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赤
い

糸
の

伝
説

古
田

島
洋
介

　
日

本
に

お

け

る

赤
い

糸

　
赤

い

糸
の

伝
説
と

言
え
ば、

今
日

の

日

本
に

お

い

て、

少
な
く
と

も
若
い

世
代

に

あ
っ

て

は、

男
女
が

結
ば

れ

る

運
命
を

象
徴
す
る

具
象
的
イ
メ

ー

ジ

と

し

て、

な
か

な

か

な

じ

み

の

深
い

話
柄
で

あ
ろ

う
。

少
女
向
け

雑
誌
や
い

わ

ゆ

る
適
齢
期

の

女
性
を
対
象
と
し
た

婦
人
雑
誌、

あ
る

い

は

青
少
年
向
け

雑
誌
に

お
い

て

も
時

お

り

特
集
記
事
が

編
ま

れ、

恋
愛
・

結
婚
に

か

か

わ

る

占
い

を
兼
ね

た
一

種
の

暇

つ

ぶ

し

の

読
み

物
と

し

て

愛
好
さ

れ
て

い

る

よ
う
で

あ
る

。

例
え
ば、

曰
く
「

気

に

な

る

彼
と、

あ
な
た

は、

ど

ん

な
糸
で

結
ば

れ

て

る
ー7卩

幸
福
の

赤
い

糸
占

〔
隗
」

「

愛
を
拒
否
す
る

男
と

恋
を
信
じ
ら

れ

な
く

な
っ

た

女。

男
と

女
を
結
び

つ

　
　
　
　

　
　
　
　
　
ヱ　

け

る

赤
い

糸
が

危
な
い

！
」

「

激
増
す
る

女
の

子
の

NEO

恋
愛
願
望

『

赤
い

糸』

　
　
　
　

　
　
　ハ
エ
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　
るヒ

症

候
群
を
チ
ェ

ッ

ク
」

「

神
様
が

く
れ

た

恋
　
神
様
が

結
ん

だ

赤
い

糸
」

「

こ

の

夏

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
つ

こ

の

恋
の

き
っ

か

け

が

見
え

て

く
る

　
彼
と

の

赤

い

糸
が

！

　
運

命
の

前
世
占
い
」

赤
い

糸
の

伝

説

古
田

島
洋
介

等
々
。

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　ハ
ちワ

　
ま
た、

漫
画
に

も、

ま

さ
に

『

赤
い

糸
の

伝
説
』

と
い

う
題
の

作
品
が

あ
り、

赤
い

糸
の

伝
説
は

盛
ん

に

登

場
し
て

い

る
よ
う
だ

。

こ

こ

数
年
の

間
に

流
行
し

て

き
た
評
判
芳
し
か

ら

ぬ

テ
レ

フ

ォ

ン

ク

ラ

プ、

す
な
わ
ち

巷
間
に

謂

う
所
の

テ
レ

ク

ラ

な
る

業
種
に

も
「

赤
い

糸
」

と

銘
打
つ

グ

ル

ー

プ
名
が

あ
る

と

こ

ろ

を
見
る

と、

な
か

な
か

の

流
行
で

あ

る

と
言
っ

て

よ
い

だ

ろ

う
。

　
も
っ

と

も、

い

さ

さ
か

年
輩
の

世

代
に

属
す
る
女
性
に

う
か

が

っ

て

み

た

と

こ

ろ、

こ

の

伝
説
を
耳
に

す
る

よ

う
に

な
っ

た

の

は
最
近
の

こ

と
で、

具
体
的
に

は

テ

レ

ビ

で

流
さ
れ
る

結
婚
式

場
の

コ

マ

ー
シ

ャ

ル

で

な
じ
ん

で
い

る

の

が

実
情
で

あ
る

と
い

う
。

確
か

に
、

将
来
の

結
婚
相
手

と

は
す
で

に

生

ま
れ

た

時
か

ら

結
ば

れ

る

運
命
に

な
っ

て

い

る、

何
か

し

ら

不
可
思

議
な

力
で

互
い

に

引
き
寄
せ

ら

れ

る

と

い

う
話
を
娘
時
代
に

母
親
か

ら

聞
か

さ

れ

た
こ

と

が

あ
る。

け

れ
ど

も、

そ

れ

を

色
ま

で

明

確
に

指
定
し

て

赤
い

糸
だ
と

す
る

こ

と

は

な
か
っ

た

云
々

。

数
多

く
の

女
性
に

聞
き
回
っ

た
わ

け

で

も
な

い

の

で、

さ

し

て

確
か

と

も
言
え

ぬ

が、

ど

う
や

ら

男
女
を
結
ぶ

赤
い

糸
の

伝
説
が

若
い

世
代
を
中
心
と

し

て
一

般
化
し

た

の

は、

そ

れ

ほ

ど

遠
く
も
な
い

事
の

よ

う
で

あ
る

。

　

な
る

ほ

ど、

歌
謡
曲
を
例
に

取
っ

て

も、

そ

の

昔、

森
山
良
子
は

『

禁
じ

ら

れ

た

恋
』

で

「

禁
じ

ら

れ

て

も
会
い

た

い

の
、

見

え
な

い

糸
に

引
か

れ

る

の
」

と

歌

っ

て

い

た

だ

け

で

あ
る

が、

近
時
の

瀬
川

瑛
子

は

『

命
く
れ
な
い
』

で

「

生
ま

れ

る

前
か

ら

結
ば

れ

て

い

た、

そ
ん

な
気
が

す
る

紅
の

糸
」

と

歌
っ

て

い

る
。

も
っ

と

も、

最
近
で

は、

赤

い

糸
を
男

女
間
の

み

な

ら
ず、

さ
ら
に

広
い

意
味

で

用
い「

る

場
合
も
あ
る

よ

う
で、

例
え

ば、

女
子

プ

ロ

レ

ス

ラ

ー

の

キ
ュ

ー

テ

ィ

ー

鈴
木

と

尾
崎
魔
弓
の

同
性
愛
ま
が

い

の

写
真
集
が

『

赤
い

糸
』

の

題
名
で

発
行
さ

れ
た

胚、

去

年
（
一

九

九
二
V

以
来、

世
間
を
騒
が

せ

て

い

る

佐
川

急
便
事
件
を
扱
っ

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　ハ
エ

た

文
章
に

「

金

丸、

渡
辺

（

広）
、

石
井
を
結
ん

だ

”

赤
い

糸
”

を
手

操
る

」

な73
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明

星

大
学
研

究
紀

要
【
日

本
文
化

学

部

二
言

語

文
化

学
科｝
第一
号

一
九
九

三

年

74

ど

と

い

う
題
が

付
さ

れ
た

り
も
し

て

い

る
。

　
た

だ
し、

赤
い

糸
が

ど

こ

に

結
ば

れ
て
い

る

か

と

な
る

と
、

足
と

い

う
説
と

手

の

小

指
と

い

う
説
と

が

並
行
し
て

お

り、

先
に

掲
げ
た

例
で

言
え

ば、

漫
画

『

赤

い

糸
の

伝
説
』

な
ど

は

足、

テ

レ

ビ

の

コ

マ

ー

シ

ャ

ル

な

ど

は
手
の

小
指
だ

と

し

て

い

る。

女
子

大
生

あ
た

り
に

聞
い

て

み

た

話
で

は、

後
者
す
な
わ

ち
手
の

小
指

が

通
り

相
場
で

あ
る

ら
し
い

が
。

　
し

か

し、

一

般
雑
誌
だ

の

漫
画
だ

の

歌
謡
曲
だ

の

と、

あ

ま
り
に

卑
俗
な

例
ば

か

り
で

は
困
る

と

言
う

向
き
も
あ
る
だ

ろ

う。

そ
の

種
の

声

に

対
し

て

は、

少
し

く
年
代
を
さ

か

の

ぼ

っ

て、

次
の

二

つ

の

例
を
示
し
て

お

く
こ

と

に

す
る。

　
ま
ず
は

柳
田

国
男
で

あ
る。

講
演
「

旅

行
と

歴
史
」

（
一

九

二

四
年
六

月
二

三

日、

原
題

「

歴
史
は

何
の

為
に

学
ぶ
」）

に

左

記
の

よ
う
な
字
句
が

見
え

る
。

を
渡
っ

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
っ

た。

そ

れ

は

い

つ

か

学
校
の

国
語
の

教
師
が

授
業
中
に

生
徒
へ

語
っ

て

聞
か

せ

た
こ

と

で

あ
っ

て、

私
た

ち

の

右
足
の

小

指
に

眼
に

見

え

ぬ

赤
い

糸
が

結
ば

れ
て

い

て
、

そ

れ
が

す
る
す
る

と

長
く
伸
び

て
一

方
の

端
が

き
っ

と
或
る

女

の

子
の

お
な

じ

足
指
に

む

す
び

つ

け
ら
れ

て
い

る

の

で

あ
る

。

ふ

た
り

が

ど

ん
な

に

離
れ

て

い

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
っ

て

も、

そ

の

糸
は

こ

ん

ぐ
ら
か

る

こ

と

が

な

い
。

そ
う
し
て

私
た
ち

は

そ
の

女

の

子
を

嫁
に

も
ら

う
こ

と

に

き
ま
っ

て
い

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
っ

て

か

ら

も
す
ぐ
弟
に

物
語
っ

て

や

っ

た

ほ

ど

で

あ
っ

ほ
リワた

。
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国
語
な
り

地

理

歴

史
な
り

は、

こ

れ

に

由
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、

と
く
に

設
け

ら

れ
て

い

る

科
目
で

あ
る

。

諸
君
を
日

本
の

国
土

と

繋
ぐ

　

　

　
　
　　
　　

紅
の

紐
で

あ
る。
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
（

傍
線
論
者。

以

下

同
じ
）

　
こ

こ

に

登

場
す
る

「

紅
の

紐
」

は、

お
そ

ら

く
赤
い

糸
を
下
敷
き
に

し

た

も
の

で、

元
来
の

男
女
間
の

関
係
を
表
す
用

法
が

拡
張
さ

れ、

単
に

宿
命
的
な

関
係
を

表
す
語
と

し

て

用
い

ら

れ
て

い

る
と

見

て

よ
い

だ
ろ

う
。

　
次
に

挙
げ
る

の

は、

太
宰
治
が

短
編

小

説
「

思
ひ

出
」

（
一

九
三

三

年
四

〜

六

月

発
表、

『

晩
年
』

所
収
V

に

記
し

た

用

例
で

あ
る。

用
例
と
言
う
よ
り

も、

ま

さ

に

赤
い

糸
の

伝
説
そ
の

も
の

と
称
し

て

さ

し

つ

か

え
あ
る

ま
い

。

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

　
ほ

ぼ

十
年
後、

太
宰
は

右
の

字
句
を
含
む
一

節
を、

小
説

『

津
軽
』

（
一

九
四

　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　
ロ
けり

四

年
十
一

月）

に

も
そ
の

ま

ま
引
用
し
て

い

る。

こ

こ

に

記
さ

れ

た

赤
い

糸

の

伝

説
は

「

学
校
の

国
語
の

教
師
が

授
業
中
に

生

徒
へ

語
っ

て

聞
か

せ

た
」

と
い

う
設

定
に

な
っ

て
い

る

が、

人

気
作
家
と

し
て
一

世
を
風

靡
し

た

太

宰
が

そ

の

作
中
に

二

度
ま

で

も
書
き
付

け

た

こ

と

に

よ
っ

て、

赤
い

糸
の

伝
説
が

日

本
に

お
い

て
一

般
化
す
る

素
地

が

用

意
さ

れ
た

の

か

も
し

れ

な
い
。

　
と

こ

ろ
で、

現
今
の

大
学
生

な
ど

に

は、

何
と

は

な
し

に

こ

の

伝
説
が

日

本
固

有
の

も
の

で

あ
る

と

信
じ

て

い

る

向
き
も
少
な
く
な
い

よ

う
だ

が、

実

は

然
ら

ず
。

こ

こ

で

次
の

英
文
を
ご

覧
い

た
だ

き

た
い

。

（

巴

ピ
し

帥

口

ぎ
≦
°。凶
巨
Φ

3
「

雷
ρ

鉱
 
ユ

げ
唄

餌

ω

営
「

評

ヨ

7
 
動
く
 

P8

げ

ヲ
α

σ
o
鴫

国
コ
α

『q

三

8
ぴq
 

窪
 
「

羽

3
国
5

国

5
α

≦
咤
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ざ
っ

と

訳

せ

ぱ、

「

〔
引
喩
〕

精
霊
に

よ
っ

て

結
ば

れ

た

目

に

見

え
な

い

糸
。

男
女
を
夫
婦
と

し

て

結
び

付

け
る
」

と

な
ろ

う
か

。

に

わ
か

に

こ

れ

を
見
れ
ば、

日

本
の

赤

い

糸
の

伝
説
に

関
す
る

簡
略
な

記
述
の

ご

と

く
で

あ
る

が、

何
を
隠
そ

う、

右
の

英
文
は、

林
語
堂

『

当
代
漢
英
詞
典
』

の

（

紅
線
〉

の

項
の

記

述
な
の

で

あ
る

。

　
と
な
れ

ば、

日

本
の

赤
い

糸
は

中
国
の

く

紅
線
V

と

共
通

の

伝
説、

お

そ

ら

く

は

例
に

漏
れ
ず、

中
国
渡
り

の

伝
説
で

は

な

い

か

と

推
測
さ

れ

る

だ

ろ
う

。

こ

れ

を
簡
略
に

跡
づ

け

て

み

よ
う
と
い

う
の

が

本
稿
の

趣
旨
で

あ
る

。

　

赤
い

糸
の

原
型

　

ま

ず、

中
国
の

赤
い

糸
の

伝
説
の

原
型

を
探
っ

て

み

る

こ

と

に

し

よ
う。

現

在、

調
査

し
て

い

る

か

ぎ
り

で

は、

李

復
言

『

続

玄

怪
録
』

2
名

『

続

幽

怪

録
』）

巻
四

に

見

え
る

「

定
婚
店
」

故
事
（

『

太

平
広
記
』

巻
一

五

九
所
収
∀

が

初

出
の

よ

う
で

あ
る。

原
文
は

少
々

長
い

の

で、

梗
概
を
示

す
こ

と

に

し
よ

う。

月

下
老

人

の

名
で

も
親
し

ま
れ
て

い

る

物
語
で

あ

る
。

元

和
二

年
（

八

〇

七
V 、

韋
固
と

い

う

青
年
が
、

意
に

反
し

て

な
か

な
か

結

婚
で

き

ず
に

悩
ん

で
い

た

と

こ

ろ、

あ
る

早
朝、

月
あ
か

り
の

中
で

奇
妙
な

文
字
を

記
し
た

書
物
を
読
ん

で
い

る

老
人

に

出
会
っ

た。

聞
け

ば、

そ

れ
は

冥
界
の

書
で、

自
分
は

婚
姻
の

事
を

司
る

と

言
う。

そ

こ

で、

韋
固
が

結
婚

で

き
ぬ

悩
み

を
訴
え
る

と、

老
人

は

「

今、

お

ま

え

の

妻
は

三
歳。

十
七
歳

で

お

ま

え

に

嫁
ぐ
こ

と

に

な
っ

て

い

る
」

と

告
げ
た

。

ま
た、

傍
ら

に

あ
る

袋
の

中
身
を
た
ず
ね
る

と、

赤
い

縄
が

入
っ

て

お

り、

そ

れ

で

夫
婦
と

な
る

べ

き
男
女
の

足
を
結
べ

ば、

た
と

い

家
ど

う
し
が

仇
敵
の

間
柄
で

も、

必
ず

結
婚
す
る

運
命
に

な
る

と

言
う。

韋
固
が

自
分
の

結
婚
相
手
を
知
り
た

が

る

赤
い

糸
の

伝
説

古

田
島

洋
介

と、

老
人
は

韋
固

を
市

場
に

連
れ

て

ゆ

き、

目

の

悪
い

野

菜
売
り

女

が

抱
い

て

い

る

み

す
ぼ

ら

し
い

三

歳
の

女
の

子
を
指
さ

し

て、

そ

れ

が

韋
固
の

将
来

の

妻
で

あ
る
と

言
っ

た
。

あ
ま

り

の

事
に、

韋
固
は

下
僕
に

命
じ
て、

翌
日

そ
の

女
の

子
を
刺
さ
せ

た

が
、

短
剣
は

急
所
を
は

ず
れ、

眉
間
を
傷
つ

け
た

だ

け

だ
っ

た
。

十

四

年
後、

韋
固

は

よ

う
や
く
妻
を
娶
っ

た

が、

い

つ

も
眉

間
に

飾
り

物
を
付
け

て

い

た
。

韋
固
が

そ

の

わ

け

を
た

ず
ね

る

と、

三

歳
の

と

き

凶

漢
に

襲
わ

れ
た

傷
跡
が

残
っ

て

い

る

の

だ

と
言
う。

果
た
し

て、

老

人
の

言
っ

た
通

り、

韋
固

の

妻
は、

か

つ

て

目
の

悪
い

野
菜
売
り
の

女
が

抱

い

て

い

た
女
の

子

だ
っ

た

の

で

あ
る

。

　

『

大
平
広
記
』

の

テ

ク

ス

ト

で

は、

冒
頭

の

年
号
が

「

貞
観
二

年
」

（
六

二

八
V

と

な
っ

て

い

る

が、

い

ず
れ

に

し
て

も
唐
代
の

故
事
と

し
て

設
定
さ

れ
て

い

る

こ

と

に

変
わ

り

は

な
い

。

右
の

梗
概
中
に

見
え

る
「

赤

い

縄
」

が

赤
い

糸
の

初
出
で

あ

り、

原
文

は

く

赤
縄
子
V 。

結
ぶ

部
位
が

明

確
に

足

と

決
ま
っ

て

い

る

ほ

か

は、

今
日

の

日

本
人
が

理

解
し
て

い

る

赤

い

糸
と

似
た
よ

う
な
も
の

で

あ

る
と

言
っ

て

よ

い

だ

ろ
う。

按

ず
る

に
、

先
に

掲

げ
た

柳
田

国
男
の

「

紅
の

紐
」

は、

こ

の

〈

赤

縄
子
〉

の

変
形
な
の

で

は

な
か

ろ

う
か

。

ま
た、

太
宰
治
が

作
品
中
に

記
し

た

赤

い

糸
の

伝
説
は、

明

ら

か

に

こ

の

故
事
の

節
録
で

あ
ろ

う。

赤

い

糸
の

結
ば

れ

る

部
位
が

「

右
足
の

小
指
」

と．
細
か

く
限

定
さ
れ

て

は

い

る
が

。

　

唐
代
の

書
物
に

つ

い

て

は、

今
の

と

こ

ろ

右
の

「

定
婚
店
」

の

説

話
し

か

見
つ

か

っ

て
い

な

い
。

が、

次
の

五

代
十

国
時
代
に

な
る

と、

端
的
に

赤
い

糸
を
表
す

〈

紅

絲

線
〉

の

三
文

字
が

登
場
す
る

話
を
載
せ

る

書
物
が

現

わ
れ

る
。

王

仁
裕

『

開
元

天

宝
遺
事
』

巻
上
に

載
せ

ら
れ

て

い

る

「

牽
紅
絲
娶
婦
」 、

す
な
わ
ち
成

語
「

紅
絲
待
選
」

の

出

典
と

し

て

知

ら

れ
る

故
事
で

あ
る。

全
文

で
一

二

八

字
の

短

篇
ゆ

え、

左
に

全

訳

を
掲
げ

て

お

く
。

75
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明
星

大
学
研

究
紀

要
【
日

本
文

化

学
部
・
言

語
文

化
学
科】
第一
号

一
九
九

三

年

郭
元
振
は、

若
い

こ

ろ、

美
貌
と

才
能
に

恵
ま
れ

た

好
男
子
で

あ
っ

た。

宰

相
の

張
嘉
貞
は

ぜ

ひ

元
振
を
自
分
の

娘
の

婿
に

迎
え

た
い

と

思
っ

た
。

と
こ

ろ

が

元

振
は、
「

あ
な
た

さ

ま
の

家
に

お

嬢
さ

ん

が

五

人
い

ら
っ

し

ゃ

る

こ

と

は

承
知
し

て

い

ま
す
が、

五
人
の

う
ち

ど

の

お

嬢
さ
ん

が

い

さ
さ

か

容
色

が

劣
る

の

か

わ
か

り

ま
せ

ん
。

こ

の
一

件
は

急
い

で

決
め

る
の

も
ど

う
か

と

思
わ
れ
ま
す
の

で
、

さ
ら
に

時
間
を
か

け

て

考
え
さ

せ

て
い 、
た

だ

き
た

く
存

じ
ま

す
」

と

答
え

た
。

す
る
と

張
嘉
貞
は
一

計
を
案
じ、

こ

う

提
案
し

た
。

「

わ

た

し
の

娘
は
そ

れ

ぞ
れ
美
貌
の

持
ち
主
だ

が、

ど

の

娘
が

貴
君
の

結
婚

相
手
に

ふ

さ

わ

し
い

か

は
わ

か

ら
な
い

。

貴
君

は

す
ぐ
れ

た
品

格
の

持
ち

主

で、

平
凡
な
青
年
と

は

わ
け
が

違
う
か

ら

ね
。

そ

こ

で、

わ
た

し

は

五

人

の

娘
に

幔
の

向
こ

う
側
で

そ
れ
ぞ

れ
一

本
の

赤
い

糸
を
持
た

せ
、

貴
君
に

そ

の

う
ち

の

一

本
を
引
い

て

も
ら
い
、

引
き
当
て

た

娘
の

婿
に

な
っ

て

も
ら
い

た

い

と

思
う
の

だ

が、

ど

う
だ

ろ

う
か

。

」

元
振
は

喜
ん

で

張
嘉

貞
の

言
う
通

り

に

し

た
。

そ
の

結
果、

元
振
は

三

番
目
の

娘
を
引
き
当
て

た
。

娘
は

す
ぐ

れ
た

美
貌
の

持
ち

主
で

あ
っ

た
。

そ

の

後、

張
嘉
貞
の

見
込

ん

だ

通

り、

元

振
は

出
世
し、

嫁
い

だ

娘
も
尊
い

身
分
に

な
っ

た

の

で

あ
る

。

　
こ

こ

に

見
え
る

「

赤

い

糸
」

の

原
文
は

〈

紅
絲
線
〉

。

や

は

り

男

女
を

結
ぶ

象

徴
と

し

て

登
場
し

て

い

る

あ
り

さ

ま
が

看
て

取
れ

よ
う。

　
時
代
の

前
後
関
係
か

ら

見
て、

こ

の

「

紅
絲
待
選
」

故
事
は

先
の

「

定
婚
店
」

故
事
を
下

敷
き
に

し
て

い

る

の

で

は

な
い

か

と
推
さ
れ
る
が、

両
者
の

あ
い

だ

の

関
連
を
強
く
示
唆
す
る

共
通
点
は

な
さ

そ
う
で

あ
る

。

第
一

に、

い

ず
れ
も
赤
い

糸
が

男
女
を
結
び

つ

け
て

い

る

点
で

は

共
通
し

て

い

る

が、

「

定

婚
店
」

は
く

赤

縄
子
V 、

「

紅
絲
待
選
」

は
〈

紅
絲
線
〉

と、

字
句
に

明

確
な
ず
れ
が

あ
る

。

第
二

76

に、

赤
い

糸
の

結
ば

れ
る

部
位
も、

前
者
が

足
で

あ
る

の

に

対

し、

後
者
で

は

手

に

持
つ

設

定
に

な
っ

て

い

る
。

第
三

に、

結
ぷ

時
点
を
検
し

て

み

る

と、
「

定
婚

店
」

の

方
は、

原
文
に

「

及
其
生
則
潜
用
相
繋
」

と
あ
り、

出
生
に

さ
い

し

て

時

を
措
か

ず
に

結
ば
れ
る
も
の

と

し
て

い

る

が、

「

紅
絲
待
選
」

の

方
で

は、

結
婚

相
手
を
選
ぷ

時
点
で

赤
い

糸
が

よ
う
や

く
現
わ

れ
る

に

す
ぎ

な
い

。

第
四

に、

赤

い

糸
を
結
ぶ

者
で

あ
る

が、

「

定
婚
店
」

に

は

冥

界
の

人、

す
な

わ

ち

人
間
を
超

越
し
た
｝

種
の

神
と

も
言
う
べ

き

月

下

老

人
が

登
場
す
る

が、

「

紅
絲
待
選
」

に

そ

の

よ

う
な
志

怪
的
要
素
は

ま
っ

た

く
見
え

ず、

あ

く
ま
で

も
現
実

の

人

間
界
の

み

で

の

話

に

な
っ

て

い

る
。

第
五

に、

結
婚
す
る

相
手
の

女
性
に

つ

い

て

考
え

て

み

て

も、

「

定

婚
店
」

で

は
一

〇

〇

％
の

確
率
で

相
手
が

絶
対
に

定
め

ら

れ

て
い

る

の

に

対
し、

「

紅
絲
待
選
」

で

は、

五

人
の

中
か

ら

た

ま

た

ま
一

人

を、

つ

ま

り
五
分
の
一

の

確
率
で

選
ぶ

こ

と

に

な
っ

て

い

る
。

換
言
す
れ

ば、

前
者
で

は、

人

為
を
超
え
た

必

然
的
な
運
命
に

よ
っ

て

結
婚
す
る

の

に

対
し

て、

後
者
で

は、

人
為
に

よ
る

偶
然
的
な
選
択
に

よ
っ

て

結
婚
に

至

る

と

い

う
わ

け

で

あ

る。

　

結
局、

以
上

の

よ
う
な
相
違
に

よ
り、

「

紅

絲
待
選
」

が

先
の

「

定

婚
店
」

を

下
敷
き
に

し

て

い

る

の

か

ど

う
か

は

明

確
で

な

い
。

こ

の

二

話
は

ま
っ

た

く
別

個

に

成

立
し
た

も
の

だ
っ

た
の

だ

ろ

う
か

。

も
っ

と

も、

両
者
と

も
前
世
の

観
念
と

は
無
縁
で

あ
る

こ

と

に

は

注
意
し
て

お

き
た
い

と

思
う

。

赤
い

糸
の

結
ば

れ
る

時

点
が

出
生
に

さ

い

し

て

で

あ
る
に

せ

よ、

結
婚
相
手
を

選

ぶ

そ

の

場
で

あ
る

に

せ

よ、

い

ず
れ
も
現

世
で

の

話

で

あ
り、
・
少
な
く
と

も
こ

れ

ら
二

つ

の

話

の

字
句
を

見
る
か

ぎ
り、

赤
い

糸
が

前
世
で

結
ば
れ

て
い

る

と

す
る

仏
教
的
な
色
彩
を
認
め

　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　ハ
ヨ

る

こ

と

は

で

き
な

い

の

で

あ
る

。

　

た
だ

し、

二

つ

の

故
事
の

関
連
い

か・
ん

に

か

か

わ

ら

ず、
「

定
婚
店
」

あ
る

い

は

「

紅
絲
待
選
」

に

よ
っ

て、

赤
い

糸
が

男
女
を
結
び

付
け

る
象
徴
と

し

て

の

地

位
を

固
め

た

こ

と

は
確
か

な
よ

う
で

あ
る。

実
際、

宋
代
以
降、

〈

赤
縄
子
〉

と
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〈

紅
絲
線
〉

の

派
生
語

が

赤
い

糸
を
表
す
語
と

し

て

並
立
し、

と

し

て

中
国
文
学
作
品

中
に

散
見
す
る

こ

と

に

な
る

。

い

わ
ゆ

る

赤
い

糸

　
赤
い

糸

の

用

例

　
以

下、

宋
代
以

後
の

用
例
を
時
代
を
逐

い

つ

つ

列

挙
し、

「

定
婚
店
」

の

〈

赤

縄
子
〉

と

「

紅
絲
待
選
」

の

〈

紅
絲
線
〉

が

ど

の

よ
う
な
形
で

現

わ
れ

る

か

を
見

て

み

る

こ

と

に

し

よ

う
。

た

だ

し、

こ

れ

ら
の

用

例
は

系
統
的
に

収
集
し

た

も
の

で

は

な
い

。

い

わ

ば

任
意
に

拾
っ

た

用

例
の

寄
せ

集
め

の、

そ

の

ま
た

抜
粋
で

あ

る
。

論
議
も

当
面
の

仮
説
に

す
ぎ
ぬ

ゆ

え、

そ
の

つ

も
り

で

ご

覧
い

た

だ

き
た

い
。

有
赤
縄
繋
足、

従
来
相
門、

自
然
媒
妁

。

　
（
宋

　
張
元
幹

『

蘆
川
詞
』

〔

瑞
鶴
仙
〕

寿
）

こ

れ

は、

文

字
通

り

月
下
老

人
の

〈

赤
縄
〉

で

あ
る

。

既

然
休

肯
把
赤
縄
来
繋
足、

久
以

後
何
須
流
水
泛
桃
花。

（
元

　
喬
吉

『

揚
州
夢
』

第
三
折

　
ま
っ

た
く
同
様
の

用
例。

と

こ

ろ
が、

興
味
深
い

こ

と

に、

同
じ

第
三

折
の

末
尾
に

次
の

よ
う
な

七

言
の

詩
が

登
場
す
る

の

で

あ
る

。

〔
採
茶
歌
〕

）

『

揚
州
夢
』

俊
雅
長
安
美
少
年、

断
絋。

風
流
一

対
好
姻
縁。

還
須
月
老

牽
紅
線、

纔
得
鸞
膠
続

赤
い

糸
の

伝
説

古
田

島

洋
介

　
月

下
老

入

が

〈

紅

線
〉

を

牽
く

ー
す
な

わ

ち、

こ

こ

で

は

〈

赤

縄
V

が

へ

紅

線
〉

に

変
わ
っ

て

し

ま
っ

て

い

る。

平
仄
上

の

制
約
か

ら

当
該

位
置
に

〈

赤

縄
〉

を
用
い

る

こ

と
が

で

き
な

か
っ

た
た

め

の

御
都
合
主

義
で

あ
ろ

う
が、

こ

こ

に

お

い

て、
〈

赤
縄
子
V

で

あ
っ

た
は

ず
の

「

定

婚
店
」

故
事
に

「

紅
絲
待

選
」

故

事

の

〈

紅
絲
線
〉

が

入

り
込
み、

語
句
の

上

で

混
同
さ

れ
る

に

至
っ

た

わ
け
で

あ

る
。

紅
楼
此
日、

紅
絲
待
選、

須
教
紅
葉
伝

情。

（
元
末
明

初

　
高
明

『

琵
琶
記
』

牛
相
奉
旨
招

婿
〔

似
娘
児
〕

）

　
こ

の

例
で

は

〈

紅
絲
線
〉

が

〈

紅
絲
〉

の

形

で

現

わ

れ
て

い

る
。

先
の

『

蘆
川

詞
』

の

〈

赤

縄
〉

や

『

揚
州

夢
』

の

〈

紅
線
〉

と

合
わ

せ

見
れ

ば、
〈

赤

縄
子
〉

に

せ

よ
〈

紅
絲
線
〉

に

せ

よ、

い

か

に

も
中
国
語
ら

し

く、

二

字
に
つ

づ

め

ら

れ

る

傾
向
の

強

い

こ

と

が

明

ら

か

だ
ろ

う。

　
明

代
に

も
二

字
か

ら

成

る
こ

れ

ら
の

三
語
が

引

き
続
き
用

い

ら

れ

て

ゆ

く
。

詞、

套
数、

戯
曲
か

ら
一

例
つ

つ

挙
げ
て

お

こ

う
。

当
初

黄
巷
相
逢、

紅
絲
繋
足、

後
来
紅
線
相
従、

此
去
白
頭

相
守、

榴
花
無
限
薫
風
。

　

　
　
　（
明

　
韓
奕

『

韓
山

人

詞
』

〔

清
平
楽
〕

寿
内
）

誰
把
并
刀

双
撹

。

　
　
（

明

　
陳
鐸

赤
縄
繋
足、

朱
楼
合
沓、

仙
呂
入

双

調
「

冬
暮
題
情
」

不
須
臼
雪
窺
臣。

　
　
（
明

　
汪

錢
『

春
蕉
記
』

　
　
ハ
ロヤ

〔
錦
衣

香
〕）

賜
婚
〔
似
娘
児〕
）77
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明

星
大

学
研
究

紀

要
【
日

本
文

化

学
部

二
言

語

文
化

学
科】
第一
号

一
九
九

三

年

　
陳
鐸
の

〔
錦
衣
香
）

を
見

れ

ば、

〈

紅
絲
〉

も
く

紅
縄
V

の

同
意
語

と

し

て

使

わ
れ

る

こ

と

が

わ

か

る

だ

ろ

う
。

も
っ

と

も、

明

代
に

は

〈

紅
線
〉

と
〈

赤
縄
〉

に

区
別
を
設
け
る、

次
の

よ
う
な
面
白
い

例
も
登
場
す
る

。

若
論
到
夫
婦、

雖

説
是
紅
線
纏
腰、

赤

縄
繋
足、

到
底
是

劍
肉

粘
膚、

可

離

可
合

。

　
　
（
明

　
馮
夢
龍

『

警
世

通
言
』

巻
二

「

荘
子

休
鼓
盆
成
大
道
」

）

　
〈

紅
線
〉

と

〈

赤
縄
〉

の

両
者
を
一

処
に

並
べ
、

〈

紅
線
〉

は

腰
に

ま
と

わ

り、

〈

赤

縄
V

は

足
を
つ

な

ぐ
と、

そ

れ
ぞ

れ
に
一

種
の

役
割
分

担

を
設

け
て

い

る。

〈

赤

縄
〉

が

足
を
つ

な
ぐ
の

は
「

定
婚
店
」

の

話

そ
の

ま
ま

と

し

て

も、

（

紅
線
〉

が

腰
に

ま
と

わ

り

つ

く
の

は、

ど
こ

に

も
見
ら

れ

な
か
っ

た

設
定
で

あ
る

。

ち

な

み

に、

厳

敦
易
は

こ

れ
に

注

し
て、

「

〈

纏
腰
V

の

二

字
を
用

い

た

の

は、
、

後
ろ
の

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
け　

〈

繋
足
〉

と

対
句
を

成
す
た

め

で

あ
る
」

と

言
っ

て

い

る
。

な
る

ほ

ど、

平
仄
を

み

れ

ば、

「

赤
縄
繋
足
」

（
仄
平
仄

仄）

と

対
句
に

す
る
た

め

に

は、

「

紅

線
」

（
平

仄）

の

次
に

平
声
字
を
二

つ

並
べ

な
け

れ

ば
な
ら

な
い
。

し

か

し、

「

纏
」

（

平）

は

「

繋
」

の

類
義
語
で

あ
る

か

ら

選
ぶ

の

に

問
題
な

い

と

し
て

も、

こ

と

さ

ら

「

腰
」

（
平）

を
選
ん

だ

理

由
は

何
な
の

だ

ろ
う
か

。

確
か

に
、

常
識
的
に

考
え

て

赤
い

糸
を
結
ぶ

の

が

可
能
と

思
わ
れ
る

身
体
の

部

位
を
表
わ

す
言
葉
は、

頸
・

臂
・

腕
・

手
・

指
・

膝
・

腿
・

脚
・

踝
な
ど、

仄
声

字
ば
か

り

で、

平
声
字
は

腰

ぐ
ら
い

で

あ
る

。

と
な
れ
ば、

平
仄

の

要
請
上、

「

腰
」

と
す
る

の

も
已
む

を

得

ま
い

。

た

だ

し、

「

腰
」

が

無
理

で

あ
れ
ば、

他
に

も

処
理

の

仕
方
が

あ
っ

た

よ

う
に

思
う
の

だ

が、

ど

う
だ

ろ

う
か
。

も
し

か

す
る

と、

当
時
の

婚
礼
の

習

俗

（
赤
い

帯
で

新
郎
新
婦
の

腰
を

結
ぶ

な
ど）

と

関

係
が

あ
る

か

も

し

れ

な

い
。

暫

く
こ

こ

に

記
し
て

後
日

の

調
査
を
期
す
こ

と

と

し
よ

う
。

78

明

代
に

は、

〈

赤

縄
〉

〈

紅
線
〉

（

紅
絲
〉

以
外
の

語
も
現
わ

れ
る

。

正
是
：

不
須
玉
杵
千

金
聘、

已
許
紅
縄
両
足
纏

。

　

　
　
　
　
（

明

　
馮
夢
龍

『

醒

世
恒
言
』

巻
七

「

銭
秀
才
錯
占
鳳
凰

儔
」）

　
こ

こ

も
一

種
の

詩
句
で、

対
句
風
に

仕

立

て

た

い

箇
所
の

た

め、

使
え

る

字
に

は

制

約
が

あ

る。
〈

赤

縄
V

（

仄

平）

で

は、
「

縄
」

が

孤

平
に

な

り、
「

紅

線
」

（

平
仄）

で

は、
「

紅
」

が

孤

平
に

な
る

上、

前

後
の

七
言

句
の

第
四
字
「

杵
」

「

線
」

が

均
し

く
仄

声
字
に

な
っ

て

し
ま

う
の

で、

拙
劣
の

謗
り

を
受
け

よ

う
。

平
仄
か

ら
言
え
ば、

「

玉
杵
」

（
仄
仄）

に

対
し
て、

〈

紅

絲
〉

（
平
平）

で

十

分
な

と

こ

ろ
。

も
っ

と

も、

後
ろ

に

「

両
足
纏
」

と

あ
る

の

で、

で

き
れ

ば

「

定

婚

店
」

故
事
に

基
づ

い

て

〈

赤
縄
〉

を

用
い

た

い

心

情
が

働
い

た

か

ら

で

あ

ろ

う

か、

「

赤
」

（
仄）

を
「

紅
」

（
平
）

に

換
え
て、
〈

紅
縄
〉

と

し
て

い

る。

こ

の

あ

た
り、

い

か

に

も
中
国
語
ら

し

い

処
理

の

仕
方
だ

ろ

う
。

ち

な
み

に、

同
巻
の

右

の

字
句
に

先

立
つ

部

分
に

「

紅

絲
豈

是
有

心
牽
」

の

詩
句
が

見
ら

れ
る

の

で、

〈

紅
絲
V

の

語
が

存
在
す
る

の

を
承
知

し

た

上

で

の

措
置
で

あ
る

こ

と
は

確
か

で

あ
る

。

　
な
お、

こ

の

明

代
に

は、

「

定

婚
店
」

す
な
わ

ち
月

下
老

人

に

ま

つ

わ

る

話

を

素
材
と

し

た
戯
曲
も
書
か

れ

た
ら

し

い
。

荘
一

拂
『

古
典
戯
曲
存
目
彙
考
』

に

よ

れ

ば、

次
の

よ
う
な

作
者
と

そ

の

戯
曲
名
が

伝
わ
っ

て

い

る。

　
　
劉
兌

『

月

下
老

定
世
間
配

偶』

雑
劇

　

劉
兌、

字
は

東
生、

浙
江
・

紹
興
の

出
身
で、

明
初
の

洪
武
年
間

（

＝
二

六

八

ー

＝
二

九
八
）

前
後
に

在
世
し

た
人
物
で

あ
る

と

い

う
。

た

だ
し、

戯
曲
本
文
が

す
べ

て

残
っ

て

い

る

わ

け

で

は

な
く、

今
日

で

は、

四
套
（
仙
呂
・
正

宮・
黄
鍾・
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双
調）

が

存
し

て

い

る

に

す
ぎ

な

い
。

そ

の

字
句
は

『

詞
林
摘
艶
』

『
雍
熙
楽
府』

な
ど

に

残
っ

て

お

り、

趙
景
深

『

元
人
雑
劇
鈎
沈』

で

全
曲
を

簡
便
に

目

に

す
る

こ

と
が

で

き
る。

も
っ

と

も、

趙
景
深

の

考
証
に

よ
れ
ば、

実
は

雑

劇
で

は

な

く、

も
と

も
と

套
数
で

あ
っ

た

も
の

が、

後
に

雑
劇
と

見

な
さ

れ

る
よ

う
に

な
っ

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
ド
おマ

た
の

で

は

な
い

か

と

の

こ

と

で

あ
る。

四
套
は、

『

雍
煕
楽

府
』

が

そ
れ

ぞ

れ

「

春
景
」

「

夏
景
」

「

秋
景
」

「

冬

景
」

と

題
し
て

い

る

通
り、

四

季
の

情
景
を

歌

っ

て

い

る

が、

紙
幅
の

都
含
上、

具
体
的
な
字
句
の

紹

介
は
省
略
に

従
う

。

管
見

に

よ
る
か

ぎ
り、

特
に

赤
い

糸
に

関
す
る

注
目
す
べ

き
字
句
は

な

い
。

　
一

方、

「

紅
絲
待
選
」

故
事
の

中
心
人
物
郭
元
振
を
主
人
公
と

し
た

戯
曲
も
あ

っ

た

よ
う
で、

や
は

り
荘
一

拂
『

古
典
戯

曲
存
目

彙
考
』

に

よ
れ

ば、

許
三

階

『

紅
絲
記
』 、

彭
南
溟

『

四
義
記
』 、

闕
名
氏

『

古
剣
記
』

（
前
二

者
は

明

代
伝
奇、

後
一

者
は

明
清
闕
名
作
品
）

な
ど

が

あ
っ

た

ら

し

い
。

た

だ

し、

こ

れ

ら
は
い

ず

れ

も
失
わ

れ、

題
名
以
外
は

何
も

伝
わ
っ

て
い

な
い

。

　
と
も
あ

れ、

先
に

掲
げ
た

用

例
の

多
彩
な
あ
り
さ

ま、

お

よ

び

戯
曲
の

製
作
状

況
な
ど

か

ら
推
し

て、

中
国
に

お

け

る

赤

い

糸
は
お

お

よ
そ

明

代
を

以

て

広
く

定

着
し

た

と

言
っ

て

よ

い

の

で

は

な

い

か

と

思

わ
れ
る

。

　

清
代
の

用

例
は、

一

つ

掲
げ

る

だ

け

に

と

ど
め

よ

う
。

れ

て

い

る

わ

け
で

あ
る

。

　
な
お、

孫
楷
第

『

中
国
通
俗
小

説
書
目
』

巻
四

「

明

清
小
説
部
乙
・
烟
粉
第
一
」

に、

〔

清〕

無
名
氏

『

賽
紅
絲
小
説
』

十

六

回
が

見
え、

『

中
国
通

俗
小
説
総
目
提

要
』

所
載
の

梗
概
に

よ

れ

ば、

〈

紅
絲
V

が

当
該
小
説

中
で

重
要
な

役
割
を
果
た

し

　

　
　
　
　
　
　
　
　
めり

て

い

る
こ

と

が

知

ら

れ
る

。

こ

れ
も、

赤
い

糸
が

広
く
普
及

し
て

い

た

事
実
を
物

語
る

証
左
の

一

た

る

を
失
う
ま
い

。

　
以

上
は

す
べ

て

古
典
作
品

か

ら
の

用

例
で

あ
る
が、

現
代
中
国
語

に

お

い

て

も

用
例
を

作
る

こ

と

は

可
能
で

あ
る
ら

し
く、

大
型

の

成

語
辞
典

『

中
華
成
語
辞

典
』

（

吉

林
文

史
出
版
社、

一

九
八

六）

は

「

赤

縄
繋
足
」

を
立

項
し、
「

定
婚

店
」

故
事
を
出
典
と

し

た

う
え
で、

次
の

よ

う
な
現
代
中
国
語

の
一

文
を

載
せ

て

い

る
。

這
一

対
青
年
是
甚
麼
時
候

「

赤
縄
繋
足
」

的、

説
也
説
不
清、

不

過
很
久
以

来
他
們
就
巳

経
互

相
傾
心

了
。

　
（
こ

の

男

女
の

カ

ッ

プ
ル

が

い

つ

赤
い

糸
で

結
ば

れ

た

の

か、

は
っ

き
り

　
と

は

言
え

な

い

が、

も
う
ず
い

ぶ

ん

前
か

ら

互

い

に

夢
中
に

な
っ

て

い

　
た
V
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管
姻
縁
的
有
一

位
月
下
老

人、

預

先
注

定、

暗
裏
只

用
一

根
紅
絲
把
這
両
個

人

的
脚

絆
住、

…

…

若
月
下
老

人
不
用
紅
線
栓
的、

再
不

能
到
一

処。

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　（
清
　
曹
霑
『

紅
楼
夢
』

第
五

七

回
）

　
月
下
老
人

が

登
場
し、

そ
の

結
ぷ

物
は

〈

紅
絲
〉

と

も
く

紅
線
V

と
も
記

さ
れ

て

い

る
。

元

代
に

見
ら

れ
た、

「

定

婚
店
」

故

事
と

「

紅
絲
待
選
」

故

事
に

お

け

る

赤
い

糸
の

用
語
上
の

混
同
が

こ

の

清
代
を
代
表
す
る

長
編
小
説
に

も
受
け

継
が

　
む
す
び

　
こ

こ

ま
で

見
て

き
た

よ
う
に、

赤
い

糸
の

伝
説

は
中
国
唐
代
に

起
源

を
持
ち、

五

代
十
国
時
代
に

も
う
一

つ

別
種
の

原
型
が

登
場、

そ
の

後、

時
代
を

逐
っ

て

二

種
の

原
型

が

並
行
・

融
合
し

つ

つ

命
脈
を
保
ち、

現
在
に

ま
で

至
っ

て
い

る
。

　
ま
た、

日

本
に

は
遅
く
と

も

大
正

時
代
の

末、

一

九
二

〇

年
代
に

は

移
入

さ

れ、

中
国
に

お

け
る

伝
説
の

原
型
た

る
「

定
婚
店
」

故
事
が

太
宰
治
の

小
説
に

節

録
さ

れ
る

に

至
っ

た
。

そ
の

後、

い

つ

の

こ

ろ

か

ら
は
明

確
で

な
い

が、

日

本
で

赤
い

糸
の

伝
説

古

田
島

洋
介
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明

星
大

学
研
究

紀
要

【
日

本
文
化

学
部
・
言
諮
文

化

学
科】
第
一
号
　｝
九
九
三

年

は

赤
い

糸
の

結
ば

れ
る

部
位
を
手
の

小
指
（
左
右
の

い

ず
れ
か

は

定
か

で

な

い
）

と

す
る

説
が

発
生

し、

今
日

に

至
っ

て

い

る
。

お

そ

ら
く、

足

を
結
ぶ

の

で

は

慕

い

合
う
男
女
の

結
び

つ

き
の

象

徴
と

し

て

い

さ

さ

か

品

位
に

欠
け

る
と

す
る

感

性、

ま

た、

手
の

小
指
を
突
き
立

て

て

恋
人
あ
る
い

は

情
婦
の

意
を
表
す
慣
習
の

存
在
な

ど
が、

そ
の

日

本
に

お

け
る

変
容
に

与
っ

て

力
を
発
揮
し
た

も
の

と

推
測

　

　

　
バ
リね

さ

れ
よ

う
。

　

な
お、

赤
い

糸
の

原
型

「

定
婚
店
」

故
事
が

生

ま
れ
た
唐
代
に

は、
．

赤
い

色
を

媒
介
と

し

て

男
女
が

結
び

つ

く
例
が

他
の

話

に

も
見

ら

れ
る
こ

と

を
付

け

加
え
て

お

き
た

い
。

　
一

つ

め

は、

い

わ

ゆ

る
唐

代
伝
奇
の
｝

た

る

元

稘
『

鶯
鶯
伝
』

で

あ
る。

つ

と

に

知
ら

れ

て
い

る
ご

と

く、

こ

の

物
語
に

は、

紅
娘
と

い

う
小

間
使
い

が

登
場
し

て、

張
生
と

鶯
鶯
の

逢
瀬
の

取

り
持
ち
役
を
つ

と

め

て

い

る。

人
名
と

は

い

え、

紅

娘
の

「

紅
」

が

赤
い

色
を
連
想
さ

せ

る
こ

と

は
言
を
俟
た
な

い
。

ち

な
み

に、

後
代、

『

鶯
鶯
伝
』

に

基
づ

く
戯
曲
（
例
え

ば
〔

金
〕

『

董

解
元
西

廂

記
』

諸
宮

調
・

〔

元
〕

王
実
甫

『

西
廂
記
』

雑
劇
な
ど
）

が

製
作
さ
れ
て

広
く
流
布
し
た

結

果、

紅
娘
は

媒
酌
入
の

女
性
の

代
名
詞

と
も
な
っ

た
。

　

二

つ

め

は、

「

紅
葉
良
媒
」

ま

た

は

「

御
溝
紅
葉
」

な
ど
の

成
語
で

知
ら

れ
る

故

事
で

あ
る。

范
捲

『

雲
渓
友
議
』

巻
下

「

題
紅
怨
」

の

後
半
（

『

太

平
広
記』

巻
一

九

八

所
収）

に

見
え

、

紅
葉
に

詩
を
書
き

付
け
て

禁

中
の

堀
に

流
し

た

宮
女

と、

そ
の

紅
葉
を
拾
っ

た

盧
渥
と
い

う
男
が

結
ば
れ

た

と
い

う
も
の

。

こ

の

話
は

宋
代
に

な
っ

て

孫
光
憲

『

北
夢
瑣
言
』

巻
九
（

『

太
平
広
記
』

巻
三

五

四
所
収）

や

劉
斧

『

青
瑣
高
議
』

「

流
紅
記
」

な

ど
に

形
を
変
え
て

再
録
さ
れ、

先
に

記

し

た

高
明
『

琵
琶
記
』

の

用
例
中
に

あ
る

「

紅
葉
伝

情
」

の

語
も
こ

の

故
事
を
踏
ま

え

る
。

　

按
ず
る

に
、

「

定
婚
店
」

故
事
は、

唐

代
に

盛
ん
に

な
っ

た、

赤
い

色
に

よ

っ

80

て

男
女
が

結
び

つ

く
こ

の

種
の

話
群
の
、一

角
を
占
め

る
も
の

な
の

で

は

な
い

だ

ろ

う
か

。

　
一

方、

色
彩
こ

そ
赤
と
指
定
さ
れ

て

は
い

な
い

も
の

の、

細
い

紐
（

「

細

縄
」）

に

よ
っ

て

結
婚
す
る

男
女
の

脚
を
結
ぷ

（
「

絆
男
女

脚
」∀

話

も
『

太
平
広
記
』

巻

三
二

八

「

閻
庚
」

に

見
え
る
。

　

今
後
は、

以
上

の

類
話

に

目

を
配
り
つ

つ
、

「

縁
」

の

観
念
と

の

関
連、

赤
い

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

おぜ

色
を
め

で

た

い

色
彩
と

し
て

重

ん

ず
る

婚
礼
習
俗
と

の

関
係
な
ど

を
も
考
察
の

対

象
に

含
め、

さ

ら

に

赤
い

糸
の

伝
説
に

つ

い

て

考
究
を
続
け

て
い

き

た

い
。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　（
言

語
文

化
学

科

　
講
師

　
日

中
比

較
文

学）

　【
注】

〔
1）
　
「

プ

チ
セ

ブ

ン

」
一
九
九
｝
年
四
月
一
五
日

号

　
四
一
頁

〔
2）
　
「

バ

ッ

カ

ス

」

　一
九
九
一
年
九

月
号、
八一
頁

（
3）
　
「
GORO

」

　一
九
九
一
年
十
月
二

四n
ロ

号、
八
一
頁

（
4）
　

「
プ

チ
セ

ブ
ン

」
　一
九

九
二

年一
月一
五

日

号．
　一
〇
五

頁

（
5）
　
「
ポ

ポ
ロ

」
一
九

九
二

年
九

月
号．
　一
一
一
頁

（
6）
　
津霤．需
む
つ

み

『
赤
い

糸
の

伝
説』
一
九
九

〇
年
七

月、
SG

コ

ミ

ッ

ク

ス、

集
英
社

（
7〕
　
キ
ュ
ー

テ
ィ

ー

鈴
木
＆

尾

崎
魔
弓

写
真
集、
サ
ン

出
版、
一
九

九

二

年
九

月

（
8）
　
月

刊
『
宝
石
」

一
九
九

二

年
十一
月
号．

九
六

頁

（
9〕
　
柳
田

国
男
「
青
年
と

学
問
』

六

几

頁．
．

岩

波
文

庫、
一
九

七
六

年
三
月

（
10〕
　
太

宰
治

『
晩
年』
五
三

−
五

四
頁、
新
潮

文
庫、
一
九

四
七

年
十
二

月

（
11｝
　
太

宰
治

「
津
軽』
一
西
頁．
新
潮

文
庫．
一
九
五
一
年

八
月

（
12V

　

「
毎
日
一
辞
』

第
三

輯
（
華
視
出

版
社．
　一
九

八
三

年．
台

北∀
　一
五
一
頁
に

よ
れ
ば、
後

代、
杭
州
の

西

　

　

湖
に

「
月

下
老

人
祠」
が

建
て

ら
れ．
そ
の

門
に

左
の

よ

う
な

対
聯
が

貼
ら
れ

た
と
い

う。

　

　

願
天

下
有

情
人

　
　
都

成
為

眷
属

　

　

是

前
生

註

定
事

　
　
莫

錯
過
姻

縁

　

　

「
前
生」
の

二

文

字
は、
明
ら

か

に

月

下

老
人
の

赤
い

糸
を

前
世

の

観
念
と

結
び

つ

け

る

も
の

で

あ
る。
但

　

し、
こ

れ

に

関
し
て

は
年

代

そ
の

他
が

未

詳
の

た

め、
以．
卜、

本
論

文
中
で

は

前
世
の

観

念
と

の

関

連
に

つ

い

　

て

言

及
を
避

け
て
お

く。

（
13〕
　

鄭

騫
「
曲
選』
（
中

国
文

化
大
学

出
版

部、
一
九

八
一
．

台

北
V

巻
五

「
南

曲
（
下
ご

二

四一
頁

（
14）
　
『
警
世
通

言』
（
上V
（
入
民

文
学
出

版
社．
一
九

八
七、
北

京〕

＝
二

頁

　
注
 
「
這
裏

用
（
纏
腰〉
二

字、

　

是
特

為
和

下
句
（
赤
縄

繋
足
〉

的
〈
繋
足〉
対

偶
的」
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（
15∀
　
趙
景

深
「
元

人
雑

劇
鈎
沈
』

（
上
海

古
典
文

学
出

版
社、
一
九
五

六．

上

海）
一
二
七

頁

「
叮

能
原

作
為

套

数

　
　
体
裁。
嗣
後
即

視
為

雑
劇
矣
」

（
16∀
　
江
蘇

省
社

会

科
学
院
明

清
小

説

研
究

中

心
文

学

研

究
所
i

中
国

通

俗
小

説

総

目

提
要』
（
中

国
文
聯

出

版

公

　
　
司．
一
九

九
〇

年、

北
京

ニ
ニ

九
六

頁

（
17∀
　
こ

れ
に

対
し、

中

国
で

赤

い

糸
を

結
ぶ

部

位
が

ほ

ぽ
　
貫
し

て

足
と

さ
れ

て

き
た

理

由
と

し

て．

 
「
定

婚

　
　
店」
故

事
が

流

布
し、

結
ぷ

部

位
と

し
て

足
が

強

く

意
識
さ

れ

た
こ

と、

 
逃
れ

た
い

運

命
を

表

す
の

に、

足

　
　
ど

う
し

を
結
ば

れ
た

イ
メ

ー

ジ

が

好
都

合
で

あ
っ
た
こ

と．

 
宋

代
以

降、

次
第

に

壥
足

が

普
及
し、
女

性
の

　
　
結
婚
の

粂
件
と

さ
れ
て

ゆ

く
に

つ

れ

て．

結
婚
と

足
と
の

連

想
が
強

ま

っ

た
こ

と、
な
ど

が
指

摘
で

き
よ

う。

　
　

な
お、
日

本
の

古

典
文

学
作

品
な

ど
に

お
い

て

赤
い

糸
が

登

場

す
る

例
は．

今
の

と

こ

ろ
未

見
で

あ
る。
も

　
　
し

用
例
が

あ
れ

ば
御

教
示
い

た
だ
き

た
い。

（
18）
　

『
中

国
象
徴

辞
典』
（
天

津

教
育
出

版
社、
　一
九
九
一
、

天
津）
の

「
紅

線」
の

項
の

記

載
に

よ
札

ば、
　一
部

　
　
の

漢
民

族
と
蒙

古
族
に．
結

婚

式
の

席
で

新

郎
新

婦
の

指
を

赤
い

糸
で

結
ふ

風

習
が

見
ら

れ、

結
ぶ

部

位
は、

　
　
男
が

右

手
の

中
指、
女
が

左

手
の

中

指
で

あ
る

と
い

う。
手
の

小

指
に

結
ば

れ

る
日

本

式
の

赤
い

糸
に

通

ず
る

　
　
も
の

が

あ

り、

甚
だ
興

味

深
い

習

俗
で

あ

る。

N 工工
一Eleotronio 　Library 　Servioe

＊

本

稿
中、

中
国
の

文
献
の

簡
体

宇
・
繁
体
字
に

つ

い

て

は．
適

宜
字

体
を
改
め

た。
寛
恕

を
請
う。

Meisei 　university

赤
い

糸
の

伝

説

古
田

島
洋
介


