
「
物
語
」
が
語
り
を
は
じ
め
と
す
る
諸
々
の
要
素

が
絡
み
合
う
中
で
構
築
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
再
確

認
さ
せ
ら
れ
る
。

Ⅲ
「
拓
か
れ
る
語
り
の
地
平
―
中
世
・
近
世
、

そ
し
て
近
代
へ
」。
こ
こ
で
は
、
主
に
『
源
氏
物

語
』
の
享
受
に
つ
い
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
高

橋
亨
「『
源
氏
物
語
』
を
め
ぐ
る
語
り
手
と
作
者

の
系
譜
」
は
、
歴
史
的
要
素
を
ふ
ま
え
て
と
ら
え

ら
れ
る
〈
作
者
〉
紫
式
部
像
に
つ
い
て
論
じ
て
い

る
。
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ナ
・
ラ
フ
ィ
ン
「
中
世
女
流

日
記
と
『
源
氏
物
語
』」
は
、『
源
氏
物
語
』
が
中

世
の
女
性
た
ち
の
日
記
に
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ

扱
わ
れ
た
か
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
昨
今
注
目

さ
れ
る
源
氏
絵
研
究
で
は
、
エ
ス
テ
ル
・
レ
ジ
ェ

リ
ー＝

ボ
エ
ー
ル
が
「
新
し
い
読
み
の
地
平
へ
―

土
佐
光
則
が
描
い
た
源
氏
絵
―
」
で
、
場
面
選
択

（
絵
画
化
さ
れ
る
場
面
が
ど
の
よ
う
に
選
択
さ
れ

て
い
る
の
か
）
研
究
の
、
図
様
を
簡
略
化
し
体
系

づ
け
よ
う
と
す
る
傾
向
に
慎
重
な
姿
勢
を
示
し
、

独
自
に
源
氏
絵
を
四
つ
の
類
型
に
分
類
し
た
う
え

で
、
土
佐
光
則
に
よ
る
源
氏
絵
の
性
質
に
つ
い
て

論
じ
て
い
る
。
そ
の
中
で
氏
は
徳
川
美
術
館
本

『
源
氏
物
語
画
帖
』
の
若
紫
巻
・
椎
本
巻
、
フ
リ

ア
美
術
館
本
『
白
描
源
氏
物
語
画
帖
』
を
取
り
上

げ
、「
絵
の
変
奏
」
に
注
目
し
、
物
語
テ
ク
ス
ト

と
絵
、
ま
た
絵
画
制
作
に
対
す
る
絵
師
の
関
係
を

考
察
す
る
こ
と
で
、
光
則
の
「
パ
タ
ー
ン
か
ら
の

乖
離
」
を
基
盤
と
す
る
彼
の
在
り
方
に
迫
っ
て
い

る
。本

章
で
は
近
世
以
降
の
語
り
の
方
法
に
つ
い
て

も
扱
わ
れ
、
長
島
弘
明
「『
春
雨
物
語
』
―
反
・

近
世
小
説
と
し
て
の
語
り
―
」
で
は
、
上
田
秋
成

の
執
筆
当
時
の
境
地
や
近
世
小
説
の
傾
向
を
鑑
み

つ
つ
、
同
作
が
当
時
考
え
う
る
す
べ
て
の
文
体
の

可
能
性
を
試
み
た
も
の
だ
と
す
る
。
ま
た
、
谷
崎

潤
一
郎
の
『
鍵
』
の
語
り
に
つ
い
て
論
じ
た
エ
ス

テ
ル
・
フ
ィ
ゴ
ン
「
読
む
こ
と
ま
た
は
性
愛
」
で

は
、
主
人
公
と
そ
の
妻
の
そ
れ
ぞ
れ
の
思
惑
の
も

と
に
書
か
れ
た
日
記
が
、
互
い
に
書
か
れ
・
読
ま

れ
・
読
み
返
さ
れ
る
こ
と
で
展
開
す
る
同
作
が
、

書
き
手
・
語
り
手
・
読
み
手
の
位
相
を
複
雑
化
す

る
こ
と
で
語
り
が
変
容
し
て
い
く
様
を
検
証
し
、

谷
崎
作
品
の
語
り
の
問
題
を
提
示
し
て
い
る
。

そ
し
て
寺
田
澄
江
に
よ
る
Ⅳ
「
総
括
」
で
は
、

パ
リ
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
ま
で
の
経
緯
や
当
日
の
発

表
の
様
子
や
質
疑
の
ほ
ど
が
要
約
さ
れ
、
会
場
の

熱
気
が
伝
わ
っ
て
く
る
ほ
ど
で
あ
り
、
本
書
所
収

の
論
文
を
一
読
さ
れ
た
あ
と
で
、
こ
の
総
括
を
見

直
し
て
も
た
め
に
な
る
だ
ろ
う
。

本
書
は
、『
源
氏
物
語
』
に
関
連
す
る
論
文
が

大
半
を
占
め
る
も
の
の
、
扱
わ
れ
て
い
る
問
題
は

普
遍
的
で
あ
り
、「
物
語
」
に
関
わ
る
研
究
の
様

相
を
大
ま
か
に
古
代
か
ら
近
代
に
い
た
る
ま
で
見

渡
す
こ
と
が
で
き
、
現
代
人
と
し
て
の
自
ら
の

「
読
み
」
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。

（
ほ
り
こ
し
も
ゆ
こ

大
学
院
前
期
課
程
在
学
生
）

小
峯
和
明

『
東
奔
西
走

―
中
世
文
学
か
ら
世
界
の
回
路
へ
』

権

香
淑

本
書
は
、
著
者
が
十
八
年
間
勤
め
た
立
教
大
学

の
定
年
退
職
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
今
ま
で
に
書

い
た
短
文
類
、
特
に
こ
れ
ま
で
の
論
文
集
等
に
入

れ
ら
れ
な
か
っ
た
短
い
エ
ッ
セ
イ
等
を
ま
と
め
た

も
の
で
あ
る
。

そ
の
内
容
は
、
著
者
が
国
内
や
海
外
に
資
料
調

査
に
赴
い
た
時
の
旅
の
印
象
な
ど
も
交
え
て
異
文

化
に
焦
点
を
あ
て
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
国
内

外
の
多
く
の
地
を
訪
れ
、
様
々
な
書
物
や
資
料
、

そ
し
て
人
々
に
出
会
い
、
本
書
は
そ
う
し
た
出
会

い
の
賜
物
で
あ
る
、
と
著
者
は
述
べ
て
い
る
。

本
書
の
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
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は
し
が
き
―
「
人
の
交
わ
り
に
も
季
節
あ

り
」

Ⅰ

中
世
文
学
か
ら
世
界
の
回
路
へ

Ⅱ

欧
米
を
往
く

Ⅲ

ア
ジ
ア
を
往
く

Ⅳ

日
本
を
往
く

「
は
し
が
き
」
で
は
、「
人
の
交
わ
り
に
も
季

節
あ
り
」
と
い
う
南
方
熊
楠
の
言
葉
を
用
い
、
書

物
や
資
料
、
そ
し
て
人
々
と
の
出
会
い
こ
そ
が
著

者
の
研
究
に
生
き
る
力
と
支
え
に
な
っ
た
、
と
本

書
を
出
す
に
至
っ
た
経
緯
や
心
情
が
綴
ら
れ
る
。

「
Ⅰ
」
は
、
１

文
学
研
究
の
意
義
古
典
文
学

の
立
場
か
ら
、
２

古
典
学
の
再
構
築
を
め
ざ
し

て
平
安
文
学
研
究
の
内
な
る
〈
他
者
性
〉、
３

異
文

化
交
流
の
文
学
史
へ
海
外
資
料
調
査
と
国
際
会
議
、

４

中
世
文
学
か
ら
世
界
の
回
路
へ
、
５

立
教

大
学
日
本
学
研
究
所
の
こ
と
、
の
五
つ
の
部
分
か

ら
な
る
。

「
１
」
で
は
、
古
典
文
学
の
立
場
か
ら
文
学
研

究
の
意
義
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
現
代
に
価
値

を
認
め
ら
れ
、
見
出
さ
れ
て
き
た
も
の
が
古
典
で

あ
る
と
定
義
づ
け
、
そ
こ
に
は
絶
対
的
な
権
威
な

ど
な
く
常
に
新
し
い
解
釈
が
与
え
ら
れ
、
絶
え
ず

読
み
の
更
新
が
な
さ
れ
る
と
指
摘
す
る
。
そ
の
よ

う
な
古
典
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
日
本
の
文
化
を

世
界
に
発
信
し
て
い
く
た
め
に
は
時
代
や
ジ
ャ
ン

ル
を
超
え
、
ま
た
文
学
以
外
の
歴
史
、
民
俗
、
宗

教
、
美
術
等
々
も
あ
わ
せ
た
専
攻
を
複
合
的
に
輻

輳
さ
せ
る
べ
き
で
あ
り
、
今
後
の
展
望
と
課
題
と

し
て
、
学
際
と
国
際
の
二
つ
の
柱
、
他
分
野
と
の

競
合
、
漢
文
文
化
圏
に
お
け
る
比
較
研
究
、
図
像

資
料
の
海
外
調
査
と
解
題
研
究
の
三
つ
の
キ
ー
ワ

ー
ド
か
ら
提
言
し
て
い
る
。

「
２
」
で
は
、
川
平
ひ
と
し
氏
の
遺
稿
の
ひ
と

つ
和
歌
文
学
会
五
〇
周
年
記
念
の
エ
ッ
セ
イ
「
内

な
る
他
者
性
」
を
受
け
、
平
安
文
学
研
究
の
「
内

な
る
他
者
性
」
の
問
題
を
提
起
し
、「
他
者
性
」

の
指
標
に
、
地
域
、
時
代
、
領
域
・
媒
体
の
三
つ

を
掲
げ
、
従
来
の
あ
り
方
を
超
え
る
方
策
を
提
言

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
東
ア
ジ
ア
漢
文
文
化
圏

へ
の
視
座
、『
源
氏
物
語
』
帝
国
主
義
や
古
典
の

カ
ノ
ン
化
か
ら
の
脱
却
、
法
会
文
芸
と
仏
典
の
物

語
力
の
再
評
価
で
あ
る
、
と
指
摘
す
る
。

「
３
」
で
は
、
著
者
自
身
が
参
加
し
た
海
外
資

料
調
査
と
国
際
会
議
や
対
外
交
流
に
つ
い
て
述

べ
、
数
々
の
資
料
調
査
や
人
々
と
の
出
会
い
を
通

し
て
変
容
し
て
き
た
著
者
の
三
つ
の
研
究
テ
ー
マ

―
―
絵
巻
・
絵
本
な
ど
の
絵
画
テ
キ
ス
ト
、
東
ア

ジ
ア
の
漢
文
説
話
、
異
文
化
交
流
の
文
学
史
に
つ

い
て
述
べ
て
い
る
。

「
４
」
で
は
、
著
者
が
参
加
し
た
ア
メ
リ
カ
の

ワ
シ
ン
ト
ン
議
会
図
書
館
の
調
査
や
イ
ェ
ー
ル
大

学
で
の
日
本
仏
教
を
め
ぐ
る
研
究
集
会
へ
の
招
待

時
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
綴
ら
れ
る
。
海
外
所
蔵
の
資

料
や
海
外
の
研
究
者
に
出
会
う
こ
と
で
、
海
外
の

日
本
研
究
を
無
視
し
え
な
い
時
代
の
到
来
を
感

じ
、
中
世
の
説
話
や
物
語
を
通
し
て
世
界
に
連
な

る
回
路
を
模
索
し
た
い
、と
著
者
は
述
べ
て
い
る
。

こ
の
部
分
の
初
出
は
前
述
の
「
３
」
の
内
容
よ
り

早
く
、
や
が
て
「
３
」
で
示
さ
れ
る
著
者
の
三
つ

の
研
究
テ
ー
マ
へ
と
発
展
す
る
こ
と
に
な
る
。

「
５
」
で
は
、海
外
の
研
究
者
と
の
交
流
促
進
、

研
究
協
力
体
制
の
確
立
な
い
し
支
援
の
た
め
、
二

〇
〇
〇
年
に
開
設
さ
れ
た
立
教
大
学
日
本
学
研
究

所
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
る
。

次
い
で
「
Ⅱ
」
は
、
著
者
が
欧
米
に
資
料
調
査

や
国
際
会
議
に
赴
い
た
際
の
内
容
で
、
そ
れ
ぞ
れ

の
題
目
を
列
挙
す
る
と
、
１

イ
ェ
ー
ル
大
学

蔵
・
日
本
文
書
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
目
録
解
題
、
２

ワ
シ
ン
ト
ン
議
会
図
書
館
の
和
古
書
資
料
、
３

議
会
図
書
館
及
び
イ
エ
ー
ル
大
学
所
蔵
朝
河
収
集

本
を
め
ぐ
っ
て
、
４

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
と
絵
巻
、

５

在
米
絵
巻
訪
書
お
ぼ
え
が
き
、
６

チ
ェ
ス
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タ
ー
ビ
ー
テ
ィ
ー
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ィ
所
蔵
絵
巻
・

絵
本
解
題
目
録
稿
、
と
な
る
。

欧
米
に
継
ぎ
「
Ⅲ
」
で
は
、
ア
ジ
ア
の
各
地
へ

の
資
料
調
査
や
旅
の
様
子
が
綴
ら
れ
る
。
各
標
題

を
記
す
と
、
１

台
北
の
民
間
劇
場
、
２

柳
絮

舞
ふ
町
で
北
京
の
七
十
九
日
、３

戒
台
寺
の
一
夜
、

４

台
北
・
北
京
に
お
け
る
和
古
書
及
び
絵
画
資

料
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き
、
５

中
国
古
塔
千
年

紀
遼
の
面
影
を
も
と
め
て
、
６

塔
は
時
空
を
越
え

て
、
７

馬
耳
山
の
お
堂
の
壁
画
、
８

東
ア
ジ

ア
〈
知
〉
の
遊
学
の
た
め
に
三
冊
の
本
、
と
な
っ

て
い
る
。
中
で
も
中
国
遼
代
の
仏
塔
を
も
と
め
て

各
地
を
旅
し
た
記
事
は
、
私
も
同
行
し
て
い
て
懐

か
し
く
親
し
く
格
別
な
思
い
出
で
あ
る
。
著
者
と

奥
さ
ん
と
高
陽
さ
ん
と
私
の
「
四
人
組
」
で
、
遠

く
は
内
モ
ン
ゴ
ル
の
奥
地
ま
で
出
か
け
、
よ
く
行

き
当
た
り
ば
っ
た
り
の
旅
を
し
た
も
の
だ
、
と
今

で
も
思
う
。
大
粒
の
雹
に
降
ら
れ
、
エ
ア
コ
ン
の

効
か
な
い
タ
ク
シ
ー
の
中
で
雹
宿
り
を
し
、
夕
方

よ
う
や
く
カ
バ
ー
に
も
掲
載
す
る
中
京
の
大
明
塔

に
た
ど
り
着
き
、
真
っ
赤
な
夕
日
に
照
ら
さ
れ
た

塔
を
見
上
げ
た
時
の
感
動
は
今
で
も
忘
れ
ら
れ
な

い
。
仏
塔
に
関
す
る
大
ま
か
な
情
報
だ
け
を
頼
り

に
現
地
で
道
や
場
所
を
聞
い
た
り
し
な
が
ら
も
無

事
に
旅
を
続
け
ら
れ
た
の
は
、
仏
の
ご
加
護
で
あ

ろ
う
。
い
つ
の
間
に
か
私
自
身
も
す
っ
か
り
塔
に

魅
了
さ
れ
、「
塔
マ
ニ
ア
」
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

欧
米
、
ア
ジ
ア
に
続
き
「
Ⅳ
」
は
日
本
国
内
に

目
を
向
け
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
標
題
の
列
挙

は
省
略
す
る
が
、
琉
球
や
尼
寺
の
調
査
、
四
国
善

通
寺
の
典
籍
調
査
な
ど
の
内
容
か
ら
な
る
。

以
上
、
本
書
の
各
部
分
の
概
略
に
つ
い
て
み
て

き
た
。
本
書
を
一
読
す
る
と
、
著
者
が
提
唱
す
る

東
ア
ジ
ア
資
料
学
の
確
立
、
文
学
研
究
だ
け
に
と

ど
ま
ら
ず
異
分
野
と
の
学
の
提
携
な
ど
、
広
大
な

研
究
の
世
界
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。本
書
は
、

著
者
が
こ
れ
ま
で
歩
ん
で
き
た
研
究
の
足
跡
を
一

望
で
き
る
一
冊
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
学
問
の

研
究
ば
か
り
で
な
く
「
人
の
交
わ
り
に
も
季
節
あ

り
」
と
い
う
言
葉
の
よ
う
に
、
書
物
や
資
料
、
そ

し
て
人
々
と
の
出
会
い
を
大
切
に
し
て
き
た
著
者

の
人
生
哲
学
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
書
の
最
後
に
、
著
者
の
略
歴
、
海
外
で
の
活

動
、
講
演
、
国
際
学
会
発
表
の
リ
ス
ト
、
著
作
論

文
目
録
が
一
覧
で
き
る
が
、
そ
の
精
力
的
な
活
動

ぶ
り
に
は
只
々
圧
倒
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
表
紙

の
左
端
に
「
絵
巻
の
虫
」
と
題
し
た
「
小
峯
先
生

が
妖
怪
に
な
っ
た
図
―
小
峯
夜
行
絵
巻
―
」
と
い

う
イ
ラ
ス
ト
（
吉
橋
さ
や
か
作
）
が
載
る
が
、
そ

の
通
り
著
者
は
「
只
人
に
あ
ら
ず
」、
そ
う
思
え

て
な
ら
な
い
。

（
二
〇
一
三
年
三
月

笠
間
書
院

二
五
九
頁

本
体
一
九
〇
〇
円
）

（
ご
ん
こ
う
し
ゅ
く

大
学
院
後
期
課
程
在
学
生
）
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