
日
本
初
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
は
、

出
版
文
化
「
後
発
」
都
市

大
坂
で
生
ま
れ
た

５
７
５
・
７
７…

…

と
句
を
連
ね
て
、
１
日

で
１
０
０
０
句
を
詠
ん
だ
追
善
集
。
妻
を
追

善
し
た
と
い
う
点
で
は
日
本
で
最
初
の
句
集

で
あ
る
。
何
よ
り
も
驚
く
の
は
、
86
・
４
秒

に
１
句
の
割
で
句
を
作
っ
た
そ
の
ス
ピ
ー
ド

で
あ
る
。

　
ス
ピ
ー
ド
重
視
の
俳
諧
は
「
や矢 

か
ず数
俳
諧
」

に
発
展
す
る
。
こ
の
俳
諧
は
、
観
客
の
前
で
、

１
日
に
何
句
詠
め
る
か
を
競
う
俳
諧
だ
か
ら
、

今
の
俳
句
と
は
作
り
方
が
違
う
。

　
西
鶴
は
、
１
６
０
０
句
（
１
句
、
54
秒
平

均
）、
４
０
０
０
句
（
１
句
、
21
・
６
秒
平

均
）
を
、
生
國
魂
神
社
で
成
功
さ
せ
た
。
両

方
と
も
、
観
客
の
前
で
興
行
し
た
の
だ
か
ら
、

今
で
い
う
イ
ベ
ン
ト
で
あ
る
。
詠
ま
れ
た
句

は
、『
西
鶴
俳
諧
大
句
数
』（
１
６
７
７
﹇
延

宝
５
﹈
年
刊
）『
西
鶴
大
矢
数
』（
１
６
８
１

﹇
延
宝
９
﹈
年
刊
）
と
い
う
本
に
な
っ
て
出

版
さ
れ
た
。
４
０
０
０
句
の
と
き
に
は
、
興

行
ス
タ
ッ
フ
が
55
人
、
観
客
は
数
千
人
に
及

ん
だ
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　
周
到
な
準
備
と
事
前
の
宣
伝
で
「
矢
数
俳

諧
」
を
イ
ベ
ン
ト
化
す
る
。
成
功
し
た
あ
と

に
は
、
観
客
の
口
か
ら
、
大
坂
発
の
噂
が
地

方
に
伝
わ
っ
て
い
く
。
西
鶴
自
身
も
地
方
俳

壇
の
有
力
者
に
出
し
た
書
簡
で
噂
の
種
を
自

ら
蒔
き
、自
己
宣
伝
に
つ
と
め
る
。さ
ら
に
は
、

こ
の
イ
ベ
ン
ト
を
本
に
し
て
売
る
。

　
こ
う
考
え
る
と
、
西
鶴
の
俳
諧
活
動
は
、

イ
ベ
ン
ト
と
出
版
と
を
コ
ラ
ボ
し
た
メ
デ
ィ

ア
・
ミ
ッ
ク
ス
そ
の
も
の
だ
と
い
え
る
。
現

代
人
に
よ
く
み
ら
れ
る
自
分
の
能
力
に
枠
を

は
め
て
し
ま
う
考
え
方
を
し
な
い
西
鶴
は
、

常
識
を
く
つ
が
え
す
発
想
と
実
行
力
を
兼
ね

備
え
て
い
た
。

　
そ
う
い
う
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
作
家
西
鶴
だ
か

ら
、
日
本
で
最
初
の
経
済
小
説
『
日
本
永
代

蔵
』
や
、
低
成
長
時
代
の
庶
民
生
活
を
笑
い

で
包
ん
だ
名
作
『
世
間
胸
算
用
』
を
世
に
残

す
こ
と
が
で
き
た
。
ふ
た
つ
の
作
品
に
共
通

す
る
テ
ー
マ
は
、
商
人
の
生
活
力
で
あ
る
。

　
大
坂
人
西
鶴
は
、
大
坂
で
生
き
て
い
る

人
々
が
共
感
す
る
よ
う
な
教
訓
を
述
べ
る
。

た
ぶ
ん
、
現
在
の
大
坂
人
も
同
じ
考
え
方
を

す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
親
か
ら
譲
ら
れ
た

財
産
や
、
働
か
な
く
て
も
得
ら
れ
る
利
息
や

家
賃
で
遊
ぶ
よ
う
な
、
生
活
力
を
喪
失
し
た

若
者
に
対
し
て
は
き
わ
め
て
辛
辣
で
あ
る
。

　
町
人
も
、
親
に
儲
け
貯
め
さ
せ
、
譲

り
状
に
て
家
督
請
け
取
り
、
仕
に
せ
お

か
れ
し
商
売
、
ま
た
は
棚
賃
、
貸
し
銀

の
利
づ
も
り
し
て
、
あ
た
ら
世
を
う
か

う
か
と
お
く
り
、
二
十
の
前
後
よ
り
無

用
の
竹
杖
、
置
頭
巾
、
長
柄
の
か
ら
か
さ

　

傘
　

さ

し
か
け
さ
せ
、世
上
か
ま
は
ず
せ
ん僭 

し
や
う上

男
、

い
か
に
お
の
れ
が
金
銀
つ
か
う
て
す
れ

ば
と
て
、
天
命
を
知
ら
ず
。（『
日
本
永

代
蔵
』
巻
４
・
１
）

　
町
人
に
も
、
親
が
儲
け
た
金
を
貯
蓄

し
た
家
督
を
遺
言
状
で
譲
り
受
け
た
り
、

代
々
続
い
た
商
売
を
た
だ
守
る
だ
け
だ

っ
た
り
、
家
賃
や
貸
し
銀
の
利
息
を
計

算
し
た
り
し
て
、
苦
労
も
せ
ず
に
世
を

う
か
う
か
と
お
く
る
者
が
い
る
。
ま
だ

二
十
歳
前
後
な
の
に
隠
居
し
て
、
必
要

の
な
い
竹
杖
に
置
頭
巾
、
供
の
者
に
長

柄
の
か
ら
か
さ

　

傘
　

を
さ
し
か
け
さ
せ
て
外
出
す

る
。
世
間
の
評
判
も
気
に
か
け
な
い
で
、

こ
ん
な
身
分
不
相
応
な
こ
と
を
す
る
奢

り
男
は
、
た
と
え
自
分
の
金
銀
を
使
っ

て
す
る
こ
と
だ
と
し
て
も
、
天
命
を
知

ら
な
い
、
け
し
か
ら
ぬ
や
つ
と
い
う
も

の
だ
。

　
蓄
財
と
消
費
、
勤
労
と
娯
楽
と
が
程
よ
く

均
衡
し
て
い
る
と
い
う
の
が
、
こ
の
こ
ろ
の

商
人
の
理
想
的
生
活
だ
っ
た
。
働
き
す
ぎ
も

遊
び
す
ぎ
も
、
生
活
力
を
奪
っ
た
の
だ
。
要

す
る
に
、
次
の
よ
う
に
生
き
な
さ
い
、
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

　
人
は
四
十
よ
り
内
に
て
は
世
を
か
せ

ぎ
、
五
十
か
ら
楽
し
み
、
世
を
隙
に
な

す
ほ
ど
寿
命
薬
は
ほ
か
に
な
し
。（『
西

鶴
織
留
』
巻
５
・
１
）

　
人
は
、
四
十
歳
よ
り
前
に
は
懸
命
に

　
若
隠
居
な
ど
と
称
し
て
働
き
盛
り
に

勤
め
を
や
め
、
大
勢
の
奉
公
人
を
解
雇

し
て
他
の
主
人
に
仕
え
さ
せ
、
自
分
に

将
来
を
託
し
た
奉
公
人
を
、
そ
の
か
い

も
な
く
難
儀
な
目
に
あ
わ
せ
る
。
町
人

の
出
世
と
は
、
奉
公
人
を
一
人
前
に
し

て
、
そ
の
家
の
暖
簾
を
多
く
の
者
に
分

け
て
や
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
す
る
こ

と
こ
そ
が
、
奉
公
人
を
抱
え
た
主
人
の

な
す
べ
き
こ
と
だ
。

　
当
時
の
商
人
は
、
自
分
だ
け
が
金
持
ち
に

な
れ
ば
い
い
と
思
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

奉
公
人
を
育
て
、
暖
簾
分
け
さ
せ
る
こ
と
も

重
視
し
て
い
た
。
社
員
を
労
働
力
と
し
て
し

か
見
な
い
ア
メ
リ
カ
流
の
経
営
と
は
根
本
的

に
違
う
考
え
方
を
し
た
の
だ
。
社
員
に
い
ず

れ
起
業
さ
せ
よ
う
と
、
経
営
者
教
育
も
行
っ

た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
い
う
商
家
の
分
家
の
慣
習
は
、
限
ら

れ
た
量
の
米
（
禄
）
を
、
家
中
の
侍
で
分
け

合
う
武
士
階
級
の
場
合
と
は
相
違
し
て
い
た
。

坂
城
で
あ
る
。
太
閤
秀
吉
の
子
秀
頼
と
母
淀

君
が
死
ん
だ
大
坂
夏
の
陣
で
、
大
坂
城
は
焼

失
、
幕
府
は
そ
の
跡
に
盛
り
土
を
し
て
、
新

た
に
大
坂
城
を
建
築
し
た
。

　
現
代
日
本
の
大
都
会
は
、
東
京
と
大
阪
で

あ
る
。
そ
れ
に
、
文
化
都
市
京
都
を
加
え
た

３
大
都
市
は
、
江
戸
時
代
に
も
「
三
都
」
と

呼
ば
れ
て
繁
栄
し
て
い
た
。「
大
阪
」
と
書

く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
明
治
時
代
か
ら
で
、

江
戸
時
代
は
「
大
坂
」
と
表
記
し
た
の
で
、

こ
れ
か
ら
後
の
文
章
で
は
基
本
的
に「
大
坂
」

と
書
く
こ
と
に
す
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
現
在
の
大
坂
城
を
建
て
た
の

は
豊
臣
秀
吉
だ
と
思
っ
て
い
る
方
が
多
い
か

も
し
れ
な
い
。
実
は
、
江
戸
幕
府
の
２
代
将

軍
徳
川
秀
忠
が
再
建
し
た
お
城
が
、
今
の
大

べ
て
遅
れ
て
い
た
重
要
産
業
が
あ
っ
た
。
出

版
業
で
あ
る
。

　
自
動
車
や
電
気
製
品
が
主
要
な
工
業
製
品

と
な
っ
た
現
代
人
の
感
覚
か
ら
い
う
と
、
た

か
が
出
版
業
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
江
戸
時
代
の
主
要
工
業
製
品
は
、

織
物
と
陶
磁
器
、
そ
れ
に
本
で
あ
る
。
織
物

も
陶
磁
器
も
大
坂
で
は
あ
ま
り
生
産
さ
れ
て

い
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
大
坂
に
は
、
地

場
産
業
が
育
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

　
こ
う
ぞ楮
を
主
原
料
と
し
た
紙
、
文
字
や
絵
を

彫
る
桜
の
板
。
こ
れ
が
本
作
り
に
最
低
限
必

要
な
物
産
だ
が
、
特
に
紙
は
高
価
な
工
芸
品

で
あ
る
。
今
と
比
べ
て
、
流
通
商
品
と
し
て

重
要
性
が
格
段
に
高
か
っ
た
。
そ
れ
に
出
版

業
は
、
版
下
書
き
、
絵
師
、
彫
り
師
、
摺
り
師
、

表
紙
屋
等
、
本
が
出
来
る
ま
で
の
就
業
人
口

が
多
い
。

　
大
坂
に
井
原
西
鶴
と
い
う
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー

作
家
が
彗
星
の
如
く
登
場
す
る
。
そ
れ
を
き

っ
か
け
に
し
て
、
大
坂
の
出
版
業
が
育
っ
て

い
く
こ
と
に
な
る
。

　
大
坂
で
は
、
１
６
７
１
（
寛
文
11
）
年
ま

で
本
屋
が
な
か
っ
た
。
こ
う
い
う
重
要
な
地

場
産
業
が
、
な
ぜ
欠
け
て
い
た
の
か
と
い
う

と
、
出
版
先
進
都
市
の
京
都
が
近
く
に
あ
っ

た
か
ら
だ
。

　
今
も
昔
も
、
お
寺
さ
ん
に
は
学
識
豊
か
な

金
持
ち
が
多
い
。
１
６
４
０
年
代
（
寛
永
年

間
末
期
）
に
は
出
そ
ろ
う
京
の
老
舗
本
屋
は
、

僧
や
上
層
町
人
に
、
仏
書
や
漢
籍
類
な
ど
の

書
物
を
売
っ
て
、
経
営
基
盤
を
固
め
た
。
寛

永
期
の
京
都
で
は
、
約
百
軒
の
本
屋
が
確
認

で
き
る
。
江
戸
で
も
、
大
坂
よ
り
早
く
本
屋

が
起
業
し
て
い
た
。１
６
５
０
年
代（
明
暦
・

万
治
ご
ろ
）
に
は
本
屋
が
存
在
し
た
。
大
坂

よ
り
約
20
年
早
い
。

　
そ
う
い
う
出
版
文
化
の
「
後
発
」
都
市
大

坂
で
、
西
鶴
『
好
色
一
代
男
』
が
刊
行
さ
れ
、

ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
。
１
６
８
２
（
天

和
２
）
年
の
こ
と
で
あ
る
。

　
現
代
で
は
、
大
出
版
社
が
、
こ
れ
ぞ
と
思

う
本
の
装
丁
や
広
告
に
金
を
か
け
、
小
売
り

書
店
の
目
に
つ
き
や
す
い
棚
を
確
保
し
て
、

資
金
力
で
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
が
創
り
出
さ
れ
る

場
合
が
多
い
。
そ
う
か
と
思
う
と
、
書
店
と

コ
ネ
も
な
く
宣
伝
費
も
か
け
ら
れ
な
い
中
小

出
版
社
の
刊
行
物
が
、
徐
々
に
部
数
を
伸
ば

し
、
あ
る
時
点
で
爆
発
的
な
売
れ
行
き
を
見

家
族
が
暮
ら
せ
る
だ
け
の
米
（
禄
）
し
か
も

ら
え
な
い
侍
は
、
家
禄
を
長
男
に
相
続
さ
せ

な
け
れ
ば
、
家
が
成
り
立
た
な
い
。
２
番
目

以
降
の
男
子
は
養
子
に
出
す
か
、
独
身
の
ま

ま
長
男
の
家
に
寄
食
す
る
「
部
屋
住
み
」
に

で
も
な
る
ほ
か
な
か
っ
た
。
よ
ほ
ど
高
禄
の

武
家
で
な
け
れ
ば
分
家
な
ど
出
来
な
か
っ
た

の
だ
。

　
長
い
ス
パ
ン
で
市
場
拡
大
を
図
ろ
う
と
す

れ
ば
、
同
業
者
の
競
争
が
む
し
ろ
必
要
と
な

る
。
社
員
を
起
業
家
と
し
て
鍛
え
る
「
暖
簾

分
け
」
は
、
大
坂
商
人
の
生
活
力
が
生
ん
だ

知
恵
だ
っ
た
と
思
う
。

　
城
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
戦
で
秀
吉
の
造

っ
た
大
坂
の
都
市
基
盤
が
崩
壊
し
た
。
幕
府

は
、
こ
の
地
を
天
領
（
直
轄
地
）
に
し
て
、

新
た
な
町
割
り
（
都
市
計
画
）
に
基
づ
い
た

イ
ン
フ
ラ
整
備
を
行
っ
た
。
江
戸
堀
・
京
町

堀
・
阿
波
座
堀
・
立
売
堀
な
ど
運
河
を
開
き
、

伏
見
町
人
を
移
住
さ
せ
る
な
ど
し
て
、
都
市

機
能
を
再
生
し
た
の
だ
。

　
戦
乱
か
ら
半
世
紀
経
っ
た
１
６
７
０
年
代

（
寛
文
10
年
ご
ろ
）、
諸
藩
の
蔵
屋
敷
が
建
ち

並
ん
で
、
諸
国
の
米
や
物
産
を
江
戸
へ
送
る

拠
点
と
な
っ
た
大
坂
で
も
、
京
や
江
戸
に
比

せ
る
場
合
も
稀
に
あ
る
。

『
好
色
一
代
男
』
は
後
者
の
ケ
ー
ス
だ
っ
た
。

な
に
し
ろ
、
こ
の
作
品
は
大
坂
で
出
版
さ
れ

た
最
初
の
小
説
で
あ
る
。「
あ
ら荒 

と砥 
や屋 
ま
ご孫 
べ兵 
え衛

」

と
い
う
本
屋
も
『
好
色
一
代
男
』
し
か
刊
行

物
が
確
認
で
き
な
い
。
そ
れ
が
、
大
坂
だ
け

で
は
な
く
、
江
戸
で
も
ブ
ー
ム
を
起
こ
し
た
。

西
鶴
自
身
が
驚
い
た
か
、「
し
て
や
っ
た
」

と
思
っ
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
当
時
の

出
版
・
流
通
の
常
識
を
く
つ
が
え
し
た
事
件

だ
っ
た
。

　
西
鶴
の
本
業
は
俳
諧
師
で
あ
る
。
大
阪
市

天
王
寺
区
の
「
生
玉
さ
ん
」（
い
く生 

く
に國 

た
ま魂

神
社
）

の
境
内
に
西
鶴
の
座
像
が
あ
る
。
髪
を
剃
っ

て
い
る
の
で
、
お
坊
さ
ん
か
と
思
っ
た
方
も

い
る
か
も
し
れ
な
い
。
半
分
は
当
た
っ
て
い

る
が
、
厳
密
に
い
う
と
違
う
。

　
西
鶴
34
歳
の
と
き
、
25
歳
の
妻
が
３
人
の

子
を
残
し
て
病
没
し
た
。
西
鶴
は
、
ま
も
な

く
ほ
つ法 

た
い体

し
た
の
だ
が
、
僧
に
な
っ
た
わ
け
で

は
な
く
、
家
業
を
や
め
て
隠
居
し
た
の
だ
。

再
婚
は
し
な
か
っ
た
。
家
業
を
や
め
た
と
い

っ
て
も
、
分
か
っ
て
い
る
の
は
大
坂
の
商
人

だ
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
何
を
商
っ
て
、
ど

の
く
ら
い
の
金
持
ち
だ
っ
た
の
か
、
き
ち
ん

と
し
た
資
料
が
残
さ
れ
て
い
な
い
。

　
妻
が
死
ん
だ
あ
と
、
１
６
７
５
（
延
宝
３
）

年
に
『
俳
諧
独
吟
一
日
千
句
』
と
い
う
俳
諧

書
を
出
版
し
た
。こ
れ
は
、５
７
５
・
７
７
・

か
せ
ぎ
、
五
十
歳
か
ら
楽
し
み
を
き
わ

め
て
楽
隠
居
す
る
ほ
ど
、
寿
命
を
延
ば

す
薬
は
、
ほ
か
に
な
い
。

　
若
い
と
き
に
苦
労
し
て
稼
ぐ
の
は
、
自
分

の
た
め
だ
け
で
は
な
い
。
西
鶴
は
、
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

　
人
は
十
三
歳
ま
で
は
わ
き
ま
へ
な
く
、

そ
れ
よ
り
二
十
四
五
ま
で
は
親
の
指
図

を
受
け
、
そ
の
後
は
我
と
世
を
稼
ぎ
、

四
十
五
ま
で
に
一
生
の
家
を
か
た
め
、

遊
楽
す
る
こ
と
に
極
ま
れ
り
。
な
ん
ぞ

若
隠
居
と
て
男
盛
り
の
勤
め
を
や
め
、

大
勢
の
家
来
に
い
と
ま暇

を
出
だ
し
、
外
な

る
主
取
り
を
さ
せ
、
末
を
頼
み
し
か
ひ

な
く
難
儀
に
あ
は
し
ぬ
。
町
人
の
出
世

は
、
下
々
を
取
り
合
せ
、
そ
の
家
を
あ

ま
た
に
仕
分
く
る
こ
そ
親
方
の
道
な
れ
。

（『
日
本
永
代
蔵
』
巻
４
・
１
）

　
人
は
、
十
三
歳
ま
で
は
ま
だ
子
供
な

の
で
分
別
が
な
い
が
、
そ
の
歳
か
ら
二

十
四
、
五
歳
ま
で
は
親
の
指
図
を
受
け

て
商
売
を
学
び
、
そ
の
後
は
自
分
の
才

覚
で
金
を
稼
ぎ
、
四
十
五
歳
ま
で
に
一

生
困
ら
ぬ
よ
う
に
家
業
を
確
実
に
し
て

お
い
て
、
そ
れ
か
ら
遊
楽
す
る
こ
と
が
、

最
も
理
想
的
な
生
き
方
で
あ
る
。

中
嶋 

隆

大
阪
商
人
の
生
活
力

西
鶴
の
教
訓

N
akajim

a Takashi

江
戸
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
作
家
、
井
原
西
鶴
の
浮
世
草
子
に
は
、
現
代
に
も
通

じ
る
さ
ま
ざ
ま
な
教
訓
が
詰
ま
っ
て
い
る
。
代
表
作
『
日
本
永
代
蔵
』
や
『
世

間
胸
算
用
』
か
ら
大
阪
商
人
の
生
活
力
を
物
語
る
一
節
を
紹
介
し
、
今
を
生

き
抜
く
た
め
の
暮
ら
し
の
知
恵
を
学
ぶ
。

36CEL March 201637 CEL March 2016

特
集
／
昔
の
暮
ら
し
力
／
そ
の
6

井

原

西

鶴

に
学
ぶ

Sp
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江
戸
時
代
の
本
屋
は
、

出
版
総
合
企
業

メ
デ
ィ
ア
・
ミ
ッ
ク
ス

戦
略
の
先
駆
者

「井原西鶴像（模本）」。
当時人気を博した数々の浮世草子は、
大坂商人の生活力を今に伝える。

所蔵／東京国立博物館　
Image: TNM Image Archives

井原西鶴『好色一代男』巻1・3「人には見せぬ所」より。
主人公の世之介が9歳のとき、
屋根の上から遠眼鏡で、

行水する女を覗いている場面。
所蔵／国立国会図書館



５
７
５
・
７
７…

…

と
句
を
連
ね
て
、
１
日

で
１
０
０
０
句
を
詠
ん
だ
追
善
集
。
妻
を
追

善
し
た
と
い
う
点
で
は
日
本
で
最
初
の
句
集

で
あ
る
。
何
よ
り
も
驚
く
の
は
、
86
・
４
秒

に
１
句
の
割
で
句
を
作
っ
た
そ
の
ス
ピ
ー
ド

で
あ
る
。

　
ス
ピ
ー
ド
重
視
の
俳
諧
は
「
や矢 

か
ず数
俳
諧
」

に
発
展
す
る
。
こ
の
俳
諧
は
、
観
客
の
前
で
、

１
日
に
何
句
詠
め
る
か
を
競
う
俳
諧
だ
か
ら
、

今
の
俳
句
と
は
作
り
方
が
違
う
。

　
西
鶴
は
、
１
６
０
０
句
（
１
句
、
54
秒
平

均
）、
４
０
０
０
句
（
１
句
、
21
・
６
秒
平

均
）
を
、
生
國
魂
神
社
で
成
功
さ
せ
た
。
両

方
と
も
、
観
客
の
前
で
興
行
し
た
の
だ
か
ら
、

今
で
い
う
イ
ベ
ン
ト
で
あ
る
。
詠
ま
れ
た
句

は
、『
西
鶴
俳
諧
大
句
数
』（
１
６
７
７
﹇
延

宝
５
﹈
年
刊
）『
西
鶴
大
矢
数
』（
１
６
８
１

﹇
延
宝
９
﹈
年
刊
）
と
い
う
本
に
な
っ
て
出

版
さ
れ
た
。
４
０
０
０
句
の
と
き
に
は
、
興

行
ス
タ
ッ
フ
が
55
人
、
観
客
は
数
千
人
に
及

ん
だ
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　
周
到
な
準
備
と
事
前
の
宣
伝
で
「
矢
数
俳

諧
」
を
イ
ベ
ン
ト
化
す
る
。
成
功
し
た
あ
と

に
は
、
観
客
の
口
か
ら
、
大
坂
発
の
噂
が
地

方
に
伝
わ
っ
て
い
く
。
西
鶴
自
身
も
地
方
俳

壇
の
有
力
者
に
出
し
た
書
簡
で
噂
の
種
を
自

ら
蒔
き
、自
己
宣
伝
に
つ
と
め
る
。さ
ら
に
は
、

こ
の
イ
ベ
ン
ト
を
本
に
し
て
売
る
。

　
こ
う
考
え
る
と
、
西
鶴
の
俳
諧
活
動
は
、

イ
ベ
ン
ト
と
出
版
と
を
コ
ラ
ボ
し
た
メ
デ
ィ

ア
・
ミ
ッ
ク
ス
そ
の
も
の
だ
と
い
え
る
。
現

代
人
に
よ
く
み
ら
れ
る
自
分
の
能
力
に
枠
を

は
め
て
し
ま
う
考
え
方
を
し
な
い
西
鶴
は
、

常
識
を
く
つ
が
え
す
発
想
と
実
行
力
を
兼
ね

備
え
て
い
た
。

　
そ
う
い
う
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
作
家
西
鶴
だ
か

ら
、
日
本
で
最
初
の
経
済
小
説
『
日
本
永
代

蔵
』
や
、
低
成
長
時
代
の
庶
民
生
活
を
笑
い

で
包
ん
だ
名
作
『
世
間
胸
算
用
』
を
世
に
残

す
こ
と
が
で
き
た
。
ふ
た
つ
の
作
品
に
共
通

す
る
テ
ー
マ
は
、
商
人
の
生
活
力
で
あ
る
。

　
大
坂
人
西
鶴
は
、
大
坂
で
生
き
て
い
る

人
々
が
共
感
す
る
よ
う
な
教
訓
を
述
べ
る
。

た
ぶ
ん
、
現
在
の
大
坂
人
も
同
じ
考
え
方
を

す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
親
か
ら
譲
ら
れ
た

財
産
や
、
働
か
な
く
て
も
得
ら
れ
る
利
息
や

家
賃
で
遊
ぶ
よ
う
な
、
生
活
力
を
喪
失
し
た

若
者
に
対
し
て
は
き
わ
め
て
辛
辣
で
あ
る
。

　
町
人
も
、
親
に
儲
け
貯
め
さ
せ
、
譲

り
状
に
て
家
督
請
け
取
り
、
仕
に
せ
お

か
れ
し
商
売
、
ま
た
は
棚
賃
、
貸
し
銀

の
利
づ
も
り
し
て
、
あ
た
ら
世
を
う
か

う
か
と
お
く
り
、
二
十
の
前
後
よ
り
無

用
の
竹
杖
、
置
頭
巾
、
長
柄
の
か
ら
か
さ

　

傘
　

さ

し
か
け
さ
せ
、世
上
か
ま
は
ず
せ
ん僭 

し
や
う上

男
、

い
か
に
お
の
れ
が
金
銀
つ
か
う
て
す
れ

ば
と
て
、
天
命
を
知
ら
ず
。（『
日
本
永

代
蔵
』
巻
４
・
１
）

　
町
人
に
も
、
親
が
儲
け
た
金
を
貯
蓄

し
た
家
督
を
遺
言
状
で
譲
り
受
け
た
り
、

代
々
続
い
た
商
売
を
た
だ
守
る
だ
け
だ

っ
た
り
、
家
賃
や
貸
し
銀
の
利
息
を
計

算
し
た
り
し
て
、
苦
労
も
せ
ず
に
世
を

う
か
う
か
と
お
く
る
者
が
い
る
。
ま
だ

二
十
歳
前
後
な
の
に
隠
居
し
て
、
必
要

の
な
い
竹
杖
に
置
頭
巾
、
供
の
者
に
長

柄
の
か
ら
か
さ

　

傘
　

を
さ
し
か
け
さ
せ
て
外
出
す

る
。
世
間
の
評
判
も
気
に
か
け
な
い
で
、

こ
ん
な
身
分
不
相
応
な
こ
と
を
す
る
奢

り
男
は
、
た
と
え
自
分
の
金
銀
を
使
っ

て
す
る
こ
と
だ
と
し
て
も
、
天
命
を
知

ら
な
い
、
け
し
か
ら
ぬ
や
つ
と
い
う
も

の
だ
。

　
蓄
財
と
消
費
、
勤
労
と
娯
楽
と
が
程
よ
く

均
衡
し
て
い
る
と
い
う
の
が
、
こ
の
こ
ろ
の

商
人
の
理
想
的
生
活
だ
っ
た
。
働
き
す
ぎ
も

遊
び
す
ぎ
も
、
生
活
力
を
奪
っ
た
の
だ
。
要

す
る
に
、
次
の
よ
う
に
生
き
な
さ
い
、
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

　
人
は
四
十
よ
り
内
に
て
は
世
を
か
せ

ぎ
、
五
十
か
ら
楽
し
み
、
世
を
隙
に
な

す
ほ
ど
寿
命
薬
は
ほ
か
に
な
し
。（『
西

鶴
織
留
』
巻
５
・
１
）

　
人
は
、
四
十
歳
よ
り
前
に
は
懸
命
に

　
若
隠
居
な
ど
と
称
し
て
働
き
盛
り
に

勤
め
を
や
め
、
大
勢
の
奉
公
人
を
解
雇

し
て
他
の
主
人
に
仕
え
さ
せ
、
自
分
に

将
来
を
託
し
た
奉
公
人
を
、
そ
の
か
い

も
な
く
難
儀
な
目
に
あ
わ
せ
る
。
町
人

の
出
世
と
は
、
奉
公
人
を
一
人
前
に
し

て
、
そ
の
家
の
暖
簾
を
多
く
の
者
に
分

け
て
や
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
す
る
こ

と
こ
そ
が
、
奉
公
人
を
抱
え
た
主
人
の

な
す
べ
き
こ
と
だ
。

　
当
時
の
商
人
は
、
自
分
だ
け
が
金
持
ち
に

な
れ
ば
い
い
と
思
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

奉
公
人
を
育
て
、
暖
簾
分
け
さ
せ
る
こ
と
も

重
視
し
て
い
た
。
社
員
を
労
働
力
と
し
て
し

か
見
な
い
ア
メ
リ
カ
流
の
経
営
と
は
根
本
的

に
違
う
考
え
方
を
し
た
の
だ
。
社
員
に
い
ず

れ
起
業
さ
せ
よ
う
と
、
経
営
者
教
育
も
行
っ

た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
い
う
商
家
の
分
家
の
慣
習
は
、
限
ら

れ
た
量
の
米
（
禄
）
を
、
家
中
の
侍
で
分
け

合
う
武
士
階
級
の
場
合
と
は
相
違
し
て
い
た
。

坂
城
で
あ
る
。
太
閤
秀
吉
の
子
秀
頼
と
母
淀

君
が
死
ん
だ
大
坂
夏
の
陣
で
、
大
坂
城
は
焼

失
、
幕
府
は
そ
の
跡
に
盛
り
土
を
し
て
、
新

た
に
大
坂
城
を
建
築
し
た
。

　
現
代
日
本
の
大
都
会
は
、
東
京
と
大
阪
で

あ
る
。
そ
れ
に
、
文
化
都
市
京
都
を
加
え
た

３
大
都
市
は
、
江
戸
時
代
に
も
「
三
都
」
と

呼
ば
れ
て
繁
栄
し
て
い
た
。「
大
阪
」
と
書

く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
明
治
時
代
か
ら
で
、

江
戸
時
代
は
「
大
坂
」
と
表
記
し
た
の
で
、

こ
れ
か
ら
後
の
文
章
で
は
基
本
的
に「
大
坂
」

と
書
く
こ
と
に
す
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
現
在
の
大
坂
城
を
建
て
た
の

は
豊
臣
秀
吉
だ
と
思
っ
て
い
る
方
が
多
い
か

も
し
れ
な
い
。
実
は
、
江
戸
幕
府
の
２
代
将

軍
徳
川
秀
忠
が
再
建
し
た
お
城
が
、
今
の
大

べ
て
遅
れ
て
い
た
重
要
産
業
が
あ
っ
た
。
出

版
業
で
あ
る
。

　
自
動
車
や
電
気
製
品
が
主
要
な
工
業
製
品

と
な
っ
た
現
代
人
の
感
覚
か
ら
い
う
と
、
た

か
が
出
版
業
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
江
戸
時
代
の
主
要
工
業
製
品
は
、

織
物
と
陶
磁
器
、
そ
れ
に
本
で
あ
る
。
織
物

も
陶
磁
器
も
大
坂
で
は
あ
ま
り
生
産
さ
れ
て

い
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
大
坂
に
は
、
地

場
産
業
が
育
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

　
こ
う
ぞ楮
を
主
原
料
と
し
た
紙
、
文
字
や
絵
を

彫
る
桜
の
板
。
こ
れ
が
本
作
り
に
最
低
限
必

要
な
物
産
だ
が
、
特
に
紙
は
高
価
な
工
芸
品

で
あ
る
。
今
と
比
べ
て
、
流
通
商
品
と
し
て

重
要
性
が
格
段
に
高
か
っ
た
。
そ
れ
に
出
版

業
は
、
版
下
書
き
、
絵
師
、
彫
り
師
、
摺
り
師
、

表
紙
屋
等
、
本
が
出
来
る
ま
で
の
就
業
人
口

が
多
い
。

　
大
坂
に
井
原
西
鶴
と
い
う
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー

作
家
が
彗
星
の
如
く
登
場
す
る
。
そ
れ
を
き

っ
か
け
に
し
て
、
大
坂
の
出
版
業
が
育
っ
て

い
く
こ
と
に
な
る
。

　
大
坂
で
は
、
１
６
７
１
（
寛
文
11
）
年
ま

で
本
屋
が
な
か
っ
た
。
こ
う
い
う
重
要
な
地

場
産
業
が
、
な
ぜ
欠
け
て
い
た
の
か
と
い
う

と
、
出
版
先
進
都
市
の
京
都
が
近
く
に
あ
っ

た
か
ら
だ
。

　
今
も
昔
も
、
お
寺
さ
ん
に
は
学
識
豊
か
な

金
持
ち
が
多
い
。
１
６
４
０
年
代
（
寛
永
年

間
末
期
）
に
は
出
そ
ろ
う
京
の
老
舗
本
屋
は
、

僧
や
上
層
町
人
に
、
仏
書
や
漢
籍
類
な
ど
の

書
物
を
売
っ
て
、
経
営
基
盤
を
固
め
た
。
寛

永
期
の
京
都
で
は
、
約
百
軒
の
本
屋
が
確
認

で
き
る
。
江
戸
で
も
、
大
坂
よ
り
早
く
本
屋

が
起
業
し
て
い
た
。１
６
５
０
年
代（
明
暦
・

万
治
ご
ろ
）
に
は
本
屋
が
存
在
し
た
。
大
坂

よ
り
約
20
年
早
い
。

　
そ
う
い
う
出
版
文
化
の
「
後
発
」
都
市
大

坂
で
、
西
鶴
『
好
色
一
代
男
』
が
刊
行
さ
れ
、

ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
。
１
６
８
２
（
天

和
２
）
年
の
こ
と
で
あ
る
。

　
現
代
で
は
、
大
出
版
社
が
、
こ
れ
ぞ
と
思

う
本
の
装
丁
や
広
告
に
金
を
か
け
、
小
売
り

書
店
の
目
に
つ
き
や
す
い
棚
を
確
保
し
て
、

資
金
力
で
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
が
創
り
出
さ
れ
る

場
合
が
多
い
。
そ
う
か
と
思
う
と
、
書
店
と

コ
ネ
も
な
く
宣
伝
費
も
か
け
ら
れ
な
い
中
小

出
版
社
の
刊
行
物
が
、
徐
々
に
部
数
を
伸
ば

し
、
あ
る
時
点
で
爆
発
的
な
売
れ
行
き
を
見

家
族
が
暮
ら
せ
る
だ
け
の
米
（
禄
）
し
か
も

ら
え
な
い
侍
は
、
家
禄
を
長
男
に
相
続
さ
せ

な
け
れ
ば
、
家
が
成
り
立
た
な
い
。
２
番
目

以
降
の
男
子
は
養
子
に
出
す
か
、
独
身
の
ま

ま
長
男
の
家
に
寄
食
す
る
「
部
屋
住
み
」
に

で
も
な
る
ほ
か
な
か
っ
た
。
よ
ほ
ど
高
禄
の

武
家
で
な
け
れ
ば
分
家
な
ど
出
来
な
か
っ
た

の
だ
。

　
長
い
ス
パ
ン
で
市
場
拡
大
を
図
ろ
う
と
す

れ
ば
、
同
業
者
の
競
争
が
む
し
ろ
必
要
と
な

る
。
社
員
を
起
業
家
と
し
て
鍛
え
る
「
暖
簾

分
け
」
は
、
大
坂
商
人
の
生
活
力
が
生
ん
だ

知
恵
だ
っ
た
と
思
う
。

　
城
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
戦
で
秀
吉
の
造

っ
た
大
坂
の
都
市
基
盤
が
崩
壊
し
た
。
幕
府

は
、
こ
の
地
を
天
領
（
直
轄
地
）
に
し
て
、

新
た
な
町
割
り
（
都
市
計
画
）
に
基
づ
い
た

イ
ン
フ
ラ
整
備
を
行
っ
た
。
江
戸
堀
・
京
町

堀
・
阿
波
座
堀
・
立
売
堀
な
ど
運
河
を
開
き
、

伏
見
町
人
を
移
住
さ
せ
る
な
ど
し
て
、
都
市

機
能
を
再
生
し
た
の
だ
。

　
戦
乱
か
ら
半
世
紀
経
っ
た
１
６
７
０
年
代

（
寛
文
10
年
ご
ろ
）、
諸
藩
の
蔵
屋
敷
が
建
ち

並
ん
で
、
諸
国
の
米
や
物
産
を
江
戸
へ
送
る

拠
点
と
な
っ
た
大
坂
で
も
、
京
や
江
戸
に
比

せ
る
場
合
も
稀
に
あ
る
。

『
好
色
一
代
男
』
は
後
者
の
ケ
ー
ス
だ
っ
た
。

な
に
し
ろ
、
こ
の
作
品
は
大
坂
で
出
版
さ
れ

た
最
初
の
小
説
で
あ
る
。「
あ
ら荒 

と砥 

や屋 

ま
ご孫 

べ兵 

え衛
」

と
い
う
本
屋
も
『
好
色
一
代
男
』
し
か
刊
行

物
が
確
認
で
き
な
い
。
そ
れ
が
、
大
坂
だ
け

で
は
な
く
、
江
戸
で
も
ブ
ー
ム
を
起
こ
し
た
。

西
鶴
自
身
が
驚
い
た
か
、「
し
て
や
っ
た
」

と
思
っ
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
当
時
の

出
版
・
流
通
の
常
識
を
く
つ
が
え
し
た
事
件

だ
っ
た
。

　
西
鶴
の
本
業
は
俳
諧
師
で
あ
る
。
大
阪
市

天
王
寺
区
の
「
生
玉
さ
ん
」（
い
く生 

く
に國 

た
ま魂

神
社
）

の
境
内
に
西
鶴
の
座
像
が
あ
る
。
髪
を
剃
っ

て
い
る
の
で
、
お
坊
さ
ん
か
と
思
っ
た
方
も

い
る
か
も
し
れ
な
い
。
半
分
は
当
た
っ
て
い

る
が
、
厳
密
に
い
う
と
違
う
。

　
西
鶴
34
歳
の
と
き
、
25
歳
の
妻
が
３
人
の

子
を
残
し
て
病
没
し
た
。
西
鶴
は
、
ま
も
な

く
ほ
つ法 

た
い体

し
た
の
だ
が
、
僧
に
な
っ
た
わ
け
で

は
な
く
、
家
業
を
や
め
て
隠
居
し
た
の
だ
。

再
婚
は
し
な
か
っ
た
。
家
業
を
や
め
た
と
い

っ
て
も
、
分
か
っ
て
い
る
の
は
大
坂
の
商
人

だ
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
何
を
商
っ
て
、
ど

の
く
ら
い
の
金
持
ち
だ
っ
た
の
か
、
き
ち
ん

と
し
た
資
料
が
残
さ
れ
て
い
な
い
。

　
妻
が
死
ん
だ
あ
と
、
１
６
７
５
（
延
宝
３
）

年
に
『
俳
諧
独
吟
一
日
千
句
』
と
い
う
俳
諧

書
を
出
版
し
た
。こ
れ
は
、５
７
５
・
７
７
・

か
せ
ぎ
、
五
十
歳
か
ら
楽
し
み
を
き
わ

め
て
楽
隠
居
す
る
ほ
ど
、
寿
命
を
延
ば

す
薬
は
、
ほ
か
に
な
い
。

　
若
い
と
き
に
苦
労
し
て
稼
ぐ
の
は
、
自
分

の
た
め
だ
け
で
は
な
い
。
西
鶴
は
、
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

　
人
は
十
三
歳
ま
で
は
わ
き
ま
へ
な
く
、

そ
れ
よ
り
二
十
四
五
ま
で
は
親
の
指
図

を
受
け
、
そ
の
後
は
我
と
世
を
稼
ぎ
、

四
十
五
ま
で
に
一
生
の
家
を
か
た
め
、

遊
楽
す
る
こ
と
に
極
ま
れ
り
。
な
ん
ぞ

若
隠
居
と
て
男
盛
り
の
勤
め
を
や
め
、

大
勢
の
家
来
に
い
と
ま暇

を
出
だ
し
、
外
な

る
主
取
り
を
さ
せ
、
末
を
頼
み
し
か
ひ

な
く
難
儀
に
あ
は
し
ぬ
。
町
人
の
出
世

は
、
下
々
を
取
り
合
せ
、
そ
の
家
を
あ

ま
た
に
仕
分
く
る
こ
そ
親
方
の
道
な
れ
。

（『
日
本
永
代
蔵
』
巻
４
・
１
）

　
人
は
、
十
三
歳
ま
で
は
ま
だ
子
供
な

の
で
分
別
が
な
い
が
、
そ
の
歳
か
ら
二

十
四
、
五
歳
ま
で
は
親
の
指
図
を
受
け

て
商
売
を
学
び
、
そ
の
後
は
自
分
の
才

覚
で
金
を
稼
ぎ
、
四
十
五
歳
ま
で
に
一

生
困
ら
ぬ
よ
う
に
家
業
を
確
実
に
し
て

お
い
て
、
そ
れ
か
ら
遊
楽
す
る
こ
と
が
、

最
も
理
想
的
な
生
き
方
で
あ
る
。

な
か
じ
ま・た
か
し
／
１
９
５
２
年
、長
野
県
生
ま
れ
。

早
稲
田
大
学
大
学
院
博
士
課
程
修
了
。早
稲
田
大

学
教
育
学
部
教
授
。博
士（
文
学
）。著
書
に『
西
鶴

と
元
禄
メ
デ
ィ
ア
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
／
笠
間
書
院
）、

『
西
鶴
と
元
禄
文
芸
』『
初
期
浮
世
草
子
の
展
開
』

（
若
草
書
房
）、『
西
鶴
に
学
ぶ
　
貧
者
の
教
訓
・
富
者

の
知
恵
』（
創
元
社
）、小
説『
は
ぐ
れ
雀
』（
小
学
館
）

な
ど
。小
説『
廓
の
与
右
衛
門
　
控
え
帳
』（
小
学

館
）で
第
８
回
小
学
館
文
庫
小
説
賞
を
受
賞
。

N
akajim

a Takashi

井
原
西
鶴
ゆ
か
り
の

地
を
め
ぐ
る

大
阪
史
跡
案
内
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特
集
／
昔
の
暮
ら
し
力

石
碑
に
は

『
日
本
永
代
蔵
』の

一
節
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

井
原
西
鶴
文
学
碑

１
６
９
３（
元
禄
６
）年
、

52
歳
で
病
没
し
た
西
鶴
は

こ
の
地
に
眠
る
。

井
原
西
鶴
の
墓

（
誓
願
寺
）

文
学
碑
か
ら
墓
ま
で
、

西
鶴
の
足
跡
を
た
ど
り
直
せ
ば
、

各
所
に
刻
ま
れ
た
記
憶
か
ら

忘
れ
ら
れ
た
当
時
の
物
語
が
甦
る
。

西
鶴
は
当
地
で

一
昼
夜
独
吟
４
０
０
０
句
の

矢
数
俳
諧
に
成
功
し
た
。
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