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一　

紀
行
文
学
史
の
中
で
重
要
な
存
在

た
と
え
ば
東
海
道
で
は
文
学
的
伝
統
と
現
実
の
卑
俗
化
の
板
挟
み
に
あ
っ

て
、
紀
行
の
名
作
は
生
ま
れ
に
く
い
。
中
国
地
方
は
九
州
方
面
へ
の
大
方
の
旅

人
が
瀬
戸
内
海
の
船
旅
を
選
ぶ
た
め
に
通
過
さ
れ
ず
に
、
紀
行
の
数
は
非
常
に

少
な
い
。江
戸
の
周
辺
は
長
途
の
旅
と
い
う
よ
り
近
郊
紀
行
の
名
作
が
目
立
つ
。

名
所
が
ひ
し
め
く
京
都
で
は
題
材
が
多
す
ぎ
て
紀
行
作
家
は
苦
労
し
て
い
る
。

四
国
、
九
州
、
木
曾
路
、
そ
れ
に
江
戸
時
代
の
紀
行
文
学
史
の
中
で
最
も
重
要

な
蝦
夷
紀
行
な
ど
は
そ
れ
な
り
に
名
作
が
多
い
が
、
旅
す
る
行
程
が
限
ら
れ
て

い
て
、
安
定
し
た
作
風
だ
が
変
化
に
乏
し
い
。

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
東
北
紀
行
は
、
そ
の
範
囲
の
広
さ
と
と
も
に
作

品
の
多
さ
と
多
彩
な
性
格
で
、
お
そ
ら
く
紀
行
を
地
域
別
に
見
た
時
に
は
群
を

抜
い
た
存
在
だ
ろ
う
。

か
つ
て
、
膨
大
な
江
戸
紀
行
の
研
究
に
取
り
組
む
に
あ
た
っ
て
私
は
い
く

つ
か
の
特
徴
を
持
つ
作
品
の
グ
ル
ー
プ
に
分
類
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
。
そ
れ

を
東
北
紀
行
に
応
用
す
る
と
き
、
当
面
意
識
す
る
の
は
次
の
三
点
で
あ
る
。

　

1　

蝦
夷
の
前
庭
、
日
光
の
奥
庭

蝦
夷
紀
行
は
大
半
が
東
北
を
経
由
す
る
。
蝦
夷
地
の
松
前
の
殷
賑
に
比
し

て
東
北
の
貧
し
さ
に
強
い
印
象
を
受
け
て
い
る
作
者
も
多
い
。
蝦
夷
紀
行
に

と
っ
て
東
北
紀
行
の
部
分
は
ど
う
い
う
価
値
や
意
識
の
も
と
に
書
か
れ
て
い
る

か
は
今
後
の
検
討
課
題
だ
ろ
う
。
一
方
で
東
北
紀
行
と
銘
打
ち
な
が
ら
実
際
に

は
蝦
夷
ま
で
行
っ
て
い
る
紀
行
も
少
数
な
が
ら
存
在
し
、
そ
れ
は
蝦
夷
紀
行
の

書
名
を
冠
し
た
も
の
と
異
な
る
性
格
を
持
つ
の
か
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

同
様
に
位
置
や
地
域
を
考
慮
す
る
な
ら
、
こ
れ
も
一
定
の
量
と
質
を
確
保

す
る
日
光
紀
行
類
と
の
関
連
や
作
者
の
意
識
も
問
題
と
な
る
。
蝦
夷
地
へ
の
前

庭
と
し
て
描
か
れ
る
東
北
は
、
ま
た
日
光
の
奥
庭
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
地
域

で
も
あ
る
。

　

2　

松
島
と
い
う
中
心

次
に
目
に
つ
く
作
品
群
は
松
島
を
題
材
と
し
た
紀
行
の
一
群
で
あ
る
。
も

と
よ
り
そ
の
他
の
東
北
紀
行
で
も
松
島
は
欠
か
す
こ
と
な
く
と
り
あ
げ
ら
れ
る

が
、
通
過
す
る
場
所
で
は
な
く
、
そ
こ
を
目
的
と
し
た
紀
行
と
し
て
は
質
量
と
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も
に
東
北
紀
行
の
中
で
最
も
大
き
な
存
在
で
あ
る
。
以
前
に
私
は
、
松
島
は
関

東
以
南
の
み
な
ら
ず
、
東
北
地
方
の
人
た
ち
が
訪
れ
る
中
心
と
し
て
多
数
の
作

品
を
残
し
て
い
る
と
い
う
点
で
も
重
要
で
、
別
途
の
検
討
を
要
す
る
と
述
べ
た

が（
１
）、

今
も
そ
の
印
象
は
変
わ
ら
な
い
。

　

3　

有
沢
一
族
の
紀
行
類

江
戸
紀
行
の
本
流
は
林
羅
山
か
ら
貝
原
益
軒
を
経
て
、
本
居
宣
長
を
は
じ

め
と
し
た
国
学
者
の
紀
行
や
蝦
夷
紀
行
に
引
き
継
が
れ
、
幕
末
の
小
津
久
足
に

い
た
っ
て
完
成
す
る
と
い
う
の
が
私
の
大
ま
か
な
江
戸
紀
行
文
学
史
の
把
握
だ

が
、
こ
れ
で
は
説
明
の
つ
か
な
い
の
が
、
益
軒
以
前
の
江
戸
時
代
初
期
に
北
陸

の
有
沢
一
族
が
参
勤
交
代
の
途
次
に
記
し
て
い
る
膨
大
な
紀
行
類
で
あ
る
。
一

見
備
忘
録
風
の
道
中
記
の
よ
う
だ
が
、
内
容
や
表
現
は
益
軒
が
基
礎
を
築
い
た

江
戸
紀
行
の
特
徴
を
、よ
り
早
い
時
期
に
も
か
か
わ
ら
ず
充
分
に
具
え
て
い
る
。

そ
の
実
態
に
つ
い
て
は
勝
又
基
氏
が
報
告
さ
れ
て
い
る（

２
）が

、
そ
の
よ
う
な
意
識

や
作
風
を
生
み
出
す
に
至
っ
た
背
景
は
今
後
も
重
要
な
研
究
対
象
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

二　

歴
史
と
風
土
が
生
み
出
す
も
の

　　

更
に
全
体
を
通
し
て
の
東
北
紀
行
の
印
象
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
感

じ
る
。

　
　

1　

古
代
へ
の
憧
憬

「
お
く
の
ほ
そ
道
」
の
旅
に
あ
た
っ
て
芭
蕉
が
求
め
た
の
は
日
常
か
ら
脱
し

た
苛
酷
な
旅
の
環
境
と
と
も
に
、
辺
境
や
異
境
だ
か
ら
こ
そ
残
る
古
代
へ
の
憧

憬
だ
っ
た
。
そ
れ
も
ま
た
江
戸
紀
行
全
般
に
通
ず
る
特
徴
で
あ
り
、
僻
地
へ
の

同
情
や
軽
蔑
は
時
に
あ
っ
て
も
、
よ
り
目
に
つ
く
の
は
都
会
で
は
滅
び
た
過
去

が
現
存
す
る
こ
と
へ
の
讃
嘆
で
あ
る
。
文
化
果
て
る
地
は
、
そ
の
ま
ま
文
化
が

生
き
残
る
地
で
も
あ
っ
た
。
歌
枕
と
古
戦
場
は
そ
の
象
徴
で
あ
り
、
芭
蕉
が
平

泉
と
壺
の
石
文
で
感
涙
に
む
せ
ぶ
よ
う
に
、
江
戸
時
代
で
は
歌
枕
よ
り
古
戦
場

が
む
し
ろ
大
き
な
存
在
と
な
る
。

「
歌
枕
に
な
く
て
も
美
景
」
と
、
風
景
を
賞
賛
す
る
記
述
は
江
戸
紀
行
に
し

ば
し
ば
あ
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
異
例
で
新
鮮
な
観
点
で
あ
っ
て
、
関
東

で
は
鎌
倉
、
九
州
で
は
太
宰
府
や
対
馬
の
人
気
が
示
す
よ
う
に
、
江
戸
時
代
の

人
々
は
現
代
の
私
た
ち
よ
り
は
る
か
に
歴
史
的
な
も
の
へ
の
関
心
が
強
い
。
た

と
え
卑
俗
な
ま
や
か
し
で
あ
っ
て
も
、
何
ら
か
の
伝
説
に
彩
ら
れ
な
い
地
名
や

建
物
は
、
ど
ん
な
に
美
し
く
て
も
魅
力
を
感
じ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

え
る
ほ
ど
で
あ
る
。

　

2　

破
格
な
形
式

紀
行
評
論
家
で
も
あ
っ
た
小
津
久
足
は
、
知
的
考
証
を
紀
行
の
重
要
な
要

素
と
考
え
る
。
一
方
で
国
学
者
の
片
岡
寛
光
の
よ
う
に
、
こ
う
し
た
考
証
を
紀

行
か
ら
排
除
す
る
こ
と
を
強
く
主
張
す
る
紀
行
作
家
も
い
る
。

そ
の
寛
光
が
序
文
で
、
本
来
あ
る
べ
き
紀
行
の
姿
と
し
て
絶
賛
す
る
服
部

菅
雄
「
壺
石
文（

３
）」

は
、
滞
在
記
と
旅
行
記
が
混
在
し
、
各
地
で
見
聞
し
た
奇
怪
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な
逸
話
を
長
文
で
書
き
こ
む
な
ど
、
む
し
ろ
異
色
で
破
格
な
紀
行
だ
。

東
北
紀
行
に
は
、
地
域
が
広
範
に
わ
た
り
作
品
数
が
大
量
で
あ
る
こ
と
を

考
慮
し
て
も
、
奇
談
集
の
体
裁
を
取
る
も
の
、
伝
説
の
紹
介
を
主
と
す
る
も
の
、

紀
行
と
し
て
は
変
わ
り
種
の
芭
蕉
の
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
や
只
野
真
葛
「
い
そ

づ
た
ひ
」
な
ど
の
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
自
由
さ
、
破
格
さ
を
持
つ
作
品
が
多

い
。
そ
れ
は
通
常
の
安
定
し
た
形
式
で
は
表
現
で
き
な
い
、
蓄
積
さ
れ
て
何
重

に
も
重
な
っ
た
豊
か
な
文
化
の
風
土
が
生
む
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
　

三　
「
陸
奥
日
記
」
の
意
義

小
津
久
足
「
陸
奥
日
記
」
を
、
こ
の
よ
う
な
東
北
紀
行
の
中
に
お
い
て
見

る
と
き
、
そ
の
意
義
や
価
値
は
更
に
明
ら
か
に
な
る
。

そ
れ
は
、
蝦
夷
紀
行
や
日
光
紀
行
の
一
部
で
は
な
く
、「
東
北
」
を
中
心
の

題
材
と
し
、
異
色
な
変
化
球
で
は
な
く
、
け
れ
ん
み
の
な
い
堂
々
と
し
た
本
格

的
な
紀
行
と
し
て
完
成
さ
せ
た
、
あ
り
そ
う
で
な
か
っ
た
貴
重
な
東
北
紀
行
と

言
え
よ
う
。
奇
を
て
ら
わ
ず
肩
肘
は
ら
ず
、
そ
れ
で
い
て
ゆ
う
ゆ
う
と
「
駕
籠

が
な
い
街
道
は
き
つ
い
」
な
ど
と
い
う
他
の
紀
行
に
は
な
い
日
常
の
情
報
を
さ

ら
り
と
書
き
こ
む
。
い
つ
も
の
こ
と
だ
が
、
生
活
者
と
し
て
芸
術
を
楽
し
む
こ

と
へ
の
、
あ
き
れ
る
ほ
ど
の
自
己
肯
定
と
自
信
も
、
資
本
主
義
の
近
代
が
す
ぐ

そ
こ
に
迫
っ
て
い
る
時
代
の
反
映
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
こ
れ

は
江
戸
時
代
そ
の
も
の
が
生
ん
だ
東
北
紀
行
の
総
決
算
で
も
あ
る
。
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