
【
研
究
論
文
】

旅
情ー

『
伊
勢
物
語
』

「
東
下
り
」
の
教
材
化
・
導
論
｜

西

一
夫
・
津
田

浩
文
・
戸
塚

拓
也

は
じ
め
に
｜
「
旅
」

へ
の
志
向
｜

題
目
と
し
た
「
旅
情
」
は
、
日
本
の
古
典
作
品
で
は
、

葉
集
』
の
題
詞
に
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

早
く
『
万

到
ニ
筑
前
国
志
麻
郡
之
韓
亭

一、
船
治
経
一二
二
日

－。
於
レ
時
夜

。。

月
之
光
絞
々
流
照
。
忽
対
一一
此
華

一、
旅
情
懐
暖
。
各
陳
ニ
心

緒
二

柳
以
裁
歌
六
首
（
日
・
三
六
六
八
）

か
ら
の
と
ま
り

奈
良
を
出
発
し
た
遣
新
緩
使
人
た
ち
の
船
旅
の
途
上
で
「
韓
亭
」

に
て
三
日
間
停
泊
し
て
い
る
夜
に
、
月
光
が
美
し
く
照
り
映
え
る

景
色
が
眼
前
に
出
現
し
た
。
こ
の
光
景
を
見
て
旅
に
あ
る
心
情
に

胸
、
が
塞
が
っ
た
。
そ
の
心
情
を
歎
に
し
た
の
だ
と
い
う
。
こ
の
題

詞
に
括
ら
れ
る
六
首
に
は
、
「
日
長
く
し
あ
れ
ば
恋
ひ
に
け
る
か

も
」
（
三
六
六
八
・
大
使
）
「
閣
に
も
妹
が
恋
ひ
つ
つ
あ
る
ら
む
」

（
三
六
六
九
・
大
判
官
）
「
家
な
る
妹
に
逢
ひ
て
来
ま
し
を
」
竺
一一

六
七

一
）
な
ど
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
家
郷
や
そ
こ
で
帰
り
を

待
つ
「
妹
」
に
対
す
る
慕
情
が
直
裁
的
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
言
う
ま

で
も
な
く
古
代
の
旅
は
現
在
と
は
異
な
る
印
象
で
捉
え
ら
れ
て
い

た。

い

ろ

ゆ

D

O

わ
が
家
は
行
か
も
人
も
が
草
枕
旅
を
苦
し
と
告
げ
遣
ら
ま
く
も

（
却
・
四
四

O
六
、
大
伴
部
節
麻
呂
、
防
人
歌
）

0

0

な
く
さ

草
枕
旅
の
憂
へ
を
慰
も
る
事
も
あ
り
や
と
：

（
9
・
一
七
五
六
、
高
橋
虫
麻
呂
歌
集
「
登
ニ
筑
波
山

一歌
一
首
」
）

0

0

0

 

草
枕
旅
の
悲
し

く
あ
る
な
へ
に
妹
を
相
見
て
後
恋
ひ
む
か
も

（
日
・
三

一
四
一
、
霧
旅
発
思
）

T
D
 

こ
れ
ら
『
万
葉
集
』
の
歌
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
辛
い
行
為
で
あ
っ

た
。
当
時
の
旅
は
、
防
人
の
よ
う
に
九
州
の
防
御
の
た
め
に
東
国

の
男
子
が
徴
集
さ
れ
た
り
、
役
職
を
受
け
（
虫
麻
呂
歌
集
で
は
、

他
に
も
「
検
税
使
大
伴
卿
登
ニ
筑
波
山

－時
歌
一
首
」
（

9
・
一
七
五

三
、
五
四
）
が
あ
る
こ
と
か
ら
推
し
て
官
命
に
よ
る
旅
に
同
伴
し

て
い
た
と
恩
わ
れ
る
）
た
り
す
る
こ
と
か
ら
、
大
部
分
が
公
的
な

性
格
を
帯
び
て
い
た
（
四
四

O
六
、
一
七
五
七
）
の
で
、
自
ら
の

意
志
に
よ
っ
て
旅
に
出
る
こ
と
は
、
ほ
ぼ
な
か
っ
た
と
推
察
さ
れ



る
。
こ
の
よ
う
に
古
代
の
旅
を
位
置
付
け
る
と
、
平
安
時
代
に
お

い
て
も
、
そ
の
傾
向
は
大
き
く
変
化
し
て
い
な
い
と
見
通
す
こ
と

が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

音
羽
山
の
ほ
と
り
に
て
、

貫
之

人
を
別
る
る
と
て
詠
め
る

ほ
と
と
ぎ
す

音
羽
山
木
高
く
鳴
き
て
時
鳥
君
が
別
れ
を
惜
し
む

ぺ
ら
な
り

（古
今
集
・
離
別
・

三
八
四
）

源
実
が
筑
紫
へ
湯
浴
み
む
と
で
ま
か
り
け
る
時
に

崎
に
て
別
れ
を
惜
し
み
蹴
る
所
に
て
詠
め
る

白
女

命
だ
に
心
に
か
な
ふ
も
の
な
れ
ば
何
か
別
れ
の
悲
し
か
ら
ま
し

（
同
・

三
八
七）

「
旅
」
は
さ
ま
ざ
ま
な
変
容
を
遂
げ
な
が
ら
官
命
と
は
限
ら
ず
多

様
性
を
見
せ
る
よ
う
に
な
り
な
が
ら
も
、
古
代
の
傾
向
か
ら
大
き

く
逸
脱
す
る
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

か
た
や
散
文
に
目
を
向
け
る
な
ら
ば
、

主
に
実
録
を
基
盤
と
し

た
『
土
佐
日
記
』
『
更
級
日
記
』
な
ど
は
、
｛
呂
命
を
終
え
て
の
上

洛
の
旅
で
あ
る
。
前
者
は
任
地
で
失
っ
た
女
児
へ
の
思
い
と
帰
京

へ
の

心
情
と
が
複
雑
に
絡
ま
り
合

い
な
が
ら

の
船
旅
が
描
か
れ 山

る
。
後
者
で
は
作
者
が
等
身
大
の
薬
師
仏
に
対
し
て
「
京
に
と
く

上
げ
た
ま
ひ

て
」
と
速
や
か
な
帰
京
の
実
現
を
祈
念
し
て

い
る
。

い
ず
れ
の
作
品
も
上
洛
は
あ
る
程
度
望
ま
れ
る
べ
き
行
為
で
あ
っ

た
と
把
握
で
き
る
だ
ろ
う
。

ま
た
都
か
ら
地
方
に
移
動
す
る
下
向
の
旅
と
し
て
は
、

『
源
氏

物
語
』
の
須
磨
退
去
と
『
伊
勢
物
語
』
の
「
東
下
り
」
と
が
、
教
科

書
教
材
と
し
て
知
ら
れ
て

い
る
。
須
磨
退
去
で
は
主
人
公
の
光
源

氏
の
置
か
れ
た
状
況
を
打
開
す
る
機
会
を
得
て
物
語
の
新
た
な
展

開
を
拓
く
た
め
の
動
機
も
組
み
込
ま
れ

て
い
る
な
ど
、
物
語
全
体

の
構
想
に
も
関
わ
る
要
素
を
内
包
し
て

い
る
。
一
方
「
東
下
り
」
で

は
、
男
主
人
公
が
東
国
へ
下
向
す
る
理
由
は
「
身
を
要
な
き
も
の

に
思
ひ
な
し
て
、
京
に
は
あ
ら
じ
、
あ
づ
ま
の
方
に
住
む
べ

き
国

求
め
」
と
抽
象
的
に
述

べ
ら
れ
る
に
と
ど
ま
る
。
「
要
な
し
」
は

「必

要
で
な
い
も
の
」
（
新
編
全
集
）
「
値
打
ち

の
な
い
も
の
」
（
古
典

集
成
）
な
ど
と
解
さ
れ
、
本
来
的
に
は
そ
う
で
な
い
も
の
を
、
あ

え
て
そ
の
よ
う
な
内
容
と
理
解
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
感
受
さ
れ

る
7
E
章
段
冒
頭
部
分
の
旅
立
ち

で
は
悲
憤
感
た
だ
よ
う
中
で

東
国

へ
と
向
か
い
な
が
ら
も
、
最
初
の
舞
台
と
し
て
位
置
付
け
ら

れ
て
い

る
三
河
の
「
八

つ
橋
」
で
は
「
折
句
」
を
試
み
て
「
乾
飯
の
上

に
涙
落
と
し
て
ほ
と
び
に
け
り
」
と
遊
戯
性
が
明
ら
か
に
認
め
ら

れ
る
な
ど
、
下
向
す
る
一
行
に
は
心
の
ゆ
と
り
の
よ
う
な
も
の
ま

で
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

「八

つ
橋
」
で
の
詠
歌
に
限
ら
ず、
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つ
づ
く
駿
河
国
の
「
宇
津
の
山
」
「
富
士
山
」
、
さ
ら
に
最
終
場
面
で

あ
る
「
す
み
だ
河
」
ま
で
「
八
つ
橋
」
で
の

印
象
が
継
続
的
に
漂
う
の

で
は
な
い
か
。

「
東
下
り
」

の
文
章
構
成

本
章
段
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
附
属
語
と
段
落
構
成
と
に
着
目

し
て
全
体
の
概
略
を
示
し
た
2
E
ま
た
和
歌
の
表
現
技
法
に
着

目
し
た
分
析
も
示
し
て
い
る
2
E
こ
れ
ら
の
論
考
で
指
摘
し
た

構
成
と
各
段
落
の
内
容
、
さ
ら
に
は
章
段
全
体
の
物
語
と
し
て
の

意
義
と
詠
作
さ
れ
て
い
る
和
歌
表
現
の
特
徴
に
つ
い
て
、
中
等
教

育
に
お
け
る
教
材
化
研
究
の
視
点
か
ら
分
析
を
行
う
。
こ
れ
に
よ

っ
て
、
本
教
材
に
よ
っ
て
習
得
す
べ
き
学
習
指
導
要
領
で
示
さ
れ

て
い
る
資
質
・
能
力
並
び
に
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
、
さ
ら

に
は
「
我
が
国
の
言
語
文
化
」
に
つ
い
て
の
提
案
を
お
こ
な
い
、
授

業
改
善
の
一
助
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

現
行
の
教
科
書
を
調
査
し
た
結
果
、

「東
下
り
」
は
基
本
的
に
必

履
修
科
目
「
国
語
総
合
」
に
採
録
さ
れ
て
い
る
教
材
で
あ
る
。
ま
た

多
く
の
教
科
書
が
説
話
単
元
に
つ
づ
く
物
語
単
元
を
設
定
し
て
お

り
、
こ
の
単
一万
に
採
録
さ
れ
て
い
る
傾
向
か
ら
推
せ
ば
、
本
格
的

な
古
文
学
習
に
お
い
て
比
較
的
早
い
時
期
の
学
習
教
材
と
判
断
言

え
る
だ
ろ
う

2
0
よ
っ
て
文
語
文
法
の
習
得
も
十
分
と
は
一
言
え

ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
の
中
で
学
習
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
と
推

測
で
き
る
。

本
章
段
の
段
落
構
成
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
西
（
二

O
一
九）

に
示
し
た
構
成
に
よ
っ
て
検
討
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。
「
東
下

り
」
の
導
入
で
あ
る
起
筆
の
段
落
は
、
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。

昔
、
男
あ
り
け
り
。
そ
の
男
、
身
を
要
な
き
も
の
に
思
ひ
な

し
て
、
京
に
は
あ
ら
じ
、
あ
づ
ま
の
方
に
住
む
べ
き
国
求
め

に
と
て
行
き
け
り
。
も
と
よ
り
友
と
す
る
人
、

一
人
二
人
し

て
行
き
け
り
。
道
知
れ
る
人
も
な
く
て
、
ま
ど
ひ
行
き
け
り
。

先
に
概
観
し
た
教
科
書
で
の
掲
載
状
況
を
勘
案
す
れ
ば
、
基
本

的
な
文
法
事
項
の
理
解
は
あ
る
程
度
可
能
で
あ
り
、
例
え
ば
過
去

の
助
動
詞

「
け
り
」
等
は
理
解
の
届
く
範
囲
で
あ
る
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
な
推
測
が
妥
当
で
あ
る
な
ら
ば
、
冒
頭
の
旅
立
ち
部
分

は
、
す
べ
て

「
け
り
」
を
文
末
に
有
す
る
表
現
で
統
一
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。
こ
れ
は
間
接
的
な
過
去
の
事
象
を
語
る

形
式
で
物
語
の
発
端
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

し
か
も
四
文
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
内
容
は
、
順
を
追
っ
て
示
せ
ば

主
人
公
の
提
示
（
一
文
）
、
主
人
公
が
京
の
都
を
離
れ
て
東
国
へ

と
住
む
場
所
を
求
め
て
ゆ
く
こ
と
（
二
文
て
そ
の
東
国
行
き
に

は
少
人
数
の
同
伴
者
が
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
（
三
文
）
、
い
ず



れ
も
が
東
国
へ
の
道
に
詳
し
い
者
が
お
ら
ず
、
道
に
迷
い
な
が
ら

東
に
進
ん
だ
（
四
文
）
、
と
整
理
で
き
る
だ
ろ
う

5
0
こ
の
よ
う

な
段
落
構
成
は
、
一
人
の
主
人
公
の
提
示
か
ら
周
辺
情
報
へ
と
拡

散
し
て
い
く
記
述
に
な
っ
て
い
る
。

下
向
へ
の
思
い

i
旅
立
ち
｜

以
上
の
よ
う
な
意
味
で
は
、
主
人
公
の
決
意
を
示
す
二
文
目
に

「
恩
ひ
な
す
」
「
あ
ら
じ
」
「
住
む
べ
き
国
求
め
」
な
ど
、
他
の

三
文
に
は
存
在
し
な
い
主
人
公
の
意
思
や
判
断
に
関
わ
る
表
現
が

集
中
し
て
い
る
こ
と
が
特
徴
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
加
え
て
こ
の
段

落
で
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
都
を
離
れ
て
る
下
向
の

行
為
の
目
的
を
「
住
む
べ
き
国
求
め
」
る
こ
と
に
あ
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
目
的
の
背
景
に
は
、
主
人
公
が

「身
を
要
な
き

も
の
に
思
ひ
な
し
」
て
、
本
来
住
む
べ
き
地
で
あ
る
京
を
離
れ
よ

う
と
決
意
し
た
主
人
公
の
姿
が
あ
る
。
ま
た
都
を
離
れ
よ
う
と
す

る
主
人
公
の
目
的
を
「
住
む
べ
き
国
」
と
表
現
す
る
の
で
あ
る
。

「住
む
」
と
は

ご

定

の

場
所
で
暮
ら
す
、
居
所
と
定
め

て
そ
こ

に
い
る
、
の
意
」
A
6

て
が
基
本
義
と
な
る
だ
ろ
う
。

下
向
の
中
で

本
来
の
居
所
と
は
異
な
る
場
所
に
生
活
基
盤
を
一
定
期
間
置
く
場

合
に
も
「
住
む
館
よ
り
出
で
て
、
船
に
乗
る
べ
き
所
へ
わ
た
る
」

（
『
土
佐
日
記
』
）
な
ど
の
よ
う
に
「
住
む
」
が
用
い
ら
れ
て
い

る
例
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
例
は
一
般
的
に
帰
郷
が
前
提
と

な
っ
て
お
り
、
本
章
段
の

「
恩
ひ
な
し
」

「
あ
ら
じ
」
な
ど
の
意

志
表
現
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
表
現
性
と
は
異
な
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
だ
け
に
固
い
決
意
を
表
明
し
て
い
る
第
二
文

の
補
助
動
詞
や
助
動
調

の
表
現
が
本
章
段
の
主
人
公
造
形
に
大
き

な
意
味
を
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

本
章
段
に
お
け
る
主
人
公
の
行
動
を
「
旅
」
の
語
に
よ

っ
て
位

置
づ
け
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。
「
旅
」
と
い
う
行
為
は
「
人
聞

が
生
活
の
本
拠
地
を
離
れ
て
、
他
の
土
地
に
移
動
し
た
り
漂
白
し

た
り
す
る
」

？）

と
定
義
で
き
る
。
ま
た
、
現
代
と
古
代
の
人
び

と
の
思
考
を
対
比
し
な
が
ら
、
伊
藤
博
は
「
旅
」
の
概
念
を
次
の

よ
う
に
捉
え
て

い
る
。
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現
実
に
厭
み
、
日
常
に
窒
息
し
た
と
き
、
現
代
人
は
旅
を
す

る
。
旅
は
現
代
人
に
と
っ
て
此
岸
か
ら
の
脱
出
、
此
岸
の
休

息
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
「
異
郷
」
は
憧
僚
の
対
象
で
す
ら

あ
る
。
し
か

し
、
古
代
人
に
は
、

一
般
に
こ
の
種
の
旅
は
存

在
し
な
か
っ
た
。
古
代
の
旅
は
宮
司
制
の
圧
力
に
強
い
ら
れ

て
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
行
楽
や
誼
遥
な
ど
と
は
ほ
と
ん

ど
縁
が
な
か
っ
た
。

A
2

物
語
と
し
て
明
確
な
動
機
が
語
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
ま
ま
に
主
人



公
の
下
向
が
始
ま
る
。
そ
の
際
、
こ
の
主
人
公
の
行
動
は
当
時
の

「
旅
」
と
定
義
で
き
る
要
素
を
内
包
す
る
の
か
を
見
極
め
て
お
く

必
要
が
肝
要
で
は
な
い
か
。
先
掲
の
『
源
氏
物
語
』
の
主
人
公
光

源
氏
の
須
磨
退
去
は
、
作
り
物
語
で
は
あ
る
も
の
の
政
治
的
な
要

素
が
明
確
に
存
在
し
た
。
本
章
段
に
描
か
れ
る
主
人
公
の
下
向
理

由
に
つ
い
て
は
、
種
々
推
測
が
な
さ
れ
て
い
る

（2
も
の
の
、
明

確
な
判
断
は
困
難
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
よ
う
な

物
語
の
官
頭
部
分
か
ら
は
、
古
代
か
ら
あ
る
程
度
普
遍
的
に
理
解

さ
れ
て
き
た
「
旅
」
と
は
異
な
る
「
旅
」
へ
の
理
解
が
必
要
に
な

る
と
考
え
ら
れ
る

J

E

古
代
に
お
い
て
「
旅
」
が
い
か
な
る
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
か

を
考
え
る
際
に
留
意
し
た
い
の
は
、
『
伊
勢
物
語
』
全
体
を
見
通

し
て
検
討
す
る
の
か
、
教
材
と
し
て
「
東
下
り
」
を
単
独
の
教
材

と
し
て
位
置
づ
け
る
の
か
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
前
者
の
立
場
を

取
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
表
現
が
先
立
つ
章
段
に
存
在
す
る
こ
と
は

見
逃
せ
な
い
こ
と
に
な
る

J

E

昔
、
男
あ
り
け
り
。
京
に
あ
り
わ
び
て
、
あ
づ
ま
に
行
き
け

る
に
、
伊
勢
・
尾
張
の
あ
は
ひ
の
海
づ
ら
を
ゆ
く
に
、

（
第
七
段
）

昔
、
男
有
り
け
り
。
京
や
住
み
う
か
り
け
ん
、
あ
づ
ま
の
方

に
ゆ
き
て
、
住
み
求
む
と
て
、
と
も
と
す
る
人
一
人
二
人
し

て
ゆ
き
け
り
。

（
第
八
段
て
ほ

東
国
へ
の
下
向
を
物
語
の
基
盤
と
す
る
章
段
で
あ
る
。
前
者
は
伊

勢
・
尾
張
、
後
者
は
信
濃
の
浅
間
山
を
舞
台
と
す
る
。
い
ず
れ
も

下
向
の
要
因
が
「
京
に
あ
り
わ
び
」
「
京
や
住
み
う
か
り
け
ん
」

と
、
前
者
で
は
補
助
動
詞
「
わ
ぶ
」
に
よ
っ
て
京
に
い
る
こ
と
に

困
惑
し
た
結
果
、
後
者
で
は
「
憂
し
」
が
動
詞
連
用
形
に
接
続
し

て
接
尾
語
的
な
用
法
と
な
る
こ
と
か
ら
「
住
む
」
行
為
が
辛
い
・

厭
だ
と
い
う
心
情
の
結
果
と
し
て
東
国
へ
の
下
向
に
展
開
し
て
い

る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
傷
心
や
京
で
の
生
き
に
く
さ
が
生
じ
た
こ

と
に
よ
っ
て
東
国
へ
出
か
け
て
住
も
う
と
す
る
行
為
は
、
『
伊
勢

物
語
』
内
部
で
は
共
通
し
た
内
容
と
し
て
位
置
づ
い
て
い
る
と
理

解
で
き
る
。
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ま
た
主
人
公
が
下
向
の
旅
に
出
立
す
る
に
あ
た
っ
て

り
友
と
す
る
人
、
一
人
二
人
」
を
同
伴
し
て
い
た
と
い
う
。
先
掲

の
章
段
に
も
「
と
も
と
す
る
人
一
人
二
人
」
（
第
八
段
）
と
あ
り
、

「
友
」
を
同
伴
者
と
す
る
設
定
は
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
「
と
も
」

に
は
「
友
・
供
」
の
両
用
が
存
し
、
本
章
段
に
お
い
て
、
い
ず
れ

の
用
法
で
あ
る
か
は
明
確
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
古
注
で
は
従
者

（
供
）
と
解
す
る
令
が
見
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
近
時
の
注
釈
で
は

友
人
（
友
）
と
解
す
る
傾
向
に
あ
る
よ

E

こ
の
よ
う
な
解
釈
に

拠
れ
ば
、
物
語
内
容
は
伝
承
と
し
て
実
態
と
は
宇
都
離
し
た
存
在
で

「
、
も
と
よ



受
け
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
に
し
て
も
古
代
の
「
旅
」

と
は
章
離
し
た
状
況
に
よ
っ
て
物
語
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
変

化
は
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
最
終
文
の
「
道
知
れ
る
人

も
な
く
」
「
ま
ど
ひ
行
」
く
の
よ
う
に
、
明
確
な
目
的
地
が
な
く

遁
迄
す
る
印
象
が
強
く
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

古
代
か
ら
連
綿
と
続
く
「
旅
」
と
は
大
き
く
異
な
り
が
あ
る
の

が
本
章
段
な
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
物
語
全
体
と
し
て
捉
え
る
な

ら
ば
、
先
行
す
る
章
段
か
ら
遁
迄
す
る
主
人
公
の
姿
を
揺
曳
し
な

が
ら
紀
行
と
し
て
の
「
旅
」
を
描
き
出
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
独

立
章
段
と
し
て
見
れ
ば
、
東
固
と
し
て
の
異
郷
の
姿
を
具
体
的
な

地
名
や
景
物
に
よ
っ
て
演
出
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
詳
細

は
各
段
落
の
分
析
の
中
で
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

結高
等
学
校
国
語
科
で
の
定
番
と
も
言
え
る
『
伊
勢
物
語
』
の
「
東

下
り
」
は
、
教
材
分
析

の
観
点
か
ら
読
め
ば
、
導
入
部
分
に
お
い

て
も
従
来
見
落
と
さ
れ
て
き
た
表
現
が
存
在
し
て
い

る
。
そ
う
し

た
表
現
を
丁
寧
に
位
置
づ
け
る
こ
と
で
本
章
段
の
教
材
と
し
て
の

新
た
な
活
用
方
法
を
提
示
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
文
法
知
識
に

よ
る
品
詞
分
解
や
口
語
訳
に
と
ど
ま
ら
ず
、
「
我
が
国
の
き
口
語
文

化」

の
教
材
と
し
て
位
置
づ
け
る
た
め
に
は
、
解
釈
が
最
終
到
達

点
な
の
で
は
な
く
、
そ
の
表
現
の
背
後
に
あ
る
特
性
や
思
想
を
あ

ぶ
り
出
す
こ
と
を
通
し
て
連
続
的
あ
る
い
は
非
連
続
的
な
言
語
の

変
遷
と
思
考
の
変
化
と
を
学
ぶ
こ
と
を
可
能
に
す
る
だ
ろ
う
。

注
（
1
）
古
典
集
成
で
は
「
恩
ひ
な
す
」
に
つ
い
て
「
「
恩
ひ
な
す
」
の
「
な
す
」
は

意
識
し
て
す
る
意
。
必
ず
し
も
そ
う
で
な
い
も
の
を
、
敢
え
て
そ
う
す

る
意
に
も
使
う
」
と
注
す
る
。

（2
）
西
「
「
東
下
り
」
の
段
落
構
成
教
材
化
研
究
の
一
働
」
（
「
信
大
国

語
教
育
」
二
十
九
号

0 

)L 

（3
）
西
「
『
伊
勢
物
語
』
教
材
研
究
1
第

9
段
「
東
下
り
」
の
和
歌
解
釈
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を
中
心
に
し
て
｜
」
（
「
人
文
科
教
育
研
究
」
一
ニ
十
三
号
、

二

O
O
六
）

（

4
）
 

津
田
浩
文
の
調
査
で
は
、
高
等
学
校
国
語
科
教
科
書
を
刊
行
す
る

九
社
で

「国
語
総
合
」
は
二
五
附
。
う
ち
「
東
下
り
」
は
二
二
冊
と
八
割
を

超
え
る
教
科
書
に
採
録
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
選
択
科
目
の
「
古
典
A
」「古

典
B
」
で
採
録
す
る
教
科
書
は
な
い
。

（
5
）
こ
れ
は
「
主
人
公
の
提
示
↓
主
人
公
の
決
意
↓
同
伴
者
の
存
在
↓

の
よ
う
に
簡
略
化
し
て
言
い
か
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ

一
団
の
行
動
」

る。
（
6
）
「
す
む
」
執
筆
・
山
口
佳
紀
（
秋
山
度
編
『
王
朝
語
辞
典
』

大
学
出
版
会
、
二

O
O
O
）

東
京

（7
）
「
た
び
」
執
筆

・
島
内
長
二

（
秋
山
度
編
『
王
朝
語
辞
典
』

東
京



大
学
出
版
会
、
二

0
0
0
）

（
8
）
伊
藤
博
「
異
郷
に
お
け
る
汗
情
」
（
『
寓
葉
の
い
の
ち
』

塙
書
房
、

九
八

（
9
）
片
桐
洋
一
は
主
人
公
が
下
向
し
た
理
由
を
「
恋
の
挫
折
」
が
有
力

と
し
な
が
ら
、
「
政
治
的
挫
折
」
に
も
言
及
す
る
（
『
伊
勢
物
語
全
読
解
』

和
泉
書
院
、
二

O
一
四
）
参
照
。

（
叩
）
片
桐
洋
一
は
「
弟
の
業
平
も
同
じ
く

「
事
に
あ
た
り
て
」
と
い
う

理
由
で
東
国
へ
赴
い
た
こ
と
が
な
か
っ
た
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
官
に

あ
る
時
は
「
俄
留
守
令
」
に
よ
っ
て
休
暇
期
聞
が
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、

東
国
流
浪
は
あ
り
え
な
い
が
、
無
｛
自
の
時
で
あ
れ
ば
不
可
能
と
は
－言一
回え

な
い
の
で
は
な
い
か
。
当
時
の
自
由
旅
行
の
実
態
が
わ
か
ら
な
い
今
、

業
平
の
東
下
り
が
実
際
有
り
得
た
か
有
り
得
な
か
っ
た
か
、
断
定
は
も

う
少
し
慎
重
に
し
た
い
と
恩
う
の
で
あ
る
。
」
（
『
伊
勢
物
語
全
読
解
』
和

二

O
一
四
）
と
旅
の
実
態
や
史
実
と
の
比
較
を
試
み
て
い
る

泉
書
院
、

け
れ
ど
も
、
有
益
な
考
察
と
は
言
い
難
い
。

（
日
）
以
下
、
第
九
段
以
外
の
章
段
の
引
用
は
、
片
桐
洋

一

『
伊
勢
物
語

全
読
解
』
（
和
泉
書
院
、

二
O
一
四
）
に
拠
る
。

（
ロ
）
な
お
、
第
八
段
は
写
本
に
よ
っ
て
第
九
段
と
一
続
き
の
章
段
と
な

っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
は
論
題
と
は
関
わ
ら
な
い

の
で
問
題
と
し
な
い
。

（
日
）
例
え
ば
「
友
人
。
「
供
」
す
な
わ
ち
従
者
と
す
る
説
も
あ
る
が
、
次

段
で
も
対
応
な
口
を
き
い
て
い
る
の
で
友
と
見
る
」
（
秋
山
度
『
新
日
本

古
典
文
学
大
系
』
）
、
「
親
し
い
者
が
集
ま
っ
て
旅
に
出
た
形
を
と
っ
て
い

る
」
（
片
桐
洋
一

『
伊
勢
物
語
全
読
解
』
）
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る

追
記
二
件

①
表
現
に
着
目
し
た
近
時
の
教
材
研
究
の
成
果
と
し
て
、

る。

次
の
文
献
が
あ

中
保
敦
仁
コ
強
意
」
の
語
句
に
注
目
し
た
心
情
変
化
の
読
み
取
り
｜

の
段
に
つ
い
て

l
」
（
『
国
語
科
教
材
研

『
伊
勢
物
語
』
「
東
下
り
」

究
の
起
点
｜
素
材
と
向
き
合
う
こ
と
の
意
義
と
視
点
｜
』
ナ
カ
ニ
シ

57 

ヤ
出
版
、

二
O
二
O

）

②
伊
藤
益
『
旅
の
思
想
日
本
思
想
に
お
け
る
「
存
在
」
の
問
題
｜
』
（
北

樹
出
版
、

二
O
O
一
）
で
は
、
「
旅
」
を
通
し
た
思
想
的
な
変
遷
を
文
学

作
品
か
ら
検
討
を
お
こ
な
っ
て
い
て
参
考
と
な
る
。

（
に
し

か
ず
お

信
州
大
学
）

さ
わ
だ

ひ
ろ
ふ
み

長
野
県
野
沢
北
高
等
学
校

と
づ
か

た
く
や

信
州
大
学
教
育
学
部
附
属
長
野
中
学
校
）


