
Meisei University

NII-Electronic Library Service

Melsel 　unlverslty

明
治
以

後
の

「

赤
い

糸
」

　
　
　
　
　

　
　
ホ

古
田

島
洋
介

　
本

誌
第
一

〜

三
号
で

論
じ

て

き

た

「

赤
い

糸
の

伝
説
」

に

つ

い

て、

今
回
は

明

治

時
代
以

降、

現
今
に

至
る

ま
で

の

情
勢
を
概
観
し、

若
干
の

資
料
を

補
足

す

る
。

一

　
江
戸
時
代
に

か

な
り
普
及
し
た

と

推
さ
れ

る

赤
い

糸
の

伝
説
は、

明

治

時
代
に

お

い

て、

い

わ
ば

知

識
人

の

常
識
と

な
っ

て

い

た

よ
う
だ

。

た

と

え
ば、

服
部
誠

｝

『

東
京
新
繁
盛
記
』

（
明

治
七

−
九
年）

に

ヤ
　ヤ
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　ロ
こ

赤
縄
誤
り

結
ぶ

余

輩
の

悪
縁、

死
せ

ず
ん

ば

又
何
を
か

為
さ

ん
。

こ

れ

は、

築
地

の

新
富
坊
で

演
じ
ら

れ

た
恋
愛
劇
の

模
様
を
記
録
し

た

文
章
の

一

文
で

あ
る。

夜
半、

少
年
と

少
女
が

手
を
た
ず
さ

え
て

橋
か

ら
身
投
げ

し
よ
う

明

治
以

後
の

「

赤
い

糸」
古

田
島

洋
介

＊

言

語
文

化
学

科

専

任

講
師

口

中

比
較
文

学

と

し

た
。

た
ま
た
ま
通

り

か

か

っ

た

商
人
が、

早
ま

る

な

と

二

人
を
引
き
と

め

る
。

な
ぜ

死

に

急
ぐ
の

か

と

た

ず
ね

た

商
人
に、

少

年
は

事
情
を
説
明

す
る

−

相
手
の

少
女
は

自
分

が

久
し

く
教
え
を
受
け
て

い

る

塾
の

師
の

娘
で

あ

る
。

互
い

に

慕
い

合
っ

て

深
い

仲
に

な
っ

た
が、

す
で

に

師

の

知

る

と

こ

ろ

と

な
っ

た。

許

さ

れ

ぬ

仲
と

は
い

え、

手
を
切

る

に

忍

び

な
く、

さ

り
と

て

駆
落
ち
す
る

に

も
旅

費
が

な
い
。

か

く
な
る

う
え

は

死

ぬ

よ
り

仕
方
が

な
い

ー
と。

そ

し

て、

少

年

が

自
分

た

ち

二

人
の

関
係
を
述
べ

て

み

せ

た

の

が、

右
の

台
詞

で

あ

る
。

A
．

日

の

耳
を
以
て

す
れ
ば、

「

赤
縄
誤
り
結
ぶ

余
輩
の

悪
縁
」

は

許
さ
れ

ぬ

仲
を
表
現

す

る

修
辞
と

し
て、

な
か

な

か

雅
び

に

響
く。

し
か

し、

作
者
に

と

っ

て、

ま
た、

お

そ
ら

く
当
時
の

観
客
た

ち
に

と
っ

て

も、

こ

れ
は

聞
き
流
せ

る

ほ

ど

普
通

の

台

詞、

つ

ま

り

常
識
に

す
ぎ
な
か

っ

た

の

で

は

な
か

ろ
う
か
。

少
な
く
と

も、

現

今

と

違
い
、

こ

と

さ

ら

注
釈
を
ほ

ど

こ

す
よ
う
な
性
質
の

字
句
で

は

な
か
っ

た

で

あ

ろ
う

。

「

ほ

ら、

月
下
老

入
が

結
ん

だ

と

か

い

う
…

…
」

と

聞
け
ば、

す
ぐ
「
あ

あ、

あ
れ
か
」

と

思
い

当
た

る

程
度
の

知
識
で

あ
っ

た

と

思
わ

れ
る

。

　

西
洋
文
学
の

翻
訳
を
見
て

も、

中
国
古
典
を
典
拠
と

す
る

「
赤
縄
」

の

語

は
一

般
に

な
じ
み

の

あ
っ

た

語
で

あ
ろ

う
と

推
測
さ

れ

る
。

明

治
二

十

年、

シ
ェ

ー
ク

ス

ピ

ア

『

ロ

ミ

オ
と

ジ

ュ

リ
エ

ッ

ト
』

の

翻
訳
と

し

て、

木
下

新
三

郎
（

「

春
煙

小
史
」

と

号

す）
『
仇
結
奇
の

赤
縄
　
西
洋

娘
節
用』

が

誠
之

堂
か

ら
刊
行
さ

れ

た。
　一

目
瞭
然、

「

赤
縄
」

が

そ

の

ま
ま
表
題
に

使
わ
れ

て

い

る。

扉
に

見
え
る

ル

ビ

に

よ

れ
ば、

「

仇
結
奇
の

赤
縄
」

は

「

あ
た

む

す
び

　
ふ

し

ぎ
の

い

う

な
は
」

　

　
　
　
　
　　
ヨね

と

読
む

ち

し
い

。

　
「

赤
縄」

を
「

い

う

な
は
」

と

訓
ず
る

の

は

面
臼
い

趣
向
で

あ

る
。

古
語
辞
典
の

類
を
検
し

て

も
「

い

う

な
は
」

は
見
当
た

ら

な
い

。

木
下
新
三

郎
の

案
出
だ

ろ

う
か

。

人
名
の

漢
字
表
記
も
面
白
く、

た

と

え

ば
ロ

ミ

オ
は

「

籠

女
男
」

（

ろ

う
め
を）
、

ジ

ュ

リ
エ

ッ

ト
は

「

濡
鸛
越
都
」

（
じ

ゆ

り
ゑ

つ

と
）

な

ど

と

記
さ

れ

て

い

る。
「

籠
女
男
」

に

は

〈

女
を
籠
絡
す
る

男
〉 、

「

濡

鵬
越

都
」79
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明

星
大

学
研
究

紀
紫
【
日

本
文
化

学
部
・
言
語

文
化

学
科】
第
四
号

　｝
九
几

六

年

に

は

〈

濡
れ

ぽ

そ
っ

た

コ

ウ

ラ

イ

ウ

グ

イ
ス

が

都
を
越
え
て

ゆ
く

〉

意
が

こ

め

ら

れ
て

い

る

か
。

　

実
際
に

本
文

を
読
ん

で

み

る

と、

第
二

章
の

見
出
し

に

「

双

玉
相
対
原
連
理

／

両
心

只

有
月
老

知
」

の

ご

と

く
「

月
老
」

す
な
わ
ち

月
下

老
人

が

見
え、

文

中、

　
　
　

　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
マ

ど

「

月

下

老

人
」

に

は

「

む

す
ぶ

の

か

み
」

と
ル

ビ

が

付
さ

れ
て

い

る。

籠
女
男
と

　
　
　

　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　　
るり

濡
鸛
越
都
の

恋
愛
関

係
は

「

籠
る

情
の

か

ら
ま

り

て、

離
れ
が

た

な
き
縁
の

絲
」

な
ど

と

形

容
さ

れ、

墓
で

息
を
吹

き
返

し

た

濡
鸚
越
都
に

永
遠
の

愛
を
誓
う

籠
女

男
は

次
の

よ
う
な
台
詞
を
冂

に

す
る。

如
何
な

る

葱
魔
が

あ
る

と

て

も、

　
　
　
　ハ
らゴ

あ
る

べ

き
や

二

人

を
繋
ぐ
赤
縄
を、

断
ち

き
る

こ

と

の

「

赤
縄
」

の

ル

ビ

は

「

あ
か

な

わ
」

。

表
題
の

「

い

う

な
は
」

と

読
み

も

仮
名
遣

い

も
異
な
り、

ま
さ
に

自
在
な
扱
い

方
で

あ
る

。

按

ず
る

に、

「

赤
縄
」

の

二

文

字
さ

え

記
し

て

お

け

ば

読
者
に

誤
解
の

余
地

は

あ

り

え
ぬ

と
踏
ん

で
、

「

い

う

な

は
」

だ
の

「

あ
か

な
わ
」

だ

の

と、

い

わ

ば

勝
乎
気
ま
ま

に

ル

ビ

を
ほ

ど

こ

し

た

の

だ

ろ

う
。

そ

れ

ほ

ど
「

赤
縄
」

の

語
が

読
者
に

な

じ
ん

で

い

る

こ

と
を
当
て

に

し

て

い

た

よ

う
に

思
わ
れ
る

。

　
一

方、

森
鴎

外
に

も
「

赤

縄
」

の

用

例
が

あ

る
。

『

舞
姫
』

で

は

な
い

。

太
田

豊
太

郎
が
エ

リ
ス

に

向
か

っ

て

「

赤

縄
の

誤
ま

り

結
べ

る

我
ら

が

悪
縁
」

と

離
別

を
説
得
し
て

も
よ
さ
そ
う
な
も
の

だ

が、

さ

す
が

に

ヨ

ー
ロ

ッ

パ

の

空
気
を
満
腔

に

吸

っ

た

鴎
外
の

筆
先

か

ら
そ

の

よ
う
な
文
字
は

流
れ

出

な
か

っ

た
。

「

赤
縄
」

の

語

が

見
え

る

の

は、

『

北
条

霞
亭
』

（
大
正

六

／
七

i
九
年）

六
十
九

の

米
尾
で

あ
る。

霞

亭
の

足

は

将
に

か
絡
予
の

纏
る

を
免
れ

ざ

ら

む

と

し
て

ゐ

る

至

80

こ

れ

は、

霞
亭
が

菅
茶
山

か

ら

姪
の

井
上

氏
敬
と

の

縁
談
を
持
ち

か

け
ら

れ

（
六

十

八）
、

す
で

に

断
り

が

た

い

状
況
に

あ
っ

た

こ

と

を
記
し

た
一

文
で

あ
る。

そ

の

後、

霞
亭
は

決
心
し

か

ね

て

逡
巡
し

た

が

（
七

十
六
∀
、

郷
里

の

両
親
の

意
向

を
確
か

め

た

う
え

（
七

十
八
）
、

つ

い

に

茶
山

の

言
に

従
っ

て

敬
と

結
婚
す
る

に

至

る

（

七
十
九）
。

別
し

て

注
目

す
べ

き
と

こ

ろ

も
な
い

字
句
だ

が、

「

赤
縄
」

と

略
さ

ず、

例
の

「

定
婚
店
」

に

見
え
る

字
句
を
そ

の

ま

ま

用
い

て

「

赤

縄
子
」

と

記
し

て
い

る

点
に、

原
典
の

字
旬
を
尊
重
し

よ

う
と

す
る

鴎
外
の

生

真
面
目

な
姿

　

　
　
　
　
　

　

　

　
ヘ
アぜ

勢
が

彷
彿
と

す
る

よ

う
だ
。

　

以
上、

わ

ず

か

三
つ

の

例
に

す
ぎ
な
い

が、

明

治
か

ら

大
正

に

か

け

て

の

状
況

を
瞥
見

し

て

み

た
。

少

な
い

用
例
か

ら

推
測
を

め

ぐ
ら
す
の

は

気
が

ひ

け
る

も

の

の、

お

そ
ら

く
漢
学
の

伝
統
が

な
お
確
乎
と

息
づ

い

て

い

た
当
時
に

あ
っ

て

は、

月
下

老
人

が

「

赤

縄
」

を
結
ん

だ
「

定
婚
店
」

の

話

な

ぞ、

中
国
物
の

通

俗
故
事

と

し

て、
　一

種
の

常
識
に

す
ぎ
ぬ

も
の

で

あ
っ

た

ろ

う
と

思
わ

れ
る。

　
た

だ

し、

こ

こ

ま
で

は

中
国
古
典
の

原
文

「

赤

縄
」

も
し

く
は

「

赤

縄
子
」

の

ま
ま
記
さ

れ

て

い

る

の

が

実
情
で、

こ

れ

を
「

赤
い

糸
」

と

呼
ん

だ

例
は

見
当
た

ら
な
い
。

　］

体
い

つ

か

ら

「

赤
縄
（
子）
」

が

「

赤
い

糸
」

に

変
わ
っ

た

の

だ

ろ

う
か
。

　
す
で

に

本
誌

第
一

号

の

拙
稿
で、

大
正
も
末
に

近

く

に

な
っ

た

こ

ろ

（
大
正

十

　
　
　
　
　

　

　
　
　
く

れ

な

い

　
ひ

も

三
年）
、

柳
田

国
男
が

「

紅
の

紐
」

と
い

う
言
い

方
を
用
い

て

い

る

こ

と

を
紹

介

し

た．

こ

こ

に

再
掲
す
れ

ば

ー

N 工工
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国
語
な
り
地
理、

歴
史
な
り

は、

こ

れ

に

よ
っ

て

同
時
に

生
徒
を
日

本
の

好

き

青
年
た

ら
し

め、

さ

ら

に

な
お
将
来
の

「

好
き
日

本
人
」

た

ら

し
む
る
た

め

に、

特
に

設
け
ら
れ
て

い

る

科
目
で

あ
る。

諸
君

を
日

本
の

国
土
と

繋
ぐ

マ
　
ヘ
　
ヤ
　
　
　
　
　

ハ
おビ

紅
の

紐
で

あ
る。

す
で

に

前
掲
の

と

き
に

論
じ
た

ご

と
く、

こ

の

「

紅
の

紐
」

は

お

そ

ら

く
「

赤

縄
」

を

踏
ま
え
た

語
で、

男
女
間
の

関
係
を
表
わ
す
原

義
が

拡
張
さ
れ
て、

単
に

運
命

的
な
関
係
を
表
わ
し
て

い

る

も
の

と
見
て

よ
い

だ

ろ
う

。

し

か

し、

ま
だ

「

赤
い

糸
」

と

は

呼
ば

れ

て

い

な
い

。

残
念
な
が

ら、

今
の

と

こ

ろ
管
見

に

入
っ

た
「

赤
い

糸
」

の

語
の

初
見

は
、

や

は

り

本
誌
第
一

号
に

引
い

た

太
宰
治
の

短
編

小
説

「

思
ひ

出
」

（
昭
和
八

年
）

に

見
え
る
用

例
で

あ
る。

こ

れ
も
再
掲
す
れ

ば

　

秋
の

は

じ

め

の

或

る

月
の

な
い

夜
に、

私
た

ち

は

港
の

桟
橋
に

出
て、

海

峡
を
渡
つ

て

く
る
い

い

風
に

は

た
は

た

と

吹
か

れ

な
が

ら

赤
い

糸
に

つ

い

て

話
し

合
つ

た
。

そ
れ

は

い

つ

か

学
校
の

国
語
の

教
師
が

授
業
中
に

生

徒
へ

語

つ

て

聞
か

せ

た
こ

と

で

あ
つ

て、

私
た

ち
の

右
足
の

小
指
に

眼
の

見
え
ぬ

赤

い

糸
が

結
ば

れ
て

ゐ

て、

そ

れ

が

す
る
す
る

と

長

く
伸
び

て
一

方
の

端
が

き

つ

と

或
る

女

の

子
の

お

な
じ

足
指
に

む

す
び

つ

け

ら

れ
て

ゐ

る
の

で

あ
る

。

ふ

た

り

が

ど

ん

な
に

離
れ
て

ゐ

て

も
そ
の

糸
は
切

れ

な
い
、

ど
ん

な

に

近
づ

い

て

も、

た

と

ひ

往
来
で

逢
つ

て

も、

そ

の

糸
は

こ

ん
ぐ
ら

か

る
こ

と
が

な

い
。

さ

う
し

て

私
た

ち

は

そ
の

女
の

子
を

嫁
に

も
ら

ふ

こ

と

に

き
ま

つ

て

ゐ

る

の

で

あ
る

。

私
は

こ

の

話
を
は

じ

め

て

聞
い

た

と

き
に

は、

か

な
り

興
奮

し

て、

う
ち
へ

帰
つ

て

か

ら

も
す
ぐ

弟
に

物
語
つ

て

や

つ

た

ほ

ど
で

あ

つ

　ハ
ヨ　

た
。

明

治
以

後
の

「
赤
い

糸」
古
田

島
洋
介

「

右

足
の

小

指
に

眼
の

見
え
ぬ

赤
い

糸
が

結
ば

れ
て

ゐ
」

る
と

記
さ

れ

て

い

る

が、

こ

の
一

節
を
含
む

「

思
ひ

出
」

は

作
品
集

『

晩
年
』

に

収
録
さ

れ、

ま
た、

ほ

ぼ

十
年
後、

右
の

字
旬
を
含
む
一

節
が

小

説
『

津
軽
』

（
昭
和
十
九

年）

に

も

　

　
　
　
　
　

　

　
　　
リヤ

そ

の

ま
ま
引

用
さ
れ

た
。

今、

赤
い

糸
の

伝
説

を
記
し

た

「

思

ひ

出
」

と

『

津

軽』

が

書
物
を
通

じ

て
並
日

及
し
た
あ
り

さ

ま

を

調
べ

れ

ば、

次
の

と

お

り

で

あ

る
。

「

思
ひ

出
」

　

昭
和
十
一

年

二 十 十
十 六 五
一

年 年
年

二

十
二

年

二

十
三

年

二

十
四
年

『

津
軽
』

　

昭
和
十
九
年

『

晩
年
』

（
砂
小

屋
耋
旦

房
）

所
収

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
＊

初
版
五

〇

〇

部
p

『

思

ひ

出』
（
人

文

書
院
V

所
収

『

晩
年
』

（
砂
小
屋

書
房
「

第
一

小
説
集
叢
書
」）

所
収

『

晩
年
』

（
養
徳
社

「

養
徳
叢
書
」

十
五）

所
収

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
＊

初
版
二

〇

〇

〇

〇

部

『

晩
年
』

（
新
潮
社

「

新
潮
文
庫
」

）

所
収

『

花
燭
』

　
（

思

索
社）

所
収

『

二

十

世
紀
旗
手
』

（
浮
城
書
房）

所
収

『

う

ま
ん

灯
籠
』

（

改
造
社
）

所
収

『

晩
年
』

　
（
新
潮
社）

所
収

『
き

り

ぎ
り
す
』

（

筑
摩
蛍
旦

房

「

筑

摩
選

書
」

二

十
五）

所
収

『
津
軽
』

（
小
山

書
店

「

新
風

土

記
叢
書
」

七）

　
　
　

　
＊

初
版
三

〇

〇

〇

部81
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明
星

大

学
醗
究

紀
要
悶
辯

本

文
化
学

部・
言

語
文

化

学
科一
第
四
号

　一
九
九
六

牟・

　
　
　
　

　

　
二

十
二

年
『

津
軽
』

（

前
田
出
版
社∀

　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　

　
　
ロ
け　

　
　
　
　

　

　
二

十
三
年

『

津
軽
』

（

小
山
書
店

「

新
風

十

記
叢
書
し

七
）

こ

れ

に

よ
っ

て

「

赤
い

糸
」

の

話

が
一

般
に

広
く

浸
透
し

て

い

っ

た

状
況
を
あ
る

程
度
は
推
し

測
る

こ

と
が

で

き

る。

た

と

え

「

赤
い

糸
」

の

語
の

初
見
が

太
宰
治

「

思

ひ

出
」

で

な
か
っ

た

と

し

て

も、

そ

の

普
及

に

最
も
力
が

あ
っ

た

の

は、

や

は

り

太
宰
治
で

あ
っ

た

と

考
え
て

よ

い

の

で

は

な
い

だ

ろ

う
か

。

　

な
お、

太
宰
の

中
学
校
時

代
の

後
輩
に

当
た

る

小

野
正
文
氏
に

よ

る

と、

青
森

県

北
津
軽
郡

金
木
町
の

太
宰
治
碑
建
立
記
念
パ

ン

フ

レ

ッ

ト
（
昭

和
四
十
 

年
五

月

三
目

）

に

「

未
発
表
資
料
」

と

し

て

相
馬
正
一

氏

が

太
宰
治
の

中
学
校
時
代
の

目

記
（
大
正
卜
五

年
…

月
一

日

ー

三

十

日
）

の
…

部
を

紹
介
し

て

お

り、

そ

の
一

月

二

十
六

日

の

記
事
に

次
の

よ
う
な

字
句
が

あ
る

。

先
生
の

話

余、

誰
p

「

生
ま

れ

た
時
に、

も
は

や

既

に

足

に

ヒ

モ

が

結
ば

れ

て

居
る
」
。

小

野
氏
に

よ

れ
ば、

こ

の

「

先
生
」

は

橋

本
誠
｛

と
い

う
教
諭
で、

「

目
に

見
え

な
い

赤
い

糸
の

話
は、

下

級
生

の

私
た

ち

も
聞
い
」

た
も
の

で

あ
る

と
い

う
彫

む

ろ

ん、

末
尾
の

「

余、

誰
P

し

は

〈

自
分
は
い

っ

た
い

誰
と

赤
い

糸
で

結
ば

れ

て

い

る

の

だ

ろ

う
か
〉

と

の

問
で

あ
る。

太
宰
の

爵
う
、

学
校
の

国
語
の

教
師
が

授

業
中
に

生

徒
へ

語
つ

て

聞
か

せ

た
」

云

々

は、

そ

の

ま
ま

信
じ
て

よ

い

だ

ろ

う。

　
た

だ

し、

注
目
す
べ

き
は、

太
宰
が

日

記

に

は

「

足
に

ヒ

モ

が

結
ば

れ

て

居

る
」

と

記
し

て

い

る

点
で

あ
る

。

右
足
で

は

な

く、

単
に

「

足
」 。

小

指
と

も
記

し

て

い

な
い
。

し

か

も、

糸
で

は

な
く、

「

ヒ

モ
」

と

な
っ

て

い

る。

按
ず
る
に、

橋
本
教
諭
は

「

定

婚
店
」

を
踏
ま
え

て

赤
縄
故
事
を
ほ

ぼ

そ

の

ま

ま
生
徒
た

ち
に

82

語
り

聞
か

せ

た
の

で

は

な
か

ろ

う
か

。

「

看
」

足

の

「

小
指
」

に

赤
い

「

糸」

が

結
ば

れ
て

い

る

と

い

う
一、

思
ひ

出
」

の

設

定
は、

太

宰
治
が

創
作
時
に

加
え

た

改

変
の

よ

う
に

思

わ
れ

る
．

も
し、

こ

の

推
測

が

正

鵠
を

射
て

い

る

と

す
れ

ば、

「

右
」

足

は

と

も
か
ノ

＼

「

小

指
」

と

「

糸
」

の

案
出
者
は

太
宰
治
だ

と

い

う
こ

と

に

な
ろ

う。

つ

ま
り、

手

の

「

小

指
」

に

赤
い

「

糸
」

が

結

ば

れ

て

い

る

と

す

る

現
在
の

赤
い

糸
の

伝
説
に

か

な
り
近
づ

い

た

わ

け

だ
。

こ

の

点
か

ら

見
て

も、

日

木
に

お

け

る

赤
い

糸
の

伝
説
に

と
っ

て、

太
宰
治
の

果
た

し

た
役
割
は

き
わ
め

て

大
き

か
っ

た

と

考
え

て

差
し

支
え
あ
る
ま
い
。

　
も
っ

と

も、

赤
い

「

糸
」

の

結
ば

れ
て

い

る

部
位
は、

依
然
と
し

て

足

で

あ

る。
「

右
」

足

の

「
小
指
」

と

は

な
っ

て

い

る

が、

と
に

か

く
中
国
の

「

定
婚
店
」

が

記
し

た
と

お

り
、

足

で

あ
る

こ

と
に

変
わ

り

は

な
い
。

先

に

紹

介
し

た

鴫
外
も

明
確
に

「

足
」

と

記
し

て

い

た
。

と

こ

ろ

が
、

御
承
知
の

よ

う
に
、

現

今
の

巷
闘

に

広
ま
っ

て

い

る
赤

い

糸
の

伝
説
で

は、

結
婚
す
る

男
女
の

手
（
右
手

か

左
手

か

は

不
明
）

の

小
指
に

赤
い

糸
が

結
ば
れ
て

い

る

と

考
え
ら

れ

て

い

る

場
合
が

多

い
。

　一

体
い

つ

か

ら

「

手
」

の

小
指…
に

結
ば

れ

る

こ

と

に

な
っ

た

の

だ

ろ

う
か
。

　
昭
和
四
十
年
代
に

は、

高
等
学
校
の

漢
文
の

教
科
書
に

赤
い

糸
の

伝
説
の

原
話

た

る

「

定
婚
店
」

が

採
録
さ

れ
て

い

た
。

尚

学
図

書
の

新
村
出
・

輿
水

実
［
編
］

古
典

乙
11
『

新
選
漢
文
二
』

（
昭

和
三

レ

九

年
四

月

検
定

済）

五

二

ー
五

七

頁、

『

漢
文
二
』

　
（
占
典
乙
旺、

昭
和
四

十
二

年
四
月

検
定
済）

八一

干
；

八

八

頁、

占

典
乙

H
『

新
選

漢
文
二
』

（
昭
和
四
十

六

年
四

月

改

訂

検
定
済〉

八
三

ー
八

八

頁

な
ど
に

「

定
婚
店
」

の

全

文
が

見
え

る．

ま

た、

同
じ

く
尚

学
図
書
の

加

藤
常

賢
・

前
野

直
彬
［

編］

古
典
−

乙

『

新
選

漢
文
（
全）
』

（
昭

和
四
十

七

年
四
月
検

定
済）

七

三

−
七

八

頁
に

も
「

定
婚
店
」

が

抄

出
さ

れ
て

い

る
。
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け
れ
ど
も、

そ
の

後、

指
導
要
領
が

改
訂
さ

れ

て

国
語
1
・
H
の

体
制
と

な
り、

古
典
−

乙
と

い

う
科
目

が

消
失
し
た

こ

と

に

と

も
な
い
、

漢
文
の

教
材
が

大
幅
に

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　け
ほり

削
除
さ
れ、
「
定
婚
店
」

も

教
科

書
に

採
録
さ
れ
な
く
な
っ

た
。

こ

こ

に、

赤
い

糸
の

伝
説
が

変
形
を
加

え
ら

れ

る

可

能
性
が

生
じ

た

と

見
て

よ
い

だ

ろ

う。

太
宰

治
の

記
し
た

赤
い

糸
の

伝
説
が

原
話

た

る

、

定
婚
店
L

の

拘
束
を
離
れ
て

独
り
歩

き
を
始
め

る

こ

と
に

な
っ

た

わ

け

で

あ
る

。

な
に

し

ろ

日

本
人
の

伝
統
的
な
教
養

の
一

角
を
占
め

て

き
た

漢
文
の

知

識
が

衰
退
の
一

途
を
た

ど
っ

て
い

た

時
期
で

あ

っ

た

（

む

ろ

ん、

現
在、

日

本
人
の

漢
文
の

教
養
が

黄
昏
を
迎

え
て

い

る

こ

と

は

言
う
ま
で

も
な
い
）

。

た
と

え

ば、

う
ら

若
き
乙
女
た
ち

が

太
宰
治
の

「

思
ひ

出
」

に

記
さ
れ

た
赤
い

糸
の

伝
説
を
読
ん

で
ロ

マ

ン

テ

ィ

ッ

ク

な
幻
想
を
抱
き、

う
ろ

覚
え
の

ま
ま、

赤
い

糸
の

結
ば
れ

る

部
位
を
勝
手
に

右
足

の

小

指
か

ら
手
の

小
指

に

変
え

て

友
人
な
ど
に

話
し

た
と

し

て

も、

も
は

や
そ

の

原
話
と

の

食
い

違
い

を

指
摘
す
る

場
が、

教
育
の

現
場
か

ら

も
日

常
の

場
面
か

ら

も
消
え

去
っ

て

い

た
の

で

あ
る
。

こ

の

あ
た
り

に、

赤
い

糸
が

「

手
」

の

小
指
に

結
ば

れ

る
こ

と

に

な
っ

た
契

機
が

存
在
し

た
と
考
え

て

よ
い

の

で

は
な
い

だ
ろ

う
か。

　

も
っ

と

も、

赤
い

糸
が

足
で

は

な
く
手
の

小

指
に

結
ば

れ
る

こ

と
に

な
っ

た
背

景
に

は、

い

く
つ

か

の

事
情
を
想
定
す
る

こ

と

が

で

き
る

。

本
誌
第
一

号
の

拙
稿

　
　
　
　
　

　
　
　　
いザ

で

も
多
少
は

言
及
し

た
が、

一

つ

に

は、

慕
い

合
う
男
女
を
結
び

つ

け

る
象
徴
と

し

て

の

赤
い

糸
が

足
に

結
ば

れ
る
の

で

は、

い

か

に

も
逃
れ
が

た

い

運
命
と

い

っ

た

趣
が

強
く、

乙
女
た

ち

に

と
っ

て

は

印

象
が

深
刻
す
ぎ
る

の

で

は

な
い

か

と

思

わ

れ

る
。

恋
愛
そ
し

て

結
婚
を
俗
に

言
う
ロ

マ

ン

テ

ィ

ッ

ク

な
範
疇
で

と

ら

え
る

と

す
れ

ば、

や

は

り
足
よ
り
も
手
の

ほ

う
が

ふ

さ

わ
し

か

ろ

う
。

ま
た、

男
が

赤

い

糸
に

つ

い

て

考
え

る

場
合
で

も、

小

指
を
突
き
立
て

て

恋
人
ま
た

は

情
婦
を
意

味
す
る

慣
習
に

照
ら

し

て
、

足
よ
り
は

手
の

小
指
の

ほ

う
が

そ

れ
な
り

に

説
得
力

を
持
つ

。

一

方、

小
指
を
絡
み

合
わ
せ

て

約

束
の

印
と

す
る

「

指
切
り

げ
ん

ま

明

治
以

後
の

「
赤
い

糸」
古
田

島

洋
介

ん
L

の

習
俗
も、

な
に

ほ

ど

か

影
響
を
及
ぼ

し

た
こ

と

だ
ろ

う
。

結
婚
を
約
束
さ

れ

た

男
女
の

小
指
に

赤
い

糸
が

結
ば

れ

て
い

る

と
な
れ

ば、

ま
さ

に

赤
い

糸
を
通

し

て

の

間
接
的
な

「

指
切

り
げ

ん

ま

ん
」

で

あ
る

か

ら

だ。

な
に

し

ろ、

各

種
の

古
語
辞
典
な
ど
に

よ

れ
ば、

こ

の

「

指
切

り
げ
ん

ま
ん
」

と

関
連
あ
り
と

覚
し

き

「

指
切

り
」

は、

江
戸

時
代、

遊
女
が

相
愛
の

男
に

対
し、

誓

約
の

証
と

し

て

手

の

小
指
を
切

断
し
た

行
為
で

あ
る

と
い

う
。

も
ち

ろ
ん、

小

指
を

切
れ

ば

「

赤

い

」

血
が

出
る

。

な

に

か

し

ら

江
戸
時
代
の

記
憶
が

現
代
の

日

本
人

を
し

て

手
の

小

指
か

ら

「

赤
い

」

糸
へ

の

連
想
を
働
か

せ

し
め

て

も
不
思

議
は

あ
る

ま

い
。

　
さ

ら
に

は、

こ

こ

で、

視
覚
的
媒
体
す
な
わ
ち

写
真
入

り

週

刊
誌
や

テ
レ

ビ

な

ど

の
並
口

及
が、

赤
い

糸
の

結
ば

れ

る
部
位
を
手
の

小
指
と

設

定
す
る
に
つ

い

て、

大
き
な
役
割
を

果
た

し

た

の

で

は

な
い

か

と
推
測
し

て

み

て

も
よ
い

か

も
し

れ
な

い
。

つ

ま
り、

「

二

人
は

赤
い

糸
に

結
ば
れ

て

…

…
」

な
ど

と

ロ

マ

ン

テ

ィ

ッ

ク

に

恋
愛
を
語
ろ

う
と

す
る

記
事
や

番
組
で、

そ
こ

に

若
い

女

性
の

足
な

ら
と

も
か

く、

男

の

き

た

な
ら
し
い

毛
む

く
じ

ゃ

ら
の

足
で

も

映
っ

て

い

た

ら

ー
し

か

も、

ど

う
や
ら

水
虫
ら

し

い

な
ど

と
い

う
こ

と
に

で

も
な
れ

ば

ー
こ

れ
は

も
う

雰
囲
気
が

だ

い

な
し

に

な
っ

て

し

ま
う
だ

ろ

う。

視
覚
的
媒
体
に

お

け
る

演
出
効

果
と

い

う
点
か

ら

見
て

も、

や
は

リ

手
の

小
指
の

ほ

う
が

ず
っ

と

好

都
合
な
の

で

あ
る。

　

そ
し

て
、

お

そ

ら
く
右
に

述
べ

た

よ
う
な

事
情
を
最
も
典
型

的
に

表
わ

し

て

い

る
の

が、

東
京
都
原
宿
に

あ
る

結
婚
式
場、

東
郷
記
念
館
の

流
す
例
の

テ
レ

ビ

コ

マ

ー
シ

ャ

ル

で

あ

る。

御
記

憶
の

方
も
多
い

だ

ろ

う
。

母
親
が

嫁
ぐ
娘
に

「

結
婚

す
る
相
手
と

は、

生
ま
れ
た

と

き
か

ら

手
の

小
指
と
小

指
を
赤

い

糸
で

結
ば

れ
て

い

る
の

で

す
よ

」

と
教
え
さ

と

す
声
の

入
っ

た

コ

マ

ー

シ

ャ

ル

で

あ
る

。

同
記

念

館
に

問
い

合
わ

せ

た

と

こ

ろ
（
平
成
七
年
十
月
十
六

日
） 、

こ

の

コ

マ

ー

シ

ャ

ル

は

す
で

に

十
数
年
に

わ
た
っ

て

テ

レ

ビ

で

流
し

て

い

る
も
の

だ

と

い

う
。

一

つ

の83
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明

星

大

学
研
究

紀
要
【
日

本

文
化
学

部
・
三
口

語
文

化

学
科】
第
四
号

　．
九
九
六

年

コ

マ

…

シ

ャ

ル

ば

か

り

続
け
て

い

る

裏
に

は、

上
の

事

情
も
あ
る

ら

し
い

。

し

か

し、

ー

シ

ャ

ル

を
流
し

つ

づ

け

て

い

る

と

い

う
事
実
は、

る

こ

と
の

証
明

で

も
あ
ろ

う。

端
的
に

言
っ

て、

か

な

か

受
け

の

よ
い

話
柄
か

と

見
え

る
。

四

　
　

　
広「
告
製
作
費
の

節
約
と

い

う
鴬
業

こ

れ

ほ

ど

長

期
間
に

わ
た

っ

て

同
じ

コ

マ

　
　

　

　

そ
れ

だ

け
好
評
を
博
し

て

い

　
　

　

赤
い

糸
の

伝
説
は

B
本
入
に

な

　

今
日、

男
女
の

掲
会
い

と

く
れ
ば

赤
い

糸
と

い

う
連
想
は、

か

な
り
日

本
人
の

脳

裏
に

定

着

し

て

い

る

と

み

て

よ
い

だ

ろ

う
。

事

実、

た

と

え

ば

く

O、
¢

2

弾
O
昌
昌

餌
冨
酔゜
：

　
α
Φ

〈
O
騨

OO

ヨ
び

δ
ロ

一
Φ
ω

70

ヨ
ヨ
 
ω

Φ

叶

苛
o。

乕

 

ヨ

ヨ
Φ

ω

ω

O
謬
け

h

巴
房
一 ．

量
℃
o

霞
】、
窪
霽
Φ

〉

な
ど

と

い

う
フ

ラ

ン

ス

語

も、

「

運
命
の

糸
で

結
ば

　
　

　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　ハ
む

れ

た

男
女
を
眼
の

前
に

す
る

の

は

ま
さ
に

驚
き
だ
」

と

訳
さ

れ

る。
「

運
命
の

糸
」

と

は

な
っ

て

い

る

が、

こ

れ

は

お

そ
ら

く
赤
い

糸
を
踏
ま

え

た

表
現
で、

「

赤
い

糸
」

で

は

卑
俗
な
印
象
に

な

り
か

ね

な
い

の

を
惧
れ

た
訳
者
が、

「

運
命
」

の

語

を
以
て

換
え

た

も
の

で

あ
ろ
う

。

　

も
っ

と

も、

赤
い

糸
と

い

う
語
を
か

な
り

自
由
に

使
っ

た

用

例
が

存
在
す
る

の

も
た

し
か

で

あ
る
。

た

と

え
ば、

竹
山

道

雄
氏
昌
14

「

西
洋
史
の

中
で

は、

こ

れ

が

　
　

　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
ヨ
めぜ

一

す
じ
の

赤

い

糸
の

よ

う
に

つ

づ

い

た
」

な
ど
と

使
っ

て

い

る
し、

ま
た、

酒
井

　
　

　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　
ニ

ご

邦
彦

氏
も
「

英
和
辞
典
は、

日

本
の

英
語
教
育
を

貫
く
一

本
の

赤
い

糸
で

す
」

な

ど

と

述
べ

て

い

る
。

こ

の

よ
う
な
「

赤

い

糸
」

が、

本
稿
で

扱
っ

て

い

る

赤
い

糸

の

伝
説
と

関
係
す
る

も
の

な

の

か、

は

た

ま
た

ギ

リ
シ

ア

神
話
に

見

え
る

例
の

ア

リ

ア

ド
ネ
の

糸
な
ど
の

連
想
か

ら
生

じ

た

も
の

な
の

か、

筆
者
に

は

よ
く
わ

か

ら

な
い
。

ア

リ

ア

ド

ネ
が

テ

セ

ウ
ス

に

与
え

た

糸
は

赤
い

色
だ

り

た

の

か
。

　
い

ず
れ
に

せ

よ、

こ

こ

ま
で

日

本
人
に

な
じ

ん

だ

語
で

あ

る
に

も
か

か

わ
ら

ず、

各
種
の

国
語
辞
典
が

「

赤
い

糸
」

を
項
目
に

立

て

て
い

な
い

の

は
遺
憾
で

あ

84

る
。

も
と

も
と

国
語
辞
典
は

訓

読
表
現
に

冷
た

い
。

「

赤

縄
」

の

変
形
訓

読
語
と

も
称
す
べ

き

「

赤
い

糸
」

を
採
録
し
な
い

の

は

無
理
か

ら
ぬ

話

か

も
し

れ

ぬ
．

し

か

し、

お

そ

ら
く
赤
い

糸
は、

目

本
入
の

人
生

哲
学
に

と
っ

て

重

要
な
役
割

を
果

た
し

て

き
た、

そ

し

て

現
在
も
果
た

し

て
い

る

「

縁
」

と

い

う
観

念
を
形
象
化
し

た
も
の

で

あ
る

。

大
型
の

国
語
辞
典
が

「

赤
縄
」

の

み

を
立
項
し

て

「

赤
い

糸
」

を
採
録
し
な
い

の

は、

片
手
落
ち

と

言
う
べ

き
だ

ろ

う。

　
さ

て、

最
後
に、

赤
い

糸
の

伝
説
に

対
す
る

現
代
の

感
覚
を
代
表
す
る

と

覚
し

き
一

文
を
紹
介
し
て

み

た
い

。

昭

和
四
十
一

年
生

ま
れ

の

コ

ラ
ム

ニ

ス

ト

酒
井
順

子
氏

の

「

赤
い

糸
伝
説
の

真
実
」

と

題
す
る

文
章
で

あ
る。

　

自
分

が

結

婚
す
る

男
性
と

は、

小

指
と

小

指
が

赤

い

糸
で

結
ば
れ

て

い

る。

こ

れ

は
誰
も
が

聞
い

た

こ

と

の

あ
る

伝
説
で

し
ょ

う。

私
は、

こ

れ

は

て
〔、

き

り

「

手

の
」

小
指
同
士

が

赤
い

糸

で

結
ん

で

あ
る

の

だ

と

思
っ

て

い

ま
し

た

が、

こ

の

前
あ
る

人
が

「

足
の
」

小

指
だ

と

言
い

張
っ

て

き
か

ず、

言
い

合
い

を
し

た
こ

と

が

あ
り
ま
す。

で

も、

足
の

小
指
と

小

指
が

赤
い

糸

で

結
ん

で

あ
る
っ

て、

ち
ょ

っ

と
マ

ヌ

ケ

だ

と

思
う
ん

だ

け

ど

な
あ
。

　
ま、

手
か

足

か

は

ど

う
で

も
い

い

と

し

て、

問
題

は

「

赤

い

糸
」

は

本
当

に
一

本
し

か

な

い

の

か
、

と

言
う
こ

と

で

す．

昔
の

人

な
ら、

「

赤
い

糸
は

一

本
し
か

な

い

も
の

だ

か

ら、

大
切
に

し

な
く
て

は

な

ら
な
い

」

と

い

う
話

を

信
じ
る
こ

と

も
で

き

た

で

し

ょ

う
。

結
婚
は

普
通
一

回
で、

そ

の

結
婚
に

何
ら

か

の

不
満
が

あ
っ

て

も

「

赤
い

糸
は
一

本
し

か

な
い

の

だ

か

ら
」

と、

我

慢
し

た
。

　
し
か

し、

問
題
は

現

代
で

す
。

“

そ

ん

な
も

ん、

一

本
く
ら

い

切

れ

た

っ

て

何
本
で

も
替
え

は

き
く
で

シ

ョ

”

と
ば

か

り

に、

離
婚
・

再
婚
は

増
え
て

き

た。

そ

し

て

昔
な
ら

「

赤
い

糸
の

お

相
手
と

早
く
会
い

た

い
」

と

思
う
の

N 工工
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が

普
通
だ

っ

た

若
い

娘
が、

「

私
、

そ
う
い

う
こ

と

は

ま
だ

先
で

い

い

ん

で

す
う

」

と、

糸
を
積
極
的
に

た

ぐ
ら
な
く
な
っ

た。

ま

さ
に

今
は、

赤
い

糸

こ

ん

が

ら

が

り
状
態、

な

の

で

す
。

　
実
は、

赤
い

糸
は

昔
か

ら
ひ

と

り

に

つ

き
何
本
も
結
ば
れ
て

い

た
の

か

も

し

れ

ま
せ

ん。

け
れ
ど

先
人
た

ち
は

賢
か

っ

た
。

　
「

赤
い

糸
は
一

本
し

か

な

い

か

ら、

そ

れ
を
大
切

に

す
る

よ
う
に
」

と

言
い
、

ま
た

そ

れ
が

信
じ
ら

れ

た
。

そ

し
自
由
で

は

な
い

け

れ

ど、

安
定
し

た

恋
愛
及
び

夫
婦
生

活
が

営
ま

れ

た

の

で

す
。

　
で

も、

誰
か

が

あ
る

時、

パ

ン

ド

ラ
の

箱
を
開
け

る
よ

う
に

「

赤
い

糸

は、

い

っ

ぱ

い

あ
る

よ
」

と

い

う
秘
密
を
バ

ラ

し

て

し
ま
っ

た
の

で

す
。

そ

し

て

私
た

ち

は、

た

く
さ
ん

恋
愛
し

た
り、

結
婚
し

な
か

っ

た
り

す
る

快
感

を
知
っ

て

し

ま
っ

た
。

も
ち
ろ
ん

現
世
に

も
「

赤
い

糸
は
一

本
し

か

な
い

か

ら、

私
は

そ
れ

を
大
切
に

す
る
」

と

言
う
人
も
い

ま

す
。

赤
い

糸
を
何
本
も

操
っ

て

い

る
人
は、

そ
の

人
達
を
見
て

言
う
の

で

す
。

”

何
が

楽
し

い

の

か

し

ら
”

と
。

し

か

し
心
で

は

”

】

本
し

か

な
い

っ

て

信
じ

る
方
が、

楽
だ
っ

た

も
し

れ
な
い

な
”

と
思
う
こ

と

も
あ
る。

　

糸
が
一

本
し
か

な
い

と

信
じ

れ
ば、

一

生
そ
の

糸
を
手
繰
っ

て

い

け
ば

い

い

の

で、

高
望
み

さ

え
し

な
け

れ
ば、

少
な
く
と

も
並
目

通
に

は

生

き
て

い

け

ま
す。

し
か

し、

何
本
も
あ
る

と
知
っ

て

し
ま
っ

た

人
に

は、

ど

の

糸
に

し

よ
う
か、

は

た

ま
た

糸
を
全

部
切

ろ

う
か

と

い

う
「

選
択
」

を
し

な
け

れ
ば

な
ら
な
い

の

で

す。

そ

れ
は

糸
の

先
に

飴
玉

が

つ

い

て

い

て、

ア

タ

リ

を
選

ぶ

と

い

う
駄
菓
子

屋
に

あ
る

遊
び

の

よ
う
に、

と
て

も
選
ぶ

の

が

難
し

い
。

た

と
え
ハ

ズ

レ

の

飴
玉

を
引
き
当
て

て

も、

全
部
自
分
の

責
任

な
の

で

す
か

ら
。

　

赤
い

糸
は
一

本
か、

そ

れ

と

も
複
数
本
か

。

こ

れ

は

結
局
自
分
の

思
い

込

明

治
以
後
の

「
赤
い

糸」
古
田

島

洋
介

み

の

問
題
で

す。

一

本
だ

と

思
う
な
ら、

一

生
そ
う
思
い

続
け

な
け

れ

ば

幸

せ

に

な
れ
な
い

し、

複
数
本
だ
と

思
う
の

な
ら、

自
分
で

そ
の

中
の
一

本
を

選
び

と

る
度
量
と

責
任
を
身
に

つ

け
な
く
て

は

な
ら

な
い

。

そ

う
い

う
私
も

…・
ま
だ

迷
・

て
い

る

と

こ

ろ
で

す
が

…

遍

　

無
粋
な
穿
鑿
は

慎
み

た

い
。

そ
れ
に

し

て

も、
「

こ

の

前
あ
る

人
が

〈

足
の
〉

小

指
だ

と

言
い

張
っ

て

き
か

ず、

言
い

合
い

を
し
た

こ

と
が

あ
り

ま
す

。

で

も、

足
の

小

指
と

小

指
が

赤
い

糸
で

結
ん

で

あ
る
っ

て、

ち

ょ

っ

と
マ

ヌ

ケ

だ

と

思

う

ん

だ

け
ど

な

あ
」

か
。

ど

こ

に

も
「

赤

縄
」

の

文
字
が

見
え

ず、

「

定
婚
店
」

の

話
も
登
場
し
な

い
。

す
で

に

太

宰
治
の

「

思
ひ

出
」

も
遠
く
記
憶
の

彼
方
に

消
え

去
っ

て

い

る

よ
う
だ。

漢

学
の

素
養
が

黄

昏
を
迎

え
た

現

今
の

「

赤

い

糸
の

伝

説
」

観
と

は

こ

の

よ
う
な
も
の

で

あ
る。

も
っ

と

も、

唐
代
に

記

さ

れ

た
一

説
話

が

伝
説
と

化
し、

一

千
数
百
年
の

時
を
越
え
て、

東
の

島
国
で

幸
せ

を
夢
み

る

乙

女
た
ち
の

結
婚
観
に

な
に

が

し
か

の

影
響
を

与
え
て

い

る
の

だ
か

ら、

「

定
婚
店」

の

話
も
「

赤

縄
」

の

語
も、

以

て

冥
す
べ

し

と

言
う
べ

き
か

も
し

れ

な
い
。

【
注】

（
lV

　

服

部
誠一
「

東
京

新
繁

盛
記』
（
聚

芳
閣

［
版］、

大
正

十
四

年）
］
新

劇

場
　
附

新
富

坊
守
田

座
」

一
五

九

　

1
＝
ハ

○

頁。

（
2）
　

明

治
文
化

研
究
会

［
編］

「

明

治

文
化
全

集』
第
二

十一
巻
「
時
事

小
説

篇」
／
付

「
続
翻

訳
文
芸

篇」
（
口

　

本
評

論

社、
昭

和
四

十
二

年）

所
収。
な
お

「
仇」
は

現
代
の

我
々

が

訓
ず

れ
ば

「
あ

だ」
と

濁

音
で

読
む

　
が、

平
安
の

昔
か

ら

江
戸

中
期
ご

ろ
ま

で
は

「
あ
た」
と

清
音
で

口
に

さ
れ
て

い

た
と
い

う。
こ

れ
は

本
学
の

　

筒
田

良
二

教
授
か

ら

御

教
示
い

た

だ
い

た。
こ

こ

に

記
し

て

謝

意
を
表

す。

（
3V

　
同

右
書
／
五
七
三

頁

ド。

（
4）
　
同

右
書
／
五
七
六

頁
上．

（
5）
　

同

右
書
／
五
八
五

頁

下。

（
6）
　
岩

波
書
店
『
鴎

外
全

集恤
第
十
八

巻
／
二

八
一
頁。

（
7）
　
ち

な
み

に

同
『
鴎

外
全

集
』

第
三

十
八

巻

／
八

二

頁
に

『
赤
縄

奇
談』
が
見
え

る。

85
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明目
生亠
人

学

研
究
紀
要
　【
日

本
文

化
学
部
・
 一周

翫
賄hX

化嵩
牽

科M
第
m閏
n

写

　「
儿

九亠
ハ

年

（
8）

　
本

誌
第
一
号
／

七
川

頁
上
コ

講

演
「
旅

行
と

歴

史」
へ
大
正

十

三

年
六

月
二

十
＝…
口．

原

題

「

歴
史

は

何
の

　

　
為
に

学」
41

」）。
　

ち

く↓
ぴ

文
庫

剛
柳
出

國
蹴
刀

全
集』
第
二

十−
匸

巻
　

緯
夙

摩
讖
R

房、
　
躍

T
成

二

年V
　一
匕亠ハ
頁。

〔
9｝

　
本

誌
第一
号
／
七

四

頁
ヒ

ー
下。
『
太

宰

治
全

集』
第一
巻
〔
筑

摩
書
房、
昭

利

四

十一一
年｝
四

七．
！

四

八

　

　
頁。

〔
節
V

　

同

右
全

集
／
笛

7
匸

巻
　（
昭

測
閲H・
T」ハ
年〕
　一
　一
罟
艮。

〔
月）
　

山

内
祥
史

［
編］
「
太

宰

治卜
（「
人
物

書
誌
大

系」
七、
日

外
ア
ソ

シ
エ

ー

ツ．

昭

和
五
十

八

年）
に

よ

る。

（
膨）

　

小

野
証
＋
入

「

中嵩
子

生

晞…
代
」

／

「
園冖
文

学
A

解

釈
と

鑑帯
鼠
＞」
　

平
成
五紺
干亠ハ
月

「
評

伝
太

宰

治」
特

集
号

／

　

　
四

二

頁
ド
ー

四
三

頁
上。

鳶∀
．
新
し

い

漢
文
教

育・
第
＋
号
、

／

八

九
頁
上

に

見
え
る

堀

江

忠
道

氏
（
都
立

高

島
高

校∀
の

発

書

部
分

を

参

　

　
照
の

こ

と。

爪
14　
　

本
誌
第
一
号
／

八
〇

頁
上。

（
15V

　

矯
本
克

己
冖
訳］
『
印

象
派

の

八
ぴ

と

　
ジ
ュ
リ
ー・

マ

ネ
の

日

記』
二
七

頁
（
中
央

公
論

社、

平
成
二

年）。

へ
皿∀
　

竹
山

道

雄
『
歴

史
的

意
識
に

つ

い

て』
　
＝
二

八

頁
〔
講
綾

社

学
術

文
庫、
昭

和
五

十

八

年V、
初

出
は

「
ユ

　

　
ダ

ヤ

人

焚

殺
と

キ
ー
ー
ス

ト

教」
（「
言

論
人」
昭

和
五

十

四
年
二

月）。
文

巾
の

「

こ

れ
」

は．
マ
ル

テ
ィ

ン・
ル

　

　
タ
ー

が

抱
い

て

い

た

「
ユ

ダ
ヤ

八
は

嘘
つ

き
で

あ

る」
と
の

偏

見
を

指
す
｛
竹
山
氏
に

よ

れ
ば、

こ

の

偏
見

は

　

　
『
ヨ

ハ

ネ
に
よ

る

福
音
書
』

八

章
四
十

四

節
に

見
え

る
イ
エ

及

の

説
教

に
由

米
す
る

と

い

う）。

（
17）
　

酒

井

邦
彦

「
ど

う

し
て

英
語

が

使

え

な
い

つ・

ー
「
学

校
英

語

に

つ

け

る

藥
」』
／
「
は

じ

め

に」
三

頁

　

　
（
ち
く
ま

ラ
イ
ブ

ラ

リ

ー
87．
筑

摩

帚
房、

平
成
五

年｝。
同

書
五
二

頁
に

も
同
様
の

一
文
が

見
え
る．

（
18）
　「
ζ
C
困
国

モ

ア」
　一
九

九

四
年
六

月
号

（
通
巻
二

G
四
号．

集
英

社）
三
六

六
頁

「
特
別
寄

稿」
欄、

追
記

一
　

本

誌
第一
号
の

拙
稿
入

O
頁

下
の

（
12〕
で

西

湖
の

月

下
老

人

祠
の

鯉

聯

を
紹

介
し

た
が．

銭
剣

夫
［
主

編］

　
　
『
中
国
古
A
、

対

聯
大
観』
〔
上

海

文
化

出
版
祉、
　一
九

九
三

年∀
二

七、
一
頁
に

よ
れ
ば．
「
月

老
嗣」
に

は、
も

　
　
う一
つ

次
の

よ
う
な

対

聯
も
記

さ
礼
て

い

る

と
い

う
（
後
半
の

み

を

引
く）．

一
百

年

繋
定
赤

縄、
願

根
李

天
桃．

都
成

響
展、

情
天

不
老

月
長

圓

本
誌

第．
｝
号
の

拙

衢鴨、
「

二

　
日

本
の

類

話

ー
そ
の

＝
〔…
二

五

頁

下
i
三
六

頁

」）．
と

し

て

紹

介

し
た

炭コ
苦

物
語」
巻．
二

十一
第・
二

の

前
半

と
同

工
異

曲
の

説
話
が．

増

穂
残
口

「

艶
道

通
鑑』
　「
正

徳
五

年

コ

七
一
五］）
巻一
〔
神

舐
の

巻〕
卜

五

「
釈
の

浄

蔵
の

段」
に

あ

る。

浄
蔵
（
八
九
　
1
九
六

四）
は
＝、
善
清

行
の．
r
で、
天

台
宗
の

名
憎

と
し
て

知

ら
れ
る。
今．
そ
の

話
の

関

係
部

分
を

簡
略
に

紹

介
す

れ
ば

次
の

と
お

ワ。

86

月

の

初
め、

神
々

が

出
雲
に

集
ま
っ

て

各
地

方
の

男

女
の

縁

を
取

り
結

ぷ。
話
が

向
分

の

故

郷
の

縁

結
び

に

移
っ

た
の

で、
浄
蔵

が

闢
き

耳
を

立
て

て

い

る

と、
な
ん

と

神
々

は

自
分

と

あ

る

娘
を

結
婚
さ

せ

る

の

だ
と

霞・
つ、、
仏

教

者
に

と

っ

て、

結
婚

は
け

が
ら

わ

し

い

も
の

で

し

か

な
い。
浄

蔵
は

す
ぐ
に

都
に

帰
り、
召
し

出
さ

れげ
、

勤
め
に

は

げ

ん

だ
が、
あ

る
八

歳

ほ
ど

の

少
女
が

媚

を
売

る

よ
う
な

真

似
を
す

る．、
そ

こ

で

浄
蔵

は．
こ

れ
こ

そ
出

雲
の

神
々

が

自

分

と
精

婚

さ
せ

る
つ

も
り

の

女
に

違
い

な
い

と、

短
刀
で

少
女

を
刺
し

殺

し
て

逃
走
し．
二

十

年
以
上

も
都
に

帰
ら

な
か

っ

た。

　

そ

の

後、

浄
蔵

は

久
し
ぶ

り
に

都
に

帰
ワ、
重
く

取
り
立

て

ら

れ

た．
天

皇
は、
浄

蔵
を

結
婚
さ

せ

て

そ

の

血

を
受
け

た

後

継
者

を

得
よ
う

と．
多

数
の

美
し

い

女

性

を
世

話

役
に

付

け
た、
い

つ

し
か

浄
蔵

も
そ

の

か伽
か

の
一
入
と

深
い

仲
に

な
っ
て

二

人
の

干

を
も

う
け
た

が、
あ
る

晩、

妻
の

乳
房

の

ド

に

火
き

な

傷
跡
が

あ

る
の

に

気
づ

い

た。

聞
け
ば、

幼
い

と

き

修

行
者
に

刺
さ

れ

て
死

に
か

か

っ

た
の

だ
と

着

う。
浄

蔵
は

こ

れ

ぞ
他
生
の

縁

と
知

ワ、
ま

す
ま

す
妻

を
い

つ

く
し
む

よ
う
に

な
っ

た。

な

お、
『

艶
道

通
鑑」
を
収
め

る

「
近
世

色
道
論」
（「
日

本

思
想
大

系」
60、
昭

卸
五
卜
一
年、
岩
波

香
店）
一…

三

〇

頁
の

頭

注
に

よ

れ
ば、
こ

の

話
の

原

拠
は

沙

弥

玄

棟

［
編］
『
三

国

伝

記
b

〔
応

永

十

四

年

＝

四

Q

七］
つ．　
巻
六

第

九

話
か

と
い

う。
た
だ

し、
同
工

異

曲
と
は

い

え、

根
違

す
る

簡
所
が

少
な

く
な
い，
今．

そ

の

関
係
部
分

の

梗
概
を

『
大
日

本
仏

教
全
世

ど

第
九

十
二

巻
「
纂
集
部

『

〔
財

団
法
八

鈴

本
学
術

財

団
／

講

談

社、
昭

和

四
卜
七

年）
二

七
八

頁

中．・−
二

七
九

頁
上
に

見
え

る
本
文

に

基
づ

い

て

羅

す。

　

浄
蔵
は

父
の．
二

善
清

行
か

ら

儒

学
を

教
わ

っ

た

が．
臼

分
が
成

八
し

た
と

き、
あ
る

公
家
の

娘
と

結
婚

す

る

よ
う

父
が
取

り

計
ら

っ

た
こ

と

を
知
っ

た。
浄

蔵
は

仏

門
に

帰
依
す

る

意
志

を
固
め

て
い

た
た

め、
結
婚

す
る
わ

け
に

ゆ

か

ぬ。
そ
こ
鴨、．

相
手
の

女
性

を
殺

し
て

し
ま
お

う
と．

乞
食
に

な
り

す
ま
し、
わ

ず
か

三

歳
の

相
手

の

女

性
が

乳
母
に

抱
か

れ

て

庭
に

出
た

と
こ

ろ

を
襲
っ

て
鋼

で

刺
し．

密
か

に

家
に

も
ど
っ

て、

こ

れ
で

煩

悩
を

断
ち

明

る
こ

と

が
で

き
た
と

懲
っ

た。

後
年、
宮

曳、
重
く

取
り
寸

そ
ら
れ

た
浄

蔵

は、

内

裏
か

ら

差
し
向

け

ら

れ
た

あ
る

女
房
と

深
い

仲
に

な

っ

て

二

入
の

子
を

も
う

け
た

が、
そ
の

女

性
の

身

体
に

傷
跡

が

あ

る
の

に

気
づ

い

た。

聞
け
ば、
三

歳
の

と

き

乳
母
に

抱
か

れ
て

庭
で

花
を

見
て
い

た

と
こ

ろ、
　一
人
の

乞
食
が

や

っ

て

き
て

剣
で

刺
し

た
の

だ

と

言
う．

浄
蔵
は、
そ
の

女
性・
三、
廁
分

が

殺
そ

う
と

し
て

刺
し

た

幼

い

女
の

子

だ

と

知

り．
前
世

の

業

は
断
ち

が

た

い

も
の

だ
と

悲
し
ん

だ。

本
誌

第
三

号
の

拙
稿
五
〇

頁
上
』、
下
の

〔
追

記〕
三

に

記
し

皇
呆
鷺
水

．
御
伽

百
物

語“
（｛
幾
＝ ．
年
〔
一
七

〇
六
ご

巻
二

靦
収
「
宿
世
の

縁
」

を
梗

概
に

よ
っ
て
紹

介
し
て

お

く。
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浄
蔵

は
少

年
の

こ

ろ
か

ら

仏

教
者
と

し

て

名
高

く．
十

五

歳
の

と

き
出

雲
大

社
に

こ

も
っ

た．
折

し

も
十

京
都
の

大

通

寺
と

い、
・

由
縮

あ

る

輩
L、
元

禄

＋
四

年

二

七
〇一
）．
に

冨
杜
が

改
築
さ

れ

た・
次
々

に

参
詣

客
が

訪
れ
た

な
か

に．

花
垣

梅
秀
と

い

う

若
い

歌
人
が

い

た。
梅
秀
が

瓢
た
に

で

き

た
池
の

と
こ

ろ
へ
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行
っ
て

み

る

と．
弁
天

を

祀
っ

た

祠
が

あ

る。
と、
梅

秀
の

足

も
と

に

女

性
の

筆
跡

で

歌
を

記
し

た

短
冊
が

風

に

乗
っ

て

落

ち
て
き

た。
そ
の

美

し
い

筆
遣
い

に

魅
せ

ら
れ

た

梅

秀
は、
な
ん

と

か

歌
を

記
し

た

女
性
に

会
い

た

い

も
の

だ
と、
弁
天
に

願

掛
け

を
す
べ

く
七

目

参
り
を

始
め

た。

　

満

願
の

七
日

目
の

深
夜、

梅
秀
が

寺
に

こ

も
っ
て

祈
っ

て

い

る
と、
門
の

外
で

案
内

を

求
め

る
声

が

す
る。

入

っ

て

き
た
の

は、

七
十

歳
く

ら
い

の

翁

で
あ
っ

た。
す

る

と、

弁
天
を

祀
っ

た

綱
の

扉
が

開
い

て

稚
児
が

姿
を

現
わ
し、
翁
に

「
弁
天

様
は、
か

な
わ
ぬ

恋
を

願

う
者
を

憐
れ
と

お
ぼ

し

召
し

て．

そ
な

た
を

招
い

た。

宿
世
の

縁
が

あ

れ

ば、
よ

ろ
し

く

引
き

合

わ
せ

て

も
ら
い

た

い

」
と

言
っ

た。
翁
は

袂
か

ら

赤
い

縄
を

取
り

出
し、
隠
れ

見
て
い

た

梅
秀
の

ほ

う
に

向
か

っ

て

引
き

結
ぶ

よ
う

な

動

作
を

し
た

あ
と、
そ

の

縄
を

灯

明
の

火
で

焼

き、
手

招
き

を
し

た。
と、
十

四、
五

の

美
し
い

娘
が

現
わ

れ、

梅
秀
の

そ

ば
に

寄
り

添
っ

た
。

稚

児
に

ょ
れ
ば、
そ

の

娘
こ

そ

弁

犬
が

梅

秀
の

た

め

に

月
下
の

老

を

召

し
寄
せ

て

引

き

合
わ
せ

た

意

中
の

女
性

で

あ
る
と
い

う。
そ
し
て、
稚

児
も

翁
も
娘

も
姿
が

見

え
な
く

な
っ

た。

　

ふ

と

気
づ

け
ば、

夜
が

明
け

よ

う
と
し

て

い

る。
梅
秀

は

帰
途
に

つ

い

た

が、
そ
の

道
す
が

ら、
寺

で
会

っ

た

娘
に

再
び

出
会
っ

た。
喜
ん

だ

梅
秀
が

声

を
か

け
る

と、
娘

は
そ

の

ま
ま

着
い

て

き
た．

当
初、

梅
秀

は

入
目
を

恐
れ
た

が、
だ

れ

も

娘
に
つ

い

て

尋
ね

よ

う
と

し
な
い。
そ
こ

で

夜
ご

と

情
を

交
わ

す

う
ち

に．

娘
が

諸
芸
に

通
じ、
何

事
も
じ

ょ

う

ず
な
こ

と
か
ら、

梅
秀
は

す
っ

か

り

気
に

入
っ

て

し
ま
っ

た。

　

あ
る
冬
の

こ

と、

梅
秀

は
街

角
で

呼
び

止
め

ら

れ

た。
請
わ

れ

る
ま

ま．
あ
る

見

知
ら
ぬ

家
に

入
る

と．

そ
の

家
の

主
入
は

こ
う

言
っ

た

　

　
「
私
の

十
五

歳
に

な

る
一
入

娘
が

幸
せ

に

結

婚
で

き

る
よ

う
に

と

弁
天

様

に

祈
り、
娘
に

歌
を

書
か

せ

た

短

冊
を

奉

納
し

た
と
こ

ろ．
あ

る

夜、

弁

天
様
が

夢
に
現

わ

れ、
　〈
す
で

に

嬢
は
あ

る
若

者
と
め

あ

わ
せ

た。
こ

の

冬
に

や

っ

て
く

る
〉

と
お

告
げ

を
く
だ

さ
い

ま
し

た。
心

も
と

な

く

思
っ

て

い

る
と、
昨

夜、

再
び

弁
天

様
が

夢
に

現
わ

れ
て、
〈

明
日．

例
の

若

者
が

こ

の

あ
た

り
を

通
る。

呼

び
入

れ

て

婿
に

せ

よ。
必

ず
出

世

す
る

若

者
だ
V

と
お

っ

し
ゃ

い

ま

す。
そ

し
て、
あ

な
た

様
の

人

相
や

ら

年

齢
や

ら
を

詳
し

く

教
え
て

く

だ
さ
い

ま
し

た」
と。
梅

秀
は

例
の

娘
の

こ

と

が

気

に
は

な
っ
た

が、
と

に

か

く
会
っ
て

み

よ

う
と

奥
の

問

に

入
っ

た。
す
る

と、

な
ん

と、
そ
こ

に

い

た

の

は

例
の

娘
そ

の

入
で

あ

っ

た。
そ
れ
ま

で

情
を
交
わ

し
て

い

た

の

は、

弁

天
が

梅

秀
を

憐
れ

ん
で

夜
ご

と

通

わ
せ

て

い

た

娘
の

魂
だ

っ

た
の

で

あ
る。

五

奇

逢、
一
段
因

縁．
又

珂
必

牽
絲

拾

葉」
（
二

〇

七

頁∀
な
ど
と

あ

る、

逢

事
録
L

は

阮
朝

二

八

〇
ニ

ー　
九

三
六）
の

作
か
と
い

う。

同
書
一
八
三

頁
に

よ
れ

ば、
「
越
南

奇

平
成
七

年
二

月
二

十
六
日

夜、

北
京
日

本
学
研
究
セ

ン

タ

ー
主

任
の

厳

安
生

教
授
の

案
内

で
北

京
市
の

市

街
区

の

南
に

位

置
す
る

天
橋
の

芝
居

小

屋
「

天

橋
楽」
を

訪
れ

た
と

き、
若
い

男

女
の

結
婚
を

話
題

と

す
る

最

初
の

笑

劇
に、

長
い

臼
鬚
を
た

く

わ

え
た

月

下
老
入

が

登

場
し
た。
た

だ
し．
赤
い

糸
が

結
ば

れ
る

場

面
は
出

て
こ

な
か
っ

た。
も

し
か

す
る

と、
赤

縄
故

事
の

「
赤
い

糸」
に

こ

だ

わ
る

の

は．
H
本
入
の

同
故

事
の

受

容
に
見

ら
れ

る一
つ

の

特
徴
な
の

か

も
し
れ

な
い。
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四

朝

鮮
半

島
や
ヴ
ェ
ト

ナ
ム

に

も
月

下
老

八
の

登

場
す

る

「

定

婚
店
」

の

話
を

は

じ
め、

赤
い

糸
の

伝
説
が

伝
わ

っ

て

い

た

よ
う
だ。
た
と

え
ば

『
韓
国
漢

字
語
辞

典』
巻
二

（
ソ

ウ
ル

・
檀

国
大

学
校
出

版
部、
　一
九

九

三

年∀

「
月
老

〔
姥）」
項
に

ょ
る

と．
「
九

雲

夢』
四
に

「
両

入
之

縁．

天
巳

定

之、

神
亦

知

之、
月

老

之
約、

肆
可

卜
矣」、
『
玉

楼

夢」
第

四
回

に

「

天
送

緑

林
豪

客、

成
赤

縄

月
姥

之

縁」
な
ど
と

あ

る
と

い

う。
い

ず

れ

も
金

束
旭

『
朝
鮮

文

学
史』
（
日

本

放

送

出

版

協
会．
昭

和

四
十

九

年）
　一
几

三

頁
に

謂
う

「
〈
夢〉
字
小

説

類
」

で、
十

七
世

紀
末
か
ら

十
八

世
紀
に

か
け

て
の

作
品
で

あ
る。
一
万．
「
越

南

奇
逢

事
録」
〔「
越

南

小
説

漢

文
小

説
叢
刊』
第
二

冊
「
伝
奇

類」
所

収、
台

湾・
学
生

書

局、
　一
九

入
七

年）
に

も、
「
不

外
赤

縄
做
主」

二

九
〇

頁〉
「
世

途
難
過、

人

事
多
磨、

月

下
翁
ー・
月
下
翁

！
説

之
結
成

委

曲」
二

九
五

頁V
「
不

図
山

林
蛮

猿、

有
此

Meisei 　university

明

治

以
後
の

「
赤
い

糸」
古
田

島
洋
介


