前

で
犬

と

骨

を
取

り

っ
こ
す

る
男

に
至

っ
て
は

、
ジ

ン
は
人

間
性

そ

の
も
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の
す

ら
破

壊

す

る

と

い
う
勧

告

を
伝

え

ま
す

。

後

方

に
は
酔

っ
ぱ

ら

い

の
大

喧
嘩

が
繰

り

広
げ

ら
れ

、
破

れ

た
壁

が

首
吊

り

の
死
体

を
露

わ

に

し
、
気

絶

し
た

ア

ル
中

患
者

が
気

付

け
薬

替

り

に
ジ

ン
を
与

え

ら
れ

た

り

、
死

ん

だ

者

が
埋

葬

さ
れ

た
り

で
、

ジ

ン
と
死

と

が
結

び

つ
け

ら

れ

て

い
ま

す

。

ち

ゃ
ん
と
商

売

し

て

い
る

の
は
質

屋

と
階

段

の
下

の
穴

倉

の
よ

う
な
酒
場

だ
け

で

経
済

的

不
健

全

が
丸

見

え
で
す

が

、
他

の
建

物

な

ど

は
撹
踐

ぽ

会

っ
た
よ

う
な
状

態

で
す

・
ド
教

会

の
塔

を
含

め

て
、
ジ

ン
に
犯

さ
れ

て

い
な

い
地

区

は
、
遥

か
遠

く

に
薄

く
描

か
れ

て

い
て
、

ジ

ン
に
浸

っ
た

下
層

階

級

は
市

に
も

国

に

も
見

放

さ
れ

て

い
る

こ
と

を
示

し

て

い
ま

す

。

ア

メ
リ

カ

の
禁
酒

運

動

の
ピ

ュ
ー

リ

タ

ニ
ズ

ム

に
比

べ
る

と
、

ジ

ン
の
替

わ

り

に
ビ

ー

ル
を

飲

め

と

い
う

、
流

石

イ
ギ

リ

ス
人

の
中
庸

主

義

の
も

の
分

か

り

の
良

さ
が

あ
り

ま
す

が

、

こ
れ

だ

け

イ

エ
ス
と

ノ
ー

を
対

照
的

に
区

別

す

る

と

こ
ろ
に

ロ
ゴ

ス
主

義

の
特
徴

が

あ

り
ま

す
。

ホ

ガ

ー

ス
は

極

端

な

例

と

し

て
お
目

に
掛

け

ま

し

た

。
例

え
ば

ジ

ョ
ン

・
ゲ
イ

の

『
ベ
ガ

ー
ズ

・

オ

ペ
ラ
』

(

「
乞

食

の
オ

ペ
ラ

」

と
訳

さ

れ

て

い
ま
す

)
は
乞

食

と
犯

罪
者

の

ロ

ン
ド

ン
を

扱

　

　

　

っ
て

い
ま

す

が

、

そ

う
黒

白

に
分

け
ら

れ

ず

、
悪

漢

が

か

っ
こ
よ
く
出

来

て

い
た

り

、
暗

黒

世

界

の
中

に
も

観

客

を
泣

か

せ
る
人

情

が

あ

っ
た

り

し

て
、
南
北

の
歌
舞

伎

と
春
水

の
人
情

本

を

一
緒

に

し
た

よ

う
な
具

合

に
な

っ
て

い
ま

す

。

ホ
ガ

ー

ス
に

し

て
も

、
教

訓

よ
り

も
連
想

や
筋

の
展
開

の
面

白

さ
、
細

部

描

写

の
見

事

さ

が
魅

力

で
あ

っ
て
、
馬

琴

の
読
本

の
魅

力

と
似

た

よ
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う
な

も

の

で
す

。

ま

た

、
絵

を
見

た

人

が

、
何

処

其

処

の
チ

ョ

コ
レ
ー

ト

・
ハ
ウ

ス
だ

と

か
、

何
某

伯
爵

を
皮

肉

っ
て

い
る

の
だ

と

か

、
分

か

る

よ
う
に
描

い
て
あ

る
、

ロ
ン
ド

ン
を
熟

知

し

た
者

が
虫

め

が
ね

で
見

る

と

、
面
白

い
程

の
情

報

が
見

え

て
来

る

、

そ

の
上

に
着

る
も

の
小

道

具

の
最

新

式

の
も

の
が
描

か
れ

て

い
る

、
と

い
う
わ

け

で
江
戸

の
草

双
紙

や
浮

世
絵

と
似

た
楽

し

み
を

与

え
ま

す

。
羅

列

の
快

楽

と

い
う

エ

ロ
ス
的

な

も

の
を

勧
善

懲

悪

の
枠

に
き

っ
ち

り
整

理

し

て
見

せ

て

い
る
だ

け

の
話

で
す

。

江
戸

自
慢

の
構

造

田
中

優

子
氏

ほ

か

、
江

戸
時

代

を

宣
伝

の
時

代

と

し

て

い
ま

す

が

、
特

に
江
戸

を
宣

伝

す

る

こ
と
と

「
江

戸

」

の
名

を
宣

伝

に
使

う

こ
と

、
お

び

た
だ

し

い

の
が
江

戸
文
化

で
す

。
浮
世

絵

も
わ

ざ

わ

ざ

「
器

絵

」
と

い

い
、
絵

師

や

作
者

は

「
東

都

」

だ

の

「
山

東

」
だ

の
と
自
分

の

名

の
上

に
枕

詞

み
た

い
に
付

け

て

い
ま

す

。
鰻

な

ど

は
京

で
は
下

司

な
も

の
だ

っ
た

の
が

・
江

戸

で
調

理
法

を
変

え

て

「
江

戸

前

」

に

な

っ
て
大

流
行

し

た

の
だ

そ

う

で
す
が

、
実
際

に
江
戸

前

の
海

で
漁

れ

た

の

か
聞

く

の

も
野
暮

と

い

う
も

の
で
す

。
鰹

な

ど

と

い
う
平
凡

な
魚

を

「
初

鰹

」

と
称

し

て
魚

類

の
王

に
仕
立

て
上

げ

、
し

か

も

こ
れ
を
江

戸

で
賞
味

し

な
け

れ
ば
初

鰹

で

な

い
み
た

い
な

鼻

息

の
荒

さ

で
す

。

つ
ま

り

「
江

戸

」

は
ブ

ラ

ン
ド

・
ネ

ー

ム

で
、
何

で
あ

れ



江

戸

の
製

品

で

あ

る

こ
と

を

誇

示
す

る

わ

け

で

す
。

江

戸

名

所

、
江

戸

名

物

、

江

戸

っ
子

か

ら
、
式

亭

三

馬

の
店

の
商

品

「
江
戸

の
水

」

ま

で
、

「
江

戸

」

と
付

く

も

の
は
何

で
も
最

高

と

す

る
宣

伝

力

は
大

し
た

も

の

で
す

。

こ

こ
の
所

十

年

ほ
ど

ニ

ュ
ー

ヨ
ー
ク
市

が

、
観
光

客

の
人

気

挽

回

の
た

め

に

、

ハ
ー

ト

の

マ
ー

ク
入

り

で

「
ア
イ

.
ラ
ヴ

.
ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク

」

の
ス

ロ
ー

ガ

ン
を

色

々
な
場

所

に
掲
げ

て

い
ま

す

が

、

江
戸

人

総
出
演

の
都

市
宣

伝

に
は

及

ぶ

べ
く

も
あ

り

ま

せ
ん

。

広
告

に
偽

り

が

あ

る

の
は
当

り
前

で
す

が

、

実
質

が
広

告

に
追

い
付

く

こ
と

も
あ

り
ま

す
。

あ

る

レ

ン
タ

カ

ー

の
会

社

が

「
わ

が
社

が
最

高

」

と

い
う
広
告

を
出

す

と

、

レ

ン
タ

カ
ー

に
善

し
悪

し

が
あ

る

と
は

思

っ
て
も

み

な

か

っ
た

消

費

者

た
ち

は
、

こ
ん
な

も

の
に

も
階
級

が

あ

る

と
勘
違

い
し

、

し

か
も

こ
の
会

社

が
最

高

と
思

い
こ
む
、

す

る
と

こ

の
会
社

は

一
流

に

の
し
上

が

っ
て
し

ま

う

の
で
す

。

そ

こ

へ
駆

け
出

し

の
三
流
会

社

が

「
わ

が
社

の
方

が

上

」
と
広

告

し

た

だ

け

で

、

大

物

を

見

下

げ

る
程

の
成

功

を

納

め

る
、

と

い
う

こ

と
は

あ

り

得

ま

す

。

「
江

戸

」

の
宣

伝

に
は

こ
う

い
う

フ

ィ
ク

シ

ョ
ン
が

多

い
よ

う

で
す

。
江

戸
的

な

も

の
1

役

者

、
遊

女

、
茶

屋

、

商

店

か

ら
小

説

の
類

に
至

る
ま

で
1

皆

評
判

記

が
出

て
、
売

る
方

の
競

争

心

を
煽

り
、
消

費

者

の
興

味

を

か
き

立

て
る

わ

け

で
す

が

、
先

ず
茶

屋

や
草

双
紙

が

ラ

ン
ク
付

け

さ

れ

て
出
版

さ
れ

る
程

重

要

な

も

の
と

い
う
印

象

を

与

え
ま
す

か
ら

、

そ

れ
だ

け

で
江

戸
的

な

も

の
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の
地

位

を

高

め

て
し

ま

い

ま

す

。
中

野

三
敏

氏

に

よ

る
と

、

評

判

記

の
最

盛

期

は
安

永

六

年

(
一
七
七

七

年

頃

)
だ

そ

う

で
、

そ
れ

以

後

下

火

に
な

っ
た

と

し

ま
す

と

、
浮

世

絵

、
江

戸
歌

舞

伎

、
草

双

紙

の
成

功

に
見

る
通

り

、
江

戸

の
実
質

が
先

行

の
広

告

に
追

い
付

い
た

か
ら

と
思

わ

れ

ま
す

。

ね
な
し
ぐ
さ

評
判

記

の

ピ

ー

ク

の
十

四

年

程

前

に
、

源

内

が

『
根
無

草

』

で
江

戸

を

宣

伝

し

て

い
ま

す

ね

。
御

覧

の
部

分

(
資

料

五

)
は

よ
く

引

用

さ

れ

ま
す

が
、

隅

田
川

の
夕

涼

み

の
描

写

で
す
。

ホ

ガ
ー

ス
が

べ

っ
た

り
描

き

込

ん

で

い

る
細
部

の
よ
う

に
、

川
面

の
舟

に
始

ま

っ
て

、
川

辺

の

看
板

、
西

瓜

の
た

ち
売

り

、

水
売

り
、

鰻

屋

、
浮

世
絵

の
見

せ
物

、

磯
鷹

細

工
売

り

、
植
木

屋

か

ら
玩

具

屋

の
屋
台

へ
と

、
祭

の
雑

踏

を
中

空

か

ら
見

る
目

の

よ

う
に

、
き

ょ
ろ
き

ょ
ろ

と
動

く

こ

と
際

限

が

あ

り

ま

せ

ん

。

そ

の
中

の
人

々
を

、
長

命

丸

の
看

板

に
恥

じ

ら

う

母

子
連

れ

や

、
嚮
擲

の
用
心

境
儺

営
押

え

る
田

舎
侍

の
姿

に

し

て
漫

画
風

に

ス
ケ

ッ
チ

し

て

い
ま

す
。

御

覧

の

『
日
本

古

典

文

学

大
系

』

の
活
字

と
違

っ
て
、
版

本

の
字

体

で
は
表
裏

一
丁
、

つ
ま
り

ニ

ベ

ー
ジ

に

は
大

し

た
字

数

は
入

り

ま

せ

ん

が

、
半

紙
本

一
丁

で
丶

恐

ら
く

ホ
ガ

ー

ス

の
大

型
銅

版

画

一
枚

分

に
当

た

る
程

の

イ

メ
ー

ジ

を
並

べ

る

の
で
す

か
ら
大

し

た
才
能

で
す

。

こ
れ
は

早

口
な

文
体

で

羅
列

す

る
か

ら
だ

け

で
は

な
く

、
見

立

て
が
多

い
か

ら

で
す

。
ホ

ガ
ー

ス
も
古
典

の
バ

ロ
デ

イ

ー

が
多

く

、
先

に
御
覧

の
医

者

の
顔

が
悪
戯

小

僧

に
見

え
る

と

い
う
よ

う
な
見

立
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て
式

の
皮

肉

が

あ
り

ま

す

が

、
源
内

は
初

め

か
ら

終

り
ま

で

べ

っ
た

り
見
立

て
で

、

一
つ
の
物

が

二
重

に

も
三

重

に
も

の
イ

メ
ー

ジ

と

し

て
映

し
出

さ
れ
ま

す

。
川

の
風
景

か

ら
鴨

の
長

明

が

連

想

さ

れ

る
と

、
硯

が
海

に
な

り

、
両

国

橋

の
名

か

ら
武

蔵

、

下
総

の
絵

図

が
目

に
浮

か
び

、

川

面

の
舟

が

木

の
葉

に
見

え

て

『
土

佐

日

記

』

の
船

旅

を
思

わ

せ

、
両

国
橋

が
昼
寝

の
竜

と

二

重
写

し

に
な

る
と

、
軽

業

の
太

鼓

か
ら

雷

の
太

鼓

の
連
想

で
雷
神

が

お

へ
そ
を
抱

え

て
逃

げ

る

姿

が
見

え

る
、

と

い
う
具

合

に
無

関

係

の
も

の
を
重

ね
合

わ

せ

て
し

ま

い
ま
す

か

ら

、
絵

に

し

た

ら
実

に
繁

雑

な

も

の

に
な

り

ま
す

。

誇

張

と

い
う

レ
ト

リ

ッ
ク

で
人

間

の
馬

鹿

さ
加

減

を
見

せ

る
所

、

ホ

ガ
ー

ス
も
源

内

も
同

じ

で
す
が

、

こ
と

江

戸

に
な

り

ま

す

と
源

内

の
方

は
全

く

べ
た
誉

め

で
す

。
例

え
ば
盛

り

上

が

っ

た
素

麺

を

「
小
人

島

の
不

二
山

」

に
譬

え

て

い
ま
す

が

、

「
降

り

つ

丶
」

け

で
万
葉

集

を
思

わ

せ

る
本

歌

取

り

の
手

際

も

さ

り

な
が

ら

、
富

士

山

を

隅

田
川

の
風

景

に
滑

り
込

ま

せ

る
芸

当

も

見

も

の

で
す

。

江
戸

か
ら
富

士

が
見

え

た

に

は
違

い
あ

り
ま

せ

ん
が

、
浮

世
絵

な
ど

の
背

景

の

富

士

山

は
如

何

に

も
我

が
物

顔

に

ひ
け

ら

か

し

て

い
る
感

が
あ

り

ま

す
。
他

国

の
山

を
自

分

の

商

標

に

し

て
し

ま

う
江

戸

の
宣

伝

術

は

源
内

あ

た
り

に
発

す

る
よ

う

で
す

。

御

覧

の
資

料

の
途

中

を
省

略

し
ま

し

た

が

、
宣

伝

が
調

子

に
乗

り

ま
す

と
、

「
押

し

わ
け

ら

む
な
し

く

き
た

れ

ぬ
人

郡

集

は

、

諸

国

の
人

家

を

空

し

て
来

る
か

と
思

は

れ

、

ご

み

ほ

こ
り

の
空

に
満

つ
る
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は
、
世

界

の
雲

も

此
処

よ
り
生

ず

る
心
地

ぞ

せ

ら

る
。
」

と

い
う

こ
と

に
な
り

ま
す

。

「
ご

み

ほ

こ
り
」

な

ど

の
否

定

的

な

イ
メ

ー

ジ

と

は
裏

腹

に

、
何

と
な

く
江

戸

が

日
本

の
総
人

口
を
牽

き

つ
け

る

よ

う

な

、
世

界

の
天

候

を
左

右

す

る
よ

う
な

、
有
力

な
都

市

に
見

え

る
か

ら
不
思

議

な

の
は
宣

伝

の
レ

ト
リ

ッ
ク

で
す

。
資

料

の
後

半

の
部
分

は

「
何

々
あ

れ
ば
何

々
あ

り
」

と

ソ

フ
ト

.
ウ

ェ
ア

の
広

告

が

性

能

を

リ

ス
ト

す

る

よ

う

に
並

べ

て
、

何

で
も

あ

る
江

戸

を

宣

伝

し

、

「
誠

に

か

丶
る
繁

栄

は

、
江

戸

の
外

に

又
有

る

べ
き
に

も
あ

ら
ず

。

」
と

い
う
結
論

に
至

る
わ

け

で
す

。

次

の
は

南

畝

の

『
膣

惚
先

生

文

集

』

の
狂

詩

で
す

。

(
資

料

六

)
十

七
才

や
十

八
才

で

こ
れ

だ

け

の
も

の
が
書

け

る

の
は

コ
ピ

ー

・
ラ

イ
タ

ー

の
奇

才

で
す

ね

。

「
君

見
ず

や

元

日

の
お
江

戸

」
と
始

め

て
、
す

ぐ

に

「
大

名
小

路

御

門

前

」

が
出

て
来

ま

す

。
お
偉

い
大

名

が
立

派

な
屋

敷

を
並

べ

て

い
る
所

を

、
江

戸

に
住

む
者

は

自

由

に
歩

け

る
と

い
う
だ

け

で
得

意

が

る

の
で
す

ね
。
先

ほ
ど

の
富

士
山

の

よ
う

に

、
大

名

を

笠

に
着

て
威

張

る
わ

け

で
、
ど

う
も
江

戸
自

慢

に

は

他
人

の
褌

的

要
素

が
強

い
よ

う

で
す

。

こ
の
詩

に

は

、

源
内

の
両
国

橋

シ
ー

ン
と

同
様

、
馬

響
売

り
、

万
才

、

宝
引

(
福

引

き

)
、

年
始

客

な

ど

、

賑

や

か
に
並

べ
ら

れ

、

元
旦

と

い
う

の
に
借

金

で
首

が

回

わ
ら
ず

、
上

下

は

ぼ

ろ

く

で
お

屠
蘇

に
も

あ

り
付

け

な

い
な
ど

と

い
う
惨
状

ま

で
が

、
浮

き

く

と
し

た
印
象

を
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与

え
ま

す

。
漢

語

の
慣

用
語

の
せ

い

で
江

戸

の
町

が
立
派

に
も
見

え
ま

す
。

そ

う
か
と

思

う
と

「
武

士

は
食

わ

ね

ど
高

楊
枝

」

と
か

「
今

日
は

姑

、
昨

日
は
嫁

」

の
よ

う
な
巷

の
表

現

が
漢

詩

の
体

裁

だ

け

は
整

え

て
出

て
来

ま

す

。

「
白

髪

頭

に
鑁
鍵

な

し

」

と
杜
甫

が

憂
国

を
訴

え
た

よ

う
な
格

好

に
も

な

り

ま
す

。

こ
う

い
う

ご
ち

ゃ
混

ぜ

の
面
白

さ

が
江

戸

自
慢

の
世

界

の
よ

う

で

す

。パ

ロ
デ

ィ
ー

と

い
う
も

の
は

、
古

典

な

ど

の
雅

の
要

素

に
俗

の
要

素

を
重

ね
合

わ

せ

る

こ
と

に
よ

っ
て
高

い
も

の
を
棚

卸

し
す

る

の
が
普

通

で
す

。
源
内

と
南
畝

の
例

に
御
覧

の
如

く

、
江

戸

の
パ

ロ
デ

ィ
ー

は

別

に
古
典

を
侮

辱

す

る

目
論

み
が
あ

る
わ

け

で
は
な

く
、
雅

を
笠

に
着

て

俗

を
高

級

に
見

せ

る
だ

け

の
話

で

、

そ
れ

も

組

み
合

わ

せ
が
突

飛

で
す

か
ら
冗
談

に
し

か
見

え

ま

せ
ん

。
見

亠ヱ
.
て

に
よ

る
並

列

の
純

粋

な

楽

し

み

が
主

で
、

正

に
反

ロ
ゴ

ス
の

レ
ト

リ

ヅ
ク

で

す

。次

の

「
江

戸

見

物

」

(
資

料

七

)
は

、

「
江

戸

の
膝

元

在

郷

に
異

な

り
」

と

始

ま

り

ま

す

が

、
在

郷

の
人

の
視

点

か

ら
江

戸

を
見

物

す

る
詩

で
は

あ
り

ま

せ

ん
ね

。

「
膝

元

」
と

い
う
自

慢

の
表

現

で
江

戸
者

の
尻
尾

が
現

わ

れ

て

い

ま
す

。
先

刻

の

「
大

名

小
路

」
が
又

ひ
け
ら

か

さ

れ

、
下

町

に
な

る
と

い
き

な

り
仁

王

門

が
出

て
来

て
、
浅
草

か

ら

両
国
橋

、
吉

原

と
品

川

が

一

緒

に
並

ん

で

、
江

戸

三
座

の
劇

場

で
終

り

ま

す

。
ど

う
見

て
も

ツ
ー
リ

ス
ト
が
見
物

し

て
回

っ
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て

い
る

の

で
は

な

く

、
自

慢

の
江

戸

名

所

を
並

べ

て

い
る
だ

け

で
す

。
出

て
く

る
地

名

だ

の
町

名

だ

の
自

体

が

何

と

な
く

楽

し

い
、

知

っ
て

い
る
所

だ

か
ら
説

明

が
な

く

て
も
楽

し

い
。
地
名

に
慣

れ

た
人

の

セ

ン
ス

を

く

す

ぐ

る

よ

う

に

出
来

て

い
ま
す

。
基

本
的

に

は

『
古

事

記

』

や

『
万
葉

集

』

の
神

の
名

や
山

の
名

の
羅
列

の
魔

力

と
同

様

で
す

が

、
戦

後

に
育

っ
た
私

た
ち

の

世
代

に
は

、

モ

ン
パ

ル
ナ

ス
と
聞

い
た

だ

け

で
や

る
せ
な

い
ム
ー

ド

に
な

っ
た

り
、

シ

ャ
ン
ソ

ン
に
あ

る
単

純

な

フ
ラ

ン

ス
語

を
並

べ

ら

れ

た
だ

け

で
胸
が

わ

く

わ
く

す

る
、

と

い
う

こ
と

が

あ

り

ま
し

た

。

「
知

っ
て

い
る

」
と

い
う
自

信

が

あ

る
時

に
起

き

る
現

象

で
す

か
ら

、
南
畝

の

「
江

戸

見
物

」

は
江

戸

者

の
江

戸
自

慢

と
言

え
ま

す

。

こ
の
詩

に

は
実

際

の
宣

伝

文

が
使

っ
て
あ

り
ま

す
ね

。

「
小

便

無

用

」

は
塀

の
貼

り
紙

に

あ

る

も

の

で
す

が

、
越

後

屋

の
唄

い
文

句

の

「
現

金
掛

値

な

し
」

が

、
皮
肉

な
形

で
七
言

に
収

め

ら

れ

て

い
ま

す

。

こ
れ

で
は
正
札

付

き

で
現

金

で
買

っ
て
も
結

局
掛

値

が
入

っ
て

い
る

こ
と

に

な

り
ま

す

。
宣

伝

文

を

か

ら
か

っ
た
宣

伝

文

で
す

。
宣
伝

の

レ
ト

リ

ッ
ク

と

い
う

の
は
、

工
業

的

な
資

本

主

義

の
時

代

と

そ
れ

以
前

と

で
は

全

く
違

う

の
だ

と

W

・
F

・
ハ
ウ

ル
と

い
う
人

が

言

っ
て

い
ま
す

。
大

量
生

産

し

た
商

品

を

不

特

定
多

数

の
消
費

者

に
売

る
場
合

は

一
律

し

た
広

告

が
出

来

る
が

、
前

工
業

資

本
主

義

時

代

に

は

、
今

で
も
商
店

の
売

り
子

に
見

ら
れ

る
通

り

、

売

り
手

は

買

い
手

の
性

格

や

趣
味

に
合

わ

せ

て
自

分

の
役

を
演

じ
な

け

れ
ば

な
ら

な

い
と

い
う
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わ

け

で
す

。

こ
れ

は
高

価

だ

が
あ

な

た

の
よ

う

な
美

人

に
は
良

く

似
合

う
、

と

い
う
売

り
込

み

を

や

る
場

合

に

は

、

そ

の
客

を
美

人

と

思

っ
て

い
な

い
売

り
手

が

、
美
人

で
あ

る

こ
と
を
疑

わ

な

い
人

間

の

マ
ス
ク

を
被

る

こ
と

に

よ

っ
て
、

買

い
手

の
自
尊

心

を
煽

る

こ
と

に
な

り
ま

す

。

実

は
同

じ

よ

う
な
演

出

を

工

業
資

本

主

義

時

代

の
大

手
企

業

も

や

っ
て

い
る
か

ら

こ
そ
、

マ
ー

ケ

ッ
ト

・
リ
サ

ー

チ

(
市

場

調
査

)
な

ん

か
が

熱
心

に
行

わ
れ

て

い
る

の
で
す

が
、

不
特

定
多

数

が
相

手

で
す

か
ら

、
余

り

微

に
入

り
細

に
入

っ
た
宣

伝

は
出
来

ま

せ
ん

。
例

え
ば
人

間

み
な

玩
具

が
好

き

だ

か
ら

と

、

コ
ン
ピ

ュ
ー

タ

ー
を

マ
ウ

ス

で
操

作

で
き

る
よ

う
に

す

る
と

、
わ

っ

と

マ

ッ
キ

ン
ト

ッ
シ

ュ
が
売

れ
ま

す

が

、

ど

ん
な

形

で
あ

れ
鼠

が

嫌

い
な
消

費
者

が
半
分

は

い

て
、

こ
れ

を

ご

(、
そ
り

I

B

M

に
奪

わ

れ

る
結

果

に

な
り

ま
す

。

江

戸

と

い
う

レ
ト

リ

ッ
ク
を

見

ま

す

と

、
際

限

な

く
宣
伝

で

き

る

の
は
売

り
手

も
買

い
手

も

同

じ
仲

間

だ

か

ら

で

あ

る

こ
と
が

分

り
ま

す

。
源

内

も
南
畝

も

、

マ

ス
ク

を
被

っ
て

い
ま
す

。

武
士

階

級

で
あ

り

乍

ら
町
方

の
者

で
あ

る
振

り

を

し
た

り
、
古

典

を
生

半

可

に
引
用

す

る
半

可

通

を
装

っ
た

り
し

て

い
ま

す

。
彼

等

が

宣

伝

し

て

い
る
の
は
将

軍

や

大
名

の
江

戸

で
は

な
く

、

町

民

の
江

戸

で
す

。

そ

の
上

に

、
吉

原

に
し

て
も
芝

居

に
し

て
も
天

明
期

と

そ
れ

以
後

に
比

べ

る
と
未

だ
発

育

盛

り

の
江

戸

を
世

界

一
の
都

で
あ

る

か

の
如

く
宣

伝

し

て
い
ま
す

。
彼

等

が

ひ

け

ら

か
す

江

戸

訛

(
源

内

な

ど

は

江

戸

語

の
浄

瑠

璃

で
売

り

出

し

て

い
ま

す
。

)
な

る
も

の
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も
、
実

際

に
は

未

だ
輪

郭

の
朧

気
な

流

行

語
群

を
駆
使

し

て
宣

伝

し

て
い

る
感

じ

で
す

。
言

葉

が

先
行

し

て
実
体

が
追

い
付

い
て

い
く

広
告

の
構

造

が

こ

こ
に
あ

り

ま
す

。
後

に
京

伝

そ

の
他

の
町

方

の
江

戸
者

が
江

戸

を
語

る

よ
う

に
な

っ
て

「
江

戸

」
自

体

も
本

物

の
ブ

ル

ジ

ョ
ア
的

江

戸

に
な

り

ま

す

。

江
戸

の

宣

伝

に

は

仲

間

う
ち

の
楽

し

み

以
外

の
目
的

が

あ

り

ま

せ

ん

。

「
江

戸

は
良

い
と

こ
」
と

は
言

っ
て

も

「
一
度

は

お

い
で

」
と

観

光
広

告

は

し

て

い
ま

せ
ん

。

つ
ま
り
外

部

を
相

手

に
し

て

い
ま

せ

ん
か

ら

、
ホ

ガ

ー

ス

の

レ
ト

リ

ッ
ク

と

は
自

ら
異

な

る
わ

け

で
す

。
ホ

ガ

ー

ス

に

も

「
お

ら

が

ロ

ン
ド

ン
」

の
面

白

さ
が

盛

り
込

ま

れ

て

い

る

こ
と

は
申

し

上

げ

ま

し

た

が

、

不
特

定

多

数

の
イ

ギ
リ

ス
人

全

般

に
語

り

か

け
ま

す

か
ら

、
普

遍
的

な
意

味

を
持

つ
宣

伝

文

に

な
り

ま

す

。

江
戸

の
戯

作
者

や

浮

世

絵
師

の
場

合

に
は

、

口
説

く
必

要

も
薄

い
仲

間
が

相

手

で
す

か
ら

、
余
計

遊

び

が

許

さ
れ

ま

す

。

イ

エ
ス
と

ノ
ー

を
並

べ
て

も
問
題

な

い
こ
と

に
な

り

ま
す

。

ロ
ン
ド

ン

の
戯
作

者

達

は

水

道

の
自

慢

は

せ
ず

、
下

水

が

あ

る
だ

け

で
も
誇

る

べ
き

所

を

、
汚

い
臭

い
と
文

句

ば

か

り
並

べ
ま

す

。
下

水

の
不
完

備

か
ら
流

行
病

が
起

っ
た

り
す

る

こ
と
を

社
会

問

題

と

し

て
捉

え

る
か

ら

で
す

。
江

戸

の
方

は
、

下

水

の
臭

い
の
は
当

り
前

で
、

水
道

の
方

を
江

戸

の
シ

ン
ボ

ル

に
し

て
褒

め

上

げ

ま

す
。
芝

居
小

屋
な

ど

も
不
衛

生

で
悪

臭

が

あ

る

の

で
す

が

、
瀧

の
匂

い
も

「
芝

居
小

屋

の
匂

い
が
す

る
」

と

、
劇

場

へ
の
皮

肉

と

も
下
水
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へ
の
礼
賛

と

も
決

め

が
た

い
発

言

を

し

ま

す

。

つ
ま
り

面
白

け
れ

ば
良

い

の
で
、
意

図

は
問

題

に

な
り

ま

せ

ん

。

江
戸

礼
賛

全

般

に
そ

う

い
う
傾

向

が

あ
り

ま
す

。

「
伊

勢
屋

、
稲

荷

に
犬

の

糞

」
と

い
う

の
は
江

戸

で

一
番

目

に
付

く

も

の
を
挙

げ

ま
す

が

、
伊
勢

出

身

の
商

店

が
多

か

っ

た

と
し

て
も
別

に

そ

れ
を
敵

視

す

る

で
も

な

く

、
明

ら

か
に
流

行

し

た
稲

荷
信

仰

を
諷
刺

す

る

よ

う

で
も

な

く

、
犬

の
排
泄

物

ま

で
並

べ

て
も

、
江

戸

を
批

判

し

て

い

る

よ

う

に
見

え
ま

せ

ん

。

そ
れ

は

七

五
調

の
せ

い

で
、
源

内

や
南

畝

の
ス
タ

イ

ル
と
同

様

、
立

ち
止

ま

っ
て
意
味

を

云

々
す

る
暇

を

与

え
な

い
リ

ズ

ム

の
良

さ

が

あ

る

か
ら

で
す

。
ポ

ー

プ

の
詩

な
ど

も
語

呂

が
良

い

の
で
す

が

、

モ

ッ
ク

・
ヒ

ロ
イ

ッ
ク

と

い
う

形

は
、
対

立

を
強

調

す

る

の

で
、
如

何

に
酒
落

の
め

し

て
も

肯

定

と

否
定

と
が

明

ら

か

に
区

別

さ

れ

て
し
ま

い
ま
す

。
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「
江

戸

っ
子

」
と

い
う

レ

ト

リ

ッ
ク

宣

伝

さ

れ

る

江

戸

の

イ

メ

ー

ジ

は

時

代

が

下

る

と

変

わ

っ
て
来

ま

す

が

、

時

間

が

残

り

少

な

く

な

り

ま

し

た

か
.ら

、

い

く

ら

か

そ

れ

に

触

れ

る

問

題

と

し

て

「
江

戸

っ
子

」

に

つ

い

て

考

え

ま

し

ょ

う

。

ロ

ン

ド

ン

が

理

想

の
都

と

し

て

宣

伝

さ

れ

て

い
な

い

よ

う

に

、

ロ

ン

ド

ナ

i

(
ロ

ン
ド

ン

子

)

に

も

は

っ
き

り

し

た

イ

メ

!

ジ

が

あ

り

ま

せ

ん

。

例

え

ば

ジ

ョ

ー

ジ

・
リ

ロ

と

い

う
人

が

書

い

た

『
ザ

・
ロ

ン
ド

ン

・
マ
ー

チ

ャ

ン
ト

』

(
ロ



あ
き
ん
ど

ン
ド

ン
商

人

)
と

い
う
芝

居

が

丁
度

亨

保

の
頃

に

ヒ

ッ
ト
し

ま
す

。

エ
リ
ザ

ベ

ス
朝

時

代

の
芝

居

は

、

シ

ェ
ー

ク

ス
ピ

ア

の
も

の
で
御

存

じ

の
通

り
、

主
要
人

物

は

皆
貴

族

で
す

。

そ
れ

に
続

く

王
政

復

古

時

代

も

、
先

に

名

の
出

ま

し
た

ド

ラ

イ
デ

ン
の
芝

居

を

見

て
も

、
主

要
人

物

は
地

位

が
高

く

て
、

最

後

に
王

様

な

ど

が
出

て
来

て
ト

ラ
ブ

ル
が
解

決

し

て

「
め

で
た

し

、
め

で
た

し
」

と

い

う
も

の
が

多

い
の

で
す

。

こ
の
リ

ロ
は

、
唯

の
商
人

を
主

人

公

に
し
た
作

品

を
書

い

た

の
で
す

か
ら

画

期

的
な

わ

け

で
す

。

と

こ

ろ
が

そ

の
上

演
広

告

が
出

る
と

、

ロ
ン
ド

ン
中

の

芝

居

通

が
腹

を

抱

え

て
笑

っ
た

の
で
す

。

商

人

を
舞

台

に
載

せ

て
芝

居

に
な

る
筈

が

な

い
、

と

い

う
わ

け

で
す

ね

。

そ

れ

で
も

珍

ら

し

い
も

の
見

た

さ
と
野

次

を
飛

ば

し
た

い
芝

居
通

根
性

で

見

に

行

っ
た

連

中

は

、
す

っ
か

り
泣

か

さ
れ

た

、
と

い
う
次

第

で

、

『
ロ

ン
ド

ン
商

人

』

は

『
サ

ラ
ダ
記

念

日

』

の
よ

う

に

一
躍
有

名

に
な

っ
た

の
で
す

。
実

に

退
屈

な
芝

居

で
す

が
、

ス

ペ
イ

ン
相

手

の
戦

争

に
主
人

公

が

一
肌

脱

ぐ

と

い
う
形

で
、
国

益

の
た
め

の
英
雄

に
商

人

を
仕

立

て
上

げ

て

い
ま
す

か
ら

、
理

想
化

し
た

イ

メ

ー

ジ
と
言

え

ま
す

。
但

し

、

こ

こ
で
意

識

さ
れ

て

い
る

の
は
商

人

と

い
う
階

級

で
あ

っ
て
、

ロ

ン
ド

ン
子

で
あ

る

こ
と
は

二

の
次

で
す

。
開
幕

す

る
や

、

「
商

人

と

い

え
ど
も

ジ

ェ
ン
ト

ル

マ

ン
で
あ

る
。

」
と

い
う
宣
言

が

あ

っ
て

、
ブ

ル

ジ

ョ
ワ
上
流

の
ジ

ェ
ン
ト

ル

マ
ン
階

級

に
商
人
を

押

し
上
げ

よ
う

と

い
う
意
図

が
明

ら
か

で
す

。
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そ

の
上

に

、
結

末

に
は
結

局

例

の

「
タ

ウ

ン

・
ア

ン
ド

・
カ

ン
ト

リ

i
」

の
理
想

を
拠

り

所

と

し

て
、

田
舎

の
美

し
さ

を
褒

め

る

こ
と

に
な

り

ま

す

。
以
後

似

た

よ

う
な
芝

居

が
続

々
と

出

て

来

ま

す

が

、
江

戸

の
十
八

大

通

の
よ

う

に
商

人

が

ス
タ
イ

ル

の
理

想

の
具
現

者

と
し

て
大

手

を

振

っ
て
罷

り
通

る

よ
う

な
扱

い
に

は

な

り
ま

せ

ん
。

「
江

戸

っ
子

」

の
方

は
具

体

的

な
特

長

を

与

え
ら
れ

て
理

想
化

さ
れ

て

い
ま

す

が
、

ど

う
考

え

て
も

一
つ
の

タ

イ
プ

だ

け

に
は
纏

ま

り
ま

せ

ん
。
西

山
松

之
助

氏

の
受

け
売

り

で
、
明

和
期

以
後

の

「
天
明

期

の
江
戸

っ
子

」

と
寛

政

期

以

後

の

「
文
化

・
文
政

期

の
江
戸

っ
子

」

に
分

け

て
考

え

ま

し

ょ
う

。
御
存

じ

の
通

り

、
天

明

期

と

い
う

の
は
田
沼

式

資

本
主

義

の
お
蔭

で
商
業

・
金
融

の
繁

栄

し
た

時
代

で
す

か

ら

、
隆

盛

を

極

め

た

の
は
田
沼

一
家

ば

か
り

で
な

く

、
大
商

な

り

人

と
札

差

と

い
う
大

型
銀

行

家

で
す

ね

。

こ
う

い
う
町

人

が
最
新

流

行

の
服

装

で
吉

原

で
豪
遊

し

た

り

、

団

十

郎

を

贔

屓

に

し

た

り

し

て

、

江
戸

趣

味

の
最

高

級

の
所

を
地

で
行

く

わ

け

で

す
。

こ
う

い
う
所

か
ら

、
江

戸

の
良

家

の
育

ち

で
趣
味

も
良

く

、
金

に
糸

目
を
付

け
な

い
と

い

う
高

級

江
戸

っ
子

の
イ

メ

ー
ジ

が

出

て
来

ま
す

。

京

伝

の

『
隲

硫

矧

融
懿

嬲

』

(
資

料

八

)
は

南

畝

が
褒

め
ち

ぎ

っ
た
デ

ビ

ュ
ー
作

で
す
が

、

御

覧

の
絵

に

は
作

者

が
机

で
居

眠

り

し

て

い
て

、
そ

の
夢

が

コ
ン
ピ

ュ
i

夕

i

の
ウ
イ

ン
ド

ー

の
如

く

二

つ
の
場

面

に
分

け

て
描

い

て
あ

り

ま
す

。
夢

の
中

で
は

当
時

の
書

籍

の
ジ

ャ

ン
ル
が
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は

人
物

に
な

っ
て

い
ま

す

が
、
右

上

の
場

面

に

は
八

文
字

屋
本

と

行
成

表

紙

と

い
う

、
江
戸

で
流

や行

ら

な

く

な

っ
て
来

て

い
る

下

り
本

、

つ
ま

り
上

方

の
本

た

ち

が

、

「
青

本

そ

の
他

の
地

本

(
江

戸

の
本

)

に

け
ち

を

つ
け

ん
」

と
共

謀

し

て

い
ま
す

。
左

下

の
方

で
は
、
行

成
表

紙

の
絵

本

が
地
本

の
中

で

も
幼

稚

な
絵
本

で
あ

る
赤

本

と

黒
本

を
接
待

し

、

「
お

の

く

方

の
不
繁

昌

は
青

本

が

は

っ
こ
う
ゆ

へ
な

れ

ば

、

け
ち

を

つ
け

た
ま

へ
。
」

と

け
し

か
け

て
い
ま

す
。

昼
寝

中

の
作
者

と

そ

の
夢

の
内

容

を

同
時

に
見

せ

、

夢

の
出
来

事

の
原

因

結
果

の
繋

が

り
を

並

べ

て

見

せ
る

の

が
漫

画

の
素

晴

ら

し

さ

で
す

が

、

こ

の
シ
ー

ン
の
結

び
は

、

「
て
ま

へ
は
手

を

ぬ
ら

さ
ぬ

工
夫

、
上

方

も

の
に
ゆ

だ

ん
は

な

ら

ず

。

」

と
な

っ
て

い
ま
す

。

そ

の
上

方

も

の
が
敵

視

す

る
江

戸

者

は
次

の
場

面

(
資
料

九

)

の
青

本

に
代
表

さ
れ

て

い
ま

す

。
絵

題
箋

を
付

け

た
表
紙

の

マ
ー

ク

が
袖

に
印

さ

れ

て

い
る

の
が
青

本

で
、
右

端

に
坐

っ
て

い
ま
す

が

、
髪

型

か

ら
服
装

も
垢

抜

け

た
美

男

で
、
煙

管

の
持

ち
方

も
キ

マ

っ
て

い
ま
す

。
酒

落

本

そ

の
他

の
地

本

を
集

め

て
月
並

の
会

、

つ
ま

り
月

例

の
研
究

会

の
最
中

で
す
。

こ
の
青
本

が

「
江
戸

っ
子

」

の
名

こ
そ
使

わ

れ

ま

せ

ん
が

、

天
明

期

の
江
戸

っ
子

を
地

で
行

っ
て

い
る

よ

う

で
す

。
愛

想

が
良

く

て
粋

で
あ

り

、
抜

け

目

が

な

い
と

い
う

の
は
商
人

の
気

質

を
表

わ

し

た

も

の
で
す

ね

。
京

伝

自
身

が

江

戸
生

れ

の
金

回

わ

り

の

い
い
商
人

で
、
好

男

子

に
し

て
才
人

で
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す

か
ら

、
高

級

江

戸

っ
子

の
典

型

で

、

そ
れ

だ

け

に

こ

こ
の
青

本

の
描

写

に

も
力

が
入

っ
て

い

ま
す

。

大
事

な

こ
と

は
、

工
夫

に
努

め

る
勉

強
家

の
青

本

と

い
う
イ

メ
ー

ジ

で
す

。
青

本

は

グ

ル
ー

プ

の
リ

ー
ダ

ー

で
あ

っ
て

、
地
本

た
ち

の
グ

ル
ー
プ

は
新

規
な

ア
イ

デ

ア
を
怠

た

り
な

く
求

め

る

の
に
共

同

研

究

を

も

っ
て
し

て

い
ま
す

。

上

方
側

も
集

ま

っ
て
は
共

謀

作
戦

を
練

る

の
で
す

が
、

そ

の
失

敗

の
理
由

は
新

規

を
求

め

な

い
し

、
世

事

の
現
状

を

研
究

し
な

い
怠

慢

さ

に
あ

り

ま
す

。
天

明

期

で
代

表

さ
れ

る
文

化

に
は

、

咄

の
会

だ
狂

歌
連

だ
と

グ

ル
ー
プ
活

動

が

目
立

ち

ま
す

。

「
通

」

と

い
う
理

想

も
特

に

一
人

の
札

差

な

り
材

木
商

な

り

に
集
中

し
た

イ

メ
ー
ジ

で

は
な

く

、
吉

原

で
巾

を
利

か
せ

た
十

八

人

、

本
当

は
何
人

で
あ

っ
て
も
良

い
の

で
す

が

、

「
十

八

大

通

」

の
名

に

し

て

い
る
所

、
高

級

江

戸

っ
子

は
グ

ル

ー
プ

を
指

す

の

み
な
ら
ず

、

共

に
学

び
遊

ぶ

と

い
う

グ

ル
ー
プ

性

を
強

調

し
た

も

の

の
よ
う

で
す

。
江

戸

の
文

人

が

「
江

戸

」

と

い

　

へ

う

イ

メ

ー

ジ

を

ぐ

る

に

な

っ
て
宣

伝

し

て

い

る

と

申

し

上

げ

ま

し

た

が

、

「
江

戸

っ
子

」

の

イ

メ

ー

ジ

の
生

成

も

、

グ

ル
ー

プ

が

グ

ル

ー

プ

性

を

宣

伝

し

て

い

る

向

き

が

あ

り

ま

す

。

つ
う
ナ
ん
そ
う
ま
か
さ

次

の
、

同

じ

く
京

伝

に

よ

る

『
通

言

総

籬

』

の
始

め

の
部
分

(
資

料
十

)
に
は

、
江

戸

っ
子

の
定

義

に

必

ず
引

用

さ
れ

る
文

が
出

て
来

ま

す

。

「
金

の
鮭
彪

を
睨

ん

で

」
と

い
う
と

怪
獣

が

江
戸

に
出

現

し

て
見

え
を
切

っ
た

よ

う
な

格

好

に

な
り

ま
す

が

、
恐

ら
く

団
十
郎

の
睨

み
を

連
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想

さ
せ

て
、

い
き
な

り
登

場

す

る
江
戸

っ
子

の
姿

に
注

目

さ
せ

る
為

で
し

ょ
う

。

こ
れ
が

実

は

「
お
膝

元

」

に
生

れ

て
水

道

の
水

で
産

湯

を

浴

び

て

い
る
唯

の
赤

ん
坊

の
姿

を
描

写

し

て

い
る

の

で
す

か

ら

大

袈

裟

な

こ
と
呆

れ

る
ば

か

り

で
す

。

こ
れ

が

「
構

鶴

げ

米

」

即

ち

精

米

を

食

し

、
乳
母

が

日
傘

を
差

し
掛

け

て
付

き

添

う

よ

う
な

良
家

の
坊

ち

ゃ
ん
だ

と
言

う
の

で
す

が
、

き
さ
ご

金

銀

の
細

螺

は
じ

き

で
遊

ぶ

の
で
金

山

で
有
名

な

「
み
ち

の
く

の
山

も
低

き
と

し

」
な

ど
と

加

速

度
的

に
大

仰

に

な

っ
て

い
き

ま
す

。

こ

の
描

写

の
中

で
赤

子

の
江
戸

っ
子
が
急

速

に
成

長

し

て

い
き
、

流

行

の
本

多

髷

を
結

う
段

に

な

る

と

、
そ

の
髪

の
先

か

ら
安

房
上

総
が

見

え

る
と

い

う
、
助

六

の
せ

り

ふ
を

本
歌

取

り

し

て

い
ま
す

。
隅

田
川

の
白
魚

も
良

い
所

し

か
食

べ
な

い

エ

ピ

キ

ュ
リ

ア

ン
振

り

で
、

日
本

橋
本

町

の
立

派

な

屋
敷

も
放

っ
て
吉

原

を
貸

し
切

り
状

態

に

し

て
し
ま

う
豪

遊

の
様

を
褒

め

称

え
ま

す

。

こ

う

い

う

大

仰

な
表

現

は

、

読

者

の
信

用

を

求

め

る
も

の

で
は

あ

り

ま
せ

ん
。

初

め

か
ら

「
こ
れ
は

嘘

っ
八

さ

」

と
言

う

の
と
同

じ

で
す

。
細

螺

と
金
山

、
髷

と
房

総
半

島

と

い
う
荒

唐

無
稽

な

組

み
合

わ

せ

や

、
助
六

の
せ
り

ふ
そ

の
他

の
流

行

語

が
目

的

な

の

で
す

。
実

際

に
棲

息

す

る

「
江

戸

っ
子

」

な

る
も

の
を
作

者

が
定

義

し

て

い
る

の
で
は

な

く

、

「
江

戸

っ
子

」

と
は

「
金

の
鯱

」

、

「
お
膝

元

」

、

「
水

道

の
水

」

、

「
拝

み
撞

き

の
米

」

、

「
乳

母

日
傘

」

と

い

う
成

句

群

、

つ
ま

り
言

葉

が
集

っ
て
作

り
上

げ

て

い
る
イ

メ
ー

ジ

に
過

ぎ

ま
せ

ん
。

漫
画

が

直
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接

視
覚

に
訴

え

る
形

で
絵

の
裏

の
意

味

な

ど

を

見

せ

よ
う

と
し

な

い
の
と
同
様

、

意
味

的
内

容

に
は

お
構

い
な

く
言

葉

を
前

に
出

し

て

い
る

の
が

「
江

戸

」

で
あ

り

「
江
戸

っ
子

」

で
あ

る

と

思

い
ま

す

。

従

っ
て
江

戸

っ
子

も
礼

賛

さ
れ

る

だ

け

で
は

な

く

、

「
イ

エ
ス
」
と

「
ノ
i

」

の
狭

間

を

う

ろ

く

す

る

こ
と

に
な

り

ま
す

。
先

程

登

場

し
た

、
江

戸

っ
子

の
手

本

み
た

い
な

青
本

も

、.
吉

原

へ
行

き

ま

す

と
野

暮

な
成

金

の
扱

い
に
な

り
、

「
錦

絵

」
と

い
う
巧

い
名

前

の
遊
女

が

「
青

本

に

ほ
れ

た

と

い
ふ

で
も

な

け
れ

ど

、

た
め

に

も
な

り
そ

ふ

ゆ

へ
、
相

応

に
茶

を

い
ふ

て
お

き

か
ら
か
う

け

る

…

」

、

つ
ま
り
揶

揄

う

わ

け

で
す

。

こ
れ

も

「
絵

そ
ら

ご

と
」

の
語
源

は

こ

こ
に
あ

る

と

い
う
酒

落

の
為

で
あ

っ
て
、
青

本

と

い
う
人

物

の

一
貫

し
た
性

格

描
写

な

ど
と

い
う
野
暮

な

こ
と
は

、

作
者

も
読

者

も
知

っ
た

こ
と

で

は
あ

り

ま
せ

ん
。

洒

落

本

で
も

川
柳

で
も

、

冗
談

を

主

に

し

ま
す

か

ら
江
戸

っ
子

の
イ

メ
ー
ジ

は
肯
定

否

定

を

う
ま
れ

共
存

さ
せ

ま

す

。
例

え
ば

、

「
江

戸

っ
子

の
生

そ

こ
な

い
金

を

も

ち

」
と

い
う
、
安
永

期

の
川

柳

に
は

、

天

明
期

型

江

戸

っ
子

の
理

想

の
矛

盾

が

見
事

に
描

き
出

さ
れ

て

い
ま

す
。
流

行

の
先

端

を
行

き

吉

原

で
立

派

に
遊

ぶ

の
は

お
大

尽

に
限

ら

れ
た

こ
と

で
す
が

、

そ

の
裏

に
野
暮

に
金

を
貯

め

る

と

い
う

、

つ
ま

り
何

事

に
も
応

揚

な
江

戸

っ
子

に
あ

る

べ
か
ら

ざ

る
性

質

が
必

要
条

件

に
な

っ
て

い
る

こ
と
を
指

摘

し

て

い
ま
す

。
十

八
大

通

の
中

に

も
ち

ゃ
ん
と

ル
ー

ル
に
従

っ

一38一



て
浪

費

の
末

に
破

産

す

る

の
も

い
ま

す

が

、

そ

こ
ま

で
行

き
着

く

こ
と
自
体

が

ス

マ
ー

ト

で
は

あ

り
ま

せ

ん

か

ら

、
真

の
江
戸

っ
子

と

い
う

も

の
は
実
体

に
な

り

に
く

い
の

で
す

。

お
手
許

の
資

料

に
戻

り

ま
す

と

、
江

戸

っ
子

が
仰

々
し
く

紹
介

さ
れ

て
い
る

の
は

、

「
日
本

橋

」

と

い

う
胸

を

わ

く

く

さ
せ

る
地

名

を
出

す

た
め

の
も

の
で
す

。

そ
れ

も
場

面
は

実

は
日

本
橋

で
は

な

く

、

「
ふ
り

さ
け

み
れ

ば

」

と

な

っ
て
伊
勢

町

が
出

て
来

て
、

し
か

も

そ

の
露

路

に
入

っ
て
、

奉

公

人

口
入
所

、

つ
ま

り

下

級
職

業

斡
旋

所

に
突

き

当

た
り

、

そ

の
筋

向

い
の
家

が

目
指

す

北

里

喜
之

介

の
住

居

で
す

。

発
端

の
大

袈
裟

な
江

戸

っ
子
宣

伝

を
序

に

、
行

き
着

く

所

は
吹

け

ば

飛

ぶ

よ

う
な

「
江

戸

が

み
」

の
素

人

幇
間

の
家

の
門

口

な

の

で
す

。

こ

の
門

口
に

立

つ
の
は
仇

気

屋

の
独

り
息

子

、

お
大

尽

に

し

て
吉
原

通

の
艶
次

郎

で
す

か
ら

、
前

の
江

戸

っ

子
描

写

は
彼

の
登

場

へ
の
序

で
あ

る

こ
と

が

、
後

の
割

書

に
あ

る
上

流

の
息

子
風

の
扮

装

で
分

か

り

ま

す

。

そ

こ

に
至

る

ま

で

は

、
言

わ

ず

し

て
彼

の
足

取

り

を

辿

り

ま

す

か

ら

「
日

本

橋

」

、

「
伊

勢

町

」
、

「
新

道

」

と

、
立

派

な
表

通
り

か
ら
裏

の
露

地

へ
読
者

を
導

く

こ
と

に

な

り

ま

す

。
江

戸

っ
子

の
理

想

と

下
級

な

喜

之
介

の
住
居

の
組

み
合

わ

せ
も
滑

稽

で
す

が

、
瑣

末

な

目
的

の
為

に
大

仰

に
言
葉

を
並

べ

る
無
駄

も

エ
ロ
ス

の
特

徴

で
す

。

こ

こ
で
は
江

戸

っ
子

の
イ

メ
ー

ジ
が

風
船

の
よ
う

に

ど

ん
ど

ん
脹

ら

ま

さ
れ

て
、
最

後

に
穴

の
空

い
た
風

船

の
よ
う

に
急

に
萎

ん

で
し

ま

い
ま
す

ね

。

こ

い

い
う

果
敢

さ
が
あ

る

の
は

、

「
江

戸

っ
子
」

が
言

葉

だ
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け

で
作

ら

れ

て

い

る
か
ら

で
す

。

さ

て
、
後

期

の
、
文

化

・
文

政

期

の
江

戸

っ
子

は

イ

メ
ー
ジ

が
大

分

違

い
ま

す
。

三

田
村

鳶

魚
翁

な

ど

の
語

る

、
或

い
は
落

語

な

ど

で
お
馴

染

み

の
、

し

き
り

に

「
て
や

ん
で

え
」

と
言

う

類

の
江

戸

っ
子

で
す

ね

。
身

分

は

勿
論

、
学

も
お

金

も
無

く

て
、
喧

嘩

早

い
が
気

風

の

い
い
正

直

者

で
す

。

こ
れ

は
天

明
期

の
高

級
江

戸

っ
子

と

別
な

、

も

っ
と
切

羽

詰

っ
た
所

で

「
江

戸

」

の
可

変
性

を

体

現

し

て

い
ま
す

。

「
宵

越

の
銭

は
持

た
ぬ

」
と

い
う
自

慢

も
日
雇

い
労
働

者

の

負

け
惜

し

み

で

す
が

、
天
明

期

の
江
戸

っ
子

に
あ

る
お
大

尽

の
豪
遊

を

モ
デ

ル
に
し

て
い
ま

す

ね
。

そ

れ

に

し

て
も

、

一
代

に
し

て
破

産

と

い
う

通

の
運
命

も

、
下

層

に

な
る

と

一
日

の
問

題

で
す

か

ら

テ

ン
ポ

が
違

い
ま

す

。
市

場

調

査

を

し
た
り

予
想

に

よ

っ
て
投

資

し

て
そ

の
成

長

を

待

つ
、

と

い
う

よ

う
な
資

本

家

の
江

戸

っ
子

と

は
逆

に
、

一
日

が
勝

負

で
は
気

の
短

い
の
は
当

り
前

で
す

。

気

の
短

い

こ
と

を
売

り

も

の
に

し

て

い
る
江

戸

っ
子

は
式

亭

三
馬

の
作

品

に
登

場

し
ま

す

か

ら

、

一
寸

『
浮

世

風

呂

』

の

男

湯

を

覗

い

て

み

ま

し

ょ

う

。

資

料

十

一
は

「
ヨ

イ

く

」

、

つ

ま
り
中

風

か
梅

毒

か

で
手

足

の
麻

痺

し
た

病
人

が

、
長
湯

の
揚
句

湯

気

に
当

っ
て
気
絶

し

た
所

を
描

い
た

挿

絵

で
す

。
番

頭

や
客

た
ち

が
寄

っ
て
た
か

っ
て
気

付

け

の
法

を
試

み
て
助

け

る

の

で
す

が
、

天

明

の
文
人

江

戸

っ
子

の
サ

ー

ク

ル
意

識

が

、
後
期

の
下

層

の
隣
組

精
神

に
変
形

し
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て

い
ま

す

。

湯

の
中

の
対

話

も

下
町

生

活

の
知
識

を
土

台

に

し
た

洒
落

の
交
換

で
、
言

語
上

も

天

明
期

の
通
社

会

を

下
級

に

し

た

よ
う

な

、
排

他

的

な
サ

ー

ク

ル
意
識

が
あ
り

ま
す

。

こ
の
絵

で
目
立

つ
の
は
左

端

の
男

で
す

ね

。
気

絶

し
た
病

人

と
対

照
的

な
、

さ

っ
ぱ

り
と

し

て
い
な

せ

な
男

前

で
す

。
粋

な

縞

柄

の
着

物

を

尻

端
折

に

し

て
、
手

拭

い
を
肩

に
掛

け

、
右
手

に
煙

草
入

れ

を
持

っ
て
、
菅

笠

の
替

り

に
着

替

え
を
小
脇

に
抱

え
て

い
ま

す
が

、

「
知

ら
ざ

あ

云

っ
て
聞

か

せ
や

し

ょ
う

」
な

ど

と
言

い
そ

う
な
出

で
立

ち

で
す

。

こ
れ

は
朝
湯

の

シ
ー

ン
で

す

か

ら
時

間

的

に

は

大

分

先

で
す

が
、

下

の
巻

の
午

後

の
湯

で
威

勢

の
良

い
啖

呵

を

切

る

の

が
、

ど

う
も

こ

の
オ

ニ
イ

サ

ン

で
は
な

い
か
と

思

わ
れ

ま
す

。
言

葉

つ
き

か
ら
し

て
侍

ら

し

い

酔

っ
ぱ

ら

い
が

水

を
掛

け
ら

れ

た

と
言

い
掛

り

を
付

け

て
、
誤

っ
て
捉

み
か

か

っ
た
相
手

が

こ

の
勇

み
肌

と

い
う
次

第

で
す

。
資

料

十

二

は

こ

の
喧

嘩
を
描

い
た

挿

し
絵

で
す

が

、
裸

に

し

て

し

ま

う
と

せ

っ
か

く

の
江

戸

っ
子

も

ぴ

っ
た

り

キ

マ

っ
た
格

好

に
は

な
り

ま

せ
ん

。
関
係

な

い

場
面

に

で
も

、
着

物

を

着

て
煙

草

入

れ

を

下
げ

た
姿

を
描

か
な

け

れ
ば

な

ら
な

い
理

由

は

こ

こ

に

あ

り

ま

す

。

つ
ま

り

天
明

期

の
通

と
同

様

、
後

期

江

戸

っ
子

も

ス

タ

イ

ル

の
問

題

な

の

で

す
。啖

呵

の
文

句

(
資

料

十

三

)
を

御

覧

に
な

る

と

こ
れ
が

も

っ
と

は

っ
き

り
す

る
と

思

い
ま

す

。

い
き
な

り

「
な

ん

だ

、

こ

の
こ

っ
ぼ

う
じ

ん

め
」

と
相
手

を

罰

当

た
り
呼

ば

わ
り

し

て
、
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い
つ
ぺ
い

安

酒

に
酔

っ
た
奴

だ

と
言

う
意
味

で

「
四

文

一
合
湯

豆
腐

一
盃

が
せ

き

の
山

で
、
に

、

に
、
濁

酒

の
榴
,麟

凝

」

と

来

ま

す

。

「
に

、

に

、
」

と

力

ん
だ
所

が

「
か

、
か

、

か
、

か
、

」
と
怒

る

歌
舞

伎

の
荒

事

師

の
も

の
凄

い
形

相

を

連

想

さ

せ

ま
す

。
そ

れ

か

ら

「
知

ら

ざ
あ
言

っ
て
」
式

に

、

「
誰

だ

と

思

っ
て
た
は

ご

と
を

つ
き

や

あ

が

る
。

二
日

の
初

湯

ッ
か
ら
大

卅
日

の
夜
半

ま

で
、
賎

讒

焼

い
ざ

ア
云

っ
た
事

の
ね

へ
職

発

が

・

」
と

、
江
戸

っ
子

の
名

乗

り
を
上

げ

る

の
に

長

々
し

い
修

飾

語

を
使

い
ま

す

。
相

手

を
貶

す

の
に
も

、
目
高

の

よ
う
な

小
物

が
霧

矜

で
も
追

い
か
け

る

の
が

相
応

な

と

こ
ろ
を

、

鯨

を
呑

み

込
も

う
と

い
う

の
は
量

見

違

い
だ
な

ど

と

、
比

喩

が
大

袈
裟

で
す

。

「
こ
う

い

っ
ち

ゃ
し

ち

も

く
れ

ん
だ

け

れ
ど

」

な
ど

と

、

「
う

る
さ

い
」

と

い
う
意
味

の
流

行

語

を
使

い
た

い
た

め

に

、
酔

っ
ぱ
ら

い
に
対

し

て
要

ら

ざ
る
言

い
訳

ま

で

し

て

い
ま

す

。

流
暢

な

早

口

で
ポ

ン
ポ

ン
言

っ
て

い
ま
す

が

、
結

局

、
言

っ
て

い
る

こ
と

に
は

全

く

意
味

が

な

い
、
無

駄

な
言

葉

の
羅

列

が
楽

し
く

て
仕
方

が

な

い
、
と

い
う

の
が
江
戸

っ
子

で
す

。

こ

こ

で
も

「
江

戸

っ
子

」
は
言

葉

で
成

り
立

っ
て

い
ま

す

。

天

明
期

の

「
江

戸

っ
子

」

の
場

合

は

、

そ
れ

を

定
義

す

る
と

い
う
型

で
余

分

の
言
葉

を

浪
費

し
ま

す

が

、
化

政

期

の
場

合

は

「
江

戸

っ
子

」

と

い
う
人
物

を

作

っ
て
、

そ

の
口
を

通

し

て
言

葉

を
浪

費

す

る
形

に
な

り

ま
す

。

そ

れ
故

に

、
前

期

の

「
江

戸

っ
子

」
は
客

観
的

な

イ

メ
ー

ジ
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で
あ

り

、
後

期

の
も

の
は

「
自
称

江

戸

っ
子

」

の
セ

ル

フ

・
サ

ー

ビ

ス
と
考

え
が

ち

で
す

が

、

実

は

、
誰

が

江

戸

っ
子
を

語

る
か

の
違

い
だ

け

で
す

。

「
江
戸

っ
子

」

や

「
江

戸

も

の
」

が
文

学

作

品

に

ば

か

り
現

わ

れ

て
日
記

や

随
筆

に

は
稀

だ

と

い
う
西

山
氏

の
指
摘

は

、

こ
う

い
う
イ

メ

ー
ジ

が
実

際

社

会

の
も

の

で
な

く

、
創

作

上

の
ト

リ

ッ
ク

に
過

ぎ
な

い

こ
と

を
如
実

に
語

っ

て
い
ま

す

。
作

者

た

ち

が

サ
ー

ク

ル
活

動

で
言

葉

を
も

っ
て
捏
造

し
た
嘘

っ
八
な

の

で
す

。
但

し

、
戯

作

、
歌

舞

伎

、

浮

世

絵

の
ど

れ

を

取

っ
て

も

、
読
者

や

観

客

が
創

作

の

サ
ー

ク

ル

に

入

っ
て

い
ま

す

。

工
業

資

本
主

義

以

前

の
広

告

と
同

じ
意

味

で
、
読
者

や
観
客

が

同

じ
趣
味

の

人

と

し

て
作

品

生
成

に
組

み
込

ま
れ

て

い
ま

す

。
作

者
が
職

業

化

す

る

に

つ
れ

て
、
読
者

層

が

広

く
な

り

、

サ

ー

ク

ル

の
輪

が
無

限

に

広

が

り

ま
す

か
ら

、
嘘

っ
八

も

一
般

観
念

と
し

て
定

着

し

て
し

ま

う

こ
と

に
な

り

ま
す

。

広
告

が
先

行

し

て
実

体

が
追

い

つ
く
と

い
う

の
は
そ

う

い
う

こ
と

で
す

。

三
馬

の
描

く

「
江

戸

っ
子

」

が
前

期

の
そ
れ

よ
り

も
具

体

的

で

「
リ

ア

ル
」
な
印

象

を
与

え

る

の

は

、
彼
自

身

が
喧

嘩

っ
早

い
下

層
江

戸

っ
子

だ

っ
た

か
ら
と

い
う
よ

り
も

、
彼

の
時

期

に
は

「
江

戸

」
と

い
う
広

告

が

読

者

層

に
普

及

し

て
お

り

、
自
身

も
源

内

以
来

の
宣

伝

に
心

酔

し

て

い

る
か

ら

で
す

。
例

え
ば

コ

ン
ピ

ュ
ー

タ

ー

の
ソ

フ
ト

・
ウ

ェ
ア

の
宣

伝

に
乗

せ

ら

れ

て
購
入

し

た
人

が
、
使

っ
て

み

る
と

そ

の
面

白

さ

に
魅

せ
ら

れ

、

そ

の
製

品

に
関

す

る
知

識
を

身

に
付

け

ま

す

か
ら

、
人

さ

え
見

れ

ば

口
角

泡

を
飛

ば

し

て
そ

の
製

品

の
面
白

さ

を
自

慢
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す

る

の
と

似

て

い
ま

す
。

元

々

の
製

造

会

社

の
宣

伝

に
尾

ひ
れ

が
付

い

て
、
聞

く

側

に
も

コ
ン

ピ

ュ
ー

タ

ー

の
知

識

が

あ

れ

ば

、

聞

く

だ

け

で

も
面

白

い
し

、
も

っ
と
聞

き
た

が

る
わ

け

で

す

。

そ

ん
な

風

に
し

て

「
江

戸

っ
子

」

の
イ

メ

ー

ジ
が
定

着

し

、
近

代

の
文
化

に
も
残

っ
た

よ

う

に
思

い
ま
す

。

「
表
」

と
「
裏

」

の

レ
ト
リ

ッ
ク

「
嘘

っ
八

」

と
申

し
上

げ

ま

し

た

が

、
御

覧

の
通

り
戯

作

の

ス
タ

イ

ル
に
は
始

め

か
ら

「
嘘

だ

よ
」

と
知

ら

せ

る
遊

び
が

あ

り

ま

す

。
書

か
れ

て

い
る
言
葉

全

部

が
無

駄

に

さ
れ

る
わ

け

で

す

。

「
虚

実

」

と

か

「
表

と
裏

」

と

い
う
言

い
回

し

が
、
江

戸

の
文

学

に

は

「
こ
れ

で
も

か

」

と
言

わ

ん
ば

か

り

に
頻
出

し
ま

す

。
江

戸

時

代

の
前

期

、

つ
ま

り
上

方

の
文
学

に
も

そ

う

い
う

表

現

は
出

て
来

ま
す

。
唯

、
西

鶴

の
場

合

は

、
表

向

き
は
質

素

に

し

て
お

き
な

が
ら
裏

は
贅

を

尽
く

し

た
嫁

入

り
衣

装

と

い

っ
た

よ

う

な

、
建

前

の
裏

に
本

音

が

あ

る
よ

う
な
形

に

な

っ
て

い

ま

す
。

近
松

の
場

合

も

、
作

品

の
筋

や
人

形

の
仕

草

と

い
う
虚

構

が
人

情

な
り
社

会

な

り

の
真

実

ら
し

き

も

の
を
見

せ

る
と

い
う
格

好

に
作

っ
て
あ

り
ま
す

。

こ
れ

に
反

し

て

エ
ド

イ

ズ

ム

の

レ
ト

リ

ッ
ク

は

、

「
虚

実

」

と

い
う
基

本

的

な
対

立

ま

で
を
も

鴨

に

し

て
遊

ん

で
や

ろ

う
と

す

る
も

の

で
す

。
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戯

作

者

た

ち

は

そ

の
創
作

方

針

を

「
う
が

ち

」

と

い
う
言
葉

で
表

現

し

て

い
ま

す

が

、

こ
れ

が
英

文

で
戯

作

を
語

る
と

き

に
は

頭
痛

の
種

で
す

。
私

の
.。ε

肩
。
9

..
と

い
う
訳
語

に
疑

問

を
抱

か
れ

た

棚
橋

正
博

氏

か

ら
葉
書

を
頂

き

ま
し

た

が
、
実

は

こ
れ
は

年
来
悩

ん

で

い
る
問
題

な

の
で
す

。

「
プ

ロ
ー
ブ

」

(
「
証

明

す

る

」
と

い
う

「
プ

ル
ー
ブ

」

、

..ぎ

o
弓
。
<
㊦

..
と

は

違

い
ま

す

。

)
は

、
研

究

社

の

『
新

英

和

大

辞

典

』

に

は
、

「

(
医

学

用

の

)
探

り
針

で
探

る
」

と
か

、

「

(
手

な
ど

を
入

れ

て
)

深
く

探

る
」

の
意

か
ら

、
比

喩

的

に

「
真

相

を
突

き

と

め

る
」

の
意

が

生

じ

て

い

る

こ
と
が

明

ら

か

で
す

。

「
深

く

」
そ

し

て

「
探

る
」
と

い
う

の
が

味

噌

で

し

て
、

病
人

の
体

内

に

せ

よ
何

に

せ

よ

、
何

か
立
体

的

な

も

の
を
相

手

に
、
内

部

の
目

に
見

え
な

い
部

分

に

あ

る
病

因
な

り

何

な

り

を
突

き

と
め

る

こ
と

に
な

り

ま
す

。
実

際

、

..9

0
苫

σ
①

ま

弓

げ
窪

夢

..
(
「
真

理

を
探

り
当

て

る

」
)

と

い
う
慣

用

語

と

し

て
こ
の
動

詞
が

一
番

頻
繁

に
使

わ

れ

る

通

り
、

現
実

と

い
う

も

の
は
立

体

で
あ

っ
て
、

そ

の
内
部

の
難

し

い
所

に
、

そ

の
中

心

的

な

も

の
、

つ
ま

り

「
意

味

」

が
隠

さ
れ

て
い

て
、
そ

れ
を

憶

測

で
も

っ
て
冒

険
的

に
探
求

し

て

い
く

と

い
う

の
が
英

語

の
世
界

観

で
す

。
最
終

的

な

「
意

味

」
は
神

の
認
識

と

か

自
我

の
認

識

で
す

が

、

そ
う

い
う
根

源

を
求

心

的

に
探

っ
て
い
く

と

い
う

の
が

、

ホ
ガ

ー

ス
に

見

る
通

り

、
西

洋
的

な

レ
ト

リ

ッ
ク

の
構

成

で

す
。

さ

て
、

戯

作

の

「
う

が

ち

」

の
方

は

と

い

い
ま

す

と

、

「
穿

つ
」

と

い
う
動

詞

は

『
広

辞

一45一



苑

』

に

よ

り

ま
す

と

、

「
孔

を

あ

け

る
」

、

「
穴

を
掘

る
」

の
意

か
ら

、
比
喩

的

に

「
詮
索

す

る

」
、

「
普

通

に
は

知

ら
れ

て

い
な

い
所

を

あ

ば
く

」

の
意

が
発

成

し

て

い
る

こ
と
が

分

か
り

ま
す

。

「
プ

ロ
ー

ブ

」

と
違

う

の
は
、

暗

中
模

索

で
は

な
く

て
穴

を

開

け

て
見

え
る

よ
う

に
し

て

し
ま

う

こ
と

で
す

ね

。

し
か

も
立

体

に

穴

を

開

け

て
中

味

を
取

り
出

す

よ
う
な

、
例

え
ば

蘭

方

医

の
手

術

み
た

い
な

も

の

で
は
な

く

、

障

子

や
壁

に
穴

を
開

け

て
覗

き
見

す

る
程

度

の
も

の

で
す

。
従

っ
て

「
表

と
裏

」

と

い
う

よ
う

な

二
次

元

的

、
平

面
的

な

世
界

観

に
ぴ

っ
た

り

の
も

の

で
す
。

『
広

辞
苑

』

の
言

う

「
詮

索

す

る

」

と

か

「
暴

く

」

と
か

の
対

象

は
何

か
と

い

い
ま

す

と

、
例

え
ば

洒
落

本

の
う

が
ち

、

つ
ま

り

一
般

に
は
知

ら

れ

て

い
な

い
遊
里

の
様

子

を
見

せ

る

、
と

い
う

の

が

一
番

典

型
的

か

と

思

い

ま
す

。

酒
落

本

の
読

者

層

に

つ
い

て
は
無

知

で
す

が

、
酒

落

本

の
文
体

を
理

解

す

る
だ

け

の
読

解

力

も

知
識

も

あ

り
、

そ

の
上

に
実

際

の
遊

里

に

は
疎

く

、

そ
れ

に
付

い
て

の
知

識

を

得

る
為

に
洒

落
本

を

読

む

、
と

い
う
様
な
読

者

も
居

た

か

も

知

れ
ま

せ

ん
。

そ

ん
な
読

者

を
想

定

し

て
も

、
酒
落

本

と

い
う
も

の
は
外

部

に
向

っ
て
語

り

か
け

る
、

つ
ま

り
意

味

を

伝

え

る
類

の
も

の

で
は
あ

り
ま

せ

ん
。

こ

の
特
殊

な

ジ

ャ

ン
ル
を
楽

し

む
読

解

力

を

読
者

間

に
養
成

し

つ

つ
、
仲

間

う
ち

で
楽

し
む

遊

び

に
な

っ
て

い
ま

す

。
洒
落

本

が
要

求

す

る
知
識

も

そ
れ

が
与

え

る
知
識

も

、
洒
落

本

の
中

で
作

ら
れ

て
い
る
も

の
で
あ

っ

て
、
実

際

経

験

と
関

係

な

い
約

束

事

の
世

界

、

つ
ま

り
言
葉

の
世

界

で
す

。
例

え
ば
遊

女
高

尾
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に

一
夜

の
情

け

を
恵

ま
れ

た

田
子

作

に

は
酒

落

本

は
分

か
ら
な

い
わ

け

で
す
。

仲

間

う

ち

で
あ

れ
ば

こ
そ

、
説

明

が

不

用

に

な
り

ま
す

か
ら

、
地

の
文

を
極
端

に
省

い
て
対

話

だ
け
書

け

ば

い

い
、
即

ち
漫

画

が
直

接

絵

を

見

せ

て
あ

と
は

読

者

に
任

せ

る

の
と

同

じ
形

に

な

り
ま

す

。

「
表

」

に
あ

る

の
が

言
葉

に

し

ろ
絵

に

し

ろ
社

会

現
象

に
し

ろ
、

こ
れ

の

「
裏

」

が
真

理

で

は
な

く

て
、

又
言

葉

や
絵

に
な

っ
て

い
る
と
す

る
と

、

「
う
が

ち
」

に
は

、
無

く

て

も
良

い
所

に
態

々
壁

を
立

て

て
、

そ

れ

に
穴

を

開

け

る
よ

う
な

覗

き
見
趣

味

が
あ

り

ま
す

。
要

は
ど

ち

ら
が

「
表

」

で
ど
ち

ら

が

「
裏

」

か

の
問
題

で
は
な

く

、
両

方

を
並

べ
て
見

せ

る

の
が

江

戸

の
レ
ト

リ

ッ
ク

で
は
な

い

で
し

ょ

う

か
。

歌
舞

伎

の
助
六

は

、

『
浮

世

風
呂

』

の
勇

み
肌

と
同
様

、
登

場

が

一
番

の
見

せ
所

で
す

ね

。

紫

の
鉢

巻

に
蛇

の
目
傘

と

い
う
変

な
出

で
立

ち

が

吉

例

に

な

っ
て

い

て
、

こ
れ

を

見

た

だ

け

で

「
ヤ

ン
ヤ

、

ヤ

ン
ヤ

」

の
大

喝

采

に
な

り

ま

す

が
、
登

場

が

こ
れ

だ

け

の
価

値

を
持

た

さ
れ

る

程

、
助
六

は
高

度

に
記
号

化

さ
れ

て

い
る
わ

け

で
、

こ
れ

に

続

く

演
技

は
ド

ラ

マ
の
意

味

と

い
う
点

で
は
全

く

の
浪
費

で
す

。
助
六

も

衣
装

と

小
道

具

を

除

け

ば

、
素

っ
裸

の
勇

み
肌

と

同
様

、
助

六
性

を
失

う
わ

け

で
す

。
助
六

実

は
曽

我

五
郎

と

い

う
構

成

も

、
表

が

助
六

で

そ

の
本

質

的

な

裏

は
曽

我

五

郎

だ

と

い
う

の
で
は

な
く

、

芝

居

の
人

気

者

の
二
人

物

を
重

ね
合

わ

せ

た

、

見
立

て
の
面
白

さ
だ

け

が
目
立

ち

ま
す

。

と

い

う

わ

け

で

、
先

に
申

し

上

げ

ま

し

た

が
、

見

立

て

は

一
般

の

パ

ロ
デ

ィ
ー

と

違

い
ま
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す

。
寺
社

の
霊

宝

を
台

所
用

具

に
見
立

て

る

と
、

両
者

が
同

価

値

に
な

る

こ
と
自

体

が

面
白

い

の
で
す

。
春

画

は

、
見

る

べ
き

で
な

い
情

景

を

見

せ

る
と

い
う

意
味

で
、

「
裏

」
を
暴

い

て

い

る

こ
と

に

な

る

の

で
す

が

、

そ

の
中

に

も

、
性

交

中

に
見

え

る
筈

の
な

い
性

器

を
露

出

し

た

り

、

接

吻

中

に

見

え

る
筈

の

な

い
唇

を

ち

ゃ

ん

と
描

い

て

い

た

り

す

る

の

は

、

「
表

」

と

「
裏

」

を
同

時

に
見

た

い
と

い
う
願

望

の
表

わ

れ

と
思

わ
れ

ま

す

。

表

と
裏

は

こ

の

よ
う

に
同

時
的

に
並

立

さ
れ

る

こ
と
も
あ

り

ま

す

が
、

「
何
某

実

は
誰

某

」

と

い
う

よ

う

に
転

換

の
形

を

取

る

こ
と

も
あ

り

ま

す

。
総

体

的

に

は

、
徳
川

の
封

建
体

制

が
江

戸

の

「
表

」

で

、

こ

こ
で
お

考

え
頂

き
ま

し

た

「
お
江

戸

」
は

そ

の

「
裏

」

で
あ

り
乍

ら
、
広

告

の
レ

ト

リ

ッ
ク

に
よ

っ
て

こ
れ

が

「
表

」

に
向

け

ら
れ

て

い
る

と
言

え
ま
す

。
又

、

そ

う

い

う
お
江

戸

を

体

制

化

し

て

い
る

の
が
吉

原

と

み
る

こ
と
が
出

来

ま
す

ね

。
遊

女

の

ラ

ン
ク
が

あ

り
、
規

則

や
儀

式

ま

で
揃

っ
て

い
る

の

で
す

か
ら

、
幕
府

の
裏

の
体

制

に
な

り

ま
す

。

と

こ
ろ

が
そ

の
吉

原

も

、

京

伝

の

『
錦

の
裏

』
な

ど

に
見

る

通
り

、
昼

間

の
、

つ
ま
り
全

く
吉

原

ら

し

く
な

い
吉

原

、
と

い
う
裏

を

持

っ
て

い
ま

す

。

品
川

み
た

い
な
裏

の
遊

里

が
出
来

る

と

、
吉
原

ヘ

へ

な
ど

は
正

真

正

銘

の

「
表

」

に

な

っ
て
し

ま

い
ま

す

。
遊

女

が

男
名

前

で
男

っ
ぽ

い
は

り
を
売

り
も

の

に
す

る
深

川

な

ど
は

、
性

別

か
ら

し

て
裏

を
行

っ
て

い
る

こ
と

に
な

り

ま
す

。

そ
ん

な

わ

け

で

、
何

処

か

に
辿

り
着

け

ば
最

終

的

な

裏

と

い
う
形

で
本
音

や
真

理

が
掴
め

る

と

い
う

も

一48一



の

で
は
あ

り

ま

せ

ん
。

「
意

味

」

と

い
う
も

の
は

「
真
理

」
を

頂

上

に

し
た
価

値

体
系

で
す

が
、

見
立

て
に

よ

っ
て

何

で
も
同

価

値

に
し

て
し

ま

う
江

戸

の

レ

ト

ッ
リ

ク
は

、
意

味

か

ら
逃

れ

る
よ

う
に
出

来

て

い

ま
す

。

「
ト

ゥ

リ
ヴ

ィ
ア

リ
ズ

ム
」

と

か

「
フ

ェ
テ

ィ

ッ
シ

ュ
な
時

代

」

と

い
う
言
葉

で
江

戸

文
化

が
語

ら

れ

る

の
は

そ

の
せ

い

で
す

。

つ
ま
ら

な

い
物

に
執
着

す

る

こ
と
は
幼

稚

で
下
等

に

見

え
ま

す

が

、

「
江

戸

」

は

そ
う

で
は

あ

り
ま

せ

ん

。

「
見

立

て
」

と

い

い
、

「
表

と
裏

」

と

い
い
、

言
語

、
広

く

言

え
ば

記

号

、

と

い
う

も

の
に
潜

在
す

る
性
質

を

、
抵

抗
な

く
活

動

さ

せ

る
方

法

だ

か

ら

で
す

。
単

語

を

二

つ
並

べ

た

だ

け

で

も
解

釈

が

ま

ち

ま

ち

に
な

る

こ
と

か

ら

も

、
菖

語

と
意

味

と

の
関
係

は
両

面
的

(
或

は
多

面
的

)
で

、
し

か

も
可
変

で
あ

る

こ
と
が
分

　

へ

か

り
ま

す

。

そ

こ

の
所

を
本

能

的

に
見
極

め

、
江

戸
中

が
ぐ

る

に
な

っ
て
宣
伝

し

て

い
る

「
江

戸

」
と

い
う

も

の
は

、
現
在

の
西

洋

文
化

の

「
ポ

ス
ト

モ
ダ

ン
」
と
呼

ば

れ

る
現
象

と

同

じ
性

質

の
も

の

で
す

。

そ

れ
だ

け
進

ん

で

い

る

の
が
江

戸
文

化

で
、

ロ
ゴ

ス
の
面
前

で

エ

ロ
ス
が
居

直

っ
た
よ

う

な

、
実

に
威
勢

の

い
い
も

の
な

の
で
す

。

取

り
留

め

の
な

い
長

談

義

に

な
り

ま

し

た

。
御

静
聴

あ
り

が

と

う
ご
ざ

い
ま
し

た

。
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資
料
五

根
奈
志
具
佐
四
之
卷

籍

量

「籠
(く
)川
の
濾
憎
た
へ
ず
し
て
、
し

か
も
も
と
の
水

に
あ
ら
ず
」
と
、
鴨

の
長
明
が
筆

の
す
さ
み
・
礁
の
海
の
ふ
か
き
篷

嵯

み
荒

の
流
清
ら
に
し
て
、
武
藏
と
蘰

穿

か

い
な
れ
ば
と
て
・
爵

橋
の
名
も
高
く
磯

ざ
・」
と
問
(は
)む
と
詠
じ
た
る
齲
鳥
に
引
(き
ぶ

　ニ
ニ

へ
・
す
れ
逡
ふ
舟
の
募

は
・
詬
の
木
の
葉
の
鵤
楙
ぎ

と
く
、
、髴

げ
浪
撫

は
、
龍
の

羈

を
す
る
に
似
た
り
・
か
た
へ
に
は
羇

の
馨

曇象

監

駅

驟
を
か
・
へ
蠡

去

り̂
)・
蒙

の
露

は
・
墜

あ

素

熱
毳

で
・
小
人
嶋
の
垂
。齋

と
思
ほ
ゆ
庭

コ
　ん

命
丸
の
蠢

に
・
繚
子
謬

袖
を
轡

・
鑾

搬
た
男
に
は
、
鑒

磁

嶐
、ぎ

さ
へ
て

か
た
琴

鶇

雰

挙

か
し
は
・
豆
と
徳
利
葱
響

欝

の
ξ

頁
は
・
蟹

の
嬲

を
野

妻

懐
疉

の
磐

は
一
荷
の
秋
を
荷
ひ
、
撃

つ
こ
い
ー

は
、
潔
水
瀬

擁

陶

胴
陀
`

艱

昊

,
ち
け
さ

語

・
し

隻
鱒
パ韃
鍵
斃
絃
翫難
都
吻錨鷙
鮎
㌶
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一

ど
う
ざ
い

く

く
ん
じ
ゆ

な
つ

つ

ら

し

う
た
が

は
ち
リ
へ

よ
み
が
へ
リ

ニ

子
細
工
に
た
か
る
群
集
は
、
夏
の
氷
柱
か
と
疑
ふ
。
鉢
植
の
木
は
水

に
蘓
、

は
り
ぬ
き
の

三

か
め

た
ま
し
い

あ
は
ゆ
セ

ロ

エ

ま

龜
は
風
を
以
て
魂
と
す
。
沫
雪
の
塩
か
ら
く
、
幾
世
餅
の
甘
た
る
く
、
か
ん
ば
や
し
が
赤
前

七

・
,

八

へと
こ
ろ
リコ
ぎ
ら

わ
か
も
り

ち

そ
う

と
う
ろ
う

だ
れ
は
、

つ
め
ら
れ
た
跡

所

斑
に
、
若
盛
が
二
階
座
敷
は
好
次
第
の
馳
走
ぶ
り
、
燈
籠
贋

九

一
一

一
二

せ
た
い

や
み

て
ら

δ

す
し

ゑ
い

か
み
ゆ
い
ど
こ
.

一三

い
う
ど
ウ

茜

は

世

帶

の

闇

を

照

し

、

こ

は

だ

の

鮓

は

諸

人

の
醉

を

催

す

。

髮

結

床

に

は

紋

を

彩

、

茶

店

に

一
六

一
八

一
九

や
く
わ
ん

　
エ

か
う
し
や
く
し

　
セ

ハし
ら
ご
ゑ
ロ

う
ぽ
の

は
藥
鑵
を
か
丶
や
か
す
。
講
釈
師
の
黄
色
な
る
聲
、
玉
子
く

の
白
聲
、
あ
め
賣
が

口
の
旨
、

二
〇

ニ
ニ

ニ

三

二
匹

か
ヤ

た
ん
き
リ

ニ
　

ほ

ム

づ

セ

さ
ん

ご

じ
ゆ

と

う
も
ろ
こ
し

さ
ゐ

椹
の
痰
切
が
横
な
ま
り
、
燈
籠
草
店
は
珊
瑚
樹
を
な
ら
べ
、
玉
蜀
黍
は
鮫
を
か
ざ
る
。

ぬ

　
む

茶

舟

・
ひ

ら

だ

・

一

一

ち
ょ

セ

一
二

一
三

鴨
口

囎
二

、

ム
う
り
,

一
穴

夐
ど
り
こ

一
七

そ
で

猪
牙

・
屋
根
舟
、
屋
形
舟
の
數
ミ
、
花
を
餝
る
吉
野
が
風
流
、
高
尾
に
は
踊
子
の
紅
葉
の
袖

　
　

　
ん

ニ
む

ニ

　

を
ひ
る
が
へ
し
、
え
び
す
の
笑
聲
は
商
人
の
仲
ヶ
間
舟
、
坊
圭
の
か
こ
ひ
も
の
は
大
黒
に
て

二
二

一=
二

　ロき
し
ま

ひ
めロう
ご

ニ
と

さ
み
せ
ん

の
出
合
、
酒
の
海
に
肴
の
築
嶋
せ
し
は
、
兵
庫
と
こ
そ
は
知
ら
れ
た
り
。
琴
あ
れ
ぽ
三
弦
あ

二
凶

二
五

が
く

は

や

し

け
ん

し

ム

ニ
ま

ニ
わ
い
る

ニ
セ

り

、

樂

あ

れ
ば

囃

子

あ

り

、

拳

あ

れ
ぽ

獅

子

あ

り

、

身

ぶ

り
あ

れ

ば

聲

色

あ

り
、

め
り

や

す

二
λ

ニ
ス

ひ
ハしう
し

ミ
む

ハろ
ソ

舟
の
ゆ
う
く

た
る
、
さ
わ
ぎ
舟
の
拍
子

に
乘
(つ
)て
、
船
頭
も
さ
つ
さ
お
せ
ノ
＼

と
艟
を

　
ニ

　ニ
ニ

.
は
や
め
、
離

ば
や
し
の
鉦
太
韓

凝
ら
に
や
う
鉢

の
い
た
づ
ら
さ
わ
ぎ
・
隷

舟
の
覊
く

ニ
ロ

は

ん
ゑ
い

さ
き

ま

で
、

入

(り
)
乱

(れ
)
た

る
舟

・
い
か

だ
、
誠

に

か

」

る
繁

栄

は

、
江

戸

の
外

に
又

有

(る
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発表を終えて

日本文学を日本語で教える機会 もたまにはあ ります し、普段 日本語

で付 き合 う同僚や学生 も無いわけではあ りませんが、長 いこと外国に

居ますと時代遅れな表現や簡略か した日本語 に固 まって しまい丶 自分

らしい母国語のスタイルを失って いくよ うです。英語 がいくらか こな

せるようになってアメリカの学会 に出て は大得意で発表 していた駆 け

出しの頃とは逆に、無様な日本語 を意識 して戦々恐々 としてフォー ラ

ムに臨みました。下書きを捨ててぶっつけ本番にさせて頂いたのは、

余りに堅苦 しいものが出来てしまったか らです。結局取 り留めの無 い

話になり、会話体が活字になると読 みに くくもあり、返 って意 の通 じ

ないところがあるか も知れません。お詫び申 し上げます。

「レトリックとしての江戸」 という洒落 たタイ トルを下さったのは

本センター教授の中西進氏ですが、英語 のタイ トル として掲げた 「エ

ドイズム」は、江戸趣味のみならず、江戸 の宣伝 にまっわる江戸中心

主義、っまり 「エゴイズム」にある自己言及の風潮を指すっもりです。

江戸文化の基調であるこの問題を扱 う本を書 こうとして苦 しんでいる

ところですか ら、フォーラムでの発表が大いに役立 ちました。司会 の

井上章一氏をはじめ、中西氏、上野千鶴子氏などか ら示唆に富んだ ご

質問やご批判を頂きま した。フォーラムの前後 も、 日文研の諸教授 と

京都大阪近辺の専門家諸氏が私を相手に真摯な意見交換を して下 さっ

たのもありがたいことで したが、一般の聴衆の方々が数 も多 く、手帳

に質問を準備するなど随分熱心に参加なさったのも、 日文研の面白い
一面 と見受けました。

学者のレトリックは生まれ育った言語圏によって異な りますか ら、

国際交流は容易なことではありません。 このフォーラムのような形で

交流の努力が進め られているとい うのは大変 うれ しいことです。京都
のみならず、世界の各地で討論の場が広げ られるように したい もので

す。日文研の出版物を拝見 しますと、わが江戸文化に関 して面白いテー

マを研究 しておいでの方々が目につきます。共同研究 の形で江戸学 を

大いに宣伝する 「エ ドイスト」のグループを作 りたいものです。

この発表の録音と起稿を担当 して下さった方々に感謝いた します。

漸
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宋 彙七(慶 北大学校師範大学副教授)

SONGWhiChil

「大塩平八郎研究の問題点」
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⑩
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(1989)

LIUJingwen
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スザ ンヌ ・ゲイ(オ ベ リン大学助教授)
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元.5.9

(1989)
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「中世京都 における土倉酒 屋 一都 市社会の自由 とその限界 一」

夏 剛(京 都工芸繊維大学助教授)

⑫
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(1989)
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EricSEIZELET

「日本 の国際化 の展望 と外国人労 働者 問題 」

0
2.1.9

(1990}

ス ミエ ・ジョー ンズ(イ ンデ ィアナ大学準教授)

SumieJONES

「レ トリックとしての江 戸」

⑳
2.2.13

(1990) ,

カール ・ベッカー(筑 波大学哲学思想学系外国人教師)

CarlBECKER

「往生一日本の来生観 と尊厳死の倫理」

⑳
2.4.10

(1990)

グラントK.グ ッ ドマ ン(カ ンザス大 学教 授 ・日文研客

員教授)

GrantK.GOODMAN

「忘れ られた兵士 一戦争 中の 日本 に於 けるイン ド留学生 」

22
2.5.8

(1990)

イアン ・ヒデオ ・リー ビ(ス タンフォー ド大学準教授 ・

日文研客員助教授)

IanHideoLEVY

「柿本人麿 と日本 文学 における「独創性 』について」

23
2.6.12

(1990)

リヴィア ・モネ(ミ ネソタ州立 大学 助教 授)

LiviaMONNET

「村上春樹:神 話 の解体 」

⑳
2.7.10

(1990)

李 国棟(北 京連合大学外国語師範学院日本語学部講師)

LIGuodong

「魯迅の悲劇 と漱石の悲劇 一文化伝統からの一考察一」

25
2.9.11

(1990)

馬 興国(遼 寧大学 日本研究所副所長 ・日文研客員助教授)

MAXing-guo

「正月の風俗一中国と日本」

2.10.9

(1990)

ケネス ・クラフ ト(リハイ大学助教授)

KennethKRAFT

「現代 日本 における仏教 と社会活動」
ノ



72

r

2.11.13

(1990)

丶

アハマ ドM.フ ァ トヒ(カ イロ大学講 師)

AhmedM.FATTHY

「義経文学 とエ ジプ トのべーバルス王伝説 における主従関係

の比較」

⑱
3.1.8

(1991)

カレル ・フィア ラ(カ レル大 学 日本学科長 ・日文研客員

助教授)

KarelFIALA

「言語学か らみた『平家物語 ・巻一』の成立過程」

29
3.2.12

(1991)

ア レクサ ン ドルA.ド ー リン(ソ 連科学 アカデ ミー東洋学

研究所上級研究員)

AleksandrA.DOLIN

「ソビエ ットの 日本 文学翻訳 事情 一古典か ら近代まで一」

30
3.3.5

(1991)

ウイーベP.カ ウテル ト(ワ ーゲニ ンゲ ン大学研究員)

WybeP.KUITERT

「バ ロック ・ヨーロッパの日本庭園情報
一ゲオルグ ・マイステルの旅 一J

⑳
3.4.9

(1991)

ミコワイ ・メラノヴィッチ(ワ ルシャワ大学教授 ・日文

研客員教授)

MikoiajMELANOWICZ

「ポーラン ドにおける谷 崎潤一郎文学」

32
3.5.14

(1991)

ベア トリスM .ボ ダル ト・ベイ リー(オ ース トラリア国立

大学 リサーチフェロー ・日文研客員助教授)

BeatriceM.BODART-BAILEY

「三百年 前の京都 一ケ ンペルの上洛記録」

⑳
3.6.11

(1991)

サ トヤB.ワ ルマ(ジ ャワハ ルラール ・ネール大学教授 ・

日文研客員教授)

Satya.B.VERMA

「イン ドにおける俳句」

43

㌧

3.7.9

(1991)

ユルゲ ン ・ベルン ト(フ ンボル ト大学教授 ・日文研客員教授)

J�genBERNDT

「ドイ ツ統合 とベル リンにおける森鴎外記念館」
ノ



⑳
3.9.10

(1991)

丶

ドナル ドM.シ ーキンス(琉 球大学助教授)

DonaldM.SEEKINS

「忘れ られたアジアの片隅 一50年 間 の日本 とビルマの関係」

36
3.10.8

(1991)

王 曉平(天 津師範大学助教授 ・日文研客員助教授)

WANGXiaoPing

「中国詩歌における日本人のイメージ」

⑳
3.11.12

(1991)

辛 容泰(東 国大学校文科大学教授・日文研来訪研究員)

SHINYong-tae

「日本語の起源
一日本語・韓国語・甲骨文字 との脈絡を探る一」

38
3.12.10

(1991)

洪 潤植(東 国大学校教授)

HONGYoonSik

「古代 日本佛教における韓国佛教の役割」

39
4.1.14

(1992)

サウィ トリ・ウィシュワナタン(デ リー大学教授 ・

日文研客員教授)

SavitriVISHWANATHAN

「イン ドは日本か ら遠 い国か?一 第二 次大戦後の

国際情勢 と日本 のイ ンド観の変遷 一」

40
4.3.10

(1992)

ジャン=ジ ャック ・オ リガス

(フ ランス国立東洋言語文化研究 所教授)

Jean-JacquesORIGAS

「正 岡子規 と明治 の随筆」

41
4.4.14

(1992)

リブシェ ・ボハ ーチ コヴァー(プ ラハ国立博物館 日本美術

元 キュレー ター ・日文研客員教授)

LibuseBOHﾂCKOVﾂ

「チェコス ロバキアにおける日本美 術」

24

㌧

4.5.12

(1992)

ポール ・マ ッカーシー(駿 河台大学教授)

PaulMcCARTHY一

「谷 崎文学 の 『読み」と翻訳:ア メ リカにおける

最近 の傾 向」
ノ



43
4.6.9

(1992)

G.カ メロン ・バース ト皿

(ニ ューヨーク市立大学 リーマ ン広 島校学長 ・

カンザス大学東 アジア研究所長)

G.CameronHURSTIII

「兵 法か ら武芸 へ一徳川時代 における武芸 の発達 一」

○は報告書既刊



発 行 日

編集発行

問 合 先

ｩ1992

1992年9月25日

国際 日本文化研究センター

京都市西京区御陵大枝山町3-2

電話(075)335-2048

国際 日本文化研究センター

管理部 ・研究協力課
***

国際日本文化研究センター
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■ 日時

1990年1月9日

午後2時 ～4時

■ 場所

国際交流基金 京都支部
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