
西鶴存疑作『浮世栄花一代男』論-虚実の二つ-

言語: jpn

出版者: 明治大学教養論集刊行会

公開日: 2016-09-30

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 徳田, 武

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

http://hdl.handle.net/10291/18088URL



明
治
大
学
教
養
論
集

通
巻
五
O
四
号
(
二

O
一
五
・
一
)
五
九
|
六
六
頁

西
鶴
存
疑
作

吋
浮
世
栄
花
一
代
男
』

論

l
l
虚

実

の

二

つ

|

|

徳

田

武

『
浮
世
栄
花
一
代
男
』
(
元
禄
六
年
、

一
六
九
三
、
京
、
松
葉
屋
平
左
衛
門
等
刊
)
は
、
「
元
禄
六
の
と
し
の
春
/
松
寿
軒
/
西
鶴
口
」
の

序
を
備
え
て
お
り
、

そ
れ
に
拠
っ
て
酋
鶴
作
と
す
る
説
(
野
間
光
辰
著
『
剛
補

西
鶴
年
譜
考
証
』
)
が
あ
り
、

一
方
、
従
来
の
問
鶴
作
に

用
い
ら
れ
な
い
語
葉
が
散
見
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
に
疑
い
を
差
し
挟
む
説
(
晦
峻
康
隆
『
定
本
西
鶴
全
集
』
第
十
四
巻
解
説
。
吋
西
鶴
研

究
ノ
1
ト
』
)
も
あ
り
、
西
鶴
作
品
と
断
言
す
る
こ
と
が
難
し
い
も
の
で
あ
る
。
近
年
は
、
こ
れ
を
西
鶴
作
と
す
る
説
が
多
い
(
中
村
幸
彦

『
中
村
幸
彦
著
述
集
」
第
四
巻
・
前
凹
金
五
郎
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
)
ょ
う
で
あ
る
が
、
私
は
な
お
、
そ
う
と
は
言
い
切
れ
な
い
と
い

う
感
触
を
抱
い
て
い
る
。
要
旨
だ
け
を
言
っ
て
お
く
と
、
西
鶴
自
身
が
書
い
た
作
品
の
外
に
、
門
人
な
ど
の
助
作
・
代
作
に
西
鶴
が
手
を
入

れ
た
作
品
も
少
な
く
は
な
い
、
と
い
う
も
の
だ
。
し
か
し
、

い
ず
れ
に
し
て
も
決
定
的
な
根
拠
が
見
出
せ
な
い
今
、
こ
の
問
題
に
深
入
り
す

る
こ
と
は
、
控
え
て
お
き
た
い
。
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本
論
で
は
、
西
鶴
が
序
に
部
べ
て
い
る
「
虚
実
の
ふ
た
つ
」
と
い
う
句
に
着
目
す
る
と
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
作
品
造
り
の
方
法
の
一
端
に

迫
り
た
い
。
前
も
っ
て
言
う
と
、
虚
と
は
虚
構
の
こ
と
で
あ
り
、
実
と
は
実
在
人
物
の
面
影
を
打
ち
掠
め
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
二
つ
の
要



素
を
撮
ム
ロ
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
小
説
を
形
成
し
て
い
る
様
相
を
確
認
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

60 通巻504号 (20日・1)

「
篭
の
鳥
か
ゃ
あ
か
ぬ
な
げ
ぶ
し
」

烏
の
巻
二
第
三
話
「
篭
の
鳥
か
ゃ
あ
か
ぬ
な
げ
ぷ
し
」
は
、
詩
仙
蛍
の
隠
逸
者
で
あ
る
石
川
丈
山
の
面
影
を
踏
ま
え
た
作
品
で
あ
る
、
と

読
む
。
そ
の
梗
概
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

明治大学教養論集

忍
之
介
は
祇
園
祭
り
も
終
る
六
月
十
四
日
頃
、
嵯
峨
の
釈
迦
賞
に
到
り
、
穏
居
所
を
見
歩
く
が
、
「
薮
景
き
び
し
く
外
門
は
る
か
に
奥

深
な
る
家
作
り
あ
っ
て
、
こ
と
に
栄
花
な
る
隠
れ
住
」
を
し
て
い
る
者
が
い
る
。
忍
之
介
が
傘
で
身
を
隠
し
て
、
居
間
に
通
る
と
、

「
七
十
あ
ま
り
の
親
仁
」
が
「
此
の
家
の
将
軍
ら
し
き
貌
っ
き
」
で
、
十
四
、
五
人
の
美
女
に
車
を
綱
引
か
せ
、
そ
の
上
に
坐
し
て
、

「
跡
か
ら
は
唐
固
に
て
風
を
」
招
か
せ
、
屋
敷
の
内
を
廻
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
さ
な
が
ら
見
ぬ
国
の
正
院
事
し
て
あ
そ
ぶ
」
と
思
わ

れ
る
。
忍
之
介
が
そ
の
夜
の
あ
り
さ
ま
を
伺
っ
て
い
る
と
、
実
行
不
能
の
老
人
は
美
女
た
ち
を
相
手
に
「
手
て
ん
が
う
」
す
る
だ
け
で
、

こ
と
に
嫉
妬
深
く
、
暮
れ
方
に
は
戸
に
錠
を
お
ろ
さ
せ
、
男
を
入
れ
な
い
の
だ
が
、
夜
半
過
ぎ
に
八
重
梅
と
い
う
女
が
出
産
す
る
。
老

人
は
立
腹
し
て
清
滝
と
い
う
か
し
ら
に
事
情
を
札
す
が
、
不
明
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
十
四
人
い
る
下
男
ど
も
を
調
べ
て
も
坪
が
明
か
な

ぃ
。
さ
ら
に
調
査
す
る
と
、
西
の
岡
ゃ
く
れ
な
ゐ
と
い
う
女
も
妊
撮
し
て
い
る
。
小
笹
と
い
う
女
が
み
ず
か
ら
妊
娠
し
て
い
る
と
申
し

出
た
の
で
、
調
べ
て
み
る
と
実
は
男
で
あ
っ
て
、
大
勢
の
女
を
庇
娠
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
主
人
は
女
と
手
て
ん
ご
う
で
「
た
は

ぶ
れ
」
る
だ
け
、
と
い
う
内
証
を
知
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
企
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
男
は
子
と
と
も
に
川
原
町
の
親
元
へ
帰
さ
れ

た
が
、
忍
之
介
は
こ
れ
を
観
じ
て
、
「
栄
花
に
何
穂
か
美
女
集
め
置
て
も
ひ
と
つ
も
ゑ
き
の
な
き
事
」
で
、
こ
れ
ら
の
美
女
た
ち
は
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「
龍
の
烏
か
や
」
と
投
節
を
唄
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

62 通巻504号 (2015・1)

右
の
梗
概
の
内
で
、
「
七
十
あ
ま
り
の
親
仁
」
と
言
わ
れ
て
い
る
老
人
が
石
川
丈
山
の
面
影
を
取
り
入
れ
た
人
物
像
で
あ
る
、
と
考
え
る
。

そ
の
理
由
は
、
第
一
に
、
「
隠
れ
住
み
」
し
て
い
る
、

つ
ま
り
隠
者
で
あ
る
点
が
両
者
に
共
通
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
丈
山
は
隠
者
と
し

て
著
名
で
あ
り
、

そ
れ
故
、
西
鶴
も
早
く
貞
享
五
年
(
一
六
八
八
)
二
月
刊
行
の
『
武
家
義
理
物
五
巴
巻
三
、
第
二
話
「
約
束
は
雪
の
朝
食
」

で、

明治大学教養論集

石
川
や
老
い
の
浪
立
つ
影
は
は
づ
か
し
と
読
捨
、
今
の
都
も
う
き
世
と
見
な
し
、
賀
茂
山
に
隠
れ
し
、
丈
山
坊
は
、
俗
性
歴
々
の
む
か

し
を
忘
れ
、
詩
歌
に
気
を
移
し
、
其
徳
あ
ら
は
る
る
道
者
な
り
。

と
、
そ
の
隠
逃
ぶ
り
を
懐
か
し
く
描
い
て
い
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
西
鶴
の
周
辺
の
人
物
に
も
丈
山
は
隠
者
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
こ

と
を
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
と
す
れ
ば
、
西
鶴
な
い
し
は
西
鶴
の
周
辺
の
人
物
が
『
浮
世
栄
花
一
代
男
」
で
再
び
丈
山
を
扱
う
こ
と
は
、

十
分
に
あ
り
得
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
付
け
足
し
て
い
え
ば
、
「
七
十
あ
ま
り
の
親
仁
」
と
い
う
設
定
も
、
丈
山
に
該
当
す
る
の
で
あ
る
。

七
十
余
り
と
い
う
年
齢
は
、
当
時
に
し
て
は
か
な
り
の
高
齢
者
で
あ
る
が
、
胤
知
の
よ
う
に
丈
山
は
、
九
十
歳
と
い
う
長
命
を
保
っ
た
人
で

あ
る
。
両
者
の
こ
う
し
た
高
齢
も
共
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
「
さ
な
が
ら
見
ぬ
国
の
王
院
事
し
て
遊
ぶ
」
と
い
う
記
述
が
、
丈
山
の
詩
仙
堂
を
暗
示
し
て
い
る
も
の
と
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
周
知
の
よ
う
に
、
詩
仙
裳
に
は
、
雅
趣
豊
か
な
庭
園
の
内
に
数
寄
を
凝
ら
し
た
建
物
が
設
け
ら
れ
、
そ
の
内
に
は
三
十
六
人
の
唐
土
の

詩
人
の
図
像
と
、
隷
書
に
よ
る
そ
の
詩
と
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
。
そ
う
し
た
趣
は
、
後
に
三
橋
成
烈
の
『
詩
仙
堂
志
」
(
四
巻
四
冊
、
寛
政



九
年
刊
)
に
多
数
の
図
画
を
も
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
丈
山
の
唐
風
愛
好
を
、
「
さ
な
が
ら
見
ぬ
国
の
王
院
事
し
て
遊
ぶ
」
と

言
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
「
篭
の
鳥
」
の
挿
絵
の
主
人
公
像
は
、

よ
く
知
ら
れ
た
「
丈
山
寿
像
」
を
換
骨
脱
脂
し
た
も
の
、
と
観
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら

で
あ
る
。
上
掲
の
二
図
の
内
、
上
の
も
の
が
「
篭
の
鳥
」
の
そ
れ
で
あ
り
、
下
の
も
の
が
嘗
て
詩
仙
堂
に
存
し
て
、
『
詩
仙
堂
志
」
に
も
掲

載
さ
れ
た
「
丈
山
寿
像
」
(
狩
野
探
幽
画
・
丈
山
賛
)

で
あ
る
。
「
篭
の
鳥
」
の
そ
れ
は
、
隠
居
所
の
主
人
が
大
勢
の
美
女
に
自
ら
が
乗
っ
た

車
寄
引
か
せ
る
場
面
を
描
い
た
も
の
で
あ
り
、
車
上
の
主
人
は
画
面
右
に
向
い
て
在
膝
を
立
て
て
坐
っ
て
い
る
。
「
丈
山
寿
像
」
の
そ
れ
は
、

体
は
画
面
左
を
向
き
、
帽
子
を
か
ぶ
っ
た
顔
は
右
に
向
け
、
右
膝
を
立
て
て
い
る
。
服
埜
は
、
両
者
と
も
に
、

い
か
に
も
隠
者
が
着
そ
う
な
、

ゆ
っ
た
り
と
し
た
寛
衣
ま
た
は
道
服
を
着
用
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
左
向
き
と
右
向
き
、
左
膝
と
右
膝
と
い
う
よ
う
な
細
部
の
相
違
は
存
す

る
け
れ
ど
、
片
膝
を
立
て
て
坐
る
、
と
い
う
点
で
は
同
一
と
い
う
、

一
見
し
て
直
ち
に
類
似
を
感
ず
る
よ
う
な
座
像
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ

西鶴存疑作『浮世栄花一代男」論

る
。
少
な
く
と
も
「
丈
山
寿
像
」
を
銘
記
し
て
い
る
者
が
両
者
を
見
比
べ
る
と
、
類
似
を
感
ず
る
よ
う
に
出
来
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

「
篭
の
鳥
」
の
、
主
人
公
像
は
、
「
丈
山
寿
像
」
の
座
像
を
基
と
し
た
上
で
、
そ
れ
を
多
少
岡
き
変
え
た
も
の
と
観
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

以
上
の
事
柄
は
、
「
篭
の
鳥
」
の
主
人
公
像
は
、
石
川
丈
山
の
人
物
像
を
踏
ま
え
た
も
の
だ
、
と
い
う
事
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。

に
隠
者
で
あ
り
、
長
命
で
あ
る
、
二
に
異
閣
の
文
雅
な
趣
味
を
愛
好
す
る
、
三
に
片
膝
を
立
て
た
座
像
、
と
い
う
三
点
に
お
い
て
、
両
者
の

人
物
像
は
共
通
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
「
篭
の
鳥
」
の
作
者
が
意
図
し
て
丈
山
像
か
ら
取
り
込
ん
だ
も
の
だ
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

単
純
化
し
て
言
え
ば
、
「
篭
の
鳥
」
は
、
石
川
丈
山
を
モ
デ
ル
と
し
た
作
品
な
の
で
あ
る
。
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「
篭
の
鳥
」
は
、
し
か
し
、
小
説
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
実
際
の
丈
山
像
と
は
違
う
点
も
数
多
く
存
す
る
。
ま
ず
「
篭
の

鳥
」
で
は
、
主
人
公
が
随
分
の
女
好
き
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
忍
。
彼
は
高
齢
ゆ
え
に
性
的
不
能
者
で
あ
り
、
た
め
に
大
勢
の
美
女
た
ち
そ

相
手
に
し
て
も
、
「
手
て
ん
が
う
」
(
手
に
よ
る
戯
れ
)
で
済
ま
す
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
非
常
に
嫉
妬
深
く
、
他
の
男
は
家
内
に
入
れ
な

L 、。

明治大学教養論集

二
時
は
薙
髪
し
て
妙
心
寺
に
入
り
、
そ
の
後
も
一
生
独
身
で
あ
っ
た
(
『
新
編

こ
う
し
た
主
人
公
像
に
対
し
て
、
実
際
の
丈
山
に
は
、

覆
審
集
』
所
載
「
丈
山
年
撤
回
寛
文
十
二
年
三
月
二
十
日
の
条
に
「
生
来
妻
無
し
、
故
に
女
子
の
側
ら
に
在
る
も
の
有
ら
ず
」
)
こ
と
も
手

伝
っ
て
、
却
っ
て
女
嫌
い
・
衆
道
好
き
の
巷
説
が
付
き
ま
と
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
西
鶴
の
知
人
た
る
西
鷺
軒
橋
泉
が
著
し
た
と
い
う
小

説
、
即
ち
西
鶴
存
疑
作
の
一
で
も
あ
る
吋
近
代
艶
隠
者
』
(
貞
享
三
年
刊
。
西
鶴
序
〉

一
の
二
「
花
葉
の
翁

土
器
の
翁
:
・
」
に
は
、
丈
山

の
こ
と
が
、

昔
往
公
の
命
に
し
た
が
ひ
、
上
方
表
の
戦
に
ま
か
ン
で
し
に
、
か
く
れ
も
な
さ
功
を
な
す
と
い
へ
ど
も
、
己
の
が
名
誉
を
立
ん
と
思
ひ
、

U
ひ
し
ん

公
の
忠
を
お
も
は
ず
、
屯
の
法
を
破
る
兵
家
は
、
勇
武
を
元
と
は
す
れ
ど
、
是
を
よ
し
と
は
云
が
た
し
。
公
慈
心
の
あ
ま
り
、
し
ば
ら

な

だ

め

ゆ

る

こ

う

な

り

な

と

ぐ

る

く
径
を
在
宥
た
ま
ひ
、
二
度
っ
か
へ
ん
事
を
免
し
給
へ
ば
、
功
成
名
遂
の
文
に
ふ
け
り
、
恩
を
わ
す
れ
て
身
を
か
く
し
、
蝉
の
小
川
の

ぎ

ん

そ

れ

和
歌
を
詠
し
て
、
都
の
内
へ
も
出
ず
。
此
心
ま
た
世
の
人
を
う
と
ん
で
、
己
を
た
つ
る
答
あ
り
。
夫
文
を
ま
な
び
詩
安
唄
ひ
、
和
国
の

一
骨
を
尊
む
も
、
無
我
に
も
と
づ
く
の
は
し
め
た
り
。
又
天
地
は
陰
陽
に
は
じ
ま
れ
り
。
人
は
そ
の
め
ぐ
み
に
よ
る
。
然
る
に
妻
と
い
ふ



名
も
な
く
、

た

っ

た

色

す

て

か

へ

る

よ

こ

し

ま

そ
の
身
に
い
た
り
て
末
を
絶
も
ゆ
へ
な
し
。
又
愛
を
断
捨
て
其
も
と
に
復
か
と
お
も
ふ
に
、
邪
に
小
童
を
寵
し
・
:

と
、
独
身
で
美
童
好
き
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
野
間
光
辰
は
、
御
丁
寧
に
も
こ
の
寵
童
に
「
丈
山
の
侍
者
平
井
仙
木
、
号
敬
斎
」

と
注
を
付
け
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
(
『
定
本
西
鶴
全
集
』
第
十
四
巻
『
近
代
艶
隠
者
』
注
)
。

こ
う
し
て
、
実
際
の
丈
山
に
は
女
嫌
い
で
衆
道
好
き
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
付
き
ま
と
う
の
で
あ
る
が
、

そ
う
と
す
れ
ば
、
「
官
の
烏
」
は
、

そ
れ
と
は
正
反
対
な
方
向
、

つ
ま
り
女
好
き
に
主
人
公
像
を
造
形
し
て
い
る
わ
け
で
、

そ
こ
に
虚
構
が
存
す
る
こ
と
に
な
る
。
の
み
な
ら
ず
、

こ
の
主
人
公
は
、
女
好
き
で
あ
る
故
に
女
に
裏
切
ら
れ
、
女
で
苦
労
す
る
。
当
時
、
も
し
も
主
人
公
像
に
丈
山
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
こ
と

に
気
付
い
た
読
者
が
い
る
な
ら
ば
ー
ー
そ
の
割
合
は
、
当
時
に
お
い
て
は
現
代
の
そ
れ
よ
り
も
か
な
り
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
1

1
、
こ

の
実
際
の
丈
山
像
と
の
ギ
ャ
ッ
プ

(
懸
隔
)
に
思
わ
ず
咲
笑
を
惹
き
起
こ
す
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
し
て
、
こ
の
咲
笑
を
惹
き
起
こ
す
こ

西鶴存疑作『浮世栄花一代男』論

と
こ
そ
が
作
者
の
狙
い
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

換
言
す
れ
ば
、
「
篭
の
鳥
」
の
後
半
部
の
、
美
女
た
ち
の
妊
娠
、
美
女
た
ち
の
内
に
男
が
紛
れ
込
ん
で
い
て
の
騒
動
、
と
い
っ
た
話
は
、

ほ
と
ん
ど
全
て
が
虚
構
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
「
篭
の
鳥
」
の
構
造
は
、
主
人
公
像
に
就
い
て
は
石
川
丈
山
の
人
物
像
と
い
う
「
実
」
を

そ
の
好
色
、
美
女
の
既
娠
、
男
の
美
女
群
へ
の
混
入
、
と
い
っ
た
話
は
「
虚
」
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

踏
ま
え
て
お
り
、

つ
ま

り
、
「
実
」
を
踏
ま
え
な
が
ら
「
虚
」
を
加
え
る
、
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
一
編
を
構
成
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
浮
世
栄
花
一
代
男
』
の

西
鶴
の
序
に
お
い
て
は
、
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さ
れ
ば
世
界
は
広
し
。
む
さ
し
野
の
恋
種
の
中
に
住
み
な
が
ら
、
色
し
ら
ず
の
男
の
あ
り
し
を
、
陰
陽
の
神
の
道
び
か
せ
給
ひ
、
俄
に

浮
世
の
栄
花
物
語
。
是
を
見
る
人
、
鹿
実
の
ふ
た
つ
有
。
時
に
移
れ
る
心
に
し
て
見
る
事
、
同
じ
夢
に
も
玉
殿
の
手
枕
、
し
ば
し
も
楽



し
み
ふ
か
し
。
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と
、
本
作
に
は
「
虚
実
の
ふ
た
つ
」
が
あ
る
こ
と
を
わ
き
ま
え
て
読
む
べ
き
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
、

虚
実
の
撮
合
、
と
い
う
方
法
を
用
い
て
い
る
こ
と
を
西
鶴
が
明
か
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
同
時
に
西
鶴
は
、
「
時
に
移
れ
る
心
に
し

て
見
る
事
」
と
、
話
を
過
去
の
も
の
と
し
て
読
む
べ
き
こ
と
を
も
説
い
て
い
る
が
、
「
篭
の
鳥
」
も
、
寛
文
頃
の
過
去
の
人
で
あ
る
石
川
丈

山
を
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
虚
実
と
過
去
と
い
う
二
つ
の
要
素
は
、
『
浮
世
栄
花
一
代
男
』
の
話
の
方
法
を
解
明
す
る
た
め
の
一

つ

の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
、
と
雷
え
よ
う
。
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そ
こ
で
、
以
下
に
私
は
、
こ
の
二
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
運
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
作
の
幾
つ
か
の
作
品
の
方
法
を
解
明
し
て
行
き
た

い
の
で
あ
る
が
、
今
回
は
時
間
の
余
裕
を
得
な
い
。
差
し
当
た
っ
て
「
篭
の
鳥
」
の
み
に
止
め
て
、
次
の
機
会
を
待
つ
こ
と
と
す
る
。(

未
完
)

(
と
く
だ
・
た
け
し
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