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物

語

の

作

者

〆

笹

淵

友

一

は

し

が

ぎ

九
大
に
入
学
し
て
最
初
に
接

し
た
春
日
先
生
の
御
講
義
は
平
安
朝
文
学
史
と

狭

衣
物

語
の
演
習
だ

っ
た
と
覚

え
て
い
る
。
そ
の
後
も
先
生
は
源
氏

や
竹
取
な

ど
め

物
語
類
を
演
習
の
材
料

に
さ
れ
た
。
先
生
の
演
習
は

パ
ッ
タ
リ
な
ど

の
微

塵
も

な
い
、
地
味
な

、
国
語
学
的
な
解
釈
を
主
と
し
た
も
の
で
あ

っ
た
が

、
そ

の
間

に
自
然

に
文
学

の
お
も
し
ろ
さ
を
感
得
さ
せ

・ら
れ
た
。
わ
た
し
が
卒
業
論

交

の
対
象

に
物
語
を
え
ら

ん
だ

の
も
先
生
の
感
化
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か

っ

た
。
そ
う
い
う
因
縁
が
あ
る
の
で
先

生
の
追
悼

の
意
味
を
こ
め

て
物
語
に
関

す

る

唄
文
を
草

し
た
い
。

先
生
が
学
士
院

に
入
ら
れ
て
か
ら
御

上
京

の
機

会
が
多

か
っ
た

の
で
近
年

は

お
目

に
か
か

っ
た
り
、
随
行

し
た
り
す
る
機

会
も
比
較
的
多
く

、
幸
福

な
弟
子

だ

っ
た
と
思

っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
憶
い
出

を
述
べ
れ
ば

い
ろ
い
ろ
あ
る
が

、

他

の
機

会
に
譲
り
た

い
。
な
お
本
稿
は
本
誌
十
三
号

の
拙

稿

「
物
語
と
小
説

に

つ
い
て
の
覚

え
書
」

に
繋
が
る
も

の
で
あ
る
。

物
語
の
作
者
が
近
代

の
私
小
説
家

の
よ
う
に
自
分
自
身
を
主
人
公

に
す
る

ζ

と
は
な
か
っ
た

に
し
て
も

、
自
分

の
体
験
を
物
語

の
構
想
の
中
に
書
き
込
も
う

と
い
う
意
識
を
も

っ
て
い
た
か
ど
う
か

、
こ
れ
は
物
語
に

つ
い
て
の
わ
た
し
の

疑
問

の

一
っ
で
あ
る
。

'

宇
津
保
物
語
に
は
学

生
や
学
生
上
り

の
宮
廷
人

に
関

す
る
構
想
が
ま
じ

っ
て

い
る
。
そ
れ
が
宇
津
保

の
特

色
の

一
つ
で
あ
り

、
ま
た
作
者
を
文

章
生
出
身

の

源
順

に
擬
す
る
根
拠

の

一
つ
に
な

っ
て
い
る

こ
と
は
周
知

の
こ
と
で
あ
る
が

、

こ
の
場
合

順
が
作
者
で
あ
る
に
し
て
も
自
分

の
体

験
を
書
き
込
も
う
と
い
う
意

識
を
も

っ
て
い
た
と
は
必
ず

し
も
決
め
ら
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん

こ
れ
は
作
者

の

体

験
が
無
意
識

の
う
ち
に
そ
の
想
像
と
し
.て
生
か
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
否
定

す
る
わ
け
で
は
な
い
宇
津
保

の
作
者
が
学
問

に
関
係

の
あ
る
者
を
多
数
登
場
さ

せ
て
い
る
の
は
や
は
り
彼

の
経
歴
を
反
映

す
る
も

の
で
あ

っ
た
か
も
知
れ
な
い

と

こ
ろ
で
こ
の
疑
問

に
対

す
る
答
え
を
作
品

そ
の
も
の
に
期
待

す
る

こ
と
は

恐
ら
く
不
可
能
で
あ
る
。
勢

い
当
代
の
物
語
観
の
検
討

に
よ

っ
て
何
ら
か
の
理

解
を
引

き
出
す
必
要

が
あ
る
。



蜻

蛉
日
記

の
作
者
が
西
宮
左
大
臣
源
高

明
の
失
脚
と
左
遷

に
つ
い
て
述
べ
た

条
は
極
め
て
印
象
的
で
あ
る
が

、
そ
の
後

の

「
身

の
上
を
の
み
す
る
日
記

に
は

・
い
る
ま
じ
き
こ
と

な
れ
ど
も

、
か
な
し
と
お
も

ひ
い
り
し
も
た
れ
な
ら
ね
ば

、

し

る
し
を
く

な
り
」
と
い
う

一
句
は

、
彼
女

の
目
記
が
自
分

に
直
接
関
係

の
な

い
他
人
の
身
の
上
を
書
く
も
の
で
な
か
っ
た

こ
と
を

明

ら

か

に

す
る
、L
同
時

に
　

そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
あ

え
て
書
い
た
の
は
単
な
る
事
実

の
報
道

の
た

め
で
は
な
く

、

「
か
な
し
と
お
も

ひ
い
」

っ
た
自
分
自
身

の
情
緒

に
対
す
る
執

着

の
た
め
で
あ

っ
た
。
　

物
語

が
自
分

の
こ
と
を
書
く
も

の
で
な

か
っ
た
こ

と
を
裏
か
ら
示
唆
し
た
も

の
か
と
解
さ
れ
る
。
し
か
し

こ
の
理
解

を
も

っ
乏
積

極
的

に
示
し
て
い
る

の
は
日
記
冒
頭

の
文
で
あ
る
。

(
る
)

世

の
中

に
お
ほ
か
た

ふ
る
も
の
が

た
り

の
は
し
な
ど
を
見
れ
ば

、
世
に
お
ほ

か
る
そ
ら

ご
と
だ

に
あ
り

、
人

に
も
あ
ら

ぬ
身

の
上
ま
で

か
き
日
記
し
て
め

づ
ら
し
き
さ
ま

に
も
あ
り

な
ん
。

こ
こ
で
日
記
と
対
立
さ

せ
ら
れ
て
い
る
物
語
は

、
こ
の
世
な
ら

ぬ
神
仙
讃
や

異
類
擬
人
の
架
空
謂

な
ど

の
類
で
は
あ
る
ま

い
。

「
か
た
ち
と
て
も
人

に
も
似

ず

、
こ
ゝ
う
た
ま
し

ひ
も
あ
る
に
も
あ
ら
で
」

「
人
に
も
あ
ら

ぬ
身

の
上
」

を

書

い
た
日
記
と
対

照
さ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
推

し
て
、
そ
の
内
容

は
当
然

「
人

に
も
あ
ら

ぬ
身

の
上
」
の
人
間

と
対

照
的
な
貴
人

、
才
子

、
佳
人
な
ど
の

世

に
も
め
で
た
き
身

の
上

で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
思
う
。

日
記
は
そ
う
い
う

現
実
性

に
乏
し
い
よ

い
事
ず

く
め
の
空
想

、
空
言

と
対
照
的
な

「
人

に
も

あ
ら

ぬ
身

の
上
」
と
い
う
現
実

、
真

の
人
生
を
書

い
た
も

の
だ
と
作
者
は
主
張

し
て

い
る

の
で
あ
る
。
と

こ
ろ
で

こ
の

「
そ
ら
ご
と
」

「
ま

こ
と
」
は
作
者
自
身

の

体
験

の
裏
打

が
あ
る

か
な
い
か
と
い
う
問
題
を
も
含

ん
で
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ

う

い
う
意
味
で
蜻

蛉
日
記

の
い
う
物
語

の
そ
ら
ご
と
は
作
者

の
体
験
に
よ

っ
て

実
証
さ
れ
な
い
空
想
性

を
も
含

む
も

の
と
考

え
ら
れ
る
。

そ

の
人

の
う

へ
と

て
、
有
り

の
ま

ゝ
に
言
ひ
出
つ

る
こ
と

こ
そ
な
け
れ

、
よ

き
も
あ
し
き
も

、
世

に
あ
る
人
の
有
様

の
、
見
る
に
も
あ
か
ず

、
聞
く

に
も

あ
ま
る
こ
と
を

、
後

の
世

に
も

い
ひ
伝

へ
ま
ほ
し
き
ふ
し
　

を

、
心

に
こ

め
が
た
く

て
、
言

ひ
お
き
は
じ
め
た
る
な
り

。

と
い
う
源
氏

(螢
巻
)

の
物
語
論
は
蜻

蛉
日
記

の
物

語
そ
ら

ご
と
論
の
駁
論

と
も

な
り
う
る
も

の
で
あ
る
が

、
し

か
し
物
語
が
作
者
の
人
生
体
験
そ
の
も

の

を
書

い
た
も

の
で
な
い
と
い
う
点
で
は
む
し
ろ

一
致
し

て
い
る
。
物
語
は

「
世

に
ふ
る
人
の
有
様

の
、
見
る
に
も
あ
か
ず

、
聞
く

に
も
あ
ま
る
こ
と
を
」
言

い

お
き
始
め
た
も

の
で
あ
る
。
た
だ

「
見
る
に
も
あ

か
ず

、
聞
く

に
も
あ
ま
る
」

と

い
う
こ
と
は

「
世

に
ふ
る
人
の
有
様
」
が
作
者
の
心
に
強

い
感
動
を
ひ
き
起

し
た

こ
と
を
意
味
し

て
い
る

。
し

か
も
そ
の
有
様
は
作
者

の
見
聞
の
対
象

で
あ

る

か
ら

、
作
者
自
身
で
な
い
第
三
者

の
有
様
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
更

に
そ

の
人
の
う

へ
と

て
、
有
り

の
ま

ゝ
に
言

ひ
出

で
な
い
と
い
う

の
は
実
名
で
は
な

く
仮
名

を
用

い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
即
ち
仮

名
の
も
と

に
第
三
者
の
有
様

を
書
く
の
が
物
語
だ
と
源
氏

の
作
者
は
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

=

 

物

語
は
見

る
に
も
あ
か
ず
聞
く

に
も
あ
ま
る
こ
と
を
心
に
こ
め
が
た
く

て
語

ら
れ
た
も

の
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は

、
作
中
人
物
が
第
三
者
で
あ
る
に
し
て
も

そ
の
人
物

と
事
件
と
が
作
者

に
他
人
事
と
感
ぜ
ら
れ
な
い

、
い
わ
ゆ
る
主
体
的

な
情
緒
を
伴
う

こ
と
を
示
し

て
い
る
。
さ
き

に
述
べ
た
よ
う

に
蜻
蛉
日
記

が
源

高
明
の
悲
劇

を
身

の
上
の
こ
と
を
の
み
書
き
し
る
す
日
記

に
書
き
入
れ
た
の
も

そ
れ
が
他
人
事
と
い
え
な
い
程
作
者
の
心
を
打

っ
た
か
ら
で
あ

っ
た
。
そ
う
い

'



う
意
味
で
物
語
は
第
三
者
と
そ
の
事
件
を
書

い
た
も

の
で
あ
る

に
し
て
も
作
者

と
没
交
渉
と
は
い
え
な
い
。
た
だ
そ
う

い
う
意
味

の
交
渉

、
主
体
性

を
近
代
小

説

の
主
体
性
と
同

一
視
す
る

こ
と
は
可
能

で
あ
ろ
う

か
。

(
も
ち
ろ
ん
い
わ
ゆ

る
私
小
説
と
物
語
と
の
異
質
性
は
明
ら

か
で
あ
る
か
ら
こ
れ
は
問

題
外

の
こ
と

と
し

て
お
く

。
)

紫
式
部
は
左
衛
門
督
公
任
の

「
あ
な
か
し

こ
、
こ
の
わ
た
り

に
わ
か
む
ら
さ

き
や
さ
ぶ
ら
ふ
し
と
い
う
声
を
聞

い
て
、

「
源
氏

に
か
か
る

べ
き
人
見

え
給
は

ぬ
に
、
か
の
う

へ
は
ま
い
て
い
か
で
も

の
し
給
は
む
」
と
思

っ
た
と
述
べ
て
い

る
。

フ
ロ
ベ
ー
ル
は

「
ボ
ヴ
リ

ー
夫
人

は
私
自
身
だ
」
と

い
っ
た
が

、
式
部
は

「
紫

の
上
は
わ
た
し
だ
」
と
は
い
わ
な
か
っ
た
。
も

っ
と
も
公
任

の

「
わ
か
む

ら
さ
き
や

さ
ぶ
ら
ふ
」
と
い
う
言
葉

の
中

に
は
理
想
化
さ
れ
た
紫

の
上
と
い
う

人
物

の
空
想
性
を
椰
楡

し
た
気
味
が
あ

っ
て

、
そ
れ
に
反
授
す
る
気
持
も
式
部

に
あ

っ
た

か
と
思
わ
れ
る

。
し

か
し
い
ず

れ
に
せ
よ
式
部
が
源
氏

、
紫

の
上
共

に
作
者
の
内
面

の
肖
像
と
い
う
自
覚
を
も

た
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

こ
れ
は
物
語

に
は
近
代
文
学

の
場
合
の
よ
う
な
作

者
と
人
物

(
主
人
公
)
と

の

関

係
が
な
い
こ
と

、
即
ち
作
品

に
お
け
る
作
者

の
ア
リ

バ
イ
を
証
明
し
た
も

の

と
い

っ
て
よ
い
。

フ

ロ
ベ
ー

ル
の

「
ボ
ヴ
リ
ー
夫
人
は
私

自
身
だ
」
と
い
う
証
言

に
も
か
か
わ

ら
ず

、
こ
の
作
品
は

ル
ー
ア

ン
市
か
ら
十
八
粁

の
リ

ー
と
い
う
小
さ
な
町
に
起

っ
た
実
際

の
事
件

に
取
材

し
た
も

の
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
は

「
臨
床
学
的
と
も

い
え
る
微
細
厳
密
な
事
実

の
精
査
と
配
置

と
相
侯

っ
て
、
フ
ロ
ベ
ー
ル
の
客
観

的
手
法

を
確
立
し
た
最
初

の
小
説
で
あ
り

、
写
実
小
説
の
典
型

と
称
さ
れ
て
い

る
。
」
(研
究
社

「
肚
界
文

学
辞
典
」
)

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず

「
ボ
ヴ
リ
ー
夫

人

は
私
自
身
だ
し
と
作
者

フ
ロ
ベ
ー
ル
が
い

っ
た
の
は

、
こ
の
客
観
的
な
小
説

の
背
後

の
作
者
自
身

が
体
験
し
た
人
生
葛
藤
が
隠
さ
れ

て
い
る

か
ら
で
あ
り

、

そ
う
い
う
意
味

で
極

め
て
主
体
的
な
作
品
だ

か
ら
で
あ

っ
た
。
だ
が
こ
の
主
体

性

の
裏
側
は

「
作
品

の
中

に
自
分

の
魂
と
心
を

、
肉
と
血

を

、
そ

の
全
自
我

を

注
ぎ
入
れ
る

こ
と
を

自
ら

禁
じ

、
科
学
的

、

非
個
人
的
な
態
度

に
徹
し
よ
う

と
し
た

、
き
び
し
い
自
己
棄
却

の
態
度

な
の
で
あ
る
。
こ
の
自
己
棄

却
と
主
体

性
と
の
矛
盾
的
自
己
同

一
性

に
こ
そ
近
代
小
説

の
典
型
的
性
格
が
あ
る
と
考

え

ら
れ
る
。
こ
れ
は
近
代
小
説

の
創
作
主
体

と
し

て
の
自
我

が
き
び
し

い
実

証
的

精
神
の
鍛
錬

を
経

て
い
る
こ
と
を
示

す
。

こ
の
よ
う
な
近
代
小
説
家

の
自
我

に
対

し
て
物
語
作
者
の
自
我
は
ど
ん
な
性

格

を
も

っ
て
い
る
で
あ
ろ
う

か
。
物
語
は
客
観
的
で
あ
り

、
そ
の
主
人
公
は
決

し

て
作
者
の
自
画
像
で
は
な
い
。
だ
が

こ
の
客
観
性
は
決
し
て
実
証
的
精
神
の

啄

試
煉
を

へ
て
曜

い
取
ら
れ
た
も

の
で
は
な
く

て
、
叙
事
詩
以
来

の
伝
統
と
し

て

殆
ど
何
ら
の
葛
藤
を
も
経
験

す
る

こ
と
な
く
受

け
継
が
れ
た
も

の
で
あ
る
。
そ

れ
と
同
時

に
作
者
も
ま
た
自
己
棄
却
の
苦
痛

を
経
験
し

て
い
な
い
。
彼

に
は
そ

れ
程
主
張

す
べ
き
自
我
そ
の
も

の
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
物
語

の
作
者
が

自
己
を
作
者
と
し

て
で
は
な
く

て
語
り
手
と
し

て
発
想
し
た
こ
と
は

こ
の
自
我

の
性
格
と
関
連

す
る
。
物
語
の
作
者
は
心
理
的
に
自
己

の
倫
理
を
作
品

に
持
ち

込
む

こ
と
を
禁
じ
ら
れ
た

、
む
し
ろ
持
ち
込
む
必
要
が
な
か

っ
た
。
更

に
い
え

ぱ
作
中
人
物

の
倫

理
に
対
し

て
責
任
を
負
う
必
要
が
な
か

っ
た
。
物
語

に
対
す

る
作
者
や
読

者
の
意
識
が
専
ら
芸
術
的
観
点
に
傾

い
て
い
る
の
は
こ
の
た
め
で
.

あ
る
。

平
安
朝

の
日
記

随
筆

の
物
語
論
の
関

心
に

っ
い
て
み
て
も
そ
の
主
題
は
作
者



の
倫
理
と
は
無
関
係
で
あ
り

、
視
覚
性

を
重

ん
ず

る

人
物
描
写
と

物
語

の
プ

ロ
ッ
ト
の
問
題

に
主
と
し

て
限
ら
れ

て
い
る
。
た
と
え
ば
蜻
蛉

日
記
の
物
語
と

は

「
か
た
ち
と

て
も
人

に
も

に
ず

、
こ
ゝ
う
た
ま
し
ひ
も

あ
る

に
も
あ
ら
」

ぬ

人
の
身

の
上
を
書
い
た
日
記
と
は
対
立

す
る
文
芸
様
式
で
あ

っ
て
、

「
こ
ゝ
う

た
ま

し
ひ
」
と
共

に

「
か
た
ち
」
の
め
で
た
き
人
の
上
を
語

る
も

の
で
あ
り

、

更

に
こ
の
日
記

に
昔
物
語

の
よ
う
だ
と
書

か
れ
た
事
件
は
夫
兼
家
が
よ
そ

の
女

に
生
ま
せ
た
女

子
と
十
余
年
を

へ
て
筆
者

の
も
と
で
再
会
す
る
と

い
う
数
奇
な

遡
這
談

で
あ

っ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
構
想

の
お
も

し
ろ
み
が
物
語
の
重
要
な

、要
素
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

源
氏
物
語
は
物
語

の
中
で
も
特

に
豊
か
な
内
面
的
世
界

を
含

ん
で
お
り

、
し

た
が

っ
て
純
芸
術

的
観
点
だ
け
で
は
片
づ
け
ら
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が

、
し

か
し
紫
式

部
の
物
語
意
識
を
よ
り
多
く
占
め

て
い
た

の
は
や
は
り
芸
術
的
問

題

だ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
紫
式
部

日
記

に
…
…
…

殿
の
三
位
の
君

、
す
だ
れ
の

つ
ま
ひ
き
あ
げ
て
ゐ
給
ふ
。
年

の
ほ
ど
よ
り
は

い
と
お
と
な
し
く
、
心
に
く
き
さ
ま
し

て
、

「
人
は
な
ほ
心
ば

へ
こ
そ
か
た

き
も
の
な
れ
」
な
ど
、
世
の
物
語
し
め
じ
め
と
し

て
お
は
す
る
け
は
ひ
、
を

さ
な
し
と
人

の
あ
な
づ
り
き

こ
ゆ
る

こ
そ
あ
し
け
れ
と

、
は
つ
か
し
げ
に
見

ゆ
。
う
ち
と
け

ぬ
ほ
ど
に
て
、

「
お
ほ
か
る
野
べ
に
」
と
う
ち
ず

ん
じ

て
立

ち
給

ひ
に
し
さ
ま
こ
そ
、
物
語
に
ほ
め
た
る
を
と
こ
の
心
地
し
待
り

し
か
。

と
評

さ
れ
た
頼
通
の
人
間
像
は

、
そ
の
人
柄

、
内

面
の
ゆ

か
し
さ
に
も

ア
ク
セ

ン
ト
を
お

い
て
は
い
る
が

、
そ
の
内
面
性
も
結
局

視
覚
的

イ
メ
ー
ジ
を
形
成

す

る
要
素
と
し

て
そ
の
中

に
摂
取
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
日
記

に

「物

語

の
女

の
心

地
」
が
す
る
と
評

さ
れ
た
弁
の
宰
相

の
昼
寝
姿
は

「
萩

、
紫
苑

、
い
ろ
い
ろ
の

衣

に
、
濃
き
が
う
ち

め
心

こ
と
な
る
を
上

に
き

て
、
顔
は
ひ
き

い
れ
て
、
硯
の

筥

に
枕
し

て
ふ
し
給

へ
る
額

つ
き
、
い
と
ら
う
た
げ

に
な
ま
め
か
し
」
い
も

の

で
あ

っ
た
。
こ
の
物
語
性

は
専
ら
視
覚
性

に
存

し
て
い
る
。
以

上
の

一
、
こ
の

例
だ
け
で
紫
式
部

の
物
語
意
識

の
全
部
を
決
定

す
る
の
億
適
当
で
な
い
か
も
知

れ
な
い
が
、
源
氏
物
語
の
理
解

に
も
役
立

つ
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

紫

式
部

よ
り
も
更
に
感
覚

、
直
観

に
偏

っ
て
い
た
清
少
納
言

の
物
語
観
は
、

芸
術
的
観
点

に
偏

っ
て
い
た
。
枕
草
子
の
仲
忠
涼

の
優
劣
論
は
有
名

で
あ
る
が

こ
こ
で
問
題

に
な

っ
て
い
る

の
は
情
趣
美
と
構
想
の
お
も
し
ろ
さ
で
あ
る
。
構

想
の
お
も

し
ろ
さ
の
中

に
は
あ
ま
り

に
非
現
実
的
な
構

想
に
よ

っ
て
リ

ァ
リ
一フ

ィ
を
損

い
、
情
趣

の
調
和

を
破
壊
す
る

こ
と
を
好
ま
な
い
と
い
う
意
味

を
も
含

ん
で
い
る
。
こ
れ
は
専
ら
芸
術
的
な
興
味

で
み
る
。
更

に
斉
信

の

桜

の
直
衣

の
い
み
じ
く
は
な
ば
な
と
、
裏

の

つ
や
な
ど
、
え
も
い
は
ず
き

よ

ら
な
る

に
、
葡
萄

染
の
い
と
濃
き
指
貫

、
藤

の
折
枝

お
ど
ろ
お
ど
う
し
く
織

り

み
だ
り

て
、
く

れ
な
ゐ
の
色

、
打
ち
目
な
ど
、
か
が
や
く
ば
か
り
ぞ
見
ゆ

る
。
し
ろ
き

、
薄

色
な
ど

、
下
に
あ
ま

た
か
さ
な
り

、
せ
ば
き
縁

に
、
か
た

つ
か
た
は
下
な
が
ら
、
す
こ
し
簾

の
も
と
ち
か
う
よ
り

ゐ
給

へ
る
ぞ

、
ま

こ

と

に
絵

に
か
き
渦
物
語

の
め
で
た
き

こ
と
に

い
ひ
た
る
、
こ
れ
に
こ
そ
は
と

そ
見
え
た
る
。
・

'

・

と
い
う
物
語
的
人
間
像

は
紫
式
部

日
記
の
頼

通
像
よ
り
も
更

に
絵
画
的

、
純
絵

画
的
で
あ
る
。

註
2

枕
草
子
に
お
け
る

こ
ま
の
ゝ
物
語
や
落
窪
物
語

の
批
評
も
場
面
描
写

の
お
も

し
ろ
み
が
焦

点
に
な

つ
て
い
る
。
も

つ
と
も
伊
勢
物
語
の

ま
た
業
平

の
申
将

の
も
と
に
、
母
の
皇
女

の
、

「
い
よ
い
よ
見
ま
く
」
と
の

た
ま

へ
る
い
み
じ
う
あ
は
れ
に
を
か
し
。
ひ
き
開
け

て
見

た
り
け
ん
こ
そ
思

ひ
や
ら
る
れ
。

.



と

い
う
興
味
は
純

感
覚
的
な
も
の
で
は
な
く
好
情
的
要
素
を
も
含
ん
で
い
る
が

し

か
し
そ
の
掃
情
性
も
視
覚
的
な
も

の
の
中

に
融
け
込
ん
で
い
る
。

更
級
日
記
の
筆
者

の

わ
れ
は

こ
の
ご
ろ
わ
ろ
き
ぞ
か
し
、
盛
り

に
な
ら
ば
、
容
貌
も
か
ぎ
り

な
く

よ
く

、
髪
も
い
み
じ
く
長
く
な
り

な
む
。
光
る
の
源
氏

の
夕
顔
、
宇
治

の
大

将

の
浮
舟

の
女
君
の
や
う

に
そ
あ
ら
め
…

…
…

と
い
う

、
少
女

時
代

の
物
語

の
読

み
か
た
が
容
姿

に
主
眼
を
お
い
て
い
た
こ
と

は

い
う
ま
で
も

な
い
。

以
上
は

一
に
ぎ
り

の
例

に
過
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
平
安
時
代
の
物
語
が
常

に
主
と
し

て
芸
術

的
観
点

か
ら
問
題
に
さ
れ
た

こ
と
を
証
明
し

て
い
る
と

い

つ

て
よ
か
ろ
う
。

こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
物
語
が
倫
埋
性

、
思

想
性
を
含
ん
で
い
な

い

と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
た
だ
読
者
も

、
そ
し

て
作
者
も
特
別
な
倫

理
的
問
題

意

識
を
も

つ
て
物
語

に
対
し

て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
倫
理
性
、
思
想
性
を
含

み
な
が
ら
し
か
も

そ
う

い
う
問
題
意
識
を
よ
び
起
さ
な
い
の
は
な
ぜ

か
。
恐
ら

く
物
語

の
作
者
が
平
安
貴
族
社
会
と
い
う

一
つ
の
精

神
共
同
体

の
内
部

に
生
活

し

、
こ
れ
に
対

し
て
格
別

の
問

題
意
識
を
も
た
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
も

つ
と
も
物
語
の
作
者
が
貴
族
社
会
の
中

に
あ

っ
て
何
の
懐
疑
も
不
安
も
も
た
な

か
っ
た
と
い
え
ば
う
そ
に
な
る
。
紫
式
部
は
土
御
門
殿

の

「
老
も
し
そ
き

ぬ
べ

き

心
地
す
る
」
め
で
た
さ
の
中

に
あ
っ
て
、
こ
れ
に
調
和
し
え
な
い
心

の
悩
み

を
感
じ

て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
貴
族
社

会
そ
の
も
の
を
疑

っ
て
か

か
る
よ
う
な
不
安

で
は
な
く
、
む
し
ろ
彼
女
は
不
安

を
打
消
し

て
周
囲
と
調
和

し
よ
う
と
欲

し

て
い
る
。
だ
か
ら
自
.分

の
悩
み
や
不

安
と

い
う
、
個
人
的
な
問

題
ん
ご

般

の
客
観
的

な
問
題
と
し
て
提
示
し
よ
う
と
す
る
意
識

は
も
た
な
か

っ

た

。
も

つ
と
も
物
語
作
者
の
中

に
は
源
順

の
よ
う
な
貴
族
社
会
の
ア
ゥ
ト
サ

イ

ダ

ー
も
な
い
で
は
な
い
。

(彼
が
宇
津
保

な
ど

の
作
者
で
あ
る
と
仮
定
し

て
)

「
物
言
は

ぬ
花
鳥

に
物
を
言

は
せ
、
心
な
き
草

木
を

、
心
あ
り

が
ほ
に
言
ひ
な

し

て
だ

に
、
常

な
ら

ぬ
世
を
な
ぐ
さ
め
む
と
思

ふ
心
し
も
あ
れ
」

(
源
順
百
首

の
序
)
と
い
う
彼

の
冨
葉

は
不
遇
の
憂
悶
を
物
語

の
創
作
に
よ

っ
て
な
ぐ
さ
め

た
も
の
と
解
し

て
よ
か
ろ
う
。
た
だ

ア
ゥ
ト
サ

イ
ダ

ー
で
は
あ

っ
た
が

、
彼
は

貴
族
祉
会
に
対

し
て
独
自
の
批
判
を
も

っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
イ

ン
サ

イ
ダ

ー
た
る
こ
と
を
彼
は
願

っ
た
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
願
い
が
叶

え
ら
れ
な
い
故

の
憂
悶
で
あ

っ
た
。
だ
か
ら
精
神
的

に
は
彼
も
ま
た
共
同
体
の

イ
ン
サ

イ
ダ

ー
で
あ

っ
た
。
そ
う

い
う
彼

が
独
自

の
、
個
人
的
な
倫

理
を
物
語

に
提
示

し
よ
う
と
し
な
か
っ
た

こ
と
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
ろ
う

。

遠
藤
周
作
氏
は

フ
ラ

ン
ス
の
シ
ャ
ル
ト

ル
の
大
教
会
の
色
硝

子
、
焼
絵

硝
子

に
印

さ
れ

て
い
る
各
種

の
職
業
組
合
の
名
前
　

い
う
ま
で
も

な
く

こ
れ
ら
の

組
合
が
建
築
に
奉
仕

し
た
し
る
し
で
あ
る

。
　

に
つ
い

て
、

精
神
共
同
体
を
組
織
し

て
い
る
各
組
合
は
職
業

こ
そ
異

な
れ
、
そ
の
信
仰

、

そ
の
精
神
形
態
と
で
は

一
致
し

て
い
た
。
彼
等
が
そ
れ
に
芸
術
的
表
現
を
与

え
よ
う
と
す
る
時
、
同
じ
信
仰
を
も

っ
た
工
匠
が
そ
の
為
に
働

い
た
。
し
た

が

っ
て
工
匠
た
ち
は
自
分

の
作
品

に
個
人
意
識
を
力
調
す
る
必
要
も

み
と
め

な
か
っ
た
の
だ
。
真
の
製
作
者
は
彼
自
身
の
背
後

に
あ
る
精

神
共
同
体
だ
か

ら
で
あ

る
。
彼
等
が
作
品

に
署
名
し
な
か
っ
た
秘
密

は
そ
こ
に
あ
る
。
こ
の

秘
密
は
文
学
を
ふ
く
め
て
キ
リ
ス
ト
教
芸
術

の
完
全
な
あ
り
方
を
は

っ
き
り

し
め
し

て
い
る
。
中

世
の

ス
コ
ラ
哲
学
者
は
芸
術

に
つ
い
て
積
極
約
な
発
言

を
し
な
か
っ
た
が
そ
れ
で
も
彼
等

の
老

え
は

一.致
し
て
い
る
。
そ
れ
は

;

ロ

フ

エ
イ

ル

ア
ジ

イ

ル

で
い
え
ば
行

為
の
二

っ
の
形
態

「
創
る
」
と

い
う
こ
と
と

「
為
す
」
と
い
う

こ
と
と
を
混
同
し
な
か

っ
た
点
だ

。

「
為
す
」
と
い
う
行
為
は

モ
ラ

ル
の
み



に
む
す
ば
れ
、

一
方

「
創
る
」
と

い
う
行

為
は
美
と
芸
術
と
だ

け
に
従
う
。

こ
め

二

つ
は

ハ
ッ
キ
リ
区
別

さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。

(
「
キ

リ

ス

ト

教
作
家
と
し

て
の

立
場
か
ら
」
現

代

キ

リ

ス

ト

教
講
座

第
六
巻
)

と
述
べ

て
い
る
。
氏

に
よ
れ
ば
こ
の

「
為
す
」
ど

「
創
る
」
と
が
混
濡
し
た

の

は

近
代

に
な
っ
て
か
ら
で
、

「
ル
ネ
ッ
サ

ン
ス
以
後

の
個
人
主
張

と
交
学
的
に

は
浪
漫
主
義

の
個
性
意
識
と
の
結
果

で
あ
る
。
」
こ
の
認
識
は
物
語
と
そ

の
作

者

の
関

係
に

つ
い
て
も

一
つ
の
示
唆
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。
も

つ
と
も
遠
藤
氏

の
い
う
中

世
芸

術
は

キ
リ

ス
ト
教
芸
術
で
あ
り
、
物
語
は
世
俗
的
文
学
で
あ
る

か
ら

、
そ
の
立
場

を
完
全

に
同

一
視
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
共
通
す
る
点

も
少

な
く
な
い
と
思
う
。
物
語

が
貴
族
社
会
の
文

学
と
し

て
共
通
の
構
威
と
価

値
と

の
認
識
の
上
に
立

っ
て
い
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り

、
そ
の
作
者
が
多
く

不
明
で
あ
る

こ
と
も
偶
然
で
は
あ
る
ま

い
。
作
品

が
不
朋

な
の
は
い
う
ま
で
も

な
く
作
者
が
署
名
を
し
な
か

っ
た
か
ら
で
も
あ
る
が
、
署
名
を
し
な
か
っ
た
の

は
自
ら
作
者
た
る
こ
と
を
主
張

し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
り

、
ま
た
作
品
を
通
じ

て
自
己
の
倫
理
を
主
張
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。

紫
式
部
は
物
語
作
者
と
し

て
の
自
分
が
人

々
か
ら
特
別
視
さ
れ
た

こ
と
を
述

べ
て
い
る
。
重
要

な
の
は

こ
の
特
別
視

の
理
由
で
あ
る
が

、
簡
,単
に
い
え
ば
そ

れ
は
彼
女
の
方

の
た
め
で
あ

っ
て
倫

理
の
た
め
で
は
な
か

っ
た
。
即
ち

「
い
と

艶

に
は
つ

か
し
く
、
人

に
見
え

に
く
げ
に
、
そ
ば
そ
ば
し
き
さ
ま
し
て
、
物
語

好

み
、
よ
し
め
き
、
歌
が
ち
に
、
人

を
人
と
も
思

は
ず

、
ね
た
げ

に
、
見

お
と

さ
む
も

の
と
」
い
う
世
人

の
想
像
は
、
文
学
的
才
能

を
侍
ん
で
高
慢

な
人
づ
き

の
悪

い
女
だ
ろ
う
と

い
う
の
で
あ
る
。

一
条

院
の

「
こ
の
人
は
日
本
紀
を

こ
そ

読

み
給
ふ
べ
け
れ
」
と

い
う
言
葉
も

そ
の
学
才
を
認

め
て
の
こ
と
で
あ
り

、
道

長

の

「
す
き
も
の
」
と

い
う
批
評
は
文
才

に
対
す
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ

は
田
山
花
袋
の

「
蒲
団
」
が
芸

術
と
し
て
で
は
な
く

、
専
ら
そ
の
倫

理
に
よ
っ

て
世
間
を
驚
か
し
た
の
と
好
対

照
で
あ
る
。

物
語

は
源
氏

の
よ
う
な
芸
術
的
に
す
ぐ
れ
た
作
品

で
も
通
俗
的
と
い
う
印
象

を
与
え
る
。
そ
の
原
因
は
恐
ら
く
そ
の
倫

理
が
常
識
的
だ
か
ら
で
あ
ろ
う

。
物

語

は
時
代

の
常
識

の
わ
く
の
中
で

、
そ
れ
を
肯
定
し
て
書

か
れ

て
い
る
。
だ

か

ら
倫
理
の
点

で
、
即
ち
人
間

の
生
き
方

の
上
で

、
個
性

的
な
も
の
、
何

か
異
常

な
も
の
、
予
想
を
超
え
た
も

の
に
出
あ
う
と

い
う
期
待

を
も

つ
こ
と
は
で
き

な

い
。

(堤
中
納
言
物
語

の
轟
め
つ
る
姫

君
な
ど
は
貴
族
社
会

の
常
識

を
破

っ
た

新

し
い
価
値
観
を
も

ち
出
し
た
よ
う
に
見

え
な
い
で
も

な
い
が

、
こ
れ
は
古
典

的
な
も

の
の
裏
返
し
と
し

て
の
戯
画

で
あ

っ
て
、
作
者

の
真
面
目

な
主
張
だ
と

は
思
え
な
い
。
藤

原
の
君

の
三
人

の
変
物
と
同
様
の
扱

い
で
あ
る
。
)

こ
れ
は

明
治

の
文
学
で
も
、
自
然
主
義
以
前

の
風
俗
小
説
に
見
ら
れ
る
傾
向

で
あ
る
。

だ
が
近
代
小
説
は
こ
の
常
識
に
抵
抗
し

て
、
作
家

の
主
体

に
即
し
た
新
し

い
倫

理
を
提
出
す
る
。
さ
き
の

「
蒲
団
」
に
し
て
も
そ
の
、芸

術

的

価
値

は
と
も

か

く
、
作
者
が
旧

い
常
識
と
自
己
の
倫
理
と

の
対
決
を
企

て
て
い
る
こ
と
は
確
か

で
あ
り

、
そ

こ
に
こ
の
作

の
近
代

的
意
義
は
あ
る
。
だ
が
物
語
に
は
こ
の
よ
う

な
意
欲
は
認
め
ら
れ
な

い
。
伊
勢
物
語
な
ど
は
多
少
時
代

の
常
識

に
対
し

て
新

マ

し
い
倫
理
を
提
示

し
よ
う
ど
す
る
意
欲

を
見
せ

て
い
る
が

、
そ
れ
も
必
ず
レ
も

個
人
的

な
も

の
と
は
言

い
が
た
い
。
そ
し

て
時
代
を
下
る
に

つ
れ

て
ま
す
ま
す

こ
の
傾
向
は
乏
し
く
な
る
。
源
氏
の
す
ぐ
れ
た
描
写
も
常
識

の
世
界

に
お
け
る

描
写

の
精
緻

に
外
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
幸
田
露
伴

の

「
五

重
塔
」

の

描
写

の
う
ま
さ
と
共
通

の
も

の
で
あ
り

、
近
代

小
説

の
個
性
的
描
写

と
区
別
す

べ
き
も

の
と
思
う
。



む

す

び

物
語

は
い
う
ま
で
も

な
く
叙
事
詩
的
な
英
雄
説
話

の
流

れ
を
汲
む
も
の
で
あ

る
が
、
こ
の
叙
事
詩

的
性
格
を
あ
ま
り
強
調
す
る

こ
と
は
行

き
過
ぎ
で
あ
つ
て

作
者

の
主
体
性
を
も

認
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う

。
た
だ
そ
の
主
体
性
と

い
う

の
は
、
主
と
し
て
客
観
的
素
材

に
対
す
る
親
和
感

、
感
情
移
入

と
い
う
掃

情
的

、
非
倫
理
的
要
素

に
あ

っ
て
、
物
語
の

モ
テ

ィ
フ
と
し

て
作
者

の
自
我
意

識
ま
で
も
認
め
る
こ
と
も
ま
た
行

き
過
ぎ

の
感
を
免

れ
な
い
よ
う
に
思
う
。
物

語

の
作
者
も
個
人
的

な
苫
悩
や
不
満

な
ど

の
問
題
を
も

っ
て
い
た
。
た
だ
そ
う

い
う
問
題
を
作
品

の
モ
テ

ィ
フ
と
し
よ
う
と
し
た
か
否

か
が
物
語
認
識

の

一
つ

の
分
岐
点
に
な
る
が

、
こ
の
点
に
お

い
て
物
語

と
近
代
小
説
と
の
間

の
距
離
を

見
失
わ
な
い
こ
と
が
物
語
の
歴
史
性
を
確
保

す
る
た
め
に
は
必
要
で
あ
ろ
う
。

註
(
1
)

御
前

に
人

々
い
と
お
ほ
く
、
上
人
な
ど
さ
ぶ
ら

ひ
て
、
物
語

の
よ
き

あ
し
き
、
に
く
き
所

な
ど
を
ぞ
定
め
、
い
ひ
そ
し

る
。
涼

・
仲
忠
な
ど
が
こ

と
御
前

に
も

、
お
と
り

ま
さ
り
た
る
ほ
ど
な
ど
仰
せ
ら
れ
け
る
。

「
ま
つ
、

こ
れ
は

い
か
に
。
と
く
こ
と
わ
れ
。
仲
忠
が
童
生

ひ
の
あ
や
し
さ
を

、
せ
ち

に
仰
せ
ら

る
ゝ
そ
し
な
ど

い

へ
ば
、

「
な
に
か
は
。
琴

な
ど
も

、
天
人

の
下

る
ば
か
り
弾
き
出
で
、
い

と

わ

る

き
人

な
り
。
帝
の
御
む
す
め
や
は
得

た

る
」
と

い

へ
ば
、
…
…

…

ω
(
2
)

こ
ま
野
の
物
語

は
、
な
に
ば
か
り

の
を
か
し
き

こ
と
も

な
く
、
こ
と

ば
も

ふ
る
め
き
、
見
ど

こ
ろ
多
か
ら
ぬ
も

、
月

に
昔
を
思

ひ
出
で

て
、
む
し

ば

み
た
る
編
蛎

と
り
出

で
て
、

「
も
と

み
し

こ
ま
に
」
と

い
ひ

て
た
つ
ね
た

る
が

あ
は
れ
な
る
な
り
。

引

交
野
の
少
将
も
ど

き
た
る
落

窪
の
少
将
な
ど
は
を
か
し
。
昨
夜
、

一
昨

日
の

夜
も
あ
り
し
か
ば

こ
そ

、
そ
れ
も
を
か
し
け
れ
。
足
洗
ひ
た
る
ぞ

に
く
き
。

き
た
な
か
り

け
ん
。

(
3
)

昔
の
若
人
は
さ
る
す

け
る
物
思
ひ
を
な
む
し
け
る
。
今

の
翁
ま
さ

に

し
な
む
や
は
。

〈
学

会

彙

報

〉

総

会

昭
和
38
年

5
月
19
日

一
、
研
究

発
表

松
平
文

庫
本
千
載
佳
句
に

っ
い
て

道
行

に
お
け
る
近
松

の
手
法

名
所

の
句
と
芭
蕉

国
語
意
識
よ
り
舅

た
る
真
名
本
伊
勢
物
語

宝
暦
明
和

期
の
…蝶
夢

上
代

二
音
節
語

の
音
韻
対
応

ナ
ル
の
特
殊
用
法

ー

「
文
法

上
許
容

二
関

ス
ル
事
項
」

の
検

討
ー

二
、
総
会

三

、
人
形
浄
瑠
璃

「文
楽

座
」
鑑
賞

卒
業

生
会
員

23
名

の
出
席

が
あ
り
ま

し
た
。

年
始
例
会

昭
和
お
年
1
月
3
日

金
原

理

橘

英
哲

白
石
悌
三

佐
田
智
明

田
中
道
雄

森
山

隆

春
日
和
男

在
福
会
員

で
催

し
て
い
る
恒
例

の
親
睦
会
も
年

々
盛

況
と
な
り

、
今

年
は
先

生
方

に
加
え

て
35
名
の
参
加
が
あ
り
ま
し
た
。

九

大
善
本
展

筑
紫
万
葉
遺
跡
写
真
展

昭
和

38
年

5
月
11
～
13
日

在
学
生

の
企
画

開
催
に
よ
る
九
大
祭
参

加
の
展
観
で

し
た
が
、
先
輩

諸
氏
の
御
来
場
も
多
く
好
評

で
し
た
。


