
①

無
名
草
子
の
物
語
評
論
に
つ
い
て
、
物
語
論
と
し
て
の
考
察
を
前
稿
に
こ

こ
ろ
み
た
が
、
こ
れ
に
関
連
し
て
狂
言
綺
語
観
と
の
関
わ
り
を
と
り
あ
げ
、

そ
の
補
と
し
て
お
き
た
い
。

無
名
草
子
の
構
成
は
、
ま
ず
序
文
で
場
所
と
登
場
人
物
を
設
定
し
、
「
捨
て

が
た
き
ふ
し
あ
る
」
も
Ｑ
物
語
、
歌
集
、
実
在
の
女
性
に
つ
い
て
評
論
す
る

形
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
な
か
で
物
語
の
評
論
が
大
部
分
を
占
め
、
ま
た
物

語
の
う
ち
で
は
源
氏
物
語
評
が
そ
の
中
心
を
な
し
て
い
る
。
源
氏
物
語
を
論

じ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
巻
々
の
論
、
登
場
人
物
論
、
ふ
し
ぶ
し
の
論
（
場
面
論
）

と
大
き
く
三
つ
の
柱
を
た
て
、
「
あ
は
れ
な
る
こ
と
」
、
「
い
み
じ
き
こ
と
」
、

「
い
と
ほ
し
き
こ
と
」
、
「
心
や
ま
し
き
こ
と
」
、
「
浅
ま
し
き
こ
と
」
等
の
観
点

か
ら
論
じ
る
と
い
う
整
然
と
し
た
構
成
を
と
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
通
じ
て

の
物
語
論
の
あ
り
か
は
、
前
稿
に
見
た
如
く
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
は
別
の
観

点
か
ら
な
る
評
言
が
、
源
氏
物
語
評
の
前
提
に
付
さ
れ
て
い
る
。

｜
な
ど
、
『
源
氏
」
と
て
さ
ば
か
り
め
で
た
き
も
の
に
、
こ
の
経
（
法
華
経

無
名
草
子
の
物
語
評
。

を
さ
す
）
の
文
字
の
一
侭
一
句
お
は
せ
ざ
る
ら
む
・
何
事
か
、
作
り
残
し
書

き
漏
ら
し
た
る
こ
と
、
一
言
も
侍
る
。
こ
れ
の
み
な
む
、
第
一
の
難
と
お

②

ぼ
ゆ
る
。
（
型
頁
）

き
て
も
こ
の
『
源
氏
』
作
り
出
で
た
る
こ
と
こ
そ
刃
思
へ
ど
思
へ
ど
、

こ
の
世
一
つ
な
ら
ず
め
づ
ら
か
に
思
ほ
ゆ
れ
。
ま
こ
と
に
、
仏
に
申
し
諸

し
る
し

ひ
た
り
け
る
験
に
や
、
と
こ
そ
お
ぼ
ゆ
れ
。
そ
れ
よ
り
の
ち
の
物
語
は
、

思
へ
ぱ
い
と
や
す
か
り
ぬ
べ
き
も
の
な
り
。
か
れ
を
才
覚
に
て
作
ら
む
に
、

『
源
氏
』
に
ま
さ
り
た
ら
む
こ
と
を
作
り
い
だ
す
人
あ
り
な
む
。
わ
づ
か

に
『
宇
津
保
』
『
竹
取
』
『
住
吉
』
な
ど
ば
か
り
を
、
物
語
と
て
見
け
む
心

地
に
さ
ば
か
り
に
作
り
出
で
け
む
、
凡
夫
の
し
わ
ざ
と
も
お
ぼ
え
ぬ
こ
と

な
り
。
（
詔
頁
）

右
に
お
い
て
作
者
は
、
源
氏
物
語
は
最
高
の
作
品
で
あ
る
こ
と
、
し
か
し
難

点
は
法
華
経
の
経
文
を
書
き
込
ん
で
い
な
い
（
歌
に
詠
み
込
ん
で
い
な
じ
こ

と
、
ま
た
源
氏
は
仏
に
諸
う
て
生
ま
れ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
、
と
い
う
の
で

あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
既
に
見
た
作
者
の
物
語
評
論
の
視
点
と
は
全
く
こ
と
な

る
、
特
異
の
も
の
い
い
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
し
、
ま
た
、
物
語
狂

科と
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仏
教
で
は
、
妄
語
（
い
つ
わ
り
）
、
綺
語
（
巧
み
に
飾
り
実
の
な
い
語
）
は
い

ま
し
め
ら
れ
て
い
る
が
、
文
学
の
い
と
な
み
は
こ
の
狂
言
綺
語
に
あ
た
る
と

し
て
斥
け
る
考
え
が
あ
る
。
白
楽
天
の
「
我
有
二
本
願
『
願
以
一
一
今
生
世
俗
文

字
之
業
、
狂
言
綺
語
之
誤
『
転
為
一
蒋
来
世
世
讃
仏
乗
之
因
、
転
法
輪
之
縁
一

也
」
（
白
氏
文
集
巻
七
十
一
）
の
句
は
、
和
漢
朗
詠
集
に
も
採
ら
れ
て
広
く
流

布
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
中
古
中
世
の
文
学
観
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き

④た
。
こ
の
狂
言
綺
語
観
の
展
開
は
源
氏
物
語
に
対
す
る
見
方
に
も
立
ち
入
っ

て
く
る
と
こ
ろ
と
な
る
。
源
氏
物
語
は
世
に
現
わ
れ
て
以
来
、
各
方
面
か
ら

絶
讃
を
博
し
、
多
く
の
愛
好
者
を
得
た
こ
と
は
今
さ
ら
説
明
の
要
は
な
い
。

俊
成
の
有
名
な
判
詞
「
源
氏
見
ざ
る
歌
詠
み
は
遺
恨
の
事
な
り
」
（
六
百
番
歌

合
）
を
う
け
て
源
氏
物
語
は
歌
人
必
読
の
害
と
な
っ
た
。
し
か
し
一
方
で
、

仏
教
者
流
の
狂
言
綺
語
観
に
も
と
づ
く
源
氏
観
も
頭
を
も
た
げ
、
無
名
草
子

成
立
の
頃
ｌ
大
ま
か
に
一
二
○
○
年
前
後
ｌ
は
、
後
者
が
最
も
は
げ
し
く
も

え
さ
か
っ
た
時
代
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

源
氏
物
語
が
中
世
に
お
い
て
仏
教
的
立
場
か
ら
受
容
さ
れ
る
こ
と
が
多

か
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
著
し
い
現
象
の
一
つ
と
し
て
、

源
氏
供
養
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
宝
物
集
・
今
物
語
・
藤
原
隆
信
朝
臣
集
・

新
勅
撰
和
歌
集
巻
十
（
藤
原
宗
家
歌
）
等
に
よ
っ
て
も
う
か
が
わ
れ
る
が
、

無
名
草
子
の
物
語
評
口

言
綺
語
観
と
結
び
つ
く
評
語
で
あ
る
こ
と
も
容
易
に
察
し
が
つ
く
。
無
名
草

③

子
成
立
頃
の
、
建
久
年
間
前
後
の
源
語
観
と
も
く
ら
べ
て
、
位
置
づ
け
て
お

く
必
要
が
あ
る
。

｜
’

最
も
端
的
に
は
、
源
氏
一
品
経
表
白
（
注
記
省
略
）
、
物
語
風
の
表
白
（
注

記
笛
、
源
氏
物
語
願
文
（
注
記
略
）
等
の
い
わ
ゆ
る
源
氏
物
語
表
白
類
に

み
ら
れ
る
。

寺
本
直
彦
氏
は
右
の
ご
と
く
述
べ
て
詳
し
く
考
察
し
て
お
ら
れ
る
（
『
源
氏
物

語
受
容
史
論
考
』
後
編
第
三
節
源
氏
講
式
に
つ
い
て
）
・
源
氏
供
養
の
由
来
に
つ
い

て
は
宝
物
集
（
治
承
年
間
二
七
七
’
八
一
の
成
立
か
）
に
、

マ
チ
カ
ク
ハ
紫
式
部
力
夢
二
虚
言
ヲ
以
源
氏
物
語
ヲ
造
シ
故
二
、
地
獄

二
堕
テ
苦
ヲ
受
タ
リ
ト
見
へ
シ
故
二
、
早
源
氏
物
語
ヲ
破
り
捨
テ
蚤
、
一

日
経
ヲ
書
テ
唱
へ
シ
卜
云
ケ
ル
ト
テ
、
歌
読
共
集
テ
務
ナ
シ
ァ
ヒ
タ
リ
シ

也
と
あ
る
が
、
藤
原
隆
信
朝
臣
集
に
「
は
蚤
の
紫
式
部
が
れ
う
に
一
品
経
せ
ら

れ
し
に
、
：
：
・
・
」
、
又
新
勅
撰
集
巻
十
の
宗
家
の
歌
の
詞
書
に
「
紫
式
部
の
た

め
と
て
結
縁
供
養
し
侍
り
け
る
所
に
、
：
：
：
」
と
あ
る
の
も
宝
物
集
の
い
う

「
歌
読
共
集
テ
」
と
同
じ
も
の
で
は
な
い
か
と
同
氏
は
後
藤
丹
治
氏
の
説
を
援

用
し
て
推
定
さ
れ
る
。
更
に
は
、
澄
恋
の
源
氏
一
品
経
表
白
も
隆
信
母
の
催

し
た
源
氏
供
養
の
と
き
の
も
の
と
考
え
て
お
ら
れ
る
。
因
み
に
、
隆
信
母
は

建
久
四
年
（
二
九
三
）
二
月
没
、
宗
家
は
文
治
五
年
（
二
八
九
）
閏
四
月

没
、
澄
憲
は
建
仁
三
年
（
一
二
○
三
）
八
月
没
で
あ
り
。
こ
こ
に
い
う
源
氏
供

養
は
無
名
草
子
に
先
立
つ
、
ほ
ぼ
同
時
代
の
こ
と
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
無

名
草
子
成
立
時
に
さ
し
つ
づ
く
頃
（
延
応
元
年
一
二
三
九
後
間
ま
な
く
の
成
立
か
）

の
今
物
語
に
も
、

或
人
の
夢
に
其
正
体
も
な
き
も
の
か
げ
の
や
う
な
る
が
見
え
け
る
を
あ

れ
は
何
人
ぞ
と
た
づ
ね
け
れ
ば
、
紫
式
部
也
。
そ
ら
ご
と
を
の
み
お
ほ
く

二
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し
あ
つ
め
て
人
の
心
を
ま
ど
は
す
ゆ
へ
に
地
獄
に
お
ち
て
苦
を
う
く
る
事

い
と
た
へ
が
た
し
。
源
氏
の
も
の
が
た
り
の
名
を
ぐ
し
て
、
な
も
あ
み
だ

仏
と
い
ふ
歌
を
巻
毎
に
人
々
に
よ
ま
せ
て
吾
く
る
し
み
を
訪
ひ
給
へ
と
い

ひ
け
れ
ば
、
い
か
や
う
に
よ
む
べ
き
に
か
と
尋
け
る
に
、

桐
壺
に
迷
は
む
闇
も
は
る
計
な
も
あ
み
だ
仏
と
常
に
い
は
な
む

と
ぞ
い
ひ
け
る
。
（
群
害
類
従
）

と
同
様
の
こ
と
が
見
え
る
。
ま
た
、
寺
本
氏
は
権
中
納
言
実
材
卿
母
集
に
「
源

氏
の
も
の
か
た
り
を
あ
さ
夕
見
侍
り
し
こ
ろ
、
む
ら
き
き
し
き
ふ
を
夢
に
見

侍
り
て
、
か
の
菩
薩
の
た
め
に
、
法
花
経
供
養
せ
さ
せ
な
と
し
て
、
講
老
こ

な
ひ
侍
し
時
」
と
み
え
る
「
源
氏
講
式
」
は
文
永
九
年
（
一
二
七
二
）
以
降
、

永
仁
元
年
（
一
二
九
三
）
以
前
と
考
証
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
源
氏
物

語
を
虚
言
と
見
、
罪
と
観
じ
て
供
養
を
す
る
源
氏
供
養
は
、
狂
言
綺
語
観
を

最
も
直
接
的
に
承
け
た
仏
教
者
流
の
源
氏
観
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
し
、
無

名
草
子
は
そ
う
し
た
潮
流
の
最
中
に
書
か
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、

源
氏
供
養
に
か
か
わ
っ
た
人
々
の
関
係
は
、

藤
原
為
隆一

一
‐
隆
信

藤
原
親
忠
Ｉ
女
（
美
福
門
院
加
賀
）

｜
｜
と
家

俊
成
一
’
八
条
院
按
察

宗
家

右
の
ご
と
く
考
え
ら
れ
て
い
る
（
同
書
）
か
ら
、
無
名
草
子
作
者
を
俊
成
卿
女

源
氏
供
養
が
最
も
仏
教
的
な
源
氏
物
語
観
だ
と
す
れ
ば
、
今
鏡
は
同
じ
よ

う
な
立
場
に
あ
り
な
が
ら
も
源
氏
物
語
を
罪
と
は
見
ず
評
価
し
よ
う
と
す

る
。
成
立
は
嘉
応
二
年
（
二
七
○
）
と
想
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
無
名
草
子

よ
り
前
の
ほ
ぼ
同
時
代
の
も
の
と
い
え
る
。
巻
十
は
「
打
聞
」
で
、
こ
の
中

に
、
「
作
り
物
語
の
ゆ
く
へ
」
の
一
項
を
立
て
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
長

き
に
わ
た
る
の
で
、
今
必
要
の
と
こ
ろ
の
み
抄
出
す
る
。

ま
た
あ
り
し
人
の
、
「
誠
に
や
、
昔
の
人
紫
式
部
の
作
り
給
へ
る
源
氏
の
物

語
に
、
さ
の
み
か
た
も
な
き
事
の
な
よ
び
艶
な
る
を
、
も
し
ほ
草
か
き
集

め
給
へ
る
に
よ
り
て
、
後
の
世
の
煙
と
の
み
聞
え
給
ふ
こ
そ
、
縁
に
え
な

ら
ぬ
つ
ま
な
れ
ど
も
、
あ
ぢ
き
な
く
弔
ひ
聞
え
ま
ほ
し
く
」
な
ど
い
へ
ぱ
、

（
日
本
古
典
全
書
）

と
の
問
い
か
け
か
ら
始
ま
る
。
「
後
の
世
の
煙
」
は
後
文
に
、
「
奈
落
の
底
に

沈
む
」
と
も
あ
る
。
根
拠
の
な
い
な
よ
や
か
で
艶
美
な
話
し
を
書
い
た
た
め

に
、
紫
式
部
は
地
獄
に
堕
ち
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
弔
い
た
い
と
い
う

の
で
あ
る
。
狂
言
綺
語
説
に
よ
る
問
い
か
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
次

の
よ
う
に
反
論
す
る
。

妄
語
な
ど
い
ふ
べ
き
に
は
あ
ら
ず
、
わ
が
身
に
な
き
事
を
、
あ
り
顔
に
げ

に
ノ
ー
と
い
ひ
て
、
人
の
わ
ろ
き
を
よ
し
と
思
は
せ
な
ど
す
ろ
こ
そ
、
そ

ら
ご
と
な
ど
は
い
ひ
て
、
罪
得
る
事
に
は
あ
れ
。
こ
れ
は
あ
ら
ま
し
ご
と

と
す
れ
ば
、
作
者
は
極
く
近
縁
の
う
ち
に
源
氏
供
養
を
経
験
し
て
い
た
こ
と

に
な
る
。

一
一
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な
ど
や
い
ふ
べ
か
ら
む
。
綺
語
と
も
雑
稔
語
な
ど
は
い
ふ
と
も
、
さ
ま
で

深
き
に
は
あ
ら
ず
や
あ
ら
む
。

源
氏
物
語
は
「
妄
語
」
と
評
す
る
の
は
当
ら
な
い
、
そ
ら
ご
と
で
は
な
い
。

「
綺
語
」
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
ほ
ど
罪
深
い
も
の
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ

る
・
物
語
を
「
妄
語
」
「
綺
語
」
と
す
る
考
え
の
大
枠
に
は
添
い
な
が
ら
、
源

氏
物
語
の
内
実
は
「
綺
語
」
の
軽
い
も
の
だ
と
程
度
の
差
で
応
じ
て
い
る
。

更
に
、人

の
心
を
つ
け
む
事
は
、
功
徳
と
こ
そ
な
る
べ
け
れ
、
情
を
か
け
、
艶
な

ら
む
に
因
り
て
は
、
輪
廻
の
業
と
は
な
る
と
も
、
奈
落
に
沈
む
程
に
や
は

侍
ら
む
。

と
、
源
氏
物
語
は
読
者
の
心
を
動
か
す
作
品
で
あ
る
か
ら
、
狂
言
綺
語
の
罪

も
転
じ
て
功
徳
に
な
る
と
い
い
、
更
に
は
、
書
嚥
経
の
例
を
引
き
合
い
に
出

し
て
、
こ
れ
ほ
ど
の
作
品
を
書
い
た
紫
式
部
は
観
音
菩
薩
の
化
身
で
は
な
い

か
と
主
張
す
る
。

仏
も
害
嶮
経
な
ど
い
ひ
て
、
な
き
事
を
作
り
出
だ
し
給
ひ
て
説
き
置
き
給

へ
る
は
こ
と
虚
妄
な
ら
ず
と
こ
そ
は
侍
れ
。
女
の
御
身
に
て
さ
ば
か
り
の

事
を
作
り
給
へ
る
は
、
た
だ
人
に
は
お
は
せ
ぬ
や
う
も
や
侍
ら
む
、
妙
音

観
音
な
ど
申
す
や
む
ご
と
な
き
聖
た
ち
の
女
に
な
り
給
ひ
て
、
法
を
説
き

て
こ
そ
人
を
導
き
給
ふ
な
れ
。

源
氏
物
語
の
狂
言
綺
語
は
、
仏
法
に
お
け
る
害
嶮
経
の
場
合
と
同
じ
く
、
虚

言
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
聞
い

た
供
の
童
が
次
の
よ
う
な
疑
問
を
さ
し
は
さ
む
。

こ
れ
は
男
女
の
艶
な
る
こ
と
を
、
げ
に
ノ
ー
と
書
き
集
め
て
、
人
の
心
に

無
名
草
子
の
物
語
評
。

染
め
さ
せ
、
情
を
の
み
尽
く
さ
む
こ
と
は
、
い
か
が
は
貴
き
御
法
と
も
思

ふ
べ
き
。

源
氏
の
中
味
は
男
女
の
艶
な
る
話
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
な
話
で
人
の
心

を
尽
く
さ
せ
た
と
し
て
も
、
ど
う
し
て
貴
き
御
法
と
思
え
よ
う
か
、
と
い
う

の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
答
え
は
、
一
つ
は
、

誠
に
し
か
は
あ
れ
ど
、
事
様
の
な
く
て
な
ら
ぬ
、
め
で
た
さ
の
余
り
に
思
：

ひ
続
け
侍
れ
ば
物
語
な
ど
い
ひ
て
、
一
巻
二
巻
の
害
に
も
あ
ら
ず
、
六
十

帖
な
ど
ま
で
作
り
給
へ
る
書
の
、
少
し
あ
だ
に
か
た
ほ
な
る
事
も
な
く
て
、

今
も
昔
も
、
め
で
翫
ぴ
、
帝
后
よ
り
始
め
て
、
え
な
ら
ず
書
き
も
ち
給
ひ

て
、
御
宝
物
と
し
給
ふ
な
ど
す
る
も
、
世
に
類
な
く
、
ま
た
罪
深
く
お
は

す
な
ど
世
に
申
し
合
へ
る
に
つ
け
て
も
、
な
か
ノ
、
怪
し
く
覚
え
て
こ
そ

申
し
侍
り
つ
れ
。

大
部
の
書
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
未
熟
な
と
こ
ろ
も
な
い
す
ば
ら
し
い

作
品
で
、
今
も
昔
も
、
帝
后
を
は
じ
め
と
す
る
人
々
に
賞
翫
さ
れ
宝
物
と
な

っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
現
実
を
前
に
す
る
と
「
罪
深
し
」
と
す
る
考
え
に

は
合
点
が
い
か
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
罪
深
し
」
と
す
る
考
え
を
論
破

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
い
る
が
、
源
氏
物
語
が
比
類
の
な
い
優
れ
た
作
品

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
享
受
者
の
現
実
を
表
に
出
し
て
述
べ
よ
う
と
し
て
い

る
。
二
つ
に
は
、

罪
深
き
様
を
も
示
し
て
、
人
に
仏
の
御
名
を
も
唱
へ
さ
せ
、
弔
ひ
聞
え
む

人
の
た
め
に
、
導
き
給
ふ
は
し
と
な
り
ぬ
く
く
、
情
あ
る
心
ぱ
へ
を
知
ら

せ
て
、
う
き
世
に
沈
ま
む
を
も
、
よ
き
道
に
引
き
入
れ
蕊
世
の
は
か
な
き

事
を
見
せ
て
、
あ
し
き
道
を
出
だ
し
て
、
仏
の
道
に
勧
む
方
も
な
か
る
べ

二
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き
に
あ
ら
ず
。
そ
の
あ
り
様
を
思
ひ
続
け
侍
る
に
、
あ
る
は
別
れ
を
い
た

み
て
優
婆
塞
の
戒
を
保
ち
、
あ
る
は
女
の
い
さ
ぎ
よ
き
道
を
守
り
て
い
さ

め
ご
と
に
違
は
ず
、
こ
の
世
を
過
し
な
ど
し
給
へ
る
も
、
人
の
見
習
ふ
心

も
あ
る
べ
し
。
ま
た
帝
の
覚
え
限
り
な
く
て
、
え
な
ら
ぬ
宿
世
お
は
す
れ

ど
も
、
夢
幻
の
如
く
に
て
か
く
れ
給
へ
る
な
ど
、
世
の
は
か
な
き
事
を
見

む
人
、
思
ひ
知
り
ぬ
く
し
。
ま
た
帝
の
位
を
棄
て
て
、
弟
に
譲
り
給
ひ
て
、

西
山
の
ほ
ら
に
住
み
給
ふ
な
ど
も
、
仏
の
道
に
入
り
給
ふ
深
き
御
法
に
も

通
ふ
御
あ
り
様
な
り
。
提
婆
品
に
説
き
給
へ
る
、
昔
の
帝
の
御
あ
り
様
も

思
ひ
出
で
ら
れ
き
せ
給
ふ
。
偏
に
男
女
の
事
の
み
や
は
侍
る
。

源
氏
物
語
は
「
罪
深
き
様
を
も
示
し
」
、
「
情
あ
る
心
ば
へ
を
知
ら
せ
」
、
「
世

の
は
か
な
き
事
を
も
見
せ
て
」
、
「
仏
の
道
に
勧
む
方
」
も
な
い
わ
け
で
は
な

い
と
し
、
具
体
的
に
八
宮
、
浮
舟
、
源
氏
晩
年
の
生
活
、
朱
雀
院
の
出
家
等

を
挙
げ
て
「
仏
の
道
に
入
り
給
ふ
深
き
御
法
に
も
通
ふ
」
と
す
る
。
「
偏
に

男
女
の
事
」
ば
か
り
で
は
な
い
、
仏
の
道
に
入
る
よ
す
が
を
源
氏
物
語
は
描

い
て
い
る
と
弁
ず
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
今
鏡
は
基
本
的
に
は
狂
言
綺
語
観
を
承
け
な
が
ら
、
源
氏

物
語
の
内
容
は
、
仏
の
道
に
は
ず
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
擁
謎

す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
源
氏
物
語
は
罪
で
は
な
い
、
す
ば
ら
し
い
作
品
だ
と

主
張
は
し
て
い
る
が
、
「
物
語
は
狂
言
綺
語
」
の
考
え
方
か
ら
抜
け
出
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
仏
教
者
流
の
考
え
の
大
枠
の
な
か
で
、
源
氏
物
語
を
認
知

し
て
い
こ
う
と
い
う
態
度
で
あ
る
。
し
か
し
、
先
の
、
源
氏
を
罪
と
し
供
養

を
経
て
は
じ
め
て
救
わ
れ
る
と
い
う
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
大
き
く
源
氏
側
へ

踏
み
出
し
て
い
る
。
仏
教
者
の
論
理
の
上
で
の
源
氏
擁
護
と
い
う
こ
と
が
で

無
名
草
子
作
者
は
右
の
よ
う
な
源
氏
観
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
立
場
を
と

っ
た
か
、
一
に
引
用
し
た
部
分
に
も
う
一
度
た
ち
返
っ
て
見
て
み
よ
う
。

ま
ず
は
じ
め
に
、
弓
源
氏
』
と
て
さ
ば
か
り
め
で
た
き
も
の
」
と
し
、
「
ま

こ
と
に
、
仏
に
申
し
諸
ひ
た
り
け
る
験
に
や
、
と
こ
そ
お
ぼ
ゆ
れ
」
と
い
う
。

源
氏
物
語
は
優
れ
た
作
品
で
あ
り
、
仏
の
加
護
を
受
け
て
生
れ
た
作
品
で
仏

道
と
対
立
す
る
存
在
で
は
な
い
と
い
う
。
今
鏡
と
同
じ
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、

同
じ
で
は
な
い
。
今
鏡
は
「
綺
語
と
も
雑
猿
語
な
ど
は
い
ふ
と
も
、
さ
ま
で

深
き
罪
に
は
あ
ら
ず
や
あ
ら
む
」
と
、
深
き
罪
で
は
な
く
と
も
、
源
氏
が
綺

語
・
雑
穣
語
に
あ
た
る
と
い
う
基
本
認
識
の
上
に
あ
る
。
し
か
し
、
無
名
草

子
で
は
物
語
は
綺
語
で
あ
り
、
罪
で
あ
る
と
い
う
考
え
は
記
述
の
表
面
か
ら

消
え
て
、
た
だ
仏
に
請
う
た
作
品
で
、
仏
の
道
に
は
ず
れ
る
も
の
で
は
な
い

と
い
う
。
そ
し
て
、
物
語
綺
語
、
罪
と
い
う
考
え
に
代
っ
て
出
さ
れ
た
の
は
、

法
華
経
の
一
偶
一
句
を
詠
み
こ
ん
だ
と
こ
ろ
が
な
い
の
が
源
氏
物
語
の
難
点

だ
と
い
う
の
で
あ
っ
た
（
前
掲
引
用
文
）
。
綺
語
観
の
流
れ
毒
引
い
て
出
て
き

た
物
言
い
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
通
り
で
あ
る
が
、
物
語
は
罪
と
い
う
こ
と

は
姿
を
消
し
て
い
る
。
正
面
き
っ
て
論
駁
し
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
法
華

経
を
よ
み
こ
ん
で
い
な
い
の
が
難
点
と
い
う
形
に
す
り
か
わ
っ
て
い
る
。
物

語
は
罪
か
ど
う
か
の
議
論
は
素
通
り
し
て
、
物
語
の
中
に
経
文
が
あ
る
か
ど

う
か
の
形
式
論
に
姿
を
変
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
難
点
と
な
る
の

，
刀
Ｉ
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功
徳
の
中
に
、
何
事
を
か
お
る
か
な
る
と
申
す
中
に
、
思
へ
ど
恩
へ
ど

め
で
た
く
お
ぼ
え
き
せ
給
ふ
は
、
法
華
経
こ
そ
お
は
し
ま
せ
。
い
か
に
面

白
く
め
で
た
き
絵
物
語
と
言
へ
ど
、
二
三
遍
も
見
つ
れ
ば
う
る
さ
き
も
の

な
る
を
こ
れ
は
千
部
を
千
部
な
が
ら
聞
く
た
び
に
め
づ
ら
し
く
、
文
字
ご

と
に
は
じ
め
て
聞
き
つ
け
た
ら
む
こ
と
の
や
う
に
お
ぽ
ゆ
る
こ
そ
、
浅
ま

し
く
め
で
た
け
れ
。
「
無
二
無
三
」
と
仰
せ
ら
れ
た
る
の
み
な
ら
ず
、
「
法

華
最
第
一
」
と
あ
め
れ
ば
、
事
新
し
く
か
や
う
に
申
す
べ
き
に
は
あ
ら
ね

ど
、
さ
こ
そ
は
昔
よ
り
言
ひ
伝
へ
た
る
こ
と
も
、
必
ず
さ
し
も
お
ぼ
え
ぬ

こ
と
も
侍
る
を
、
こ
れ
は
、
た
ま
た
ま
生
れ
合
ひ
た
る
思
ひ
出
に
、
た
だ

逢
ひ
奉
り
た
る
ば
か
り
、
と
こ
そ
思
ふ
に
、
な
ど
『
源
氏
』
と
て
き
ば
か

り
め
で
た
き
も
の
に
、
こ
の
経
の
文
字
の
一
喝
一
句
お
は
せ
ざ
る
ら
む
。

と
い
う
。
法
華
経
を
第
一
と
し
、
絵
物
語
を
下
位
に
み
る
と
こ
ろ
は
綺
語
観

と
同
じ
で
は
あ
る
が
、
罪
で
あ
る
と
い
う
考
え
は
出
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ

ほ
ど
め
で
た
き
法
華
経
が
よ
み
こ
ま
れ
て
い
な
い
か
ら
難
だ
と
す
る
だ
け
で
、

物
語
が
綺
語
と
も
罪
と
も
い
わ
な
い
。
そ
こ
に
は
立
ち
入
ら
な
い
ま
ま
、
す

ば
ら
し
い
法
華
経
を
物
語
の
中
に
よ
み
こ
む
べ
し
と
い
う
表
面
的
な
形
が
も

ち
出
さ
れ
て
い
る
。
狂
言
綺
語
の
論
の
形
だ
け
を
う
け
て
、
法
華
経
を
免
罪

符
に
し
て
こ
の
議
論
を
通
り
す
ぎ
よ
う
と
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
法
華
経

が
入
っ
て
い
る
か
い
な
い
か
と
い
う
提
示
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
続
く
議
論

は
次
の
よ
う
に
な
る
。

あ
る
が
中
に
若
き
声
に
て

「
紫
式
部
が
、
法
華
経
を
読
み
奉
ら
ざ
り
け
る
に
や
」
と
言
ふ
な
れ
ば
、

「
い
き
や
。
そ
れ
に
つ
け
て
も
、
い
と
口
惜
し
く
こ
そ
あ
れ
。
あ
や
し
の

無
名
草
子
の
物
語
評
口

わ
が
歌
に
、
の
ち
の
世
の
た
め
は
さ
る
も
の
に
て
、
人
の
う
ち
間
か
む
も

情
お
く
れ
て
お
ぼ
え
ぬ
く
き
わ
ざ
な
れ
ば
、
あ
な
が
ち
に
し
て
も
見
奉
ら

ま
ほ
し
く
こ
そ
あ
る
に
、
き
ば
か
り
な
り
け
む
人
、
い
か
で
か
さ
る
こ
と

あ
ら
む
」
な
ど
い
へ
ぱ
、
ま
た
、
「
さ
る
は
、
い
み
じ
く
道
心
あ
り
、
後
世

の
恐
れ
を
思
ひ
て
朝
夕
行
ひ
を
の
み
し
つ
つ
。
な
く
て
世
に
は
心
も
と
ま

ら
ぬ
ざ
ま
な
り
け
る
人
に
や
、
と
こ
そ
見
え
た
め
れ
」
な
ど
言
い
は
じ
め

て
。
，

源
氏
物
語
に
法
華
経
を
よ
み
こ
ん
で
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
紫
式
部
が
法

華
経
を
読
ん
で
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
と
若
い
女
房
が
尋
ね
、
そ
ん
な
は
ず
は

な
い
、
「
さ
ば
か
り
な
り
け
む
人
、
い
か
で
か
さ
る
こ
と
あ
ら
む
」
と
い
い
、

ま
た
あ
る
人
は
、
紫
式
部
は
「
い
み
じ
く
道
心
あ
り
」
と
い
う
。
物
語
が
罪

で
あ
る
か
ど
う
か
の
論
は
と
び
越
え
た
ま
ま
、
法
華
経
の
有
無
に
形
を
か
え

て
し
ま
う
。
後
文
（
紫
式
部
を
評
し
た
条
）
に
は
、

歌
を
も
詠
み
詩
を
も
作
り
て
、
名
を
も
書
き
置
き
た
る
こ
そ
、
百
年
千

年
を
経
て
見
れ
ど
も
、
只
今
そ
の
主
に
さ
し
向
ひ
た
る
心
地
し
て
、
い
み

じ
く
あ
は
れ
な
る
も
の
は
あ
れ
。
さ
れ
ば
、
た
だ
一
言
葉
に
て
も
、
末
の

世
に
と
ど
ま
る
ば
か
り
の
ふ
し
を
書
き
と
ど
む
く
き
、
と
は
お
ぽ
ゆ
る
。

と
あ
る
。
狂
言
綺
語
観
に
か
か
わ
り
の
あ
る
前
述
の
と
こ
ろ
で
は
述
べ
ら
れ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
こ
こ
に
お
い
て
は
後
世
に
残
る
よ
う
な
作
品
を
害

き
た
い
と
い
う
。
綺
語
意
識
な
ど
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
逆
の
立

場
に
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

無
名
草
子
は
源
氏
物
語
の
す
ば
ら
し
さ
を
認
め
る
こ
と
を
基
本
に
し
て
、
当

時
盛
行
の
狂
言
綺
語
観
を
法
華
経
文
を
欠
く
と
い
う
難
点
（
罪
で
は
な
じ
に

二
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と
ど
め
、
文
学
と
し
て
源
氏
を
批
評
し
て
ゆ
く
と
こ
ろ
へ
と
筆
を
す
す
め
て

い
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
物
語
綺
語
説
を
正
面
か
ら
駁
し
た
も
の
で
は
な

か
っ
た
が
、
消
極
的
な
形
で
封
じ
込
め
つ
つ
、
源
氏
を
罪
と
せ
ず
文
学
者
流

に
受
け
と
め
、
批
評
を
す
す
め
て
い
っ
た
と
い
え
る
。
源
氏
供
養
を
仏
教
者

流
に
最
も
近
い
も
の
と
す
れ
ば
、
今
鏡
は
同
じ
土
俵
の
中
で
源
氏
を
認
め
よ

う
、
擁
護
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
し
、
無
名
草
子
は
綺
語
観
を
表
面

的
に
う
ち
す
ご
し
て
、
最
も
源
氏
寄
り
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
以
後

の
源
氏
愛
好
家
や
注
釈
者
は
無
名
草
子
の
立
場
を
承
け
て
い
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
源
氏
物
語
の
最
初
の
本
格
的
注
釈
で
あ
り
、
以
後
の
研
究
の
柱
と
な
っ

た
『
河
海
抄
』
は
巻
頭
に
無
名
草
子
の
こ
の
論
を
ほ
胃
そ
の
ま
ま
に
展
開
し

て
い
る
。
物
語
論
と
し
て
、
仏
教
家
の
狂
言
綺
語
説
に
対
抗
す
る
文
学
論
は

な
し
え
な
か
っ
た
が
、
源
氏
を
罪
と
す
る
考
え
に
は
抗
し
て
こ
れ
を
し
の
ぎ

な
が
ら
、
源
氏
を
文
学
の
立
場
で
享
受
し
て
い
く
方
法
、
そ
の
礎
と
な
っ
た

の
が
無
名
草
子
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

注
①
蔀

Ｆ
ｒ
’

三
画
」

②
本
文
の
引
用
は
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
無
名
草
子
』
に
よ
る
。

③
無
名
草
子
の
成
立
年
は
、
文
中
に
建
久
七
年
（
二
九
二
）
の
語
が
見
え
る

の
で
、
そ
れ
よ
り
数
年
後
の
成
立
で
あ
る
が
、
建
久
七
年
以
後
建
仁
二
年
（
一

二
○
三
）
以
前
（
山
岸
徳
平
氏
説
）
、
建
久
七
年
以
後
九
年
（
二
九
八
）
以
前

（
石
田
吉
貞
氏
説
）
、
正
治
二
年
（
一
二
○
○
）
以
後
建
仁
元
年
（
一
二
○
こ

④
「
文
芸
第
一
義
諦
を
演
ず
ｌ
狂
言
綺
語
即
仏
道
ｌ
」
菊
地
良
一
氏
『
仏
教
文

以
前
（
樋
口
芳
麻
呂
氏
説
）
等
が
あ
る
。

蔀
田
罐
一
識
博
註
日
本
文
学
伝
統
と
近
代
所
収
論
文
「
無
名
草
子
の
物
語

学
研
究
』
昭
和
灯
年
、
「
観
学
会
ｌ
狂
言
綺
語
観
の
展
開
⑩
ｌ
」
中
川
徳
之
助

氏
「
国
文
学
孜
」
昭
和
訓
年
等
。

（
ば
ん
・
と
し
あ
き
本
学
教
授
）

三

○


