
『海
道
記
』

の
紀
行
文

平
成
十

四
年
度
文

教
女
子
短
期
大
学

の
共
同
研
究

の
助
成
を
受
け
、
私
達

(千
葉

・
内
藤

・
小
室
)
は
、

の

『
海
道
記
』
を
取

り
上
げ
た
。

『海
道
記

』
が
三
部
構
成

に
な

っ
て

い
る
こ
と
は
、

大

方

の

一
致

し
た
見
方

で
あ

る
。
第

一
部
は
序

文
、

第
二
部
が
紀
行
文

、
そ
し

て
第

三
部

は
仏
道
理
念

の

吐
露
と
な

る
。

心
船

い
つ
は
り

の
為

に
漕
ぐ
、

い
ま

だ
海
道
万
里

の
波

に
棹
差

さ
ず

。
意

馬
あ
ら
ま

し
に
は
す
、
開

山
千
程

の
雲

に
鞭

打
た
ず
。
今
、
す

な
は
ち
、
芳

縁
に
乗
じ

て
、
俄

に
、
独

身

の
遠
行
を
企

つ
。

と
か三

十

一
字
を
綴
り

て
、
千
思

万
億

、
旅

の
志
を
演

べ
つ
。
此
は

こ
れ
、
文
を
以

て
さ
き

と
せ
ず
、
歌

を
以

て
本
と

せ
ず
、
ロ
ハ、
境

に
牽

れ

て
物

の
哀

れ

を
記
す

る
の
み
な
り
。

と
、
序
文

に
見
え
る
よ
う

に
、

「旅

の
記
」

で
あ

る

千
葉

覚

内
藤
愛
子

小
室
啓
子

こ
と
は
間
違

い
な

い
。
第

二
部
は
ま

さ
に
そ
れ
を
示

し

て
い
る
。
量

的
に
も
そ

の
中
心
を
成
す

よ
う

に
詳

述
さ
れ
、
我

々
読
者

に

「
紀
行
文
」
と

し
て

の
存
在

価
値
を
示

し
て

い
る
。

と
こ

ろ
が
、
第

三
部
が
問
題
と
な

る
。

こ

の
仏
道

へ
の
思

い
入
れ

の
部

分
が
何
を
意
味
す

る
の
か
、
紀

行
文
と
し

て
の
価
値

と
ど
う
関
連
す

る
の
か
、

そ
も
そ
も
、

此
は
羇
中

の
景
趣

に
あ
ら
ず
、
存
外

の
浅
き
狂
言
な
り

と

い
う
作
者

の
跋

の
言
葉
と
相
俟

っ
て
謎
を
深
く

し

　は

　
　

て

い
る
。
全
体

の
構
成
を
考
え

る
な
ら
、
諸
書
が
述

べ
る
よ
う

に
、

旅
に
よ

っ
て
仏
教

へ
の
信
仰
心
を
深

め

て
い

っ
た
胸

中

の
吐
露
、
と
捉
え

る

の
が
妥
当

か

、

も
し
れ
な

い
。
た
だ
し
、

そ
の
深
ま
り
が
、
紀
行
文

の
表
現

か
ら
具
体
的

に
指
摘

で
き

、
第
三
部

に
述

べ

ら
れ

て

い
る
仏
道
理
念

が
、
旅
に
お

い
て
ど
う
展

開

さ

れ

て

い
る

の
か
仏

教

的
見

地
か

ら
指

摘

さ
れ

れ

ハ
な

　

　

ば
、
唐
突
な
感
も
薄

ま
る

で
あ

ろ
う
。

三
木
紀
人
氏

が
鳴
海

の
浦

で

の

「蟹

」
な
ど

を
あ
げ

、

「
人
間
と

人
間
以
外

の
生
物

・
無
生
物

の
相
似

・
類
縁

に
思

い

を

い
た

し

て

い
」
き

、
「
非
情

の
も

の
も
仏
性

を
持

つ
と

い
う

湛
然

以
来

の
天
台

の
教
え

に
よ

る
も

の
」

と
指
摘
し

て
い
る
方

面
、

い
わ

ゆ
る

「
天
台
本
覚
思

想
」
も
そ

の
さ

い
大

切
な
要
素
と

な
る
だ
ろ
う
と
考

え

て
い
る
。

そ
れ

に
し

て
も

、
ど
う
し

て
も
唐
突

な
感
が
拭
え

な

い
。
出
家
遁

世

の
身
が

「東
国

は
こ
れ
、
仏
法

の

初
道
な
れ
ば
、

発
心
沙
弥

の
こ
と

さ
ら
に
修
行
す

べ

き
方
な
り
」
と

、
東
国
を
め
ざ

し
修
行

の
旅

に
出
立

し

て
も

「
日
数

ふ

る
ま
ま

に
故
郷
も

恋
し
く

」

(鈴

鹿
山
-
市
が
腋

)
と
、
前
途

の
不
安

か
ら
か
、
都
を

思
う
切
な

い
心

情
が
吐
露
さ
れ

る
。

影

を
双

べ
て
行

く
道

つ
れ

は
、
多

く
あ

れ
ど
も

、

志
は
必
ず
し
も

同
じ
か
ら
ね
ば

、
心
に
違
す

る
気

色

は
、
友
を
背

く
に
似
た
れ
ど
も

、
境

に
ふ
る
る

物

の
哀
れ
は

、
心
な
き
身

に
も

さ
す
が

に
覚
え

て
、

屈
原
が
沢

に
吟

び

て
、
漁
夫

が
嘲
に
恥
ぢ
、
楊
朱

が
路

に
泣
き

て
、

騒
人

の
恨

を

い
だ
き
け

ん
も

、

身

の
譬

に
は
あ
ら
ね
ど
も

、
逆

旅

に
し

て
友

な
き

哀
れ

に
は

、
な

に
と
な
く

心
細

き
そ
ら

に
思

ひ
し

ら
れ

て

(鳴

海
)

と
、
旅

の
感

慨
を
と
も

に
語

る
友

を
望
ん

で

い
る
と
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こ

ろ
な
ど

は
、
俗
人
と

し
て
の
旅
愁
を
述

べ
る
の
に

変
わ
り

は
な

い
。
景
観
を
述

べ
る
に
も
、

行

々
と

し
て
重

ね

て
行

々
た
り

、
山
水
野
塘

の
興
、

壮
観
を
ま

七
、
歴

々
と

し
て
更
に
歴

々
た
り

、
海

村
林

邑

の
感

、
長

命
な

り
。

(序

文

・
旅

の
概

況
)

の
よ
う

に
、
決

し

て
深
山
幽
谷

に
だ
け
興
味
を
抱
く

わ
け

で
は
な

い
。

山
中
半
ば
過
ぎ

て
漸
く

下
れ
ば

、
巌
扉
削
り
な

せ

り
。
仁
者

の
棲

し
つ
か

に
し
て
楽
し
み
、
潤
水

ほ

り
な
が
す
、
智
者

の
砌
う
ご
け
ど
も

曲豆
か
な
り

と
世
俗
を
離

れ
、
他

に
汚

さ
れ
る
こ
と
な
く
、
修

行

者

の
心
を
澄
ま

す
環
境

に
ひ
き

つ
け
ら
れ

る
が

、
す

ぐ
続

い
て
、

か
く

て
、
邑

里

に
出

で
て
田
中

の
畦
を

通
れ
ば

、

左

に
見
、
右

に
見
る
、
立

田
眇

々
た
り
。
或

は
耕

し
、
或
は
耕

さ
ず
、
水
苗
処

々
。
而

の
み
な
ら
ず
、

地
溝
か
た

が
た
に
決
く
り

て
、
水
を
お

の
が
ひ
き

ひ
き

に
論

じ
畦

畝
あ
ぜ
を
並

べ
て
、
苗
を
我

が
と

り
ど
り

に
植

ゑ
た
り

と
あ
り
、
俗

世

の
い
と

な
み
そ

の
も

の
を
示
す

景
観

に
も
目

が
ゆ
く

の
で
あ

る
。

つ
ま
り

「紀
行
文
」

の

所

で
は
、
世
捨

て
人

の
閑
寂

で
無
心
な
境
地

よ
り
も
、

世
俗
的

で
現
世
的
な
感
慨

が
随
分
と
示

さ
れ
、
現
実

の
景
観

の
描
写

に
は
旺

盛
な
好
奇
心
ま

で
感

じ
と
れ

る

の
で
あ

る
。
第
三
部

の
仏
道

理
念
と

の
隔
た
り

が

強
く
感

じ
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う

な
中
世
人
を

み
て
ゆ
く

の
に
、
島
崎
敏

ドな

ヨ

樹
氏

の
言
葉

が
示
唆

に
富

ん
で

い
る
。
氏
は
芭
蕉

・

宗
祇

・
西
行

を
あ
げ

、

「真

の
漂
泊

者
」
を

論
じ

て

い
る
が
、

西
行
を

「
熱
心
な
求
道

者
と
し

て
の
精
神

と
感
情
移

入
的
な
歌
人

の
心
情
と

は
、
彼

の
中

で

一

つ
の
座
敷
を

占
め
た

二

つ
の
魂

だ

っ
た
ら

し
く

み
え

る
。
も

し
無

色

の
寂
境

へ
転

脱
し
き

っ
て
し
ま
え
ば

、

美

へ
の
未
練

は
も
う
な

い
か
ら
、
さ
ば
さ
ば
と
自
在

に

い
ら
れ

た
は
ず

と
思
え

る
が
、

『
ね

が
は
く

は
花

の
下

に
て
春

死
な

ん
そ

の
き

さ
ら

ぎ

の
望

月

の
頃
』

と
あ

こ
が
れ
て

い
る

よ
う

に
、
現
世

で
美
的
観

照
に

生
き

る
心

の
根
が
断
た
れ

て

い
な

い
」
と

み
て

い
る
。

芭
蕉
も

宗
祇
も
含
め

て

「
芸
術
と
信
仰
、
美
と

聖
と

の
内

面
的
分
裂
」
を
自
覚

し

「
た
が

い
に
矛
盾

す
る

二

つ
の
生
活
原
理

の
ど
ち

ら
に
も
安
住

で
き

な

い
内

面

的
緊

張
」
か
ら
漂
泊

へ
の
思

い
が
生

じ
て

い
る
と

述

べ
る

。

「
熱

心

な

求
道

者

と

し

て

の
精

神

」

と

「
現
世

で
美

的
観

照

に
生
き
る

心
」
が

共
存
す

る
西

行

の
延

長
上

に

『海
道
記

』

の
作
者

が

い
る
と
考
え

て
よ

い
の
で
は
な

い
か
と

思

っ
て
い
る
。

ま
た
、
中
世

の
遁

世
者

と

い
う
視
点

か
ら
言
う
な

　は
ゑ

ら
ば
、
目
崎
徳
衛
氏

の
言
う

「
数
寄

の
遁

世
者
」
も

関
連
す

る
で
あ

ろ
う
。

「
遁
世

を

一
応

の
生
活

基
盤

と
し

て
そ
れ
ぞ
れ
独
自

の
行
動

の
自
由
を
た

の
し
む

存
在
」
の
中
に
含
め

て
、
「
(西
行

・
鴨
長
明

・
兼
好

)

こ
れ

ら
三
者

の
背
後

に
は

さ
ら
に
厖
大
な
同
類

が
控

え

て

い
た
」

そ

の

一
人

に

『海

道
記
』、
の
作
者

が

い

る
と

み
て
よ

い
と
思
わ
れ

る
。

こ
れ
ら

の
視
点

の
も
と

に
、

『海

道
記
』

の

「紀

行
文
」

を
読

ん

で
み

よ
う
と

思

っ
て

い
る
。

注

1

『
海

道

記

・
東

閑

紀

行

・
十

六

夜

日

記

』

(
日
本

古

典

全

書

・
朝

日
新

聞

社

)

所
収

「海
道

記
」
解

説
。

『
古
典

の
事
典

精

髄
を

読
む
日
本
版

4
』

(河
出
書
房
新
社
)

「
海
道

記
」

解

説

。

『
中
世

日
記

紀

行

集

』

海
道

記

・
東

閑
紀

行

・
弁

内
侍

日
記

ほ
か
』

(新

編

日
本

古
典

文

学

全
集

・
小

学

館

)
所

収

「
海
道

記
」

解
説

な
ど
。

な
お
井
手

敦

子
氏

は
第

二
部

か
ら
第
三
部

へ
の
転
換
を

構
造
論

的

に
捉

え

て
説
明

す
る
。

(『
国
文

学
研

究
』

第
百
十
七
集

・
早
稲
田
大
学
国
文
学
会

)

注

2

「
紀
行
文
学

『
海
道
記
』

の
諸
側

面
」

(『
岩

波
講
座

日
本
文
学
と
仏
教
』
第

九
巻

古

典
文
学
と
仏

教

・
岩
波
書
店
)

注
3

『
生
き

る
と

は
何
か
』

(岩
波
新
書

C
78
)

注
4

『数
寄
と
無

常
』

(吉
川
弘
文
館
)
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