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鹿野谷有希　『落窪物語』のおもしろさ

一　

は
じ
め
に

　
『
落
窪
物
語
』
は
お
も
し
ろ
い
（
１
）。
個
性
的
な
登
場
人
物
や
緻
密
に
練
ら
れ
た

物
語
構
成
、
テ
ン
ポ
の
よ
い
物
語
進
行
な
ど
、『
落
窪
物
語
』
を
お
も
し
ろ
く

し
て
い
る
要
素
は
数
多
く
あ
る
だ
ろ
う
。

　

数
多
く
あ
る
要
素
の
中
か
ら
、
本
稿
で
は
「
切
り
替
え
」
に
着
目
し
て
み
た

い
。
実
は
『
落
窪
物
語
』
は
、
様
々
な
も
の
を
切
り
替
え
な
が
ら
物
語
を
進
行

さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
切
り
替
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
語
は
ど
の
よ
う
に

お
も
し
ろ
く
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

二　

場
面
の
切
り
替
え

　

一
般
的
に
、
物
語
は
場
面
を
切
り
替
え
な
が
ら
進
行
し
て
い
く
。
最
初
か
ら

最
後
ま
で
同
じ
場
面
で
進
行
し
て
い
く
物
語
は
、
あ
ま
り
な
い
だ
ろ
う
。
当
然

な
が
ら
『
落
窪
物
語
』
も
場
面
を
切
り
替
え
な
が
ら
進
行
し
て
い
く
が
、
特
徴

的
な
場
面
の
切
り
替
え
方
が
あ
る
。
そ
の
例
と
し
て
、
落
窪
の
姫
君
（
以
下
、

呼
称
を
「
姫
君
」
に
統
一
す
る
）
と
道
頼
の
結
婚
三
日
目
の
夜
を
見
て
み
よ
う
。

　

結
婚
三
日
目
の
夜
の
段
は
、
大
雨
の
た
め
に
一
度
は
姫
君
の
も
と
へ
向
か
う

こ
と
を
断
念
し
た
道
頼
が
、
あ
こ
き
の
手
紙
を
読
ん
だ
こ
と
で
結
婚
三
日
目
で

あ
る
こ
と
を
再
認
識
し
、
盗
人
に
間
違
え
ら
れ
る
な
ど
の
災
難
を
乗
り
越
え
な

が
ら
、
帯
刀
と
と
も
に
姫
君
の
も
と
へ
向
か
い
対
面
す
る
、
と
い
う
よ
う
に
描

か
れ
て
い
る
。
本
文
で
は
、「
暗
う
な
る
ま
ま
に
、
雨
、
い
と
あ
や
に
く
に
」

（
上
六
二
頁
）
か
ら
「「
今
宵
は
、
身
を
知
る
な
ら
ば
、
い
と
か
ば
か
り
に
こ

そ
」
と
て
臥
し
給
ひ
ぬ
」（
上
六
九
頁
）
ま
で
が
該
当
箇
所
と
な
る
。

　

こ
の
結
婚
三
日
目
の
夜
の
段
は
複
数
の
場
面
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
が
、
そ

れ
ら
は
道
頼
と
帯
刀
に
着
目
す
る
場
面
（
Ａ
と
す
る
）
と
、
姫
君
と
あ
こ
き
に

着
目
す
る
場
面
（
Ｂ
と
す
る
）
と
に
分
け
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
次
に
挙
げ
る
⑦

の
よ
う
に
Ａ
と
Ｂ
が
混
在
し
、
分
け
ら
れ
な
い
場
面
も
あ
る
。

　

さ
て
、
結
婚
三
日
目
の
夜
の
段
を
、
そ
れ
ぞ
れ
Ａ
か
Ｂ
に
振
り
分
け
て
み
よ

う
。

　

①	

道
頼
は
大
雨
の
た
め
姫
君
訪
問
を
断
念
、
姫
君
へ
手
紙
を
書
く
。
帯
刀
も

	
あ
こ
き
へ
手
紙
を
書
く
（
上
六
二
頁
「
暗
う
な
る
ま
ま
に
、」
～
上
六
三

頁
「
と
言
へ
り
。」）
─
Ａ

　

②	

あ
こ
き
、
手
紙
を
読
ん
で
激
怒
す
る
。
あ
こ
き
と
姫
君
、
そ
れ
ぞ
れ
返
事

を
書
く
（
上
六
三
頁
「
か
か
れ
ば
、」
～
「
と
あ
り
。」）
─
Ｂ

『
落
窪
物
語
』
の
お
も
し
ろ
さ

─
「
切
り
替
え
」
か
ら
見
る
『
落
窪
物
語
』

─

鹿

野

谷

有

希
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③		
返
事
を
読
ん
だ
道
頼
と
帯
刀
、
雨
の
中
を
姫
君
と
あ
こ
き
の
い
る
中
納
言

邸
へ
向
か
う
（
上
六
四
頁
「
持
て
参
り
た
る
、」
～
「
傘
求
め
に
歩
く
。」）

─
Ａ

　

④		

姫
君
と
あ
こ
き
、
雨
が
降
る
の
を
嘆
く
（
上
六
五
頁
「
あ
こ
き
、」
～

「
添
ひ
臥
し
給
へ
り
。」）
─
Ｂ

　

⑤		

道
頼
は
道
中
、
盗
人
に
間
違
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
中
納
言
邸
に
到
着
す

る
（
上
六
五
頁
「
我
は
、」
～
上
六
八
頁
「
忍
び
や
か
に
叩
い
給
ふ
。」）

─
Ａ

　

⑥		

姫
君
が
泣
い
て
い
る
と
、
御
格
子
の
鳴
る
音
が
聞
こ
え
る
（
上
六
八
頁

「
女
君
は
、」
～
「
引
き
上
げ
た
れ
ば
、」）
─
Ｂ

　

⑦		

姫
君
と
道
頼
、
対
面
す
る
（
上
六
八
頁
「
入
り
お
は
し
た
る
さ
ま
、」
～

上
六
九
頁
「
と
て
臥
し
給
ひ
ぬ
。」）
─
Ａ
Ｂ

結
婚
三
日
目
の
夜
と
い
う
一
つ
の
段
の
中
で
、
細
か
く
場
面
転
換
が
行
わ
れ
て

い
る
の
だ
が
、
な
ぜ
、
細
か
く
場
面
転
換
が
行
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま

た
、
場
面
転
換
を
行
う
こ
と
で
、
物
語
を
ど
の
よ
う
に
演
出
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
だ
ろ
う
か
。

　

読
者
は
物
語
を
読
み
進
め
て
い
く
う
ち
に
、
物
語
に
関
す
る
様
々
な
情
報
を

入
手
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
際
、
場
面
が
切
り
替
わ
る
こ
と
で
、
登
場
人
物

が
知
ら
な
い
情
報
を
読
者
は
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
結
婚
三
日
目
の

夜
の
段
で
あ
れ
ば
、
②
か
ら
③
へ
と
切
り
替
わ
る
こ
と
で
、
道
頼
た
ち
が
姫
君

の
も
と
へ
向
か
う
と
い
う
情
報
を
、
読
者
は
知
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
④

の
冒
頭
で
「
あ
こ
き
、
か
く
出
で
立
ち
給
ふ
も
知
ら
で
」（
上
六
五
頁
）
と
あ

る
よ
う
に
、
道
頼
た
ち
が
姫
君
の
も
と
へ
向
か
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
、
姫

君
と
あ
こ
き
は
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
道
頼
た
ち
が
姫
君
の
も
と
へ
向
か
っ
て

い
る
こ
と
を
知
る
読
者
は
、
道
頼
と
姫
君
が
喜
び
の
再
会
を
果
た
す
未
来
を
想

像
し
な
が
ら

─
あ
た
か
も
、
姫
君
た
ち
に
サ
プ
ラ
イ
ズ
を
仕
掛
け
た
よ
う
な

感
覚
に
な
り
な
が
ら

─
物
語
を
読
み
進
め
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
物
語
は
読
者
が
安
心
し
て
読
み
進
め
る
こ
と
を
許
さ
な
い
。

⑤
で
道
頼
た
ち
へ
、
盗
人
に
間
違
え
ら
れ
る
と
い
う
ハ
プ
ニ
ン
グ
を
仕
掛
け
る

の
で
あ
る
。
盗
人
に
間
違
え
ら
れ
た
こ
と
で
汚
物
ま
み
れ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

道
頼
は
、「
あ
は
れ
、
こ
れ
よ
り
帰
り
な
む
。
糞
つ
き
に
た
り
。
い
と
臭
く
て
、

行
き
た
ら
ば
、
な
か
な
か
疎
ま
れ
な
む
」（
上
六
七
頁
）
と
、
自
邸
に
帰
る
こ

と
を
帯
刀
へ
提
案
す
る
。
こ
こ
で
読
者
は
、「
も
し
か
し
た
ら
、
道
頼
は
姫
君

の
も
と
を
訪
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
」
と
の
危
機
感
を
覚
え
る
だ
ろ
う
。
結
局
、

道
頼
は
帯
刀
の
助
言
を
受
け
入
れ
て
姫
君
の
も
と
を
訪
れ
、
無
事
に
結
婚
三
日

目
の
夜
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。

　

道
頼
た
ち
が
盗
人
に
間
違
え
ら
れ
る
と
い
う
ハ
プ
ニ
ン
グ
も
ま
た
、
姫
君
と

あ
こ
き
は
知
ら
な
い
が
、
読
者
は
知
っ
て
い
る
情
報
で
あ
る
。
な
ぜ
、
こ
の
ハ

プ
ニ
ン
グ
が
必
要
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ハ
プ
ニ
ン
グ
を
乗
り
越
え
て
ま
で
姫

君
の
も
と
へ
向
か
っ
た
、
そ
れ
ほ
ど
に
道
頼
は
姫
君
を
愛
し
て
い
る
の
だ
と
、

強
調
し
た
か
っ
た
側
面
は
あ
る
だ
ろ
う
。
実
際
に
帯
刀
は
、
三
日
夜
の
道
中
の

様
子
を
あ
こ
き
に
語
っ
た
後
、「
か
ば
か
り
の
御
心
ざ
し
は
、
今
も
昔
も
あ
ら

じ
。
た
ぐ
ひ
な
し
と
は
思
ひ
聞
こ
え
給
ふ
や
」（
上
七
一
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
読
者
に
サ
プ
ラ
イ
ズ
を
仕
掛
け
る
た
め
と
も
考

え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
先
ほ
ど
、
道
頼
た
ち
が
姫
君
の
も
と
へ
向
か
っ
て
い

る
こ
と
を
知
る
読
者
は
、
あ
た
か
も
姫
君
た
ち
へ
サ
プ
ラ
イ
ズ
を
仕
掛
け
た
よ
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う
な
感
覚
に
な
り
な
が
ら
物
語
を
読
み
進
め
る
と
述
べ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
読

者
へ
逆
に
サ
プ
ラ
イ
ズ
を
仕
掛
け
る
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
サ
プ
ラ
イ
ズ
を
仕

掛
け
ら
れ
た
読
者
は
、
話
の
展
開
が
気
に
な
り
、
読
み
進
め
る
こ
と
を
止
め
ら

れ
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
読
者
を
夢
中
に
さ
せ
る
技
法
が
、『
落
窪

物
語
』
に
は
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
場
面
の
切
り
替
え
方
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
い
こ
う
。

ま
ず
は
、
①
か
ら
②
へ
の
切
り
替
え
で
あ
る
。

　
　
　

		（
道
頼
ノ
手
紙
）「
い
つ
し
か
参
り
来
む
と
て
し
つ
る
ほ
ど
に
、
か
う
わ

り
な
か
め
れ
ば
な
む
。
心
の
罪
に
あ
ら
ね
ど
。
疎
か
に
思
ほ
す
な
」

　
　

と
て
、
帯
刀
も
、

　
　
　

		（
帯
刀
ノ
手
紙
）「
た
だ
今
参
ら
む
。
君
お
は
し
ま
さ
む
と
し
つ
る
ほ
ど
に
、

か
か
る
雨
な
れ
ば
、
く
ち
を
し
と
嘆
か
せ
給
ふ
」

　
　

と
言
へ
り
。

　
　
　

		

か
か
れ
ば
、（
あ
こ
き
ハ
）
い
み
じ
う
く
ち
を
し
と
思
ひ
て
、
帯
刀
が
返

り
言
に
、

　
　
　

		（
あ
こ
き
ノ
手
紙
）「
い
で
や
、『
降
る
と
も
』
と
い
ふ
言
も
あ
る
を
…
…

（
省
略
）」

　
　

と
書
け
り
。（
上
六
二
～
六
三
頁
）

こ
こ
で
は
波
線
部
「
か
か
れ
ば
」
に
よ
っ
て
、
①
か
ら
②
へ
と
場
面
が
転
換
し

て
い
る
。

　

一
方
で
②
か
ら
③
へ
の
切
り
替
え
は
、

　
　

君
（
＝
姫
君
）
の
御
返
り
に
は
、
た
だ
、

　
　

		　
　

世
に
ふ
る
を
う
き
身
と
思
ふ
わ
が
袖
の
濡
れ
始
め
け
る
宵
の
雨
か
な

　
　

と
あ
り
。

　
　

		（
姫
君
ノ
手
紙
ヲ
）
持
て
参
り
た
る
、
戌
の
時
も
過
ぎ
ぬ
べ
し
。
火
の
も
と

に
て
見
給
ひ
て
、
君
（
＝
道
頼
）
も
、
い
と
あ
は
れ
と
思
ほ
し
た
り
。（
上

六
三
～
六
四
頁
）

と
い
う
よ
う
に
、
傍
線
部
「
持
て
参
り
た
る
、
戌
の
時
も
過
ぎ
ぬ
べ
し
」
で

も
っ
て
場
面
を
転
換
し
て
い
る
。

　

①
か
ら
②
へ
の
切
り
替
え
と
、
②
か
ら
③
へ
の
切
り
替
え
は
、
ど
ち
ら
も
切

り
替
え
の
際
に
手
紙
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
共
通
し
て
い
る
。
手
紙
は
離
れ

た
場
所
に
い
る
者
同
士
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
利
用
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
、

場
面
の
切
り
替
え
に
適
し
た
材
料
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
手
紙
は
、
差
出

人
が
書
い
て
か
ら
相
手
に
届
け
ら
れ
る
ま
で
に
、
時
間
が
か
か
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
場
面
の
切
り
替
え
に
手
紙
を
用
い
る
場
合
、
②

か
ら
③
へ
の
切
り
替
え
方
が
自
然
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
時
間
の
経
過
を
は
っ

き
り
表
明
す
る
こ
と
で
、
場
面
と
場
面
が
完
全
に
断
絶
し
て
い
る
こ
と
を
表
し

て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
①
か
ら
②
へ
の
切
り
替
え
で
は
、
そ
の
よ
う
な
断
絶
が
感
じ
ら
れ

な
い
。
む
し
ろ
場
面
の
転
換
が
ス
ム
ー
ス
で
、
同
じ
ひ
と
つ
の
場
面
の
よ
う
に

も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
面
転
換
を
映
像
化
す
る
な
ら
ば
、
初
め
に
道

頼
と
帯
刀
が
手
紙
を
書
い
て
い
る
様
子
を
映
し
、
そ
の
後
に
帯
刀
の
手
紙
を

ア
ッ
プ
で
映
す
。
手
紙
か
ら
カ
メ
ラ
が
引
く
と
、
手
紙
を
手
に
し
て
怒
り
に
震

え
て
い
る
あ
こ
き
が
映
し
出
さ
れ
る
、
と
い
う
よ
う
な
感
じ
だ
ろ
う
か
。

　

①
と
②
の
場
面
は
「
か
か
れ
ば
」
だ
け
で
繋
が
れ
て
お
り
、
よ
っ
て
、
ス

ム
ー
ス
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
テ
ン
ポ
の
あ
る
場
面
転
換
と
な
っ
て
い
る
。
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先
ほ
ど
、
同
じ
ひ
と
つ
の
場
面
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
と
述
べ
た
が
、
ひ
と
つ

の
場
面
と
し
て
捉
え
る
と
、
あ
た
か
も
道
頼
と
帯
刀
、
あ
こ
き
と
姫
君
の
四
人

が
同
じ
空
間
に
い
て
、
会
話
を
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
光
景
が
浮
か
び
上
が
る

の
で
あ
る
。
道
頼
と
帯
刀
の
手
紙
が
「
と
書
け
り
」
で
は
な
く
「
と
言
へ
り
」

（
二
重
傍
線
部
）
で
締
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
、
会
話
の
よ
う
に
感
じ
さ
せ
る

一
因
と
な
っ
て
い
る
。
本
節
の
初
め
で
、
①
は
Ａ
、
②
は
Ｂ
に
振
り
分
け
た
が
、

①
②
は
Ａ
Ｂ
が
混
在
す
る
一
場
面
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

さ
て
、
②
か
ら
③
へ
の
切
り
替
え
方
法
に
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の

だ
ろ
う
か
。
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
時
間
の
経
過
を
は
っ
き
り
と
表
す
こ
と
で
、

場
面
と
場
面
を
完
全
に
断
絶
さ
せ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
物
語
が
動
き
出
す
に
あ

た
り
、
場
面
の
雰
囲
気
を
少
し
変
え
る
た
め
で
は
な
い
か
。
①
か
ら
②
へ
の
切

り
替
え
の
時
は
、
道
頼
が
雨
で
行
き
煩
っ
て
お
り
、
道
頼
の
動
き
も
物
語
も
停

滞
し
て
い
た
。
た
だ
し
決
し
て
澱
ん
だ
雰
囲
気
で
は
な
く
、
ス
ム
ー
ス
で
テ
ン

ポ
の
あ
る
描
写
に
よ
っ
て
、
む
し
ろ
軽
や
か
な
雰
囲
気
に
な
っ
て
い
る
。
し
か

し
な
が
ら
③
へ
の
切
り
替
え
後
は
、
道
頼
が
姫
君
の
も
と
へ
向
か
う
と
い
う
大

き
な
決
断
を
す
る
に
相
応
し
く
、
場
面
も
少
し
重
厚
な
雰
囲
気
を
ま
と
っ
て
い

る
。
物
語
が
大
き
な
転
換
期
を
迎
え
る
た
め
、
場
面
と
場
面
を
完
全
に
断
絶
し

て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
『
落
窪
物
語
』
は
、
単
に
場
面

を
切
り
替
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
切
り
替
え
方
を
工
夫
す
る
こ
と
で
、
物
語
を

魅
力
的
な
も
の
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

三　

会
話
文
と
地
の
文
の
切
り
替
え

　
『
落
窪
物
語
』
は
、
会
話
や
手
紙
な
ど
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
を
巧

み
に
使
っ
て
物
語
を
進
行
さ
せ
て
い
る
作
品
で
あ
る
。『
落
窪
物
語
』
の
手
紙

に
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
り
、
そ
の
特
徴
が
物
語
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え

て
い
る
か
に
関
し
て
は
、
あ
こ
き
の
手
紙
を
例
と
し
て
既
に
述
べ
て
い
る
（
２
）。
そ

れ
で
は
、
会
話
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。『
落
窪
物
語
』
に
は
、
会
話
の
場
面
が

た
い
へ
ん
多
い
。
そ
し
て
単
に
多
い
だ
け
で
は
な
く
、
あ
る
特
徴
が
見
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
一
例
と
し
て
、
次
の
本
文
を
見
て
み
よ
う
。
道
頼
が
初
め
て
姫
君

に
手
紙
を
贈
る
直
前
の
、
道
頼
と
帯
刀
の
会
話
の
場
面
で
あ
る
。

帯
刀
、
大
将
殿
に
参
り
た
れ
ば
、（
道
頼
）「
い
か
に
ぞ
、
か
の
こ
と
は
」、

（
帯
刀
）「
言
ひ
侍
り
し
か
ば
、
し
か
し
か
な
む
申
す
。
ま
こ
と
に
い
と
遥

け
げ
な
り
。
か
や
う
の
筋
は
、
親
あ
る
人
は
、
そ
れ
こ
そ
、
と
も
か
く
も

急
げ
。
お
と
ど
も
、
北
の
方
に
取
り
込
め
ら
れ
て
、
よ
も
し
給
は
じ
」
と

申
せ
ば
、（
道
頼
）「
さ
れ
ば
こ
そ
、『
入
れ
に
入
れ
よ
』
と
は
。
婿
取
ら

る
る
も
、
い
と
は
し
た
な
き
心
地
す
べ
し
。
ら
う
た
う
、
な
ほ
お
ぼ
え
ば
、

こ
こ
に
迎
へ
て
む
」
と
、「
さ
ら
ず
は
、『
あ
な
か
ま
』
と
て
も
や
み
な
む

か
し
」
と
の
た
ま
へ
ば
、（
帯
刀
）「
そ
の
ほ
ど
の
御
定
め
、
よ
く
承
り
て

な
む
。
仕
う
ま
つ
る
べ
か
な
り
」
と
言
へ
ば
、
少
将
、「
見
て
こ
そ
は
定

む
べ
か
な
れ
。
そ
ら
に
は
、
い
か
で
か
は
。
ま
め
や
か
に
は
、
な
ほ
た
ば

か
れ
。
よ
に
、
ふ
と
は
忘
れ
じ
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
帯
刀
、「『
ふ
と
』
ぞ
、

あ
ぢ
き
な
き
文
字
な
な
る
」
と
申
せ
ば
、
君
、
う
ち
笑
ひ
給
ひ
て
、「『
長

く
』
と
言
は
む
と
し
つ
る
を
、
言
ひ
違
へ
ら
れ
ぬ
る
ぞ
や
」
な
ど
う
ち
笑

ひ
給
ひ
て
（
上
二
二
～
二
三
頁
）

こ
こ
か
ら
分
か
る
『
落
窪
物
語
』
の
会
話
の
特
徴
は
、

　

・
一
つ
の
場
面
に
お
い
て
、
会
話
の
応
酬
が
多
い
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・		「（
会
話
文
）
と
言
へ
ば
（
会
話
文
）」、
あ
る
い
は
何
も
挟
ま
ず
に
次
の

会
話
へ
進
む
な
ど
、
会
話
と
会
話
の
間
の
地
の
文
が
短
い

で
あ
る
。
こ
の
特
徴
は
、
物
語
全
体
で
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
一
つ
の
場
面
で

会
話
の
や
り
と
り
を
多
く
し
、
か
つ
、
会
話
と
会
話
の
間
の
地
の
文
を
短
く
す

る
こ
と
で
テ
ン
ポ
が
生
ま
れ
、
物
語
世
界
の
中
に
入
り
込
ん
だ
か
の
よ
う
な
感

覚
へ
と
、
読
者
を
誘
う
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
道
頼
が
面
白
の
駒
の
も
と
を
訪
れ
、
会
話
す
る
場
面
を
見
て
み
よ
う
。

面
白
の
駒
の
初
登
場
場
面
で
あ
る
。

少
将
（
＝
道
頼
）、「
な
ど
か
、
か
し
こ
に
も
、
さ
ら
に
お
は
せ
ぬ
」
と
の

た
ま
へ
ば
、
少
輔
（
＝
面
白
の
駒
）
の
い
ら
へ
、「
人
の
、
ほ
ほ
と
笑
へ
ば
、

恥
づ
か
し
う
て
」
と
言
へ
ば
、（
道
頼
）「
疎
き
所
な
ら
ば
こ
そ
、
恥
づ
か

し
か
ら
め
」
と
て
、（
道
頼
）「
君
は
、
妻
は
、
な
ど
て
今
ま
で
持
給
へ
ら

ぬ
ぞ
。
や
ま
め
臥
し
し
て
は
、
い
と
苦
し
き
も
の
を
」
と
の
た
ま
へ
ば
、

少
輔
の
い
ら
へ
は
、「
逢
は
す
る
人
の
な
き
う
ち
に
。
一
人
臥
し
て
侍
る

も
、
さ
ら
に
苦
し
く
も
侍
ら
ず
」
と
言
へ
ば
、
少
将
、「
さ
は
、
苦
し
か

ら
ず
と
て
、
妻
も
設
け
で
や
み
給
ひ
な
む
や
」。
少
輔
、「
逢
は
す
る
人
や

侍
る
と
て
待
ち
侍
る
な
り
」。
少
将
、「
い
で
、
ま
ろ
逢
は
せ
奉
ら
む
。
い

と
よ
き
人
あ
り
」
と
の
た
ま
ふ
に
、
さ
す
が
に
笑
み
た
る
顔
、
色
は
雪
の

白
さ
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
し
。
い
う
と
い
な
な
き
て
、
引
き
離
れ
て
往
ぬ
べ
き

顔
し
た
り
。
向
か
ひ
居
た
ら
む
人
は
、
げ
に
、
笑
は
で
は
え
あ
る
ま
じ
。

（
面
白
の
駒
）「
い
と
う
れ
し
き
こ
と
に
侍
る
な
り
。
誰
が
娘
ぞ
」
と
言
へ
ば
、

少
将
、「
源
中
納
言
の
四
の
君
な
り
。
ま
ろ
に
逢
は
せ
む
と
言
へ
ど
も
、

え
思
ひ
捨
つ
ま
じ
き
人
の
侍
れ
ば
、
君
に
譲
り
聞
こ
え
む
と
思
ひ
て
。
明

後
日
と
な
む
定
め
た
る
。
さ
る
用
意
し
給
へ
」。
少
輔
の
い
ら
へ
、「
本
意

な
し
と
て
笑
ひ
も
こ
そ
す
れ
」
と
言
へ
ば
、
少
将
、
笑
ふ
が
あ
る
ま
じ
き

こ
と
と
思
ひ
け
る
こ
そ
、
あ
は
れ
に
を
か
し
け
れ
ど
、
つ
れ
な
く
て
、

（
道
頼
）「
よ
も
笑
は
じ
。
の
た
ま
は
む
や
う
は
、『
お
の
れ
な
む
、
忍
び
て
、

こ
の
秋
よ
り
通
ふ
を
、
少
将
取
り
給
ふ
と
聞
き
て
、
お
の
れ
に
離
れ
ぬ
人

な
れ
ば
、「
か
う
か
う
な
り
。
い
か
で
得
給
ふ
ぞ
」
と
恨
み
し
か
ば
、「
い

と
こ
と
わ
り
な
り
。
さ
ら
ば
、
不
用
に
こ
そ
は
。
か
の
親
た
ち
知
り
給
は

ね
ば
、
ま
ろ
な
ら
ぬ
人
も
取
り
給
ひ
て
む
も
、
を
こ
な
り
。
こ
の
た
び
、

あ
ら
は
れ
給
ひ
ね
」
と
言
ひ
し
か
ば
な
む
』
と
い
ら
へ
給
へ
。
さ
ら
ば
、

な
で
ふ
こ
と
か
言
は
む
。
よ
も
笑
は
じ
。
さ
て
お
は
し
通
ひ
な
ば
、
人
も

お
ぼ
え
あ
り
て
思
ひ
な
む
」
と
言
へ
ば
、（
面
白
の
駒
）「
さ
な
な
り
」
と
う
な

づ
き
居
た
り
。（
道
頼
）「
さ
ら
ば
、
明
後
日
、
夜
う
ち
更
か
し
て
お
は
せ
」

と
言
ひ
置
き
給
ひ
て
、
出
で
給
ひ
ぬ
。（
上
一
六
四
～
一
六
六
頁
）

こ
の
場
面
で
も
、
先
ほ
ど
触
れ
た
会
話
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
と
は
異

な
る
部
分
も
あ
る
。
傍
線
部
を
見
て
ほ
し
い
。
語
り
手
が
語
る
、
比
較
的
長
い

文
章
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
ほ
ど
、
会
話
と
会
話
の
間
の
地
の
文

を
短
く
す
る
こ
と
で
テ
ン
ポ
が
生
ま
れ
る
と
述
べ
た
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、

傍
線
部
の
よ
う
に
長
い
文
章
を
挿
入
し
て
し
ま
う
と
、
こ
の
場
面
の
テ
ン
ポ
を

崩
し
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。
そ
れ
に
も
関
ら
ず
、
な
ぜ
傍
線
部
の
文
章
が
挿
入

さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

傍
線
部
「
さ
す
が
に
…
…
」
を
詳
し
く
見
て
い
こ
う
。「
笑
み
た
る
顔
、
色

は
雪
の
白
さ
に
て
、
首
い
と
長
う
て
、
顔
つ
き
た
だ
駒
の
や
う
に
、
鼻
の
い
ら
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ら
ぎ
た
る
こ
と
限
り
な
し
」
と
、
面
白
の
駒
の
容
姿
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

面
白
の
駒
に
関
す
る
情
報
は
、
道
頼
と
の
対
面
直
前
で
既
に
「
僻
み
痴
れ
た
る

者
に
思
は
れ
て
、
治
部
卿
な
る
が
、
交
じ
ら
ふ
こ
と
も
な
き
人
の
太
郎
、
兵
部

少
輔
と
い
ふ
人
あ
り
け
り
」（
上
一
六
三
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
容
姿
に

関
す
る
説
明
が
こ
の
直
後
に
続
け
ら
れ
て
も
、
何
ら
違
和
感
は
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
せ
ず
、
あ
え
て
会
話
と
会
話
の
間
に
挟
ん
で
い

る
の
で
あ
る
。

　

物
語
の
読
者
は
会
話
文
の
や
り
と
り
が
続
く
と
、
物
語
世
界
の
中
に
入
っ
て

登
場
人
物
を
近
く
か
ら
眺
め
て
い
る
、
あ
る
い
は
、
登
場
人
物
に
寄
り
添
い
、

さ
ら
に
は
同
一
化
し
て
い
る
よ
う
な
感
覚
を
持
つ
。
だ
か
ら
、
会
話
と
会
話
の

間
に
容
姿
に
関
す
る
情
報
が
挟
み
込
ま
れ
る
と
、
文
字
に
よ
る
情
報
が
う
ま
く

映
像
化
さ
れ
、
読
者
は
容
姿
を
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
く
な
る
。
つ
ま
り
、
読
者
自

身
が
あ
た
か
も
面
白
の
駒
と
対
面
し
て
、
彼
を
ま
じ
ま
じ
と
見
つ
め
て
い
る
よ

う
な
感
覚
に
な
り
、「
笑
み
た
る
顔
…
…
」
と
い
う
面
白
の
駒
の
容
姿
が
、
よ

り
鮮
明
に
思
い
描
け
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
れ
ま
で
物
語
内

で
面
白
の
駒
の
容
姿
に
一
切
触
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
読
者
に
与
え
る
衝

撃
を
大
き
く
し
て
い
る
。

　

こ
の
場
面
で
は
、
会
話
と
会
話
の
間
に
比
較
的
長
い
文
章
が
挿
入
さ
れ
て
も
、

テ
ン
ポ
が
崩
さ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
読
者
を
物
語
世
界
の
中
へ
い
っ
そ
う

引
き
込
む
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
容
姿
に
関
す
る
説
明
だ
か
ら
で

あ
ろ
う
。
容
姿
と
い
う
視
覚
的
な
情
報
だ
か
ら
こ
そ
、
効
果
的
な
の
で
あ
る
。

面
白
の
駒
は
、
物
語
の
中
で
も
っ
と
も
特
徴
的
な
容
姿
を
し
て
い
る
人
物
で
あ

る
。
そ
の
た
め
に
、
面
白
の
駒
が
登
場
す
る
場
面
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
技

法
が
使
わ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四　

物
語
世
界
の
切
り
替
え

　

こ
こ
で
も
う
一
つ
、
面
白
の
駒
に
関
す
る
場
面
を
見
て
み
よ
う
。
物
語
の
終

盤
、
か
つ
て
の
妻
で
あ
っ
た
四
の
君
が
、
新
し
い
夫
で
あ
る
帥
の
赴
任
先
、
大

宰
府
へ
出
立
す
る
直
前
の
こ
と
で
あ
る
。
面
白
の
駒
は
「
黄
金
し
て
透
箱
を
衣

箱
の
大
き
さ
に
結
べ
る
に
、
朽
葉
の
薄
物
の
包
み
に
包
み
て
入
れ
」（
下
一
四

四
頁
）
た
物
を
四
の
君
へ
贈
る
。
そ
の
中
身
は
、「
薄
物
、
海
の
色
に
染
め
て
、

敷
き
に
は
敷
き
た
り
。
黄
金
の
洲
浜
、
中
に
あ
り
。
沈
の
舟
ど
も
浮
け
て
、
島

に
木
ど
も
多
く
植
ゑ
て
、
洲
崎
、
い
と
を
か
し
。
物
や
書
き
た
る
と
見
れ
ば
、

白
き
色
紙
に
、
い
と
小
さ
く
て
、
舟
の
漕
ぎ
た
る
所
に
押
し
つ
け
た
り
」（
下

一
四
四
頁
）
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
色
紙
に
は
、

「
今
は
と
て
島
漕
ぎ
離
れ
行
く
舟
に
領
布
振
る
袖
を
見
る
ぞ
悲
し
き

聞
こ
ゆ
る
か
ら
に
、
人
悪
し
。
よ
し
よ
し
。
聞
こ
え
じ
」（
下
一
四
五
頁
）

と
い
う
よ
う
に
、
和
歌
と
言
葉
が
書
か
れ
て
い
る
。

　

こ
の
手
紙
を
付
け
る
品
物
は
、
語
り
手
が
「
面
白
の
駒
は
思
ひ
寄
ら
ざ
り
け

れ
ど
、
妹
ど
も
の
心
あ
り
け
れ
ば
、
子
な
ど
あ
れ
ば
と
思
ひ
て
、
た
だ
に
や
は

と
て
し
た
る
な
り
け
り
」（
下
一
四
五
頁
）
と
述
べ
て
い
る
と
お
り
、
面
白
の

駒
の
妹
た
ち
が
用
意
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
和
歌
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

例
え
ば
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
に
は
「
面
白
の
駒
の
妹
が
代
作
し
た
の

で
あ
ろ
う
」
と
あ
る
（
３
）。
こ
こ
で
、
和
歌
の
後
の
傍
線
部
「
よ
し
よ
し
」
に
注
目

し
て
み
た
い
。『
落
窪
物
語
』
で
「
よ
し
よ
し
」
は
、
当
該
箇
所
の
ほ
か
四
箇

所
で
使
わ
れ
て
い
る
（
４
）。

い
ず
れ
も
会
話
の
中
で
、
し
か
も
親
子
や
親
戚
と
い
う
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親
し
い
間
柄
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
よ
し
よ
し
」
も
面
白
の
駒

の
妹
で
は
な
く
、
か
つ
て
の
夫
で
あ
っ
た
面
白
の
駒
の
言
葉
だ
と
捉
え
た
ほ
う

が
自
然
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
和
歌
も
面
白
の
駒
自
身
が
詠
ん
だ
可
能
性
が
高
い

だ
ろ
う
。
物
語
中
で
面
白
の
駒
と
四
の
君
の
会
話
の
場
面
は
一
つ
も
な
い
が
、

二
人
の
会
話
で
の
面
白
の
駒
の
口
調
が
少
し
窺
え
そ
う
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
手
紙
を
付
け
る
品
物
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
先
述
し
た

と
お
り
、
当
該
場
面
で
は
手
紙
を
付
け
る
品
物
の
様
子
が
詳
細
に
語
ら
れ
て
い

る
。
平
安
時
代
の
手
紙
は
、
便
箋
や
、
手
紙
を
付
け
る
品
物
（
季
節
の
植
物
の

折
枝
が
多
か
っ
た
）
に
工
夫
を
凝
ら
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
物
語
の
中
で
も
、

手
紙
に
関
す
る
様
々
な
要
素
を
詳
細
に
述
べ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
例
え

ば
『
源
氏
物
語
』「
葵
」
巻
で
は
、

（
源
氏
ガ
）
深
き
秋
の
あ
は
れ
ま
さ
り
ゆ
く
風
の
音
身
に
し
み
け
る
か
な
、

と
な
ら
は
ぬ
御
独
り
寝
に
、
明
か
し
か
ね
た
ま
へ
る
朝
ぼ
ら
け
の
霧
り
わ

た
れ
る
に
、
菊
の
け
し
き
ば
め
る
枝
に
、
濃
き
青
鈍
の
紙
な
る
文
つ
け
て
、

さ
し
置
き
て
往
に
け
り
。
い
ま
め
か
し
う
も
、
と
て
見
た
ま
へ
ば
、
御
息

所
の
御
手
な
り
。「
聞
こ
え
ぬ
ほ
ど
は
思
し
知
る
ら
む
や
。

　
　

		

人
の
世
を
あ
は
れ
と
聞
く
も
露
け
き
に
お
く
る
る
袖
を
思
ひ
こ
そ
や

れ

た
だ
今
の
空
に
思
ひ
た
ま
へ
あ
ま
り
て
な
む
」
と
あ
り
。
常
よ
り
も
優
に

も
書
い
た
ま
へ
る
か
な
、
と
さ
す
が
に
置
き
が
た
う
見
た
ま
ふ
も
の
か
ら
、

つ
れ
な
の
御
と
ぶ
ら
ひ
や
と
心
憂
し
。

と
い
う
よ
う
に
（
５
）、
便
箋
や
折
枝
、
筆
跡
な
ど
の
様
子
が
詳
し
く
描
写
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
場
面
だ
け
に
限
ら
ず
、『
源
氏
物
語
』
で
は
手
紙
に
関
す
る
情
報
が

詳
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

　

と
こ
ろ
が
『
落
窪
物
語
』
は
、
手
紙
に
関
す
る
様
々
な
要
素
に
つ
い
て
、
ほ

と
ん
ど
言
及
し
て
い
な
い
。
道
頼
の
求
婚
和
歌
な
ど
に
つ
い
て
は
、
便
箋
や
折

枝
に
少
し
は
言
及
し
て
い
る
が
、
そ
の
他
の
手
紙
で
は
便
箋
等
に
ほ
と
ん
ど
言

及
が
な
い
の
で
あ
る
（
６
）。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
手
紙
を
付
け
る
品
物
の
様
子
を

こ
れ
ほ
ど
詳
細
に
述
べ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
か
理
由
が
あ
り
そ
う
で
あ

る
。
い
っ
た
い
、
ど
の
よ
う
な
理
由
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
、「
今
は
と
て
…
…
」
歌
を
見
て
み
よ
う
。「
島
漕
ぎ
離
れ
行
く
舟
に

領
布
振
る
袖
」
は
、
任
那
に
舟
出
す
る
大
伴
佐
提
比
古
郎
子
へ
、
松
浦
佐
用
姫

が
領
布
を
振
り
、
別
れ
を
惜
し
ん
だ
伝
承
（『
万
葉
集
』
巻
五
）
に
よ
る
も
の

で
あ
る
。
松
浦
佐
用
姫
と
大
伴
佐
提
比
古
郎
子
に
、
四
の
君
と
面
白
の
駒
を
重

ね
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
男
女
ど
ち
ら
が
出
立
す
る
の
か
が
伝

承
と
は
逆
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
舟
出
す
る
四
の
君
が
領
布
を
振
る
姿
を
、
陸

か
ら
面
白
の
駒
が
見
つ
め
て
い
る
、
そ
の
よ
う
な
様
子
が
詠
ま
れ
て
い
る
と
解

釈
し
た
い
。

　

手
紙
を
付
け
る
品
物
は
、
海
や
洲
崎
、
舟
や
島
な
ど
を
表
現
し
て
お
り
、
明

ら
か
に
「
今
は
と
て
…
…
」
歌
の
情
景
を
具
現
し
て
い
る
。
読
者
は
こ
の
場
面

を
読
む
と
き
、
初
め
は
面
白
の
駒
か
ら
の
別
れ
の
手
紙
を
四
の
君
が
受
け
取
る

と
い
う
、
物
語
の
中
の
現
実
世
界
を
眺
め
る
こ
と
に
な
る
が
、
贈
り
物
の
詳
細

を
知
り
和
歌
を
読
む
こ
と
で
、
今
度
は
和
歌
の
世
界
─
─
そ
こ
で
は
四
の
君
が

領
巾
を
振
り
、
そ
の
袖
を
面
白
の
駒
が
見
て
い
る
─
─
を
眺
め
る
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
物
語
の
中
の
現
実
世
界
か
ら
和
歌
に
描
か
れ
た
虚
構
の
世
界
へ
と
、

世
界
が
切
り
替
わ
る
の
で
あ
る
。
和
歌
の
虚
構
世
界
は
、
州
浜
と
い
う
ミ
ニ
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チ
ュ
ア
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
も
う
一
つ
の
世
界
と
し
て
リ
ア
ル
に
立
ち
上
が
っ

て
く
る
。
換
言
す
れ
ば
、
和
歌
の
虚
構
世
界
を
し
っ
か
り
と
支
え
る
た
め
に
は
、

州
浜
と
い
う
ミ
ニ
チ
ュ
ア
が
絶
対
的
に
必
要
な
の
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が

ら
、「
今
は
と
て
…
…
」
歌
と
手
紙
を
付
け
る
品
物
の
受
け
取
り
手
は
、
四
の

君
で
あ
る
。
だ
が
四
の
君
の
み
な
ら
ず
、
読
者
に
も
そ
の
虚
構
世
界
を
眺
め
て

も
ら
う
た
め
に
、
贈
り
物
の
様
子
が
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　

現
実
世
界
に
お
け
る
面
白
の
駒
と
四
の
君
の
別
れ
は
、
手
紙
を
介
し
た
間
接

的
な
も
の
で
あ
る
が
、
他
方
、
和
歌
の
虚
構
世
界
は
、
面
白
の
駒
と
四
の
君
の

直
接
的
な
別
れ
を
感
動
的
に
描
い
て
い
る
。
実
際
に
四
の
君
は
、「
四
の
君
、

あ
は
れ
に
言
ひ
契
り
な
ど
も
、
例
の
人
の
や
う
に
も
せ
ざ
り
し
か
ば
、
思
ひ
出

づ
る
こ
と
は
な
け
れ
ど
、
こ
れ
を
見
る
に
ぞ
、
さ
す
が
に
思
ひ
出
で
ら
る
る
」

（
下
一
四
五
頁
）
と
い
う
よ
う
に
、
面
白
の
駒
の
こ
と
を
し
み
じ
み
と
思
い
出

し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
ま
ま
感
動
的
に
終
わ
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
う

で
は
な
い
。
物
語
は
和
歌
世
界
に
読
者
を
浸
ら
せ
た
ま
ま
に
は
し
な
い
。「
面

白
の
駒
は
思
ひ
寄
ら
ざ
り
け
れ
ど
、
妹
ど
も
の
心
あ
り
け
れ
ば
、
子
な
ど
あ
れ

ば
と
思
ひ
て
、
た
だ
に
や
は
と
て
し
た
る
な
り
け
り
」
の
一
文
に
よ
っ
て
、
読

者
を
物
語
の
現
実
世
界
へ
と
引
き
戻
す
の
で
あ
る
。
感
動
的
な
和
歌
世
界
の
た

め
に
、
一
時
的
に
面
白
の
駒
と
四
の
君
が
主
役
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ

の
二
人
は
あ
く
ま
で
も
脇
役
で
あ
り
、
よ
っ
て
感
動
的
な
ま
ま
で
は
終
わ
ら
せ

な
い
と
い
う
、
作
者
の
思
惑
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
他
に
も
意
図
が
あ

り
そ
う
で
あ
る
。
詳
し
く
は
、
後
ほ
ど
述
べ
て
み
た
い
。

　

次
に
、
面
白
の
駒
と
い
う
人
物
を
見
て
い
こ
う
。
先
述
し
た
よ
う
に
「
今
は

と
て
…
…
」
は
、
松
浦
佐
用
姫
と
大
伴
佐
提
比
古
郎
子
に
、
四
の
君
と
面
白
の

駒
を
重
ね
て
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
面
白
の
駒
が
領
布
振
る
袖
を

「
見
る
」
人
物
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
面
ま
で
は
、
面
白
の
駒
は

人
か
ら
「
見
ら
れ
」、
笑
わ
れ
る
人
物
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
第
三
節
で
取
り
上

げ
た
道
頼
と
の
会
話
に
お
い
て
、
道
頼
は
面
白
の
駒
を
じ
っ
と
観
察
し
て
い
た

し
、
四
の
君
も
会
話
の
場
面
は
な
い
も
の
の
、「（
面
白
の
駒
ガ
）
つ
く
づ
く
と

臥
し
た
る
に
、
四
の
君
見
る
に
、
顔
の
見
苦
し
う
、
鼻
の
穴
よ
り
は
人
通
り
ぬ

べ
く
、
吹
き
い
ら
ら
げ
て
臥
し
た
る
に
、
心
づ
き
な
く
、
愛
敬
な
く
な
り
て
、

や
を
ら
、
も
の
す
る
や
う
に
て
起
き
て
、
出
で
た
る
を
」（
上
一
七
七
頁
）
と

い
う
よ
う
に
、
面
白
の
駒
を
ま
じ
ま
じ
と
見
つ
め
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
結
婚
三

日
目
の
所
顕
し
で
は
、
大
勢
の
人
物
か
ら
見
ら
れ
笑
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
面

白
の
駒
本
人
は
、
第
三
節
で
引
用
し
た
初
登
場
場
面
の
直
前
、
彼
の
父
が
道
頼

に
「
人
笑
ふ
と
て
、
え
出
で
立
ち
も
し
侍
ら
ず
」（
上
一
六
四
頁
）
と
言
っ
て

い
る
よ
う
に
、
笑
わ
れ
る
こ
と
を
た
い
そ
う
気
に
病
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
こ
の
別
れ
の
場
面
で
は
、
人
か
ら
「
見
ら
れ
る
」
こ
と
や
笑
わ
れ
る
こ
と

が
な
い
。
そ
も
そ
も
、
面
白
の
駒
の
容
姿
に
一
切
触
れ
て
い
な
い
の
だ
。
そ
う

す
る
こ
と
で
は
じ
め
て
、
人
に
対
し
て
優
し
く
人
間
ら
し
い
感
情
を
持
っ
た
面

白
の
駒
と
、
感
動
的
で
趣
深
い
和
歌
世
界
を
、
描
き
出
す
こ
と
が
で
き
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
別
れ
の
場
面
に
お
い
て
当
事
者
で
あ
る
面
白
の

駒
の
容
姿
に
触
れ
な
い
こ
と
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
に
な
っ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
面
白
の
駒
と
四
の
君
の
別
れ
が
、
手
紙
に
よ
っ
て
行
わ
れ

て
い
る
こ
と
と
関
係
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

　

会
話
は
、
人
と
人
が
同
じ
空
間
（
近
距
離
）
で
行
う
や
り
と
り
で
あ
る
。
互
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い
が
向
か
い
合
い
な
が
ら
行
う
こ
と
も
多
い
だ
ろ
う
。
こ
の
別
れ
が
会
話
に
よ

る
も
の
で
あ
る
場
合
、
面
白
の
駒
自
身
を
登
場
さ
せ
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る

た
め
、
ど
う
し
て
も
そ
の
特
徴
的
な
容
姿
に
触
れ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
し
ま

う
。
一
方
で
手
紙
は
基
本
的
に
、
離
れ
た
相
手
と
の
や
り
と
り
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
会
話
と
違
っ
て
相
手
の
姿
が
見
え
な
い
。
こ
の
別
れ
が
手
紙
に
よ
る
も
の

で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
面
白
の
駒
の
容
姿
に
触
れ
な
い
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
離
婚
し
た
元
妻
が
再
婚
す
る
に
あ
た
り
、
元
の
夫

が
会
い
に
行
く
こ
と
は
一
般
的
に
あ
り
得
な
い
の
で
、
手
紙
に
よ
る
別
れ
は
当

然
の
設
定
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
四
の
君
が
面
白
の
駒
を
思
い
出

す
際
、
改
め
て
彼
の
容
姿
に
触
れ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
避
け
て

い
る
こ
と
を
見
て
も
、
こ
の
場
面
は
、
面
白
の
駒
を
「
見
ら
れ
る
」
人
物
で
は

な
く
「
見
る
」
人
物
と
し
て
描
き
、
彼
と
四
の
君
の
心
通
い
あ
う
別
れ
を
実
現

す
る
た
め
に
手
紙
に
よ
る
別
れ
を
設
定
し
た
、
と
も
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　

こ
の
場
面
の
手
紙
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
触
れ
て
み
よ
う
。
当
然
の
こ
と
な

が
ら
、
手
紙
を
読
む
人
物
が
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
手
紙
を
書
い
た
人
物
も
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
面
で
は
、
手
紙
を
読
む
四
の
君
の
様
子
は
描

写
さ
れ
て
い
る
が
、
手
紙
を
書
く
面
白
の
駒
の
様
子
は
描
写
さ
れ
て
い
な
い
。

手
紙
を
書
く
面
白
の
駒
の
様
子
を
描
か
な
い
こ
と
で
、「
今
は
と
て
…
…
」
歌

を
詠
ん
だ
の
が
ほ
ん
と
う
に
彼
だ
っ
た
の
か
、
曖
昧
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
け

れ
ど
も
、
面
白
の
駒
が
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
、
笑
わ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め

に
は
、
彼
を
描
か
な
い
と
い
う
選
択
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ど
の
場
面
を

描
く
か
・
描
か
な
い
か
の
選
択
が
、
物
語
に
と
っ
て
ど
れ
ほ
ど
重
要
で
あ
る
か
、

よ
く
現
わ
れ
て
い
る
場
面
だ
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　

こ
の
場
面
は
、
面
白
の
駒
と
い
う
人
物
を
、
こ
れ
ま
で
の
「
見
ら
れ
る
」
立

場
か
ら
「
見
る
」
立
場
へ
と
切
り
替
え
る
こ
と
で
、
物
語
の
中
の
現
実
世
界
か

ら
和
歌
の
虚
構
世
界
の
切
り
替
え
が
ス
ム
ー
ス
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
和
歌
の
虚
構
世
界
か
ら
物
語
の
中
の
現
実
世
界
へ
と
、

読
者
を
引
き
戻
す
仕
組
み
も
構
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
構
造
に
よ
っ
て
、

面
白
の
駒
と
四
の
君
の
心
の
交
流
の
よ
う
な
も
の
が
一
瞬
成
り
立
っ
た
よ
う
な
、

だ
が
、
す
ぐ
に
現
実
世
界
へ
引
き
戻
さ
れ
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
消
え
て
し
ま
う

と
い
う
場
面
に
な
っ
て
い
る
。
換
言
す
る
と
、
最
後
の
一
文
「
面
白
の
駒
は
…

…
」
に
よ
っ
て
全
体
が
コ
メ
デ
ィ
タ
ッ
チ
と
な
っ
て
い
る
が
、
切
な
さ
や
美
し

さ
も
孕
む
、
そ
の
よ
う
な
場
面
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、『
落
窪
物
語
』
に
目

を
向
け
て
み
た
い
。『
落
窪
物
語
』
と
い
う
作
品
自
体
が
、
全
体
的
に
コ
メ

デ
ィ
タ
ッ
チ
で
あ
る
中
に
、
し
み
じ
み
と
し
た
情
緒
を
も
含
む
物
語
と
な
っ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
面
白
の
駒
が
四
の
君
へ
手
紙
を
贈
る
場
面
は
、『
落
窪
物
語
』

の
テ
イ
ス
ト
が
濃
縮
さ
れ
て
い
る
場
面
だ
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

だ
か
ら
こ
そ
こ
の
場
面
は
お
も
し
ろ
く
、
ま
た
、
物
語
の
終
盤
で
描
か
れ
て
い

る
の
だ
ろ
う
。
す
で
に
主
役
の
道
頼
と
姫
君
の
物
語
が
大
団
円
を
迎
え
て
お
り
、

物
語
が
つ
ま
ら
な
く
な
り
か
ね
な
い
状
況
に
お
い
て
、
物
語
を
お
も
し
ろ
く
す

る
仕
掛
け
が
施
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

五　

お
わ
り
に

　

物
語
を
読
む
と
き
、
読
者
は
頭
の
中
で
、
そ
の
物
語
を
映
像
化
し
な
が
ら
読

み
進
め
る
こ
と
が
多
い
の
で
は
な
い
か
。
換
言
す
る
と
、
頭
の
中
で
映
像
化
し

や
す
い
物
語
は
、
読
者
が
物
語
世
界
に
入
り
込
み
や
す
い
物
語
な
の
で
あ
る
。
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『
落
窪
物
語
』
は
頭
の
中
で
映
像
化
し
や
す
い
物
語
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
第
三

節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
物
語
世
界
の
中
に
い
る
登
場
人
物
と
時
に
は
同
じ
視
点

に
立
つ
こ
と
も
で
き
る
よ
う
な
工
夫
が
施
さ
れ
て
い
る
物
語
な
の
で
あ
る
。
物

語
を
映
像
化
す
る
媒
体
と
し
て
、
例
え
ば
映
画
や
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
が
あ
る
が
、

映
画
に
関
し
て
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ヒ
ッ
チ
コ
ッ
ク
は
、

い
ま
、
わ
た
し
た
ち
が
こ
う
や
っ
て
話
し
あ
っ
て
い
る
テ
ー
ブ
ル
の
下
に

時
限
爆
弾
が
仕
掛
け
ら
れ
て
い
た
と
し
よ
う
。（
中
略
）
観
客
は
ま
ず

テ
ー
ブ
ル
の
下
に
爆
弾
が
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
か
だ
れ
か
に
仕
掛
け
ら
れ
た
こ

と
を
知
っ
て
い
る
。
爆
弾
は
午
後
一
時
に
爆
発
す
る
、
そ
し
て
い
ま
は
一

時
十
五
分
ま
え
で
あ
る
こ
と
を
観
客
は
知
ら
さ
れ
て
い
る
（
こ
の
部
屋
の

セ
ッ
ト
に
は
柱
時
計
が
あ
る
）。
こ
れ
だ
け
の
設
定
で
ま
え
と
同
じ
よ
う

に
つ
ま
ら
な
い
ふ
た
り
の
会
話
が
た
ち
ま
ち
生
き
て
く
る
。
な
ぜ
な
ら
、

観
客
が
完
全
に
こ
の
シ
ー
ン
に
参
加
し
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
ス
ク
リ
ー
ン

の
な
か
の
人
物
た
ち
に
向
か
っ
て
、「
そ
ん
な
ば
か
な
話
を
の
ん
び
り
し

て
い
る
と
き
じ
ゃ
な
い
ぞ
！　

テ
ー
ブ
ル
の
下
に
は
爆
弾
が
仕
掛
け
ら
れ

て
い
る
ん
だ
ぞ
！　

も
う
す
ぐ
爆
発
す
る
ぞ
！
」
と
言
っ
て
や
り
た
く
な

る
か
ら
だ
。（
中
略
）
つ
ま
り
、
結
論
と
し
て
は
、
ど
ん
な
と
き
で
も
で

き
る
だ
け
観
客
に
は
状
況
を
知
ら
せ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
だ
。

と
述
べ
て
い
る
（
７
）。
観
客
（
読
者
）
に
状
況
を
知
ら
せ
る
こ
と
で
観
客
（
読
者
）

を
完
全
に
シ
ー
ン
（
物
語
）
に
参
加
さ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
は
、
第
二
節
で

述
べ
た
場
面
の
切
り
替
え
に
当
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。
映
画
で
使
わ
れ
る
技
法
が
、

千
年
以
上
前
に
作
ら
れ
た
物
語
で
既
に
利
用
さ
れ
て
い
た
の
だ
。
ま
た
第
四
節

で
見
て
き
た
よ
う
に
、
た
だ
物
語
世
界
の
中
へ
引
き
込
む
だ
け
で
は
な
く
、
さ

ら
に
物
語
の
中
の
虚
構
世
界
に
ま
で
読
者
を
連
れ
て
行
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

『
落
窪
物
語
』
は
、
読
者
を
物
語
世
界
の
中
へ
導
く
た
め
の
、
様
々
な
技
法
を

確
立
し
た
物
語
だ
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注
１ 　

例
え
ば
山
口
仲
美
氏
は
、「
北
の
方
の
実
在
感
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
月

報
）
18
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
五
月
、
四
頁
）
に
お
い
て
、「『
落
窪
物
語
』
は
、

と
も
か
く
面
白
い
。（
中
略
）『
落
窪
物
語
』
の
吸
引
力
は
、
い
っ
た
い
ど
こ
に
あ
る

の
か
？
サ
ス
ペ
ン
ス
に
富
ん
だ
構
成
、
ス
ピ
ー
デ
ィ
で
快
い
テ
ン
ポ
、
リ
ア
ル
な
場

面
描
写
、
そ
し
て
、
巧
み
な
人
物
造
型
な
ど
が
、
わ
れ
わ
れ
を
惹
き
付
け
て
や
ま
な

い
」
と
述
べ
て
い
る
。

２　

拙
稿
「『
落
窪
物
語
』
の
恋
愛

─
あ
こ
き
の
手
紙
が
有
す
る
力

─
」（『
成
蹊
大

学
人
文
叢
書
１
４　

文
化
現
象
と
し
て
の
恋
愛
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』、
成
蹊
大
学
文
学

部
学
会
編
、
風
間
書
房
、
二
〇
一
七
年
三
月
）
を
参
照
の
こ
と
。

３　
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

落
窪
物
語　

堤
中
納
言
物
語
』（
三
谷
栄
一
・
三
谷

邦
明
校
注
・
訳
、
小
学
館
、
二
〇
〇
〇
年
九
月
）
三
三
六
頁
。

４　
「
よ
し
よ
し
」
は
『
落
窪
物
語
』
内
で
、
以
下
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。

　

①  

「
い
で
や
。
よ
し
よ
し
。
立
ち
給
ひ
ね
。
…
…
」（
上
一
五
三
頁
）
北
の
方
（
姫
君

の
継
母
）
か
ら
典
薬
助
（
北
の
方
の
叔
父
）
へ
の
発
言
。

　

②  

「
よ
し
よ
し
。
な
ほ
、
申
し
そ
そ
の
か
さ
む
と
思
し
召
し
た
り
。
…
…
」（
上
二
一

一
頁
）
帯
刀
か
ら
乳
母
（
帯
刀
の
母
）
へ
の
発
言
。

　

③  

「
あ
な
か
し
こ
。
よ
し
よ
し
。
聞
こ
え
さ
せ
じ
」（
下
一
〇
一
頁
）
越
前
守
と
左
衛

門
佐
（
い
ず
れ
も
北
の
方
の
息
子
）
か
ら
北
の
方
へ
の
発
言
。

　

④  

「
よ
し
よ
し
。
渋
々
に
思
ひ
給
ふ
め
り
」（
下
一
五
〇
頁
）
前
太
政
大
臣
（
道
頼
の

父
）
か
ら
道
頼
へ
の
発
言
。

５　
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

源
氏
物
語
（
２
）』（
阿
部
秋
生
・
今
井
源
衛
・
秋
山

虔
・
鈴
木
日
出
男
校
注
・
訳
、
小
学
館
、
一
九
九
五
年
一
月
）
五
一
頁
。

６　

注
２
論
文
二
五
六
頁
。

７　
『
映
画
術　

ヒ
ッ
チ
コ
ッ
ク
／
ト
リ
ュ
フ
ォ
ー　

改
訂
版
』（
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ト

リ
ュ
フ
ォ
ー
、
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ヒ
ッ
チ
コ
ッ
ク
著
、
山
田
宏
一
・
蓮
實
重
彦
訳
、
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晶
文
社
、
一
九
九
〇
年
一
二
月
）
六
〇
～
六
一
頁
。

※『
落
窪
物
語
』
原
文
の
引
用
は
、『
新
版　

落
窪
物
語　

上
下　

現
代
語
訳
付
き
』（
室
城

秀
之
訳
注
、
角
川
文
庫
、
二
〇
〇
四
年
二
月
）
に
拠
り
、
そ
の
上
下
と
頁
数
を
記
し
た
。

（
し
か
の
や
・
ゆ
う
き　

平
成
二
十
三
年
度
大
学
院
博
士
前
期
課
程
修
了
）




