
神
奈
川
の
伝
承
と
文
学
③

『更
級

日
記
』

の
中

の

「
相
模
」

実

川

恵

子

『更
級

日
記
』
前
半

に
描

か
れ

る
都

へ
の
旅

の
記
は
、
作
者

の
み
ず

み
ず

し
い

感
性

に
よ

っ
て
捕
え

ら
れ
た
風
景
や
自
然

の
描
写
は
、
実

に
新
鮮

で
あ
り
、
ま

た
印
象

的

で
も
あ

る
。

な
か

で
も
、
相
模

国
足
柄

の
闇
夜

に
巡

り
会

っ
た

三
人

の
遊
女

の
哀
れ
な
風
情

は
、
作
者

の
心
細

い
心
情

を
癒

し
、
後

々
の
想

い
出
と

し
て
と
ど

め
ら
れ

た
と

い
う

一
段

は
、

日
記

中
異
彩
を
放

っ
て

い
る
。

こ

の
冒
頭

に
置

か
れ
る
上
洛

の
記

は
、
従
来

は
少
女
時
代

の
旅

の
体
験
を
生

き
生

き
と
甦
ら

せ
な
が

ら
綴

っ
た
紀
行
文

で
あ

る
と

い
う

の
が

凡
そ

の
見
解

で

あ

っ
た
が
、
最
近

で
は
単
な

る
回
想

の
記

と
見

る
こ
と

に
疑
問
が

示
さ
れ
、
む

し
ろ
日
記
全
体

の
構
成

と
大
き
く
係

る
部
分

と
し

て
考
・兄
ら
れ
て

い
る
。

そ

こ

で
、

こ

の
上

洛

の
記

の
意
味

を

探

り

つ

つ
、
『
更

級

日
記
』

の
中

の

「相

模
」
を
辿

っ
て
み
る
こ
と

に
し
た

い
と
思
う
。

寛

仁

四
年

(
一
〇

二
〇
)
、
秋

の
末
、
十

三
歳

の
少

女

で
あ

っ
た
作

者

は
、

現

在

の
千
葉
県
市

原
市

に
あ

っ
た
国
府

「
い
ま

た
ち
」

を
出
発

し

て
、
竹
芝
寺

を
見
、
「
あ

す
だ
川
」

を
舟

で
渡

り
、
相
模

国

に
入

っ
た
。

そ

の
最
初

に
出

て

く
る

の
が

「
に
し
と
み
」

の
描
写

で
あ

る
。

に
し
と

み
と

い
ふ
所

の
山
、
絵

よ
く
か
き

た
ら
む
屏
風

を
た

て
な
ら

べ
た

ら
む

や
う
也
。

片

つ
か
た
は
海
、

浜

の
さ
ま
も
、

よ
せ
か

へ
る
浪

の
け
し

(注
1
)

き
も
、

い
み
じ
う
お
も

し
ろ
し
。

「
に
し
と
み
」
と

は
、
吉

田
東

悟

の

『大

日
本
地
名

辞
書
』

に
よ
れ
ば
、
「
中

世
私
称

の
郡

号

に
て
、
専
ら
箱
根
山
中

を
指

せ
る
が
如

し
、
西
土
肥

の
義

に
し

て
、
訛
り

て
西
土
美

と
為
れ

る
な
り
」

と
し
、

こ
れ

に
従

え
ぽ

「
に
し
と
み
と

い
ふ
所

の
山
」

と
は
、
箱
根

の
山

々
を
指
す

こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
更

に
前
掲

書

は
箱
根
権
現
縁

起

の

「
相
州

西
富

郡
足
柄
郷
」

と
、
大
永
年

間

の
権
現
棟
札

の

「
相
川

西
富

郡
足
柄
郷
箱
根

山
東
福

寺
云

々
」

と
あ

る
と

こ
ろ

か
ら
、
本
来

の

「
西
土

肥
」
が

訛

っ
て

「
西
土
美
」

と
な

っ
た
と
説

明
す

る
。

一
方
、

こ

の

「
に
し

と

み
」
を
藤

沢

市
遊
行

寺
付

近

の
丘
陵

一
帯

の

「
西

富
」

で
あ

る
と

い
う
説
も
あ

る
。

そ
れ
は
、

こ
の

「
に
し
と

み
」

の
叙
述

に
続

く

「
唐
土
が

原
」
、
「
足
柄
山
」

と

の
地
理
的
な
順
序

や
下
文
と

の
関
連

に
お

い

(
注
2
)

て
穏

当

で
あ

る
と

い
う
理
由

に
よ

る
。

し
か
し
、

『藤
沢

市
史
』

に

は

「
当

時
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の
駅
路
と
異
な
り
、

こ

の
藤

沢
西
富
近
辺

に
旅

行
者
を
確
認
す

る

の
は
鎌
倉
期

に
入

っ
て
か
ら

で
、
官

人

の
旅

で
あ

り
、

し
か
も
婦
女
を
伴

っ
て

の
長
路

の
旅

に
こ

の
未
開

の
野
路

を
通
過
し

た
と

は
思

え
な

い
」
と

い
う
疑

問
も
提
示
し

て

い
る
。

い
ず
れ

に
し
て
も
確
証

は
な

い
が

、
現
在

の
国
道

一
号
線

、
藤
沢
市
西

富
付

近
か
ら

の
丹
沢

、
大
山
、
箱
根
、
天

城
、
富
士

の

一
連

の
山

々
の
遠
望

は
、

ま
さ

に

「
屏
風

を
た
て
な
ら

べ
た
ら

む
や
う
」

に
眺

め
ら
れ
る
。
ま
た
、
西
富

清

浄
光

寺

(遊

行
寺
)

の
延
文

元
年

(
=

二
五

六
)
梵

鐘
銘

に

「清

浄

之
光

砌
前
湛
海
」
、
「
松
青
朝

日
雲
紫
夕
陽
」

云

々
と
称
え

て

い
る
浄

域

に
日
記

の
描

写
が

一
致
す

る
景
観

で
あ

る
こ
と
か
ら
も
、
壮
大

な
屏
風

を
立

て
並

べ
た
よ
う

な
連
峰

の
遠
景

と
、
寄

せ
て
は
砕

け
散

る
白
波

の
近
景

は
、
作
者

の

「
い
み
じ

う
お
も

し
ろ
し
」

と

い
う
感
動

の
表

現

に
あ
ら
わ

れ
て

い
る
。
上
洛

の
旅

の
最

初

に
味
わ

っ
た
雄
大
な
自
然

は
、
都

へ
の
憧
れ
と
共

に
心
踊

る
心
象
的

な
風

景

と
な

っ
て
表
出

さ
れ

て
い
る
よ
う

に
も
思
、兄
る
。

こ
の
西
富

の
描
写

に
続

い
て
、

も

ろ
こ
し
が
原
と

い
ふ
所

も
、
砂
子

の
い
み
じ
う
白
き
を

二
三
日
ゆ
く
。

「夏

は
大
和
撫

子

の
こ
く
う
す

く
錦
を

ひ
け

る
よ
う

に
な
む
咲
き

た

る
。

こ
れ

は
秋

の
末

な
れ
ぽ

見
え

ぬ
」
と

い
ふ
に
、
猶
所

々
は

う

ち

こ
ぼ

れ

つ
玉
、
あ

は
れ
げ

に
咲

き
わ

た
れ
り
。
「
も

ろ

こ
し
が

原

に
、

大
和
撫

子

し
も
咲
き
け
む

こ
そ
」
な
ど
、
人

々
を
か
し
が

る
。

と
あ

る
。
「
も

ろ

こ
し
が

原
」

は
、
神
奈

川
県

中
郡
大

磯
町
高
麗

地
区

の
海
辺

を
総

称
し
、
そ

の
名
義

は
高
麗
人
が

こ

の
地

に
居
住

し
て

い
た
と

こ
ろ

か
ら
呼

ば

れ
た
も

の
と
さ
れ
る

(
『
大

日
本
地
名
辞
書

』
、

『続

日
本
紀
』
)
。

こ
の
唐
が
原
が

ど

の
辺
り
を

い
う

の
か
は
、
定

か
で
は
な

い
が
、
現
在

で
も

こ

の
当
時

国
府

の
あ

っ
た
大

磯

の
手
前

、
平
塚

市
西
海

岸

花
水

川
橋
付

近

に

「唐

が
原
」

や

「
撫
子

原
」

の
地
名

が
残

さ
れ

る
と

こ
ろ

か
ら
、

こ
6
付

近

を

唐

が
原

と
呼

ん
で

い
た
事
実

は
あ

っ
た
よ
う

で
あ

る
。

ま
た
、

『平
塚
郷

土
史

　　
ヨ

　

事

典
』

は
、
「
こ

の
唐
が

原
は
大
磯

町
高
麗

地
区

の
海

岸
寄

り
か
ら
平

塚
市
西

域

一
帯

の
か
な

り
広

い
地
域
を
昔

か
ら

「
も
ろ

こ
し
河
原
」

と
呼
ん

で
い
る
。

こ

の
辺
り

は
五
世

紀
前

後

か
ら
朝
鮮

の
人

々
が
来
住

し
て
集
落

を
作

っ
て
い
た

と

こ
ろ
で
、
現
在

地
名
と

し
て
残

っ
て
お
り
、
昭
和
初
期

ま
で
花
水
川
畔

の
小

松

の
群
生

し
た
所

や
海
浜

に
群
落
が
あ

っ
た
」
と
あ

る
。

そ

の
唐
が
原

の

「
砂
子

の
い
み
じ
う
白

き
を

二
三
日
ゆ
く
」

と
あ

る
の
は
、

大
磯
付
近

の
海

辺
か
ら
、

二
宮

を
経

て
小
田
原
付
近
迄

の
海
辺

の
行
程

を
描

い

た
の
で
あ

ろ
う
。
そ

こ
に
は
夏

の
花

の
盛
り
を
過
ぎ

た
大
和
撫
子
が
、

と
こ
ろ

ど

こ
ろ
に
残

っ
た
よ
う

に
物
寂

し
げ

に
点

々
と
咲

い
て

い
る
。
そ

の
情
景

に
接

し

て
、
作
者

は

「
『
も

ろ

こ
し
が

原

に
、
大

和

撫

子

し
も

咲

き

け

む
』
な

ど

人

々
を
か
し
が

る
」

と
感
想
が

添
え
ら
れ

る
。

こ
こ

に
記
さ
れ

た

「
も

ろ
こ
し

(
唐
)
」

と

「
や
ま
と

(
大
和
)
」

の
対
照
的

な
地
名

の
妙
を
と
ら

え
た

の
は
、
当
時

の
常
套

的
修
辞
技
法

で
は
あ

っ
た
。

し

か
し
、
そ

の
表
現
上

の
関

心

の
み
な
ら
ず
、

大
和
撫
子
が
、
盛

り
を
す
ぎ
点

々

と
咲

く
様
が
、
可
憐

で
も

の
寂
し
く
、
作
者

の
心
を
捕
、兄
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ

う
し
た
風
景

の
中

に
語
ら
れ

た
実
感

は
、
都

へ
の
憧
れ
を
求

め
て

の
旅

の
途
次

の
触

発
さ
れ

た

一
つ
の
事
実
と

し
て
記

さ
れ
た

の
で
あ

ろ
う
。

そ
し

て
、
都

へ
の
旅

の

一
行

は
大
磯
付

近
か
ら
、
相
模
湾

の
海

辺
を
南

に
進

み
、
国
府
津
付
近

か
ら
西

へ
向

か
い
、

足
柄

越

に
か
か
る
こ
と

に
な

る
。

そ

の

折

の
体
験

は
次

の
よ
う

に
語
ら

れ
て

い
る
。

足
柄
山

と

い
ふ

は
、

四
五
日
か
ね

て
、
お

そ
ろ
し
げ

に
暗
が
り

わ
た
れ
り
。

や
う

や
う
入
り
立

つ
麓

の
ほ
ど
だ

に
、
空

の
け
し
き
、
は

か
ば

か
し
く
も

見

え
ず

、
え
も

い
は
ず
茂

り
わ
た
り

て
、

い
と
お
そ
ろ
し
げ
な

り
。

　　
　
　

足
柄

山

は
、

『足
柄

下
郡
史
』

に

「
こ
の
更

級

の
王
朝
時
代

は
、

一
山

一
坂
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の
狭
称

で
は
な

く
、
箱
根

、
土
肥

を
も
籠

め
た
山
地

一
帯

の
地
、

つ
ま

り
、

足

柄

上
、
下
両
郡

に
亘
る
連

山
を
汎
称

し
た

の
で
あ

ろ
う
」

と
し
、
現
在

の
神
奈

川
と
静
岡
両
県

の
境

に
あ

る
金
時
山

の
北
方

の
連
山
を

さ
す
。

そ

の
北
端

の
足

柄
峠

を
越
え
、
箱
根
外
輪

の
外
を
酒
匂
峡
谷

に
浴

っ
て
小
総

に
出
た
も

の
と
思

わ
れ
る
。
箱
根
経
由

の
東
海

道
が
、
神
奈

川
県
と
静
岡
県

を
結

ぶ
要
路

に
な

っ

た

の
は
鎌
倉
時
代

に
入

っ
て
か
ら

で
、

そ
れ
迄

は

こ
の
足
柄
峠
が
東

西
を
結

ぶ

主
要

な
街
道

で
あ

っ
た
よ
う

で
あ

る
。

作
者

は
、

こ

の
難
所
足
柄

山

を
目
前

に
し

て
、
「
四
五
日

か
ね

て
、

お
そ

ろ

し
げ

に
く
ら
が
り
わ

た
れ

り
」

と
記

し
て
い
る
。

足
柄
越
え
が

四
、

五
日
も

の

日
数

を
要

す
る

こ
と

に
疑
問

は
残
る
が
、

そ

の
難
行

の
心
理
的

な
表

現
と
も
解

せ
る
で
あ

ろ
う
。

こ
の

「
お
そ
ろ
し
げ

に
」
暗
が

り
わ
た

る
地
が
作

者

の
前

に

は
ぽ

か
り
、
ま
た
麓

で
さ

え
も
木

々
が
生

い
茂

っ
て

「
お
そ

ろ
し
げ
」

で
あ

る

と

い
う

恐
怖

感
を
重
ね
、

日
記

の

「
場
」
と

し
て
、

印
象
づ
け

て

い
る
。

こ

の

記
述

中

の

「
え
も

い
は
ず

茂

り
わ

た

る
」

と

い
う

一
文

に

つ
い
て
、
高

橋

和

(
注
5
)

雄
氏

は
、
当

時

の
自
然
環
境

の
復

原

か
ら
文
学
風

土
論
を
解
き
、
千
年
前

の
足

柄
山
が

シ
イ
や

カ

シ
類

の
原
生
林

が

う

っ
そ
う

と
生

い
茂

り

「
暗
が

り

わ
た

る
」
難
所

と
な
し

て
い
た
こ
と
を
実
証

す

る
。

ま
た
、
こ

の
足
柄

の
記

以
後

の

東
山
閑
居

周
辺

の
環

境
及
び

帰
京

し

て
宿

と
し
た

三
条

西
宮

の
記

で
は
、
「
深

山
木
」

と
記

し
、
作
者

は
人

工

の
二
次
林
と
原
生
林

と
を
明
確

に
区
別

し
た

こ

と
を
指
摘
す

る
。

こ

の
よ
う

に
、

足
柄

山

の
暗
闇

は
作

者

の
心
理
的

な
抑

圧
と

重
な
り
、

日
常

性
と
隔
絶

さ
れ
た
特

別
な
空
間
、

ま
た
異
境
と

し
て
位
置

づ
け

ら
れ

て
も

い
る
。

麓

に
や
ど
り
た

る
に
、
月
も

な
く
、
く
ら
き
夜

の
、
闇

に
ま
ど

ふ
や
う
な

る
に
、
遊

女
三
人
、

い
つ

く
よ
り
と
も
な
く
出

で
来

た
り
。

こ
の
足
柄

山

の
麓

に
宿

っ
た
と

い
う

の
で
あ

る
か
ら
、
お
そ
ら
く
坂
本
宿

を

い
う

の
で
あ

ろ
う
。
前
掲

書

『足
柄

下
郡
史
』

に
拠

る
と
、
「
こ
の
駅

に
も
、

旅
人

の
徒
然

や
旅
愁
を
慰

め
る
た
め

に
、
遊
行
女
婦
が

お
り
、
地
方

と
京
師

、

地
方

と
地
方

と

の
間

に
、
交
通
が
頻

繁

に
な
り
、
阪
東

一
円

の
咽
喉

で
、

国
司

や
郡
司

の
往
来

や
、
旅
人

の
往
来

の
盛
な

る
坂
本

に
、
遊

女

の
必
要
が
当
然
起

っ
た
も

の
で
あ

り
、
王
朝
期

の
坂
本

と

い
う
地
が
足
柄
路

の
往
来
が
頻
繁

で
、

賑

っ
た
駅
家

で
あ

っ
た

こ
と
が
推
測

さ
れ
た
」
と
記

し
て

い
る
。

作
者

は
、
坂
本

宿

の

「
月

も
な

く
、
暗

き
夜
」

の

「
闇

に

ま
ど

ふ
や

う

な

る
」
暗
闇

の
中

か
ら
現
わ
れ

た
三
人

の
遊

女
た
ち

に
よ

っ
て
、
心
細

い
心
情

を

癒

さ
れ
、
救

い
あ
げ

ら
れ

る
と

い
う
、
あ

る
意
味

で
非
現
実
的

な
物
語
的
世
界

が

展
開
さ
れ

て
ゆ
く
。

こ
の
闇

の
中

よ
り
忽
然
と
現
れ

た
遊

女
た
ち

は
、

髪

い
と
長

く
、
額

い
と

よ
く

か

か
り

て
、
色
白

く
き

た
な
げ

な

く

て
、

「
さ

て
も
あ
り

ぬ

べ
き
下
仕

へ
な

ど

に
て
も
あ
り

ぬ
べ
し
」
な

ど
人

々
あ

は
れ
が

る
に
、
声

す

べ
て
似

る
も

の
な
く
、
空

に
澄

み

の
ぼ

り

て
め
で
た

く
歌
を
う

た
ふ

と
描

写
さ
れ

る
よ
う

に
、
柄

笠

の
下

で
灯

さ
れ
た
火

に
よ

っ
て
闇

の
中

か
ら
白

く
美

し
く
浮

か
び
上
が

り
、
更

に
声

ま
で
が
、
空

に
澄

み
の
ぼ

る
よ
う

に
み
ご

と
に
歌
う

の
で
あ

る
。

そ
し

て
、
ま

た
お
そ
ろ
し
げ
な
山
中

に
消

え
、
幼

い
作

者

は
、
悲

し
さ

で
こ
の
宿

を
出
立
す

る
こ
と
が

心
残
り

に
思
わ

れ
る

の
で
あ

る
。

足
柄

山
で

の
こ
の
体
験

は
、
後

の
美
濃
国
境
、

野
上

の
地

で
再
び
遊

女
達

に
会

っ
た
折

、
再
び
回
想

さ
れ

て
い
る
。

麓

に
宿

っ
た
作
者
達

一
行

は
、

い
よ
い
よ
険

し

い
足
柄
山
中

に
踏

み
入
り
、

予
想

さ
れ
た
恐
怖
感
を
実
際

に
味
わ
う

こ
と
に
な
る
。
足
柄
越

え

の
最
終

部

は

次

の
よ
う

に
記
さ
れ

て
い
る
。

ま
だ
、
あ

か

つ
き

よ
り
足
柄

を

こ
ゆ
。

ま
い
て
山

の
中

の
お
そ
ろ
し
げ

な

る
こ
と
、
・い
は
む

か
た
な
し
。
雲

は
足

の
下

に
ふ
ま

る
。
山

の
な
か
ら
ぽ
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か
り

の
、
木

の
下

の
、

わ
つ

か
な
る

に
、
葵

の
た
だ
三
す
ぢ
ぼ

か
り
あ

る

を
、
世

は
な
れ

て
か
か
る
山
中

に
し
も
生

ひ
け

む
よ
と
、
人

々
あ

は
れ
が

る
。
水

は
そ

の
山

に
三
と

こ
ろ
ぞ
な
が
れ

た
る
。

麓

か
ら

の
足
柄

山

の
恐
ろ

し
さ
を
描

写
し
た
前
段

と
比

ら
べ
る
と
、

こ
こ
で

は

「
山

の
中

の
お
そ
ろ
し
げ
な

る
こ
と
、

い
は
む

か
た
な
し
」

と
ご
く
簡
単

に

記

さ
れ
、

こ
こ
で
は
む
し
ろ
そ
れ

に
続

く
雲
海
や

三
本

の
葵

、
三
所

か
ら
流

れ

出

る
水

に
作
者

の
思

い
が

寄

せ
ら
れ

て

い
る
こ
と

に
注

目
し
た

い
。
葵

は
賀
茂

祭

や
都

を
連
想

し
、

こ

の
人
間
界

か
ら
隔
絶

さ
れ

た
よ
う

な
暗

闇

の
空
間

に
存

在

す
る
こ
と

に
作
者

は
救

い
を
見

い
出

し
た

の
で
あ

ろ
う
。

や

っ
と

の
こ
と

で
足
柄

山
を
越
え
、
横
走

の
あ

る
関
山

に
泊

り
、
駿
河

の
国

に
入

っ
た
、
と
結
び
、
相
模

国
紀
行

は
終

わ
る
こ
と

に
な

っ
た
。

こ

の
上
洛

の
旅

の
途
次
、

相
模
国
、
特

に
足
柄

で
の
体
験

は

『更

級
日
記
』

執
筆

の
作

者

の
内
面
的
契
機

の
核

と
な

る
べ
き

一
段
と
し

て
用
意

さ
れ
た
も

の

で
あ

り
、
東

路

の
果

て
か
ら
都

を
さ

し
て
上
洛

す
る
東
国
と
都

の
分

岐
点
と

し

て
足
柄

の
地
は
意
味
づ

け
ら
れ
た

に
違

い
な

い
。

足
柄
が
相
模

国

の
西
南

部

に

位
置

し
、

西
方

に
は
山

々
を
巡
ら
し

て
お
り
、
都

と

の
交
通
を
隔
絶

し
た
と

は

い
え
、
箱
根

な
ど

の
古
道

を
控

え

て
、
文
化

の
進

ん
だ
大
和
人
が
、
東

国

に
於

け

る
第

一
足

跡
を
印
す

る
土

地
だ
け

に
東
国

一
円

に
対
し

て
要
衝

を
な
す
地

で

あ

る
こ
と
を
認

め
て
い
た
由

で
あ

る
。
そ

し
て
、
更

に
こ
の
相
模

国
足
柄

郡

の

位
置
が
、

坂
東

八
国

に
対

し
て

の
咽
喉
部
を
な

し
、
東

国

の
最
も
厳
重

な
関
門

は
、
足
柄

・
箱
根

の
画
線
を
控

え
、
都
と
東
国

の
分

水
嶺
と
し

て
介
在

し

て
い

た
と
見

ら
れ
る
。

『更
級

日
記
』

冒
頭

の

「
あ
づ

ま
ち

の
道

の
は
て
よ
り
も
、
な

ほ
奥

つ
方

に
生

ひ

い
で
た
る
人
、

い
か
ぼ

か
り
か
は
あ
り
け
む
」

と
記

し

て
始
ま

る
上
洛

の
旅

の
記

は
、

ま
さ
し
く
片

田
舎

で
物

語

へ
の
憧

れ
に
心
踊
ら

せ
る
少
女

の
都

へ
の

憧
れ

の
旅

で
も
あ

っ
た
。

そ

の
都

へ
の
紀
行

の
折

々
に
綴

ら
れ

る
東
海
道

の
土

地
や
風
物

や
体

験
が
何
を
意
味

す
る

の
で
あ

ろ
う
か
。

西
富

か
ら
眺

め

る
屏
風

の
よ
う
な
山

々
の
連

な
り
、
白

波

の
打

ち
返

す
海
辺

の
様
、
唐
が
原

の
白
砂

に
わ
ず

か

に
残
さ
れ

た
可
憐

な
大
和
撫
子
、
恐

ろ
し
げ

な
闇

の
中

か
ら
現
れ

た
遊
女
、

う

っ
そ
う
と

し
た
山
中

の
葵
、
流
れ
出

る
川
、

ど
れ
も
作
者

の
心
を
引
き

つ
け
、
愛
惜

の
情
を
呼
び
起

こ
す
。

こ
う

し
て
、
東

国
か
ら
都

へ
の
旅

を
続

け

て
い
く

の
だ
が
、

『更

級

日
記
』

は

こ
の
本

来

の
物

語
願
望
を
成
就

す
る
目
的
を
果

た
し
得

た
時
、

こ
の
こ
と
が
自

身

の
人
生

を
悔

い
る

「
よ
し
な
し
ご
と
」
と

し
て
受

け
と
め

る
こ
と

に
な

っ
た

の
で
あ

る
。

そ

う
し

た
時
、
物
語

世
界

の
憧
れ

に
生
き

た
東
国

へ
の
回
帰

こ
そ
が
自
ら

の
人
生

の
意
味
を
確
認

し
、

つ
な
ぎ
と

め
る
手
段

と
し

て
貫

か
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。
足

柄

の
段

に
は
そ
う
し
た
作
者

の
切
な

く
、
哀

し
げ
な
心
境
が
強

く
込

め
ら

れ
て

い
る
よ
う

に
思

え
て
な
ら
な

い
。

『更
級

日
記
』
上
洛

の
記

に
お
け

る

「
相
模
」

の
風
景
は
、
東

国

へ
の
訣
別
と
同
時

に
、
都

と
東
国
を

つ
な
ぐ
精

神
的
基
盤

の

上

に
成
り
立

っ
た

一
つ
の
心
象
的
世
界

と
し

て
描

か
れ

た
も

の
で
あ
ろ
う
。

(注

1
)

本
文

は
、

『
日
本
古
典
文
学
全
集

更
級

日
記
』

に
拠

る
。

(注

2
)

第

四
巻

(
昭
和

47

・
3
)

の

「
更

級

日
記

に
お
け

る
相
模

国

の
駅

路
」

に
詳

し

い
。

(注

3
)

平
塚
市
企
画
室

市
史
編
さ

ん
室
編

(
昭
和

51

・
1
)

(注

4
)

足
柄
下
郡
教
育
会

編

(
大
正

13

・
1

・
25
)

(注

5
)

『
古
典

に
歌

わ
れ
た
風
土
』

(
92
・
11

三
省
堂
刊
)

(本
稿

は
、
学
内
共
同
研
究

「
神
奈
川

の
伝

承
と
文
学
」

に
よ
る
成

果

の

一
端

と
し
て
ま
と

め
た
も

の
で
あ

る
。
)
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