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「
よ
も
の
も
の
が
た
り
」

考

「
か
げ
ろ
ふ
日
記
』

覚
書
｜

ム、--, 

西

祐

良日

兼
家
と
結
婚
し
て
か
ら
一
五
年
目
の
安
和
元
年
（
九
六
八
）
九
月
、
道
綱
母
は
年
来
の
宿
願
で
あ
っ
た
初
瀬
詣
で
に
出
発
す
る
。
し
か

し
夫
兼
家
は
、
翌
十
月
に
冷
泉
天
皇
即
位
の
大
嘗
会
の
御
棋
を
控
え
、
し
か
も
そ
の
御
襖
で
は
「
女
御
代
」
と
い
う
大
役
を
時
姫
腹
の
娘

超
子
が
務
め
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
道
綱
母
に
同
道
で
き
な
い
。

か
く
て
、
年
ご
ろ
願
あ
る
を
、

い
か
で
初
瀬
に
と
思
ひ
立
つ
を
、
立
た
む
月
に
と
思
ふ
を
、
さ
す
が
に
心
に
し
ま
か
せ
ね
ば
、
か
ら

う
じ
て
九
月
に
思
ひ
立
つ
。
「
立
た
む
月
に
は
大
嘗
会
の
御
族
、
こ
れ
よ
り
女
御
代
出
で
立
た
る
べ
し
。
こ
れ
過
ぐ
し
て
も
ろ
と
も

に
や
は
」
と
あ
れ
ど
、
わ
が
方
の
こ
と
に
し
あ
ら
ね
ば
、
し
の
び
て
思
ひ
立
ち
て
、
日
悪
し
け
れ
ば
、
門
出
ば
か
り
法
性
寺
の
辺
に

し
て
、
あ
か
つ
き
よ
り
出
で
立
ち
て
、
午
時
ば
か
り
に
宇
治
の
院
に
い
た
り
着
く
。

大
嘗
会
が
済
ん
で
か
ら
一
緒
に
初
瀬
詣
で
を
、
と
提
案
す
る
兼
家
に
対
し
て
、
道
綱
母
は
超
子
の
女
御
代
は
自
分
に
関
わ
り
の
な
い
こ
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と
だ
と

一
蹴
し
て
、
自
分
の

一
存
で
初
瀬
へ
出
か
け
た
の
で
あ
っ
た
。
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超
子
の
一
件
を
「
わ
が
方
の
こ
と
に
し
あ
ら
ね
ば
」
と

一
蹴
す
る
道
綱
母
の
応
対
は
、

一
見
か
な
り
利
己
的
に
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、

時
姫
腹
の
超
子
の
任
女
御
代
が
ど
う
い
う
意
味
を
も

っ
て
い
た
か
を
見
れ
ば
、
道
綱
母
の
態
度
を

一
概
に
利
己
的
と
の
み
断
じ
る
わ
け
に

も
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

も
し
、
「
女
御
代
」
と
い
う
も
の
が
、

ま
た
、
女
御
代
と
い
う
も
の
も
あ

っ
た
。
『
鯖
蛤
日
記
」
に
「
た
た
ん
月
に
は
、
大
嘗
会
の
御
け
い
、
こ
れ
よ
り
女
御
代
出
だ
さ
る

ベ
し
。」
と
あ
る
。
こ
れ
は
大
嘗
会
の
御
膜
（
大
嘗
会
を
行
わ
せ
ら
れ
る
前
に
、
天
皇
御
械
棋
を
な
さ
る
こ
と
）

和
田
英
松の
T 儀
亘を
刊行
雲ゎ
己？せ
）土ら

れ
る
と
き
、
臨
時
に
女
御
を
選
定
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

と
い
う
だ
け
の
役
職
で
あ
っ
た
の
な
ら
、
道
綱
母
の
応
対
を
あ
ん
ま
り
だ
と
答
め
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
「
女
御
代
」
は
、

女
御
代
タ
ル
人
ハ
、
御
殺
ノ
後
ニ
真
ノ
女
御
タ
ル
者
モ
多
カ
レ
ド
、
女
御
タ
ラ
ザ
ル
者
モ
亦
少
カ
ラ
ズ
。
（
「
古
事
類
苑
」
帝
王
部
）

と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
実
際
の
「
女
御
」

へ
の
階
梯
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
時
姫
腹
の
超
子
ま
た
然
り
で
あ
っ
た
。

「
日
本
紀
略
」
に
は
、
安
和
元
年
十
月
二
十
六
日
の
大
嘗
会
御
襖
に
先
立
つ
十
四
日
に
、

今
日
、
中
将
兼
家
女
超
子
入
内



ま
た
大
嘗
会
の
後
、
十
二
月
七
日
に
、

以
従
四
位
下
藤
原
住
子
、
同
超
子
為
女
御

と
い
う
記
事
が
見
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
時
姫
腹
の
超
子
は
、
た
ん
に
臨
時
の

「女
御
代
」
を
務
め
た
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
を
機
に

冷
泉
帝
の
後
宮
に
入
内
、
任
女
御
と
い
う
栄
達
の
道
を
歩
み
始
め
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

と
す
れ
ば
、
時
姫
と
張
り
合
う
道
綱
母
に
と
っ
て
、
そ
れ
が
お
も
し
ろ
か
ろ
う
は
ず
は
な
い
。
兼
家
の
懇
ろ
な
申
し
入
れ
を

「
わ
が
方

の
こ
と
に
し
あ
ら
ね
ば
」
と
一
蹴
し
て
初
瀬
詣
で
に
出
発
し
た
背
景
が
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
道
綱
母
の
態
度
も
い
か

に
も
と
領
か
れ
る
。

本
稿
は
、
そ
の
初
瀬
へ
の
道
中
に
道
綱
母
が
自
に
し
た
、

一
つ
の
情
景
に
つ
い
て
の
私
見
で
あ
る
。

さ
て
、
兼
家
の
意
向
を
無
視
し
て
「
し
の
び
て
思
ひ
立
ち
て
」
、
「
し
の
び
や
か
に
と
思
ひ
て
、
人
あ
ま
た
も
な
う
て
出
で
立
ち
た
る
」

旅
で
は
あ
っ
た
が
、
網
代
を
し
か
け
、
小
舟
が
上
り
下
り
す
る
宇
治
川
の
景
物
を
は
じ
め
と
す
る
道
中
は
、
道
綱
母
の
心
に
大
き
な
慰
め

を
与
え
た
。
宇
治
を
経
て
、
初
日
の
宿
泊
は
、
泉
川
（
木
津
川
）
畔
の
橋
寺
で
あ
る
。

費
野
の
池
、
泉
川
な
ど
い
ひ
つ
つ
、
鳥
ど
も
ゐ
な
ど
し
た
る
も
、
心
に
し
み
で
あ
は
れ
に
を
か
し
う
お
ぽ
ゆ
。
（
中
略
）
そ
の
泉
川

も
わ
た
ら
で
、
橋
寺
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
と
ま
り
ぬ
。
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そ
し
て
翌
日
の
道
程
の
は
じ
め
に
、

あ
く
れ
ば
川
わ
た
り
て
行
く
に
、
柴
垣
し
わ
た
し
て
あ
る
家
ど
も
を
見
る
に
、
い
づ
れ
な
ら
ん
、
よ
も
の
も
の
が
た
り
の
家
な
ど
、

思
ひ
行
く
に
、

い
と
ぞ
あ
は
れ
な
る
。

と
、
「
よ
も
の
も
の
が
た
り
の
家
」
な
る
物
が
言
及
さ
れ
る
。
こ
の

「
よ
も
の
も
の
が
た
り
の
家
」
と
は
何
か
。

こ
の
「
よ
も
の
も
の
が
た
り
」
に
つ
い
て
は
、
は
や
く
「
晴
蛤
日
記
」
の
注
釈
に
先
鞭
を
つ
け
た
契
沖
に
よ
っ
て
、
「
よ
」

lま

「か
」

の
字
体
転
説
で
、

「
よ
も
の
も
の
が
た
り
」
は
「
か
も
の
も
の
が
た
り
」
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
示
さ
れ
た
。

原
本
ニ
よ
も
の
物
語
ト
ア
リ
。
契
沖
本
ニ
よ
ヲ
か
ト
ヨ
ン
デ
、

か
も
の
物
語
ト
セ
リ
。
サ
ダ
メ
テ
、

サ
イ
ヘ

ル
物
語
ア
ル

一
一
コ
ソ
。

（『
蛸
鈴
日
記
解
環』
）

も
っ
と
も
「
よ
も
の
も
の
が
た
り
」
と
い
う
本
文
は
、
契
沖
が
書
き
入
れ
に
用
い
た
板
本
と
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
桂
宮
本
に
の
み
見
え
る

語
形
で
、
他
の
諸
本
は
い
ず
れ
も
「
か
も
の
も
の
が
た
り
」
で
あ
る
。

し
か
し
一
方
で
は
、
「
よ
も
の
も
の
が
た
り
」
と
い
う
文
字
列
中
の
「
も
の
」

二
字
を
桁
字
と
見
な
し
て
削
除
し
、
し
か
も

「よ
も
の
」

の
「
よ
」
は
、
前
の
「
い
づ
れ
な
ら
ん
」
に
続
け
て
「
い
づ
れ
な
ら
ん
よ
、
も
の
が
た
り

（
の
家
）
」
と
読
む
「
晴
蛤
日
記
解
環
』

釈
（
ふ
込

ま
た
「
よ
も
」
を
「
四
方
」
と
解
し
、
「
四
方
の
物
語
」
で
、

の
解



何
処
と
な
く
あ
た
り
が
物
語
に
出
て
く
る
家
を
思
は
せ
る
と
、
空
想
を
馳
せ
っ
、
ゆ
く
と
。

（
喜
多
義
勇
「
崎
蛤
日
記
講
義
』
）

物
語
絵
な
ど
の
小
柴
垣
の
家
な
ど
を
連
想
し
て
、
ど
の
物
語
だ
っ
た
か
し
ら
と
あ
れ
こ
れ
と

一
般
的
に
世
の
中
の
四
方
の
物
語
に
出

て
く
る
家
を
思
い
出
し
て
行
く
と
。

（
川
口
久
雄
「
日
本
古
典
文
学
大
系
』
）

と
い
う
意
に
解
す
る
解
釈
（
ロ
）
も
出
さ
れ
た
が
、
桂
宮
本
、
板
本
以
外
の
諸
本
に
見
え
る
「
か
も
の
も
の
が
た
り
」
を
捨
て
て
「
よ
も
」

に
就
く
の
は
、

い
さ
さ
か
篤
賭
さ
れ
る
。

（
注
｜
（
イ
）
（
ロ
）
の
）
ど
ち
ら
に
し
て
も
構
文
上
無
理
が
あ
ろ
う
し
、
「
四
方
の
物
語
」
の
言
い
方
も
お
か
し
い
。
「
よ
も
の
も

の
が
た
り
」
を
取
る
と
し
て
も
、
特
定
の
物
語
名
と
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
散
供
物
語
を
仮
定
す
る
の
だ
か
ら
、
「
か
も
の
物
語
」

「
よ
も
の
物
語
」
い
ず
れ
で
も
差
支
え
な
い
は
ず
で
、
あ
る
い
は
底
本
（
注
l
桂
宮
本
）
の
形
を
尊
重
す
る
の
が
よ
い
の
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
「
よ
も
の
も
の
が
た
り
」
は
底
本
と
版
本
に
し
か
見
ら
れ
な
い
こ
と
、
吉
沢
・
士
口
川
・
石
川
諸
氏
の
い
わ
れ
る
ご
と

く
、
こ
の
近
在
に
「
賀
茂
」
の
地
名
が
あ
る
こ
と
、
以
上
の
二
点
か
ら
判
断
し
て
、
第

一
類
B
系
本
・
吉
田
本
に
従
っ
て
「
賀
茂
の

物
語
」
を
是
と
し
た
い
。
「
賀
茂
の
物
語
に
出
て
く
る
家
は
ど
こ
な
の
だ
ろ
う
」
の
意
。

（
上
村
悦
子
「
鯖
蛤
日
記
解
釈
丈
成
』
）

諸
本
の
本
文
を
勘
案
す
る
限
り
で
は
、
こ
の
上
村
説
が
穏
当
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

で
は
「
賀
茂
の
物
語
」
と
は
ど
の
よ
う
な
物
語
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
に
つ
き
具
体
的
な
考
察
を
は
じ
め
て
試
み
た
、
吉
川
理
士
口
「
か

げ
ろ
ふ
日
記
併
に
同
時
代
の
物
語
共
と
源
氏
物
語
と
の
関
色

3

｝は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
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か
も
の
物
語
は
散
侠
物
語
の
名
を
挙
げ
た
従
来
の
も
の
ど
も
に
も
未
だ
出
て
ゐ
な
い
様
で
あ
る
が
、

本
記
に
よ
る
に
山
城
園
相
楽
郡

6 

加
茂
、
恭
仁
宮
の
近
傍
に
、
女
主
人
公
が
棲
っ
て
ゐ
た
と
い
ふ
風
な
こ
と
が
あ
っ
た
も
の
ら
し
い
。
さ
れ
ば
か
の
か
ら
も
り
な
ど
、

同
様
に
大
分
古
い
も
の
、
様
に
お
も
は
れ
る
。

ま
た
、
吉
川
氏
の
説
を
承
け
て
石
川
徹
氏
も
「
古
代
小
説
史
稿
』
に
お
い
て
、
「
か
げ
ろ
ふ
日
記
の
こ
の
条
は
、
丁
度
、
相
楽
郡
を
道

綱
母
が
通
っ
て
ゐ
る
と
思
は
れ
る
」
こ
と
に
加
え
、
『
山
州
名
跡
志
」
の
「
法
華
寺
野
、
一
名
加
茂
野
」
と
い
う
記
載
な
ど
か
ら
、
「
加
茂

の
物
語
」
の
可
能
性
を
支
持
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
道
網
母
が
泉
川
を
渡
り
、
南
都
奈
良
へ
向
か
っ
て
一
路
南
下
す
る
牛
車
の
窓
か
ら
「
柴
垣
し
わ
た
し
た
る
家
ど
も
」
を
眺

め
て
、
「
い
づ
れ
な
ら
ん
、
か
も
の
物
語
の
家
」
と
思
っ
た
と
い
う
一
文
は
、
「
か
も
の
物
語
」
と
い
う
物
語
が、

説
明
す
る
ま
で
も
な
く

周
知
の
作
品
で
あ
っ
た
と
い
う
気
配
を
濃
厚
に
漂
わ
せ
て
い
る
。
物
語
を
読
む
ほ
ど
の
者
な
ら
、
誰
し
も
先
刻
御
承
知
と
い

っ
た
口
吻
が

こ
の

一
文
に
は
あ
る
。

し
か
る
に
、

吉
川
氏
指
摘
の
と
お
り、

「
か
も
の
物
語
」
と
い
う
物
語
名
は

「散
供
物
語
の
名
を
挙
げ
た
従
来
の
も
の
ど
も
に
も
未
だ

で
て
」
お
ら
ず
、
氏
の
論
文
か
ら
半
世
紀
以
上
を
経
た
今
日
に
お
い
て
も
事
情
は
変
わ
ら
な
い
。

平
安
時
代
の
物
語
で
作
品
そ
の
も
の
が
伝
わ
ら
ず
と
も
、
そ
の
名
だ
け
は
知
ら
れ
る
例
は
少
な
く
な
い
。
「枕
草
子
』
「
物
語
は
」

の
段

は
、
そ
の
代
表
で
あ
る
。



物
語
は
、
住
吉
、
う
つ
ほ
。
殿
移
り
。
園
譲
り
は
に
く
し
。
埋
も
れ
木
。
月
待
つ
女
。
梅
壷
の
大
将
。
道
心
す
す
む
る
。
松
が
枝
。

狛
野
の
物
語
は
、
古
編
幅
さ
が
し
出
で
で
も
て
行
き
し
が
、
を
か
し
き
な
り
。
物
羨
み
の
中
将
。
宰
相
に
子
、
つ
ま
せ
て
、
形
見
の
衣

な
ど
乞
ひ
た
る
ぞ
に
く
き
。
交
野
の
少
将
。

（
三
巻
本
）

「
住
吉
」
、
「
う
つ
ほ
」
は
と
も
か
く
、
以
下
、
今
日
の
我
々
に
は
馴
染
み
の
な
い
物
語
名
が
並
ぶ
が
、
「
埋
も
れ
木
」
、
「
道
心
す
す
む

る
」
は
、
鎌
倉
時
代
の
物
語
歌
集
『
風
葉
集
」
に
そ
の
名
と
歌
を
留
め
、
ま
た
「
狛
野
の
物
語
」
、
「
交
野
の
少
将
」
は
『
源
氏
物
語
」
に

も
そ
の
名
が
見
え
て
、
あ
る
時
期
ま
で
は
た
し
か
に
存
在
し
た
物
語
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
道
綱
母
が
「
い
づ
れ
な
ら
ん
、
か
も
の
物
語
の
家
」
と
い
う
言
葉
を
発
す
る
ほ
ど
の
「
か
も
の
物
語
」
も
、
せ
め
て
そ
の
名

称
く
ら
い
は
、
同
時
代
あ
る
い
は
後
世
の
文
献
に
書
き
留
め
ら
れ
て
い
て
も
よ
か
っ
た
は
ず
で
は
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
、
『
枕
草
子
』
が

書
き
留
め
た
以
外
の
物
語
も
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
か
つ
て

「
か
も
の
物
語
」
と
い
う
物
語
が
あ
っ
た
と
い
う

可
能
性
も
簡
単
に
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
条
件
を
考
慮
し
て
も
な
お
、
「
か
も
の
物
語
」
に
は
い
く
ば
く
か
の
疑
問

が
つ
き
ま
と
う
。

そ
の
第

一
は
、
「
か
も
」
と
い
う
地
名
に
関
し
て
で
あ
る
。
泉
川
を
渡
っ
て
南
下
す
る
道
綱
母
の
道
中
近
く
に
は
、

た
し
か
に
現
在
の

京
都
府
相
楽
郡
加
茂
町
に
含
ま
れ
る
「
加
茂
」
の
地
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
す
で
に
見
た
ご
と
く
、

そ
れ
が
「
か
も
の
物
証
巴
説
の
最
大

の
根
拠
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
最
大
の
（
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
唯
一
の
）
根
拠
は
、
同
時
に
「
か
も
の
物
証
巴
説
の
お
ぼ
つ
か
な
さ

の
源
で
も
あ
る
。

一
般
に
物
語
名
に
包
摂
さ
れ
る
地
名
は
、
「
住
吉
物
語
」
の
住
吉
、
「
交
野
の
少
将
物
語
」
の
交
野
、
「
狛
野
の
物
語
」

の
狛
野
の
例
を

持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
歌
枕
的
な
地
名
が
多
い
。
「
更
級
日
記
」
に
み
え
る
「
せ
り
か
は
」
の
芹
川
（
「
源
氏
物
語
」
蛸
鈴
巻
に
も
見
え

る
）
、
「
し
ら
ら
」
の
紀
伊
国
白
良
、
同
日
記
巻
末
に
記
さ
れ
る
「
み
つ
の
は
ま
ま
つ
」
の
浜
松
、
「
あ
さ
く
ら
」
の
朝
倉
（
こ
の
場
合
、
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地
名
が
物
語
の
内
容
と
ど
う
か
か
わ
る
か
は
不
明
で
あ
る
が
）
な
ど
も
同
様
で
、
む
し
ろ
そ
う
で
な
い
も
の
を
捜
し
出
す
方
が
む
つ
か
し

8 

し冶。
こ
の
よ
う
な
観
点
に
立
っ
と
き
、
「
か
も
の
物
語
」
は
他
と
は
か
な
り
異
質
だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
泉
川
に
接
す
る
「
か
も
」

は
、
「
和
名
類
緊
抄
」
に
「
相
楽
郡
賀
茂
郷
」
と
明
記
さ
れ
る
も
の
の
、
詩
歌
に
登
場
す
る
こ
と
き
わ
め
て
稀
な
地
で
あ
っ
た
。
地
名
に

関
す
る
古
記
録
、
古
文
献
と
な
ら
ん
で
詩
歌
を
も
ふ
ん
だ
ん
に
載
せ
る
地
誌
『
山
城
名
勝
志
」
（
正
徳
元
年
（

一
七

一一

）
刊
）
に
お
い

て
も
、
賀
茂
郷
に
つ
い
て
は
、
「
首
門
葉
集
」
巻
十

一
の、

鴨
川
の
後
瀬
静
け
く
後
も
逢
は
む
妹
に
は
我
は
今
な
ら
ず
と
も

（二
四
三

こ

一
首
を
挙
げ
る
に
と
ど
ま
る
。
賀
茂
郷
を
流
れ
る
泉
川
の
別
名
「
鴨
川
」
を
詠
む
の
は
「
蔦
葉
集
』
で
も
こ
の
一
首
の
み
、
他
に
相
楽
郡

の
賀
茂
を
詠
ん
だ
歌
も
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
も
こ
の
「
か
も
川
」
は
時
に
愛
宕
郡
、
す
な
わ
ち
今
の
京
都
市
内
を
流
れ
る
鴨
川
と
見
な

（控
4）

さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
（
『
高
葉
集
古
義
」
）
と
い
う
、
紛
ら
わ
し
い
例
で
あ
る
。

平
安
時
代
に
入
り
、
そ
し
て
中
世
に
至
っ
て
も
、
相
楽
郡
の
賀
茂
は
歌
に
詠
ま
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
、
平
安
時
代
人
に
耳

遠
い
「
か
も
」
の
地
名
を
題
名
に
冠
し
、
そ
こ
を
舞
台
と
す
る
物
語
が
、
は
た
し
て
多
く
の
読
者
を
も
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
「
い
づ

れ
な
ら
ん
、
か
も
の
物
語
の
家
」
と
い
う
道
綱
母
の
聞
い
を
受
け
と
め
る
に
は
、
「
か
も
」
と
い
う
地
名
は
あ
ま
り
に
も
弱
い
。

道
網
母
の
衆
人
熟
知
と
言
わ
ん
ば
か
り
の
口
吻
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
か
も
の
物
語
」
の
痕
跡
が
後
世
の
文
献
に
ま
っ
た
く
見
え
な

い
こ
と
。



「
か
も
」
と
い
う
地
が
、
他
の
物
語
名
に
冠
せ
ら
れ
た
地
名
と
は
違
っ
て
、
文
学
（
和
歌
）
と
は
非
常
に
疎
遠
な
空
間
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
。

こ
の
二
つ
に
焦
点
を
絞
る
と
、
「
か
も
の
物
語
」
と
い
う
物
語
の
存
在
は
か
な
り
危
う
い
も
の
に
見
え
て
く
る
。

ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
「
か
も
の
物
語
」
と
い
う
物
語
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
と
い
っ
て
も
道
綱
母
が
で
た
ら
め
を
言
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
『
蛸
蛤
日
記
」
諸
本
に
見
ら
れ
る
「
か
も
の
物
語
」
が
、
お
そ
ら
く
は
変
体
仮
名
の
類
似
か
ら
、

桂
宮
本
と
板
本
と
に
お
い
て
「
よ
も
の
物
語
」
に
転
じ
て
い
た
よ
う
に
、
じ
つ
は
「
か
も
の
物
語
」
と
い
う
物
語
名
そ
の
も
の
も
、
他
の

物
語
名
か
ら
の
誤
転
に
よ
る
も
の
だ
、
と
い
う
可
能
性
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
と
、
こ
の
よ
う
な
無
謀
な
思
い
つ
き
を
記
す
の

は
、
物
語
名
の
誤
伝
の
可
能
性
お
よ
び
舞
台
が
泉
川
近
辺
で
あ
る
と
い
う
二
条
件
を
満
た
す
周
知
の
物
語
が
、
か
つ
て
存
在
し
て
い
た
か

ら
で
あ
る
。

四

そ
れ
は
、
前
節
に
引
用
し
た
『
枕
草
子
』
「
物
語
は
」
の
段
に
も
挙
げ
ら
れ
て
い
た
「
狛
野
の
物
語
」
で
あ
る
。
こ
の
物
語
に
つ
い
て

は
、
同
じ
『
枕
草
子
」
「
成
信
の
中
将
は
」
の
段
に
も
、

こ
ま
の
の
物
語
は
、
何
ば
か
り
を
か
し
き
こ
と
も
な
く
、
言
葉
も
ふ
る
め
き
、
見
ど
こ
ろ
お
ほ
か
ら
ぬ
も
、
月
に
む
か
し
を
思
ひ
出

で
て
、
虫
ば
み
た
る
煽
蝿
取
り
出
で
て
「
も
と
見
し
こ
ま
に
」
と
い
ひ
て
、
尋
ね
た
る
が
あ
は
れ
な
る
な
り
。
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と
、
多
少
く
わ
し
い
言
及
が
見
ら
れ
、
か
な
り
流
布
し
て
い
た
ら
し
い
状
況
が
窺
わ
れ
る
。
さ
ら
に
「
源
氏
物
語
」
蛍
巻
の
、

10 

紫
の
上
も
、
姫
君
の
御
あ
つ
ら
へ
に
こ
と
つ
け
て
、
物
語
は
捨
て
が
た
く
お
ほ
し
た
り
。
こ
ま
の
の
物
語
の
絵
に
で
あ
る
を
、
「
い

と
よ
く
か
き
た
る
絵
か
な
」
と
て
御
覧
ず
。
ち
ひ
さ
き
女
君
の
何
心
も
な
く
て
昼
寝
し
た
ま
へ
る
所
を
、
む
か
し
の
あ
り
さ
ま
お
ぽ

し
出
で
て
、
女
君
は
見
た
ま
ふ
。

と
い
う

一
節
か
ら
は
、
当
時
、
絵
を
と
も
な

っ
た
「
狛
野
の
物
語
」
の
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
を
も
と
に
、

た
だ
ひ
た
ぶ
る
に
児
め
き
て
柔
か
に
あ
え
か
な
女
性
、
従
っ
て
男
の
静
か
な
深
い
愛
情
を
受
け
る
べ
き
女
で
は
あ
る
が
、
又
そ
れ
だ

け
に
若
い
色
好
み
に
は
時
と
し
て
他
の
強
い
刺
戟
の
蔭
に
忘
ら
れ
が
ち
な
女
性
、
男
は
そ
の
女
に
又
の
逢
ふ
瀬
を
契
っ
て
仮
初
の
別

れ
を
す
る
が
、
そ
の
後
は
他
の
通
ひ
所
に
足
繁
く
な
り
、
刺
戟
の
あ
る
は
な
や
か
な
恋
に
耽
っ
て
、
自
然
か
の
女
の
事
も
忘
れ
勝
ち

に
数
年
を
経
る
、
そ
れ
が
、
過
ぎ
ぬ
る
方
の
哀
も
人
の
恋
し
き
事
も
何
が
な
し
思
出
さ
れ
る
あ
る
月
明
の
夜
に
、
か
の
灰
か
な
り
し

恋
の
思
出
が
ふ
と
男
の
記
憶
の
中
に
匙
っ
て
き
て
、
女
を
訪
れ
た
の
が
契
機
と
な
っ
て
、
再
び
静
か
な
深
い
愛
情
が
男
の
心
に
湧
上

っ
て
く
る
と
い
っ
た
や
う
な
構
想
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
、
従
っ
て
こ
の
女
も
恐
ら
く
こ
の
物
語
の
女
主
人
公
で
あ
っ
た
ら

う

（尚
、
狛
野
の
物
語
な
る
題
名
も
、
こ
の
女
が
狛
野
に
佐
居
し
て
ゐ
た
所
か
ら
の
名
で
な
か
ら
う
か
）
。

と
い
う
、
『
こ
ま
の
の
物
語
巴
の
復
元
（
氏
は
そ
れ
を
「
空
想
」
と
卑
下
し
て
い
る
が
）
を
試
み
た
の
は
、
堀
部
正
二
氏
で
あ
っ
た
（
「
中

古
日
本
文
学
の
研
究
」
「
散
侠
古
物
語
雑
記
」
）
。

た
だ
し
、
『
源
氏
物
語
」
の
「
こ
ま
の
の
物
語
」
に
は
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
こ
ま
の
の
物
語
」
と
い
う
本
文
が
、

じ
つ
は
陽
明
文



庫
本
や
、
尾
州
家
本
以
下
の
河
内
本
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
今
日

一
般
に
通
行
す
る
青
表
紙
本
で
は
「
く
ま
の
の
物
語
」
と
な
っ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）
、
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
、
新
潮
日
本
古
典
集
成

な
ど
、
今
日
の
代
表
的
な
校
注
本
は
一
様
に
青
表
紙
本
を
底
本
と
し
て
採
用
し
、
そ
の
結
果
、
・
蛍
巻
の
当
該
箇
所
は
揃
っ
て
「
く
ま
の
の

物
語
」
と
い
う
本
文
を
示
す
。

加
え
て
蛍
巻
の
こ
の
部
分
を
め
ぐ
っ
て
は
、
次
の
よ
う
に
『
河
海
抄
』
が
、
「
か
も
」
で
も
な
く
「
く
ま
の
」
で
も
な
い

「
こ
の

物

語
）
」
と
い
う
形
を
掲
げ
る
と
い
う
不
可
解
な
面
も
あ
る
。

」
の
物
語
の
ゑ
に
で
あ
る
を

古
物
語

ふ
る
き
物
語
也
。
う
つ
ほ
の
物
語
な
ど
を
い
ふ
歎
。
清
少
納
言
枕
双
紙
に
も
此
調
あ
り
。
又
、
古
万
葉
集
な
ど
順
集
に

も
か
け
り
。
或
こ
ま
の
物
語
、
く
ま
の
、
物
語
な
ど
か
き
た
る
本
も
あ
る
歎
。
あ
や
ま
り
也
。
古
本
皆
知
此
。

け
れ
ど
も
、
『
河
海
抄
』
に
先
立
つ
「
異
本
紫
明
抄
」
に
「
こ
ま
の
‘
物
か
た
り
の
ゑ
に
て
有
を
、
い
と
よ
く
か
き
た
る
ゑ
か
な
と
て

御
ら
む
ず
る
」
以
下
の
本
文
お
よ
び
「
こ
ま
の
と
は
所
の
名
也
」
と
い
う
注
を
記
す
点
は
、
「
こ
ま
の
の
物
語
」
説
に
有
利
と
い
う
べ
き

か

一
方
、
「
河
海
抄
』
を
踏
ま
え
た

一
候
兼
良
「
花
鳥
余
情
」
で
は
、

」
ま
の
、
物
か
た
り

河
海
抄
に
は
此
物
か
た
り
の
ゑ
と
あ
り
。
古
物
語
と
い
ふ
心
な
り
。
親
行
本
に
は
こ
ま
の
冶
物
か
た
り
と
か
け
り
。
又
く
ま
の
、

物
語
と
か
き
た
る
本
も
あ
り
。
そ
れ
も
こ
ま
を
く
ま
と
五
音
通
す
る
に
よ
り
て
な
り
。
今
案
、
こ
ま
の
、
物
語
は
枕
草
子
に
も
物
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か
た
り
の
名
に
出
せ
り
。
勝
説
と
い
ふ
ベ
し
。

12 

と
、
「
親
行
本
」
す
な
わ
ち
河
内
本
の
本
文
に
拠
っ
て
「
こ
ま
の
」
を
採
り
、
異
本
の
「
く
ま
の
」
も
五
音
相
通
の
原
理
で
「
こ
ま
の
」

に
同
じ
と
見
な
す
。
「
花
鳥
余
情
」
に
い
う
「
く
ま
の
h

物
語
と
か
き
た
る
本
」
と
は
、
大
島
本
、

三
条
西
家
本
を
は
じ
め
と
す
る
嫡
流

の
青
表
紙
本
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
「
こ
ま
の
、
物
語
巴
説
の
優
勢
に
よ
っ
て
、
青
表
紙
本
の
「
く
ま
の
」
が
「
こ
ま
の
」
に

蚕
食
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
『
孟
津
抄
」
で
は
、
逆
転
し
て
「
こ
ま
の
、
物
語
」
の
方
が
青
表
紙
本
の
本
文
で
あ
る
と
い
う
転
倒
が
起

」る。
」
ま
の
、
物
か
た
り

青
表
紙
に
は
如
此
こ
ま
の
、
を
用
也
。
く
ま
の
、
物
語
と
云
説
あ
り
。
そ
れ
も
こ
ま
を
く
ま
と
は
五
音
通
に
や
。
い
つ
れ
に
く
ま

の
は
用
ひ
ず
。

そ
れ
を
承
け
る
か
の
よ
う
に
、
近
世
に
入
っ
て
続
々
と
出
版
さ
れ
た
「
源
氏
物
語
」
版
本
、
す
な
わ
ち
古
活
字
版
、
絵
入
り
源
氏
（
承

応
板
）
、
首
書
源
氏
物
語
、
湖
月
抄
な
ど
で
は
、
基
本
的
に
は
青
表
紙
本
の
系
統
に
位
置
付
け
ら
れ
る
本
文
を
有
し
な
が
ら
も
、
こ
の
箇

所
は
す
べ
て
「
こ
ま
の
、
物
語
」
と
な
る
に
至
っ
た
。

こ
の
現
象
は
、
「
源
氏
物
語
」
の
本
文
系
統
を
峻
別
す
る
本
文
批
判
の
立
場
か
ら
は
、

青
表
紙
本
の
本
文
へ
の
河
内
本
本
文
の
混
入
と

見
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
仮
名
の
？
と
と
「
く
」
と
の
紛
ら
わ
し
き
を
考
慮
す
れ
ば
、
結
果
的
に
は
本
来
の
本
文
の
復
元
に

な
っ
て
い
る
可
能
性
も
小
さ
く
な
い
。
そ
れ
は
、
青
表
紙
本
の
面
影
を
忠
実
に
留
め
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
大
島
本
を
底
本
と
す
る
今
日



は
必
ず
「
枕
草
子
』
の
「
物
語
は
」
の
段
を
掲
げ
て
、
「
く
ま
の
、
物
証
巴
が
「
こ
ま
の
、
物
一
語
巴
で
あ
る
可
能
性
の
示
唆
を
怠
ら
な
い

と
い
う
こ
と
か
ら
も
窺
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

五

と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
「
崎
蛤
日
記
』
の
「
よ
も
の
物
語
」
に
も
、
そ
れ
が
も
と
は

「
こ
ま
の
の
物
語
」
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い

と
い
う
可
能
性
、
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

あ
る
い
は
少
な
く
と
も
、

一
度
は
そ
の
可
能
性
に
つ
い
て
考
え
て

み
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

も
っ
と
も
、
「
よ
も
の
」
と
「
こ
ま
の
の
」
と
の
間
に
字
体
転
枕
を
想
定
す
る
こ
と
は
、

「く
ま
の
」
と

「
こ
ま
の
」
と
の
場
合
に
較
べ

て
困
難
の
度
合
い
が
少
々
高
い
。
し
か
し
流
麗
、
ま
た
閤
達
な
平
安
、
鎌
倉
時
代
の
古
筆
の
仮
名
字
体
に
思
い
を
致
せ
ば
、

決
し
て
あ
り

え
な
い
こ
と
で
は
な
い
。

そ
し
て
そ
の
こ
と
以
上
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
も
し
「
よ
も
の
物
証
巴
が
「
こ
ま
の
の
物
語
」
で
あ
っ
た
と
し
た
場
合
の
、

地
理
的
な

適
合
性
で
あ
る
。

「
こ
ま
の
の
物
語
』
の
「
こ
ま
の
」
と
は
、
は
や
く
は
前
節
で
言
及
し
た
『
異
本
紫
明
抄
」
に
、

」
ま
の
と
は
所
の
名
也

と
記
さ
れ
、
ま
た
こ
れ
も
前
掲
、
堀
部
氏
の
論
に
、
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「
よ
も
の
も
の
が
た
り
」
考



「
よ
も
の
も
の
が
た
り
」
考

狛
野
の
物
語
な
る
題
名
も
、
こ
の
女
が
狛
野
に
住
居
し
て
ゐ
た
所
か
ら
の
名
で
は
な
か
ら
う
か
。

14 

と
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
地
名
と
考
え
て
よ
い
。
そ
し
て
「
狛
」
と
い
え
ば
、
『
催
馬
楽
』
「
山
城
」
の
「
山
城
の
狛
の
わ
た
り
の
瓜
つ
く

り
」
、
す
な
わ
ち
古
来
「
瓜
」
の
生
産
で
あ
ま
ね
く
知
ら
れ
た
地
で
あ
っ
た
。

二
位
国
章
、
小
さ
き
瓜
を
扇
に
置
き
て
、
藤
原
か

ね
の
り
に
持
た
せ
て
、
大
納
言
朝
光
が
兵
衛
佐
に

侍
り
け
る
と
き
遣
は
し
た
り
け
れ
ば

音
に
聞
く
こ
ま
の
わ
た
り
の
瓜
作
り
と
な
り
か
く
な
り
な
る
心
か
な

返
し

定
め
な
く
な
る
な
る
瓜
の
つ
ら
見
て
も
立
ち
や
よ
り
こ
む
こ
ま
の
好
き
者

（
拾
遺
集
雑
下

五
五
七
・
五
五
人
）

「
狛
」
は
、
た
ん
に
瓜
の
産
地
と
し
て
有
名
な
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
ま
た
『
異
本
紫
明
抄
」
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
平
安
時
代
中

期
、
「
色
好
み
」
と
し
て
そ
の
名
を
馳
せ
た
陽
成
院

一
宮
元
良
親
王
の
別
荘
「
狛
野
の
院
」
の
所
在
地
で
も
あ
っ
た
。

』
ま
の
の
院
に
て
、
秋
の
つ
と
め
て
人
人
お
き
た
り
け

る
に
、
み
な
も
と
の
し
た
が
ふ
が
ひ
と
り
ご
と
に
い
ひ

け
る

白
露
の
き
え
か
へ
り
つ
つ
よ
も
す
が
ら
見
れ
ど
も
あ
か
ぬ
君
が
宿
か
な



と
い
ふ
こ
と
を
聞
こ
し
め
し
て

蓬
生
の
草
の
庵
と
す
み
し
か
ど
か
く
は
た
し
の
ぶ
人
も
あ
り
け
り

お
な
じ
院
に
て
、
泉
川
と
い
ふ
こ
と
を
よ
ま
せ
給

ひ
け
る
人
人
「
千
歳
お
は
し
ま
せ
」
と
い
は
ひ
き

」
え
け
れ
ば
、
宮
の
御

泉
川
心
に
か
な
ふ
命
あ
ら
ば
な
ど
か
千
歳
も
渡
ら
ざ
る
べ
き

又

泉
川
み
づ
ふ
か
げ
な
る
底
な
れ
ば
人
な
み
な
み
の
声
ぞ
き
こ
ゆ
る

（
「
元
良
親
王
集
』

一一
一一八
j

一
四
一
）

こ
れ
ら
の
歌
か
ら
察
す
る
に
、
「
狛
野
の
院
」
は
、
泉
川
を
眺
望
に
お
さ
め
た
勝
地
に
位
置
し
、
折
に
触
れ
ま
だ
若
年
の
源
順
（
順
は

元
良
親
王
よ
り
二
十

一
歳
年
下
で
あ
る
）
を
は
じ
め
と
す
る
歌
人
も
集
う
、
風
流
で
聞
こ
え
た
別
荘
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
の
み
な
ら
ず
、

同
じ
「
集
」

の
次
の
よ
う
な
歌
か
ら
は
、
「
色
好
み
」
元
良
親
王
を
め
ぐ
る
歌
語
り
の
場
面
で
あ
っ
た
よ
う
に
も
見
え
る
。

北
の
方
、
宮
に
む
し
こ
と
で
さ
ぶ
ら
ひ
け
る
、

め
し
け
れ
ば
、
勘
事
に
お
き
た
ま
て
け
る
を
、

を
と
こ
宮
、
こ
ま
の
の
院
に
お
は
し
ま
し
け

る
に
、
む
し
こ
が
た
て
ま
つ
り
け
る

数
な
ら
ぬ
身
は
た
だ
に
だ
に
お
も
ほ
え
で
い
か
に
せ
よ
と
か
な
が
め
ら
る
ら
む

宮
の
御
返
し
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「
よ
も
の
も
の
が
た
り
」
考

つ
れ
づ
れ
と
な
が
む
と
い
ふ
な
る
人
よ
り
も
よ
そ
の
時
雨
は
お
と
ら
ざ
り
け
り

16 

女
宮
、
っ
せ
給
ひ
に
け
れ
ば
、
を
と
こ
宮

岸
に
こ
そ
よ
よ
を
ば
へ
し
か
泉
川
こ
と
し
挟
を
ひ
た
し
つ
る
か
な

同

六
七
j
六
九
）

「
こ
ま
の
」
の
地
は
、
こ
の
よ
う
に
豊
か
な
文
芸
的
背
景
を
有
す
る
歌
枕
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
南
都
奈
良
へ
、

さ
ら
に
は
初
瀬
へ

と
下
る
平
安
貴
族
た
ち
（
こ
と
に
道
綱
母
の
よ
う
に
初
め
て
旅
す
る
者
）
に
と
っ
て
は
、
「
こ
れ
が
、
あ
の
狛
野
の
里
か
」
と
、
無
関
心

に
通
過
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
地
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
「
公
任
集
」
の
次
の
歌
な
ど
も
、
そ
の

一
例
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

春
日
に
ま
う
で
給
ひ
け
る
に
、
煙
立
つ
山
里
を
、

」
れ
な
ん
狛
野
の
里
と
人
の
聞
こ
え
け
れ
ば

朝
ま
だ
き
あ
さ
ゐ
る
雲
と
見
え
つ
る
は
狛
野
の
里
の
煙
な
り
け
り

（
四
七
七
）

道
綱
母
が
初
瀬
へ
の
途
次
、
泉
川
を
渡
っ
て
「
柴
垣
し
わ
た
し
た
る
家
ど
も
」
を
眺
め
、
「い

e

つ
れ
な
ら
ん
、
よ

（
か
）
も
の
物
語
の

家
」
と
い
う
言
葉
を
口
に
し
た
の
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
よ
う
な
狛
野
の
付
近
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
場
の
道
綱
母
の
念

頭
に
去
来
す
る
物
語
と
し
て
、
「
こ
ま
の
の
物
活
巴
以
上
に
ふ
さ
わ
し
い
ど
ん
な
物
語
が
他
に
あ
り
え
よ
う
か
。

『
崎
蛤
日
記
」
注
釈
の
現
状
は
、
し
か
し
、
依
然
と
し
て
「
よ
も
の
物
語
」
、
「
か
も
の
物
語
」
の
域
を
出
る
こ
と
が
な
い
。
い
ず
れ
を

採
る
に
せ
よ
、
そ
の
解
釈
が
満
足
の
い
く
も
の
で
な
い
こ
と
は
す
で
に
見
た
と
お
り
で
あ
る。

道
綱
母
の
発
し
た
言
葉
は
、
「
い
づ
れ
な
ら
ん
、
こ
ま
の
の
物
語
の
家
」
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。



....... 
／、

「
源
氏
物
語
」
や
『
枕
草
子
』
に
見
え
る
「
狛
野
の
物
語
」
の
記
事
に
つ
い
て
考
察
し
た
堀
部
正
二
「
散
侠
古
物
語
雑
記
」
（
前
掲

「
中
古
日
本
文
学
の
研
究
」
、
第
四
節
）
で
は
、
さ
ら
に
『
紫
式
部
日
記
」
寛
弘
五
年
八
月
二
十
六
日
条
の
、

上
よ
り
お
る
、
道
に
、
弁
宰
相
の
君
の
戸
口
を
さ
し
の
ぞ
き
た
れ
ば
、
昼
寝
し
た
ま
へ
る
ほ
ど
な
り
け
り
。
萩
、
紫
苑
、
色
／
＼
の

衣
に
、
濃
き
が
う
ち
め
心
こ
と
な
る
を
上
に
着
て
、
顔
は
引
き
入
れ
て
、
硯
の
箱
に
ま
く
ら
し
て
臥
し
た
ま
へ
る
額
っ
き
、
い
と
ら

う
た
げ
に
な
ま
め
か
し
。
絵
に
か
き
た
る
物
の
姫
君
の
心
ち
す
れ
ば
、
口
お
ほ
ひ
を
引
き
や
り
て
、
「
物
語
の
女
の
心
ち
も
し
給
へ

る
か
な
」
と
い
ふ
に
、
見
あ
げ
て
、
「
物
ぐ
る
ほ
し
の
御
さ
ま
や
。
寝
た
る
人
を
心
な
く
お
ど
ろ
か
す
物
か
」
と
て
、
す
こ
し
起
き

あ
が
り
給
へ
る
顔
の
、
、
っ
ち
赤
み
た
ま
へ
る
な
ど
、
こ
ま
か
に
を
か
し
う
こ
そ
侍
り
し
か
。

と
い
う
、
同
僚
女
房
、
宰
相
の
君
の
昼
寝
姿
を
記
し
た
一
節
に
つ
き
、
そ
こ
に
見
え
る
「
絵
に
か
き
た
る
物
の
姫
君
」
、
「
物
語
の
女
」
が
、

「
源
氏
物
語
」
蛍
巻
に
「
ち
ひ
さ
き
女
君
の
何
心
も
な
く
て
昼
寝
し
た
ま
へ
る
所
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
？
」
ま
の
の
物
語
』
を
念
頭
に

置
い
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
の
み
な
ら
ず
常
夏
巻
の
雲
井
雁
の
う
た
た
ね
の
場
面
、
若
紫
巻
の
幼
き
日
の
紫
上
の

昼
寝
の
場
面
な
ど
と
『
狛
野
の
物
語
』
と
の
関
連
を
想
定
し
て
、
『
源
氏
物
語
己
に
お
け
る
「
狛
野
の
物
語
」
の
投
影
に
言
及
し
た
。

後
者
に
つ
い
て
は
、
近
時
、
辛
島
正
雄
「
煽
幅
と
駒
と
昼
寝
の
物
語
｜
散
侠
「
こ
ま
の
の
物
語
』
を
め
ぐ
る
断
章
｜
」
に
お
い
て
、
詳

、

｛狩
5

）

細
を
尽
く
し
た
考
察
が
試
み
ら
れ
て
し
る
カ
、
そ
の
考
察
の
結
果
は
、
『
狛
野
の
物
語
」
が
『
源
氏
物
語
」
前
後
の
時
代
に
い
か
に
大
き

な
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
か
を
、
あ
ら
た
め
て
印
象
付
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
か
ら
も
、
「
鯖
蛤
日
記
」
に
お
い
て
言
及
さ
れ
る
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「
よ
も
の
も
の
が
た
り
」
考

物
語
の
最
右
翼
と
し
て
「
狛
野
の
物
語
」
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

18 

も
っ
と
も
、
仮
に
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
「
崎
蛤
日
記
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
「
狛
野
の
物
語
」
に
つ
い
て
の
新
た
な
情
報

は
た
い
し
た
も
の
で
は
な
い
。

こ
れ
ま
で
に
『
枕
草
子
」
か
ら
、
男
主
人
公
（
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
）
が
、
「
虫
ば
み
た
る
煽
幅
」
を
取
り
出
し
て

「
も
と
見
し

駒
に
」
と
い
う
歌
を
口
ず
さ
み
な
が
ら
女
を
尋
ね
て
行
く
、
と
い
う
粗
筋
の
断
片
が
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
（
前
々
節
）
。

『
鯖
蛤
日
記
』
に
よ
っ
て
追
加
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
尋
ね
る
行
く
先
が
題
号
か
ら
当
然
予
想
さ
れ
る
こ
と
で
は
あ
る
が
「
狛
野
」

の
地
で

あ
る
と
い
う
こ
と
、
加
え
て
そ
れ
が
「
柴
垣
を
し
わ
た
し
た
る
家
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
っ
て
、
も
と
よ
り
『
狛
野
の
物
語
」

の
全
貌
復
元
に
は
ほ
ど
遠
い
。

け
れ
ど
も
、
も
し
以
上
の
考
察
が
是
と
さ
れ
る
な
ら
ば
、
私
た
ち
は
平
安
朝
散
侠
物
語
中
の
佳
品
「
狛
野
の
物
語
』
の
熱
心
な
読
者
を

あ
ら
た
に
一
人
発
掘
し
た
こ
と
に
な
り
、
こ
の
物
語
の
盛
ん
な
流
布
の
証
を

一
例
追
加
す
る
こ
と
に
は
な
る
で
あ
ろ
う
。

i主

（1
）
講
談
社
学
術
文
庫
に
よ
る
。

（2
）
按
ニ
、
よ
も
の
物
語
ハ
、
も
の
ト
云
コ
ト

一
ツ
街
ニ
テ
、
よ
ハ
上
ニ
付
テ
、
何
れ
な
ら
ん
よ
ト
ハ
何
レ
ノ
物
語
ニ
カ
柴
垣
ノ
家
ノ
サ
マ
書
タ
ル
ガ
、

今
見
ル
サ
マ
ナ
リ
シ
ヲ
恩
出
タ
ル
意
ナ
ル
ベ
シ。

加
茂
物
語
ト
云
コ
ト
拠
ナ
キ
ガ
ゴ
ト
シ
。

（3
）
「
園
語
圏
文
」
七
巻
九
号
（
昭
和
二
十
年
九
月
）

（4
）
『歌
枕
名
寄
」
も
、
こ
の
歌
を
相
楽
郡
に
あ
た
る
山
城
国
三
で
は
な
く
、
愛
宕
郡
に
あ
た
る
山
城
国
一
賀
茂
篇
に
載
せ
る
。
な
お
こ
の
歌
が
泉
川

（木
津
川
）
の
一
名
と
し
て
の
鴨
川
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
奥
野
健
治

『蔦
葉
山
代
志
考
」

（大
八
洲
出
版
、
昭
和
二一

年
）
に
詳
し
い
。

（5
）
紫
式
部
学
会
編

『源
氏
物
語
と
そ
の
前
後
研
究
と
資
料
』
古
代
文
学
論
叢
第
十
四
輯

（武
蔵
野
書
院
、
平
成
九
年
）
所
収
。




