
「
落
窪
物
語
」
の
現
実
性

『

落
窪
物
或
巴

は
日
本
版
シ
ン
デ
レ
ラ
物
怒
甲
こ
言
え
る
｡
継
母

に
虐
待
さ
れ
て
い
た
主
人
公
の
落
窪
の
君
が
､
侍
女

･
阿
漕
の
活

躍
で
道
確
と
い
う
素
晴
ら
し
い
男
性
と
巡
り
会
い
､
幸
福
な
結
婚

を
し
､
継
母
た
ち
に
復
轡
す
る
と
い
う
物
語
で
､
継
子
い
じ
め
の

先
駆
と
さ
れ
て
い
る
作
品
で
あ
る
｡

小
稿
は
､
こ
の
物
語
の
中
で
大
変
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い

る

｢阿
漕
｣
と
い
う
女
性
に
注
目
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
｡
中

納
言
の
姫
君
で
あ
り
な
が
ら
継
母

･
北
の
方
に
女
中
同
然
に
酷
使

さ
れ
て
い
る
落
径
の
君
に
､
阿
漕
は
た
だ

一
人
仕
え
て
い
た
女
童

で
あ
る
｡
シ
ン
デ
レ
ラ
型
物
語
､
つ
ま
り
継
子
い
じ
め
の
物
語
は

世
界
各
国
で
見
ら
れ
る
が
､
ど
の
物
語
で
も
登
場
人
物
は
大
体
､

主
人
公

(継
娘
)
･
虐
待
者

(継
母
や
継
母
の
実
の
娘
)

･
援
助

者

･
主
人
公
の
夫

(身
分
の
高
い
男
性
が
多
い
)
に
分
け
ら
れ
､

阿
漕
は
こ
の
中
の
援
助
者
に
あ
た
る
人
物
と
し
て
描
き
出
さ
れ
て

い
る
｡

山
室
静
氏
の

『世
界
の
シ
ン
デ
レ
ラ
物
語
』
(新
潮
選
書
)
に

よ
り
､
世
界
の
シ
ン
デ
レ
ラ
型
物
語
の
代
表
と
し
て

｢
サ
ン
ド
リ

ヨ
ン

(ペ
ロ
ー
/
フ
ラ
ン
ス
)｣
｢灰
ま
み
れ
の
牝
油

(
バ
シ
レ
/

上

條

か

お

り

イ
タ
リ
ア
)｣
｢灰
か
ぶ
り

(グ
リ
ム
/
ド
イ
ツ
)｣
コ
世蘭

(中
国
)｣

｢金
の
ハ
ゼ

(タ
イ
)｣
の
五
話
に
つ
い
て
こ
の
援
助
者
の
在
り
方

を
調
べ
て
み
る
と
､
こ
の
五
誌
の
物
語
の
援
助
者
た
ち
は
母
親
代

わ
り
の
妖
精
で
あ
っ
た
り
'
死
ん
だ
塞
母
が
鳩
や
魚
に
姿
を
変
え

た
も
の
で
あ
っ
た
り
､
或
い
は
亡
き
母
の
墓
に
植
え
た
木
な
ど
で

あ
り
､
い
ず
れ
も
何
ら
か
の
超
自
然
的
な
力
を
持
っ
て
い
る
点
で

共
通
し
て
い
る
｡
又
､
こ
の
超
自
然
的
援
助
者
た
ち
は
､
い
つ
も

主
人
公
の
す
ぐ
そ
ば
に
い
る
訳
で
は
な
-
､
主
人
公
が
継
母
た
ち

に
虐
待
さ
れ
､
危
機
に
陥
っ
て
泣
い
て
い
る
と
現
れ
'
救
っ
て
く

れ
る
｡
特
に
継
母
に
そ
の
国
の
王
や
王
子
が
花
嫁
を
選
ぶ
場
で
あ

る
舞
踏
会
や
宴
会
､
祭
り
な
ど
に
連
れ
て
行
っ
て
も
ら
え
ず
､
主

人
公
は
超
自
然
的
援
助
者
の
力
を
借
り
て
衣
裳
や
靴
を
出
し
て
も

ら
い
､
出
掛
け
て
行
っ
て
王
や
王
子
に
見
初
め
ら
れ
る
と
い
う
パ

タ
ー
ン
が
多
い
｡

そ
れ
に
対
し
て

『落
窪
物
試
巴

の
援
助
者
で
あ
る
阿
漕
は
､
超

自
然
的
要
素
を
全
-
持
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
｡
虐
待
さ
れ
て
い

る
落
窪
の
君
に
は
結
婚
し
た
道
額
を
迎
え
る
支
度
が
出
来
な
い
｡

そ
こ
で
阿
漕
は
和
泉
守
の
妻
に
な
っ
て
い
る
叔
母
に
手
紙
を
番
い
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て
凡
帳
や
夜
具
を
借
り
､
自
分
の
!
張
羅
の
袴
を
落
窪
の
君
に
着

せ
､
食
事
の
用
意
を
し
て
道
朝
を
も
て
な
す
準
備
に
奔
建
す
る
｡

落
窪
の
君
が
好
色
な
老
人

｡
典
薬
助
と
結
婚
さ
せ
ら
れ
そ
う
に
な
っ

た
時
も
､
機
転
を
利
か
せ
て
そ
れ
を
防
い
だ
｡
こ
れ
ら
の
援
助
は

み
な
阿
漕
が
自
分
で
考
え
､
自
分
で
行
動
し
て
行
っ
て
い
る
の
で

あ
り
､
超
自
然
的
な
現
象
は
何

一
つ
物
語
に
は
出
て
来
な
い
｡

そ
こ
で
小
稿
で
は
､
単
な
る
女
童
に
す
ぎ
な
い
阿
漕
が
何
故
超

能
力
抜
き
で
こ
れ
ほ
ど
ま
で
活
躍
し
て
い
る
の
か
､
そ
の
点
を
先

ず
考
察
し
て
み
た
い
｡

l､
『落
窪
物
語
』
の
物
語
構
成
に
つ
い
て

『落
産
物
試
巴

の
物
語
構
成
を
前
述
の
五
話
の
シ
ン
デ
レ
ラ
型

物
証
甲
こ
比
較
す
る
と
､
虐
待
事
項
は

｢眠
る
暇
も
無
い
ほ
ど
縫
い

物
を
さ
せ
た
｣
｢落
窪
の
間
に
住
ま
わ
せ
た
り
､
雑
合
に
閉
じ
込

め
た
り
し
た
｣
｢落
窪
の
君
と
い
う
名
で
呼
ん
だ
｣
等
で
､
こ
れ

ら
は
世
界
の
シ
ン
デ
レ
ラ
型
物
語
の
虐
待
事
項

｢女
中
同
然
に
こ

き
使
わ
れ
た
｣
｢住
居
が
好
ま
し
く
な
い
｣
｢
ひ
ど
い
呼
び
名
で
呼

ば
れ
て
い
る
｣
等
と
が

一
致
す
る
点
で
あ
る
｡
一
致
し
な
い
の
は

世
界
の
シ
ン
デ
レ
ラ
型
物
語
の
報
復
事
項
が
ゆ
る
や
か
だ
っ
た
り

坐
-
行
わ
れ
な
か
っ
た
り
し
て
い
る
の
に
対
し
､
『落
窪
物
語
』

で
は
そ
の
報
復
事
項
に
か
な
り
物
語
の
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
点

で
あ
ろ
う
｡

『落
窪
物
語
』
で
は
､
継
母

･
北
の
方
に
対
す
る
報
復
は
落
窪

の
君
の
夫
で
あ
る
道
糖
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
そ
の

読

宵を
詳
細
に
検
討
し
て
み
る
と
､
こ
れ
ら
の
報
復
は
落
蓮
の
君

が
結
婚
前
に
北
の
方
か
ら
受
け
た
虐
待
と
実
に
よ
-
呼
応
し
て
行

わ
れ
て
い
る
と
言
え
る
｡
す
な
わ
ち
､

①
面
白
の
駒
を
四
の
君
と
結
婚
さ
せ
た

(身
代
わ
り
結
婚
さ
せ
た
)

復
讐
｡

遺
贈
は
中
納
言
の
四
の
君
と
の
結
婚
話
が
持
ち
上
が
っ
た
時
､

策
略
を
企
て
､
自
分
の
叔
父
で
あ
る

｢色
は
雪
の
白
き
に
て
'
首

い
と
長
う
て
､
顔
つ
き
た
だ
駒
の
や
う
に
､
鼻
の
い
ら
ら
ぎ
た
る

こ
と
限
り
な
｣
い
｢痴
者
｣
の

｢面
白
の
駒
｣
と
い
う
人
物
を
自

分
の
瞥
見
玉
に
し
て
北
の
方
の
四
の
君
と
結
婚
さ
せ
た
｡
そ
の
動

機
は
､
｢か
の
少
将

(退
職
)
は
､
『北
の
方
の
い
と
ね
た
-
憎
-

て
､
い
か
で
わ
び
し
と
恩
は
せ
む
』
と
思
ひ
し
み
に
け
れ
ば
､
心

の
う
ち
に
思
ひ
た
ば
か
る
や
う
あ
り
て
､
『
よ
か
な
り
』
と
言
ふ

な
り
け
り
｡｣
で
あ
り
､
｢(遺
瓶
)
『女
い
か
が
愚
は
む
』
と
恩
へ

ど
も
､
ま
き
り
て
憎
L
と
思
し
お
き
て
け
れ
ば
な
り
け
り
｡｣
と
､

四
の
君
へ
の
同
情
の
心
が
湧
か
な
い
で
も
な
か
っ
た
が
､
そ
れ
に

も
増
し
て
､
落
窪
の
君
に
対
す
る
北
の
方
の
所
業
が
憎
く
､
｢少

将

(道
顧
)
い
と
は
し
-
'
『
女
に
恥
を
見
す
る
ぞ
』
な
ど
恩
へ

ど
も
､
『
と
く
い
か
で
こ
れ
が
報
い
せ
む
』
と
思
ひ
し
ほ
ど
に
､

と
げ
て
後
に
引
き
か
へ
て
か
へ
り
見
む
と
思
す
こ
と
深
-
て
な
り

け
り
｡｣
と
､
旗
轡
を
実
行
す
る
の
で
あ
る
｡
遣
楯
の
計
略
は
成

功
し
､
身
代
わ
り
結
婚
は
三
日
夜
の
罵
朗
で
､
や
っ
と
相
手
が
面

･ヨ
の
〃河
で
あ
る
こ
と
A
浴
りA
5
0
こ
.T･)を
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ら
に
物
も
お
ぼ
え
ず
'
あ
垂
れ
惑
ふ
o｣
｢北
の
方
､
『
あ
た
ら
あ

が
子
を

､

何
の
よ
し
に
て
か
､
さ
る
も
の
に
く
れ
て
は
見
む
』
と

惑
ひ
た
ま
へ
ば
'｣
｢北
の
方
も

『取
り
放
ち
て
む
』
と
惑
ひ
た
ま

ヘ
ビ
､｣
と
､
北
の
方
の
惑
乱
は
相
当
な
も
の
で
あ
っ
た
｡
と
こ

ろ
で
こ
の
第

l
の
報
復
は
'
か
つ
て
北
の
方
が
自
分
の
叔
父
で

｢六
十
ば
か
り
な
る
､
さ
す
が
に
た
は
し
き
｣
典
薬
助
と
落
窪
の

君
を
無
理
や
り
結
婚
さ
せ
よ
う
と
し
た
仕
打
ち
に
対
処
す
る
も
の

と
し
て
行
わ
れ
た
と
解
さ
れ
る
｡
又
'
道
癖
が
面
白
の
駒
に
入
れ

知
恵
し
て
四
の
君
に
贈
ら
せ
た
と
ん
で
も
な
い
後
朝
の
文
は
､
四

の
君
に
ひ
ど
い
恥
を
か
か
せ
る
が
､
こ
の
仕
打
ち
も

死
ぬ
る
心
地
す
る
こ
と
'
か
の
落
窪
と
い
ふ
名
聞
か
れ
て
'
思

ひ
し
よ
り
も
ま
さ
る
心
地
す
べ
し
｡

と
の
説
明
に
明
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
､
北
の
方
が
か
つ
て
､

君
達
と
も
言
は
ず
､
御
方
と
は
ま
し
て
言
は
せ
た
ま
ふ
べ
-
ち

あ
ら
ず
｡
名
を
つ
け
む
と
す
れ
ば
､
さ
す
が
に
､
お
と
ど
の
思

す
心
あ
る
べ
L
と
つ
つ
み
た
ま
ひ
て
'
｢落
窪
の
君
と
言
へ
｣

と
の
た
ま
へ
ば
､
人
々
も
さ
言
ふ
｡

と
い
う
蓬
津
の
君
に
対
す
る
侮
辱
に
対
処
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
｡

と
に
か
く
､
落
窪
の
君
と
の
命
名
は
､
彼
女
の
心
を
い
た
く
傷
つ

け
た
｡

(落
窪
の
君
は
)
人

(道
頼
)
の
聞
く
に
恥
か
し
く
､
｢恥
の
限

り
言
は
れ
､
言
ひ
つ
る
名
を
我
と
聞
か
れ
ぬ
る
こ
と
｣
と
思
ふ

に
'

と
噴
き
悲
し
ん
で
い
る
こ
う
い
う
虐
待
を
し
た
こ
と
に
対
す
る
こ

れ
は
報
復
で
あ
る
こ
と
が
物
語
の
記
述
か
ら
明
ら
か
に
な
る
で
あ

ろ
う
｡

②
蔵
人
少
将
と
道
頬
の
妹

･
中
の
君
と
の
結
婚

(蔵
人
少
将
と
三

の
君
を
離
婚
に
追
い
込
む
)
と
い
う
復
轡
｡

北
の
方
は
三
の
君
の
夫
で
あ
る
蔵
人
少
将
を
可
変
が
り
大
軍
に

し
て
い
た
｡
我
が
家
の
自
慢
の
婿
だ
っ
た
の
で
あ
る
｡
そ
こ
で
蔵

人
少
将
の
衣
裳
を
､
眠
る
暇
も
無
い
ほ
ど
落
窪
の
君
に
纏
わ
せ
た

り
し
た
｡
こ
の
仕
返
し
と
し
て
道
場
は
自
分
の
妹
と
こ
の
蔵
人
少

将
を
結
婚
さ
せ
､
結
果
と
し
て
蔵
人
少
将
と
三
の
君
を
離
別
に
追

い
込
ん
だ
｡
す
な
わ
ち
､
｢(遣
頼
)
『か
の
北
の
方
､
こ
れ
を
い
み

じ
き
宝
に
思
ひ
て
､
こ
れ
が
こ
と
に
つ
け
て
､
わ
が
妻
を
懲
ぜ
し

ぞ
か
し
』
と
恩
ふ
に
､
い
と
捨
て
さ
せ
ま
は
し
さ
ぞ
か
し
｡｣
と

考
え
た
｡
そ
し
て
｢北
の
方
､
落
窪
の
な
き
を
ね
た
う
い
み
じ
う
､

『
い
か
で
､
く
や
つ
の
た
め
に
ま
が
ま
が
し
き
気
せ
む
』
と
惑
ひ

た
ま
ふ
｡

『我
は
さ
ひ
は
ひ
あ
り
'
よ
き
僻
と
る
』
と
言
ひ
し
か

ひ
な
-
､
面
お
こ
し
に
思
ひ
し
君
は
､
た
だ
あ
-
が
れ
に
あ
-
が

る
｡
『よ
き
わ
ざ
』
と
て
い
そ
ぎ
し
た
る
は
､
世
の
笑
は
れ
ぐ
さ

な
れ
ば
､
病
ひ
人
に
な
り
ぬ
べ
-
噴
-
｡｣
の
北
の
方
の
態
度
を

不
快
に
思
い
､
｢中
将

(道
顧
)
せ
め
て
言
ひ
そ
そ
の
か
し
て
蔵

人
の
少
将
を
中
の
君
に
あ
は
せ
た
ま
へ
ば
'
中
納
言
殿
に
聞
え
て
､

い
ら
れ
死
ぬ
ば
か
り
思
ふ
｡

(北
の
方
)
『
か
く
せ
む
と
て
'
我

を
す
か
し
お
き
し
に
こ
そ
あ
り
け
れ
』
と
て
､
『
い
か
で
か
い
さ

す
だ
ま
に
も
入
り
に
し
が
な
』
と
て
手
が
ら
み
を
し
､
入
り
た
ま

ふ
｡｣
と
画
策
す
る
と
､
北
の
方
は

｢か
か
る
ま
ま
に
､
北
の
方
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佐
官
れ
惑
ひ
て
､
物
も
や
す
く
食
は
で
な
む
嘆
き
け
る
｡｣
と
衝

撃
を
受
け
､
｢中
納
言
殿
は
､
か
く
少
将

(蔵
人
少
将
)
な
り
あ

が
り
た
ま
ふ
に
つ
け
て
も
､
三
の
君
､
北
の
方
､
『
な
ど
か
､
な

ご
り
あ
り
て
だ
に
､
時
々
来
ま
じ
き
』
と
､
い
み
じ
く
ね
た
め
ど

も
'｣
ど
う
し
て
も

｢
か
ひ
あ
る
べ
-
も
あ
ら
ず
｡｣
で
あ
っ
た
｡

継
子
い
じ
め
の
話
で
は
､
継
母
に
よ
っ
て
継
子
は
無
理
難
題
を
課

せ
ら
れ
た
り
'
強
制
的
に
労
働
を
さ
せ
ら
れ
た
り
す
る
が
､
『落

窪
物
誌
巴

で
は
そ
れ
が
裁
縫
で
あ
っ
た
o
蔵
人
少
将

･
三
の
君
夫

妻
の
た
め
に
言
い
付
け
ら
れ
て
､
そ
れ
が
あ
ま
り
に
苛
酷
で
あ
っ

た
た
め
､
道
覇
は
落
窪
の
君
を
縫
子
と
し
て
酷
使
し
て
い
た
北
の

方
に
､
北
の
方
が

l
番
大
切
に
し
て
い
た
蔵
人
少
将
を
取
り
上
げ

る
こ
と
で
報
復
し
た
の
で
あ
っ
た
｡
こ
こ
に
も
北
の
方
の
仕
打
ち

の
1畢
越
し
の
報
復
の
パ
タ
ー
ン
が
認
め
ら
れ
よ
う
｡

③
滑
水
詣
で
の
際
の
革
争
い
･
局
争
い

道
額
は
お
忍
び
で
清
水
寺
に
行
く
途
中
の
北
の
方

〓
打
と
出
会

い
へ
華
争
い
を
し
て
年
率
を
壊
す
｡
そ
の
上
､
北
の
方

〓
打
の
参

篭
す
る
局
ま
で
も
奪
っ
た
｡
北
の
方

〓
打
は
'
他
に
空
い
て
い
る

局
が
な
か
っ
た
た
め
､
仕
方
な
-

一
両
の
年
車
に
六
人
も
乗
っ
て

そ
の
夜
は
過
ご
す
は
め
に
な
る
｡
こ
れ
は
落
窪
の
君
が
､
｢寝
殿

の
放
出
の
､
ま
た

1
間
な
る
落
窪
な
る
所
の
､
二
間
な
る
｣
に
住

ま
わ
せ
ら
れ
､
｢枢
戸
の
頗
二
間
あ
る
部
屋
の
酢
､
酒
､
魚
な
ど
､

ま
さ
な
く
し
た
る
部
屋
の
､
た
だ
畳

一
枚
'
口
の
も
と
に
う
ち
敷

き
｣
た
雑
舎
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
対
す
る
報
復
で
あ

る
｡
そ
れ
は
'
｢苦
し
さ
こ
と
､
落
窪
の
部
屋
に
篭
り
た
ま
へ
り

L
に
も
､
ま
さ
る
べ
し
｡｣
と
い
う
記
述
が
そ
の
点
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
｡

④
賀
茂
祭
の
際
の
･軍
争
い

祭
り
見
物
の
た
め
に
､
車
を
良
い
位
置
に
置
こ
う
と
し
て
争
い

に
な
る
｡
典
薬
助
が
の
こ
の
こ
と
出
て
来
て
遺
贈
を
非
難
す
る
が
､

道
楯
は
過
去
の
仕
返
し
と
ば
か
り
に
家
来
の
者
に
言
い
付
け
て
典

薬
助
を
打
榔
し
た
｡
典
薬
助
は
こ
れ
が
原
因
と
な
り
､
物
語
の
最

後
で
死
ぬ
｡
北
の
方
に
そ
そ
の
か
さ
れ
て
落
窪
の
署
を
我
が
物
に

し
よ
う
と
し
た
典
薬
助
は
､
こ
の
事
件
で
散
々
に
懲
ら
し
め
ら
れ
､

す
さ
ま
じ
い
ま
で
の
報
復
を
加
え
ら
れ
た
事
に
な
る
｡

⑤
三
条
邸
の
横
取
り

落
窪
の
君
の
亡
き
母
が
所
有
し
て
い
た
三
条
邸
を
､
中
納
言
は

二
年
分
の
荘
園
か
ら
上
が
っ
て
く
る
収
入
を
費
や
し
て
改
築
し
た
｡

道
楯
は
出
来
上
が
っ
た
邸
を
落
窪
の
君
の
手
元
に
あ
っ
た
地
券
に

よ
っ
て
横
取
り
す
る
t｡
又
､
申
観
官
家
に
仕
え
て
い
た
良
い
女
房

た
ち
を
自
分
の
邸
へ
引
き
抜
い
て
し
ま
う
｡
こ
の
報
復
は
､
北
の

方
が
落
窪
の
君
の
持
ち
物
を
こ
と
ご
と
く
取
り
上
げ
た
こ
と
に
よ

る
｡
そ
の
中
で
､
落
窪
の
君
が
持
っ
て
い
た
蒔
絵
の
鏡
箱
を
取
り

上
げ
た
際
､
北
の
方
は
代
わ
り
と
し
て
古
ぼ
け
て
所
々
漆
の
は
げ

て
い
る
銭
箱
を
落
窪
の
君
に
与
え
た
｡
こ
の
箱
は
報
復
の
最
後
で

北
の
方
に
返
る
の
で
あ
る
が
､
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
北
の
方
は
今

ま
で
の
道
額
の
仕
打
ち
が
落
笹
の
君
と
関
係
し
て
い
た
た
め
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
｡

以
上
､
残
酷
と
も
思
え
る
徹
底
し
た
報
復
ぶ
り
は
､
所
々
の
道
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頬
の
1711暴
発か
ら
も
分
か
る
よ
う
に

｢北
の
方
が
落
窪
の
君
に
し
た

虐
待
｣
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
り
､
全
て
が

｢北
の
方
を
悔
し
が

ら
せ
る
た
め
｣
に
行
わ
れ
て
い
る
｡
よ
っ
て
窟
蓮

の
君
の
父

･
中

納
言
や
三
の
君
､
四
の
君
な
ど
巻
き
添
え
に
な
っ
た
人
々
に
は
遣

楯
の
手
で
別
の
恩
恵
が
与
え
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
｡
又
､

｢受
け
た
虐
待
に
対
す
る
報
復
｣
と
い
う
部
分
は
他
の
シ
ン
デ
レ

ラ
刑
蕗
設
旧に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
､
こ
こ
に

『落
産
物

琵
巴

の
話
の
大
き
な
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
.

物
語
の
構
成
上
の
特
色
と
し
て
､
次
に
幾
つ
か
の
小
道
具
が
非

常
に
効
果
的
に
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
｡

北
の
方
が
落
窪
の
君
の
鏡
筒
を
取
り
上
げ
る
場
面
が
あ
る
｡
北

の
方
が
代
わ
り
に
よ
こ
し
た
鏡
箱
は

｢黒
塗
の
箱
の
九
寸
ば
か
り

な
る
が
､
深
さ
は
三
寸
ば
か
り
に
て
､
古
め
き
ま
ど
ひ
て
所
々
は

げ
た
る
｣
粗
末
な
物
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
'
こ
｣
の
古
ぼ
け
た
鏡
箱

が
最
後
の
報
復
で
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
｡
落
窪
の

君
が
道
覇
の
手
に
よ
っ
て
救
出
さ
れ
た
時
'
北
の
方
は
じ
め
中
納

言
家
の
人
々
は
留
守
だ
っ
た
の
で
､
適
職
が
蓮

の
君
を
連
れ
去
っ

た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
｡
だ
か
ら
そ
の
後
遺
頬
が

様
々
な
報
復
を
行
っ
て
も
北
の
方
に
は
何
故
遣
蘭
が
自
分
た
ち
に

だ
け
ひ
ど
い
こ
と
を
す
る
の
か
そ
の
理
由
が
分
か
ら
な
か
っ
た
の

で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
横
取
り
し
た
三
条
邸
に
運
び
込
ま
れ
て
い
た

中
魁
吉
家
の
荷
物
を
返
却
す
る
時
､
逆
相
は
こ
の
古
い
鏡
箱
も

1

緒
に
返
し
'
蓬

の
君
の
素
性
を
明
か
し
て
昔
受
け
た
虐
待
に
対

す
る
報
復
を
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
知
ら
せ
､
実
に
効
果

的
な
働
き
を
こ
の
古
い
鏡
箱
は
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

又
､
小
道
具
と
は
言
え
な
い
が
'
落
窪
の
君
の
才
芸
と
し
て
拳

の
琴
と
縫
物
の
二
つ
が
設
定
さ
れ
て
い
る
｡

｢母
君
の
､
六
つ
七

つ
ば
か
り
に
て
お
は
し
け
る
に
､
習
は
し
置
い
た
ま
ひ
け
る
ま
ま

に
､
挙
の
琴
を
世
に
を
か
し
く
弾
き
た
ま
ひ
け
れ
ば
､｣
｢
つ
く
づ

く
と
暇
の
あ
る
ま
ま
に
､
物
縫
ふ
こ
と
を
習
ひ
け
れ
は
う
い
と
を

か
し
げ
に
ひ
ね
り
縫
ひ
た
ま
ひ
け
れ
ば
､｣
落
窪
の
君
は
こ
の
ど

ち
ら
も
素
晴
ら
し
い
厳
刑
と
な
っ
て
い
た
.
そ
し
て
拳
の
琴
は
北

の
方
の
息
子

･
三
郎
君
に
教
え
て
い
た
た
め
'
三
郎
君
は
ま
だ
小

さ
い
子
供
で
は
あ
っ
た
が
落
窪
の
君
に
同
情
的
で
､
落
窪
の
君
が

雑
舎
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
時
に
は
､
阿
漕
に
頼
ま
れ
､
落
藻
の
君

に
食
事
や
道
場
か
ら
の
文
を
渡
す
役
目
を
し
て
い
る
C

l
方
'
裁

縫
の
方
は

(北
の
方
)
｢
い
と
よ
か
め
り
｡
こ
と
な
る
か
は
か
た
ち
な
き

人
は
､
物
ま
め
や
か
に
習
ひ
た
る
ぞ
よ
き
｣
と
て
二
人
の
婿
の

装
束
､
い
さ
さ
か
な
る
ひ
ま
な
-
､
か
き
あ
ひ
纏
は
せ
た
ま
へ

ば
､
し
ば
し
こ
そ
物
い
そ
が
し
か
り
し
か
､
夜
も
寝
も
寝
ず
縫

は
す
｡
い
さ
さ
か
お
そ
き
時
は
､
｢か
ば
か
り
の
こ
と
を
だ
に
､

も
の
う
げ
に
し
た
ま
ふ
は
'
何
の
役
に
せ
む
と
な
ら
む
｣
と
責

め
た
ま
へ
ば
､

と
い
う
よ
う
に
､
上
手
で
あ
る
が
故
に
北
の
方
に
酷
使
さ
れ
て
い

た
｡
し
か
し
道
榛
に
放
出
さ
れ
た
後
､
道
楯
の
衣
裳
を
縫
う
よ
う

に
な
っ
て
か
ら
は
､

大
将
殿

(退
職
の
父
君
)
よ
り
は
､
｢少
将
の
君

(道
覗
)
の
御
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装
束
､
今
は
と
-
し
た
ま
へ
｡
こ
こ
に
は
内
裏
の
御
事
に
暇
な

く
な
む
｣
と
て
､
よ
き
吊
､
糸
､
綾
､
西
､
蘇
芳
､
紅
な
ど
､

多
く
奉
り
た
ま
へ
れ
ば
､
(落
窪
の
君
)
も
と
よ
り
よ
く
し
た

ま
へ
り
け
る
こ
と
な
れ
ば
､
急
が
せ
た
ま
ふ
｡

《中
略
》
か
く

て
年
か
へ
り
て
､
朔
日
の
御
装
束
､
色
よ
り
は
じ
め
て
､
い
と

晴
ら
に
し
出
で
し
た
ま
へ
れ
ば
'
い
と
よ
し
と
思
し
て
､
着
て

あ
る
き
た
ま
ふ
｡
御
母
北
の
方

(道
頬
の
母
君
)
の
見
た
ま
ひ

て
､
｢あ
な
う
つ
く
し
｡
い
と
よ
く
し
た
ま
ふ
人
に
こ
そ
も
の

し
た
ま
ひ
け
れ
｡
内
裏
の
御
方
な
ど
の
御
大
事
あ
ら
む
に
は
'

聞
え
つ
べ
か
め
り
｡
針
目
な
ど
の
､
い
と
恩
ふ
や
う
に
あ
り
｣

と
誉
め
た
ま
ふ
｡

な
ど
と
彼
女
の
串
福
を
招
-
重
要
な
手
立
て
と
な
っ
て
い
く
｡

そ
の
他
､
文
を
や
り
と
り
す
る
た
め
に

｢籍

｣
が
使
わ
れ
て

い
る
し
､
落
窪
の
君
が
典
薬
助
と
結
婚
さ
せ
ら
れ
そ
う
に
な
っ
た

時
､
阿
漕
が

｢焼
石
｣
を
用
い
て
防
い
だ
り
'
三
条
邸
の
横
取
り

の
際
に
落
窪
の
君
が
持
っ
て
い
た

｢地
券
｣
を
使
っ
た
り
す
る
等

の
場
面
も
あ
り
'
そ
れ
ぞ
れ
の
小
道
具
を
巧
み
に
使
用
し
て
物
語

の
展
開
を

一
層
面
白
く
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
｡

こ
の
よ
う
に
こ
の
物
語
の
構
成
を
見
て
-
る
と
'
物
語
が
大
変

上
手
-
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
｡
虐
待
と
報
復
の

呼
応
や
小
道
具
の
使
い
方
に
よ
っ
て
無
理
な
く
物
語
が
展
開
し
て

い
く
の
で
あ
る
｡
援
助
者
で
あ
る
阿
漕
も
そ
の
中
に
し
っ
か
り
位

置
付
け
ら
れ
て
お
り
､
不
自
然
な
と
こ
ろ
が
な
い
｡
こ
れ
だ
け
ス

ム
ー
ス
に
物
語
の
展
開
が
出
来
れ
ば
超
自
然
的
な
力
を
借
り
な
く

て
も
特
に
差
し
障
り
は
な
い
は
ず
で
あ
る
｡
だ
か
ら
阿
漕
は
普
通

の
人
間
で
あ
り
､
実
際
の
tH
常
生
活
の
中
の
人
物
た
り
得
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

二
㌧
継
子
い
じ
め
と

一
夫

l
棄
制
に
つ
い
て

『落
窪
蜘
蓋
巴

の
作
者
が

｢.継
子
い
じ
め
｣
を
物
語
の
題
材
に

選
ん
だ
の
は
ど
う
し
て
で
あ
ろ
う
か
｡

そ
の
理
由
と
し
て
へ
こ
の

『落
産
物
誼
巴

に
描
か
れ
て
い
る
よ

う
な
継
子
い
じ
め
の
話
が
現
実
の
こ
と
と
し
て
当
時
存
在
し
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
十
分
考
え
ら
れ
る
｡

物
語
の
中
に
も
継
子
い
じ
め
の
話
が
実
際
に
あ
っ
た
と
い
う
記

述
が
見
ら
れ
る
｡
｢上
の
あ
や
し
う
恩
は
む
は
例
の
こ
と
､
御
は

ら
か
ら
の
君
達
さ
へ
み
づ
か
ら
聞
え
た
ま
は
ざ
め
る
こ
そ
､
い
と

心
づ
き
な
け
れ
｡｣
｢
い
か
な
る
罪
を
つ
く
り
て
､
か
か
る
目
を
見

る
ら
む
｡
継
母
の
憎
む
は
例
の
こ
と
に
人
も
語
る
頼
あ
り
て
聞
く
｡

お
と
ど
の
御
心
さ
へ
か
か
る
を
｡｣
又
'
『源
氏
物
語
』
蛍
の
巻
に

｢継
母
の
腹
ぎ
た
な
き
昔
物
語
も
多
か
る
を
｣
と
あ
る
の
は
あ
ま

り
に
も
有
名
で
あ
る
｡
更
に
､
落
窪
の
君
か
ら
孝
養
を
尽
く
さ
れ

た
北
の
方
の
言
葉
に

｢人
は
生
み
た
る
子
よ
り
も
'
継
子
の
徳
を

こ
そ
見
け
れ
｡｣
｢
い
や
い
や
継
子
の
徳
を
な
む
見
る
｡
さ
知
り
た

ま
へ
れ
｡
こ
の
あ
ん
な
る
子
ど
も
､
ゆ
め
ゆ
め
憎
み
た
ま
ふ
な
｡

お
の
が
子
ど
も
よ
り
も
か
な
し
う
し
た
ま
へ
｡
お
の
れ
は
む
か
し

憎
ま
ざ
ら
ま
し
か
ば
､
し
ば
し
に
て
も
恥
を
見
'
い
た
き
目
は
見
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ざ
ら
ま
し
｡｣
と
､
憎
み
あ
う
継
母

･
継
子
の
関
係
が
世
間
の
常

識
で
あ
っ
た
こ
と
も
分
か
る
O
そ
し
て
'
｢世
に
あ
ら
む
人
､
継

子
憎
む
な
｡
継
子
な
む
う
れ
し
さ
も
の
は
あ
り
な
む
｣
と
い
う
言

葉
は
､
勝
子
を
い
じ
め
て
い
る
世
間
の
継
母
へ
の
忠
告
と
も
受
け

取
れ
る
｡

と
こ
ろ
で

『落
窪
物
語
』
の
作
者
は
､
｢
こ
の
よ
う
な
継
子
い

じ
め
は

i
夫
多
妻
制
か
ら
起
こ
っ
た
悲
劇
で
あ
る
｣
と
い
う
考
え

の
持
ち
主
だ
っ
た
ら
し
く
､
物
語
の
中
で
叫
夫

1
妻
制
を
強
-
主

張
し
て
い
る
｡

道
頬
は
､
落
蓮
の
君
の
不
幸
は
落
窪
の
君
の
父
･
中
納
言
に
二

人
の
妻
が
い
た
と
い
う

一
夫
多
妻
に
あ
る
と
し
､
乳
母
が
持
っ
て

来
た
右
大
臣
の
娘
と
の
縁
談
を
断
る
際
､
｢
古
め
か
し
き
心
な
れ

ば
に
や
あ
ら
む
､
父
母
具
し
た
ら
む
を
と
も
お
ぼ
え
ず
｡
落
窪
に

も
あ
れ
､
上
り
窪
に
も
あ
れ
､
忘
れ
じ
と
恩
は
む
を
ば
､
い
か
が

は
せ
む
｡｣
と
言
い
､
｢帝
の
御
女
賜
ふ
と
も
､
得
は
べ
ら
じ
｡
は

じ
め
も
聞
こ
え
L
を
､
た
だ
つ
ら
し
と
恩
は
れ
き
こ
え
じ
と
な
む

恩
へ
ば
､
女
の
思
ふ
こ
と
は
､
ま
た
人
ま
う
く
る
こ
と
こ
そ
嘆
く

な
れ
と
聞
き
し
か
ば
､
そ
の
す
ぢ
は
絶
え
に
た
り
｡｣
と
主
張
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
報
復
後
の
､
遵
楯
の
中
納
言
家
に
対
す
る

孝
養
も

｢殿
も
北
の
方

(落
窪
の
君
)
を
い
み
じ
う
恩
ひ
き
こ
え

た
ま
ふ
あ
ま
り
の
､
ま
ろ
ま
で
は
来
る
ぞ
と
聞
き
は
べ
る
時
も
あ

り
｡
『ま
ろ
を
恩
さ
ば
､
こ
の
腹
の
君
達
を
男
も
女
も
恩
は
せ
』

と
こ
そ
申
し
た
ま
へ
ば
､
い
み
じ
き
さ
ひ
は
ひ
お
は
し
け
る
｡｣

た
め
で
､
｢数
な
ら
ぬ
景
政
ら
だ
に
､
女
は
見
ま
ほ
し
､
知
ら
ま

ほ
し
く
な
む
あ
る
を
､
こ
の
殿
は
､
す
べ
て
､
こ
の
北
の
方

(港

窪
の
君
)
よ
り
ほ
か
に
女
は
な
し
と
､
内
裏
に
参
り
た
ま
ひ
て
も
､

后
の
宮
の
女
房
た
ち
漕
げ
な
る
に
､
た
は
ぶ
れ
に
目
見
い
れ
た
ま

は
ず
､
夜
中
に
も
暁
に
も
､
か
き
た
ど
り
て
ぞ
ま
か
で
た
ま
ふ
｡

女
の
男
に
恩
は
れ
た
ま
ふ
例
に
は
､
こ
の
北
の
方

(落
藻
の
君
)

を
し
た
て
ま
つ
る
べ
し
｣
と
い
う
道
塀
の
態
度
に
も
､

1
夫

1
妾

制
の
思
想
が
色
濃
く
強
調
さ
れ
て
い
る
｡

(
こ
の
こ
と
は
三
谷
邦

明
氏
の
御
論
考

『葦

ELIの
方
法
-
そ
の
山蔓

と
壷

を
め
ぐ
っ

て
-
』
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡)
そ
し
て
道
頼
だ
け
で
な
く
､

運
搬
の
母
君
も

｢人
あ
ま
た
持
た
る
は
､
嘆
き
負
ふ
な
り
｡
身
も

苦
し
げ
な
り
｡｣
｢女
子
持
た
れ
ば
､
人
の
愚
さ
む
こ
と
も
､
い
と

は
し
う
､
心
苦
し
う
な
む
お
ば
ゆ
る
｡｣
と
述
べ
､

i
夫

l
妻
が

結
婚
の
理
想
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
｡
物
語
の
途
中
に
出
て
来
る

｢ま
こ
と
､
こ
の
世
の
中
に
恥
か
し
き
も
の
と
お
ぼ
え
た
ま
へ
る

弁
の
少
将
の
君
､
世
人
は
､
交
野
の
少
将
と
申
す
め
る
｣
人
に
対

し
'
作
者
は
遷
覇
に

｢
か
れ
は
'
い
と
あ
や
し
き
人
の
癖
に
て
､

文

l
-
だ
り
や
り
つ
る
が
､
は
づ
る
る
や
う
な
れ
ば
､
人
の
妻
r

帝
の
御
妻
も
持
た
る
ぞ
か
し
C
さ
て
身
い
た
づ
ら
に
な
り
た
る
や

う
な
る
ぞ
か
し
｡｣
と
批
判
さ
せ
る
｡
つ
ま
り
作
者
は
､
道
覇
と

比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
色
好
み
を
否
定
し
､
批
判
し
て
い
る
の

で
あ
る
｡

こ
の
主
張
に
注
目
す
れ
ば
､
『落
轟
物
語
』
の
作
者
は
､
単
な

る
空
想
の
話
と
し
て
で
は
な
-
､
当
時
の
貴
族
社
会
に
見
ら
れ
た

現
実
の
延
子
い
じ
め
を
物
語
の
題
材
と
し
て
取
り
上
げ
よ
う
と
し

-39-



た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
も
っ
と
も
継
子
い
じ
め
の
物
語
は

『葉

物
弦
巴

成
立
以
前
に
も
全
く
な
か
っ
た
訳
で
は
な
-
､
民

話
や
伝
説
と
い
っ
た
世
界
で
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
た
に
違
い
な
い

だ
ろ
う
と
思
う
｡
し
か
し
､
物
語
の
中
で
現
実
直
視
の
観
点
で
､

超
自
然
的
要
素
を
排
除
し
､
全
て
を
現
実
の
レ
ベ
ル
で
解
決
し
よ

う
と
し
て
い
る
の
は
や
は
り
作
者
が
実
際
に
存
在
し
て
い
た
継
子

い
じ
め
の
問
題
か
ら
目
を
そ
む
け
ず
､
そ
れ
を
引
き
起
こ
し
て
い

た
で
あ
ろ
う

一
夫
多
妻
制
を
批
判
し
よ
う
と
の
構
想
が
基
盤
に
な
っ

て
い
た
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡

三
､
ま
と
め

『落
窪
物
証
巴

の
中
で
､
阿
漕
は
援
助
者
と
し
て
の
役
割
を
果

た
す
人
物
と
し
て
登
場
し
て
い
る
｡
し
か
も
阿
漕
は
他
の
シ
ン
デ

レ
ラ
型
物
語
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
超
自
然
的
要
素
は
持
っ
て
お
ら

ず
､
l
人
前
の
女
房
と
し
て
認
め
ら
れ
て
も
い
な
い

｢
女
童
｣
で

あ
っ
た
｡
け
れ
ど
阿
漕
が
他
の
シ
ン
デ
レ
ラ
型
物
語
の
援
助
者
た

ち
と
決
定
的
に
違
っ
て
い
る
の
は

｢
い
つ
も
主
人
公
の
そ
ば
に
い

た
｣
と
い
う
点
で
あ
る
｡
他
の
シ
ン
デ
レ
ラ
型
物
語
に
は
､
昼
も

夜
も
主
人
公
の
そ
ば
に
い
て
魅
母
の
虐
待
か
ら
か
ば
っ
て
く
れ
た

り
励
ま
し
て
く
れ
た
り
慰
め
て
く
れ
た
り
す
る
､
阿
漕
の
よ
う
な

働
き
を
す
る
者
は
い
な
い
｡
主
人
公
は
い
じ
め
ら
れ
る
と
い
じ
め

ら
れ
っ
ぱ
な
し
で
あ
り
､
母
親
代
わ
り
の
妖
精
や
死
ん
だ
母
の
生

ま
れ
変
わ
り
等
､
亡
き
母
の
霊
の
よ
う
な
も
の
が
突
然
現
れ
る

(結
局
､
超
自
然
的
要
素
を
持

っ
て
い
る
こ
と
が
必
須
)
と
い
う

こ
と
に
な
る
｡
現
実
に
助
け
て
く
れ
る
人
は
い
な
い
の
で
あ
る
か

ら
､
超
自
然
的
要
素
が
出
て
来
な
い
と
話
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡

し
か
し
阿
漕
は
現
実
の
人
間
と
し
て
そ
の
場
に
存
在
し
て
い
る
｡

現
実
の
人
間
で
あ
る
以
上
､
援
助
を
す
る
た
め
に
は
超
自
然
的
な

力
に
頼
ら
ず
､
自
分
で
何
と
か
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡
私
は
､

そ
こ
に
他
の
物
語
に
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
な
､
単
な
る
侍
女
に
す

ぎ
な
い
｢阿
漕
｣
の
活
躍
の
理
由
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

る
｡

『莞

認巴

が
成
立
し
た
背
鼻
に
は
､
実
際
に
継
子
い
じ

め
の
問
題
が
あ
り
､
当
時
の
i
夫
多
妻
制
へ
の
作
者
の
批
判
が
あ
っ

た
｡
だ
か
ら
よ
り
現
実
味
を
出
す
た
め
に
超
自
然
的
な
力
を
持

っ

た
援
助
者
の
代
わ
り
に
､
侍
女
と
い
う
立
場
の

｢
阿
漕
｣
と
い
う

人
物
を
設
定
し
た
の
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
単
な
る
侍
女
に
す
ぎ
な
い

阿
漕
が
活
躍
す
る
た
め
に
は
､
物
語
の
構
成
を
工
夫
し
'
無
理
な

く
物
語
が
展
開
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
の
た
め
に
作

者
は
落
窪
の
君
が
北
の
方
か
ら
受
け
た
虐
待
に
呼
応
さ
せ
て
遺
楯

に
報
復
を
行
わ
せ
た
り
､
小
道
具
を
効
果
的
に
用
い
た
り
し
た
の

で
あ
っ
た
｡

つ
ま
り
阿
漕
は

｢
い
つ
も
主
人
公
の
そ
ば
に
い
た
､
シ
ン
デ
レ

ラ
型
物
語
の
援
助
者
｣
と
い
う
人
物
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
､
こ
ん
な

に
も
活
躍
し
て
い
る
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
｡

付
記

こ
の
論
稿
は
､
卒
業
論
文
を
も
と
に
執
筆
し
た
も
の
で
あ

る

｡

(か

み
じ
ょ
う

か
お
り

長
野
県
寿
台
養
護
学
校
教
諭
)
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