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田
漢
の
京
劇
『
白
蛇
伝
』

の
改
作
に
つ
い
て
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第
〓
早

導入

策
一
節

田
漢
に
よ
る
京
劇
『
白
蛇
伝
』
三
作
品
の
紹
介

白
蛇
伝
物
語
(
自
蛇
の
精
が
人
間
の
女
性
に
姿
を
変
え
､
人
間
の
男
性
で
あ
る
許
仙
(
許
宣
)

に
恋
を
す
る
物
語
)
は
､
中
国
で
古
く
か

ら
親
し
ま
れ
､
様
々
な
地
方
劇
で
演
じ
ら
れ
て
き
た
｡
と
り
わ
け
京
劇
に
お
い
て
は
､
文
･
武
(
唱
･
立
ち
回
り
)
を
兼
ね
備
え
た
人
気
演

目
と
し
て
上
演
さ
れ
続
け
て
い
る
が
､
現
在
演
じ
ら
れ
て
い
る
京
劇
『
白
蛇
伝
』
は
､
劇
作
家
の
田
漢
(
一
八
九
八
～
一
九
六
八
)
に
よ
る

脚
本
が
基
本
と
な
っ
て
い
る
｡

田
漢
の
脚
色
し
た
京
劇
『
白
蛇
伝
』
と
い
え
ば
､
一
九
五
五
年
に
書
か
れ
た
『
白
蛇
伝
』
が
最
も
よ
く
知
ら
れ
､
現
在
上
演
さ
れ
て
い
る

も
の
は
こ
れ
を
基
に
し
て
い
る
｡
し
か
し
実
際
は
､
一
九
四
三
年
に
書
か
れ
た
『
金
鉢
記
』
､
一
九
五
二
年
に
書
か
れ
た
『
白
蛇
伝
』
と
合

わ
せ
て
､
三
つ
の
脚
本
が
存
在
す
る
｡

本
論
は
､
こ
れ
ら
三
脚
本
の
改
作
に
い
か
な
る
意
味
が
あ
っ
た
の
か
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
｡

論
文
や
事
典
類
の
多
く
は
､
田
漢
が
『
金
鉢
記
』
を
修
正
し
『
自
蛇
伝
』
と
し
た
こ
と
は
説
明
し
て
い
る
も
の
の
､
『
白
蛇
伝
』
に
二
脚
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本
が
あ
る
こ
と
に
は
言
及
し
て
お
ら
ず
､
一
九
五
二
年
の
『
白
蛇
伝
』
に
は
触
れ
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
｡
こ
れ
ら
三
脚
本
を
詳
細
に
比
較

検
討
し
た
研
究
は
こ
れ
ま
で
な
さ
れ
て
お
ら
ず
､
ま
た
､
田
漢
は
当
時
戯
曲
改
革
事
業
に
盛
ん
に
取
り
組
ん
で
お
り
､
そ
の
中
心
的
役
割
を

果
た
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
こ
の
視
点
か
ら
『
自
蛇
伝
』
の
改
作
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
論
文
も
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
｡
本
研
究

は
､
こ
の
よ
う
な
先
行
研
究
へ
の
疑
問
に
端
を
発
し
て
い
る
｡

(
2
)

本
節
で
は
ま
ず
､
三
脚
本
の
成
立
･
上
演
過
程
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
｡

(
一
)
一
九
四
三
年
『
金
鉢
記
』

一
九
四
三
年
､
田
漢
は
､
四
維
平
劇
社
の
李
紫
貴
､
金
素
秋
の
要
請
を
受
け
､
彼
ら
の
整
理
し
て
い
た
『
白
蛇
伝
』
を
基
礎
に
『
金
鉢
記
』

(
3
)

を
改
編
創
作
し
た
｡
四
維
平
劇
社
に
よ
る
『
白
蛇
伝
』

の
上
演
は
あ
ま
り
成
功
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
､
田
漢
に
脚
本
の
改
良
を
依
頼
し
た

(
4
)

の
だ
｡
田
漢
は
､
弾
詞
の
『
義
妖
伝
』
を
参
照
し
て
そ
の
脚
本
を
修
正
し
､
一
週
間
足
ら
ず
で
『
金
鉢
記
』
を
書
き
あ
げ
た
｡

『
金
鉢
記
』
は
同
年
九
月
九
日
に
上
演
予
定
で
あ
り
､
稽
古
を
つ
け
広
告
も
出
し
て
い
た
が
､
上
演
当
日
に
な
っ
て
禁
演
と
な
っ
た
｡
表

向
き
に
は
反
仏
教
の
疑
い
が
あ
る
た
め
と
い
う
理
由
か
ら
だ
っ
た
が
､
国
民
党
統
治
の
悪
の
現
実
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
､
と
さ
れ
た
の
が

内
実
で
あ
っ
た
｡

翌
年
､
桂
林
で
上
演
さ
れ
た
｡
脚
本
自
体
は
田
漢
の
『
金
鉢
記
』
で
あ
っ
た
が
､
そ
の
時
だ
け
『
白
蛇
伝
』
と
名
前
を
変
え
､
田
漢
主
編

と
も
打
ち
出
さ
な
い
二
日
間
だ
け
の
上
演
で
あ
っ
た
｡

一
九
四
七
年
､
李
紫
貴
は
田
漢
の
依
頼
を
う
け
､
四
維
平
劇
社
内
の
戯
劇
教
育
学
校
で
あ
る
四
維
児
童
戯
劇
学
校
で
『
金
鉢
記
』

の
稽
古

を
つ
け
､
翌
一
九
四
八
年
に
上
演
さ
れ
た
｡
昼
は
『
金
鉢
記
』
あ
る
い
は
『
武
則
天
』
､
夜
は
『
琵
琶
行
』
を
上
演
す
る
と
い
う
形
式
で
あ
っ

(
5
)た｡

一
九
五
〇
年
の
全
国
戯
曲
工
作
会
議
で
､
四
維
児
童
戯
劇
学
校
が
発
展
し
て
で
き
た
国
立
の
戯
劇
学
校
で
あ
る
中
国
戯
曲
研
究
院
戯
曲
実
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験
学
校
が
『
金
鉢
記
』
を
上
演
し
た
｡
こ
の
時
に
は
､
抗
日
的
な
内
容
の
部
分
は
削
除
し
て
い
た
｡

(
二
)
一
九
五
二
年
『
白
蛇
伝
』

『
金
鉢
記
』
に
対
し
て
は
い
く
つ
か
意
見
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
が
､
中
で
も
田
漢
の
『
金
鉢
記
』
改
作
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
さ
れ

る
の
が
､
一
九
五
二
年
九
月
一
二
日
号
『
人
民
日
報
』
掲
載
の
戴
不
凡
｢
評
『
金
鉢
記
』
｣

で
あ
る
｡
戴
不
凡
は
『
金
鉢
記
』
を
､
自
蛇
故

事
の
反
封
建
主
題
を
歪
曲
し
て
お
り
､
反
歴
史
主
義
の
傾
向
に
あ
る
ば
か
り
か
封
建
統
治
階
級
を
宣
揚
さ
え
し
て
い
る
と
し
て
､
批
判
し

(
6
)

(
7
)

た
｡
田
漢
は
､
寄
せ
ら
れ
た
意
見
を
汲
み
取
り
､
脚
本
を
修
正
し
て
一
九
五
二
年
に
『
白
蛇
伝
』
を
書
き
上
げ
た
｡

こ
の
『
白
蛇
伝
』
は
､
一
九
五
二
年
一
〇
月
六
日
か
ら
二
月
一
四
日
に
北
京
で
開
か
れ
た
第
一
届
全
国
戯
曲
観
摩
演
出
大
会
に
お
い
て
､

中
国
戯
曲
研
究
院
戯
曲
実
験
学
校
に
よ
っ
て
上
演
さ
れ
た
｡
『
白
蛇
伝
』
は
こ
こ
で
､
王
穏
卿
の
栄
誉
賞
や
､
白
素
貞
役
の
劉
秀
栄
の
演
員

(
8
)

賞
二
等
賞
を
始
め
と
し
て
数
々
の
賞
を
受
賞
し
た
｡

戴
不
凡
の
批
判
と
大
会
の
開
催
時
期
と
を
考
え
る
と
､
『
白
蛇
伝
』
は
完
成
後
す
ぐ
上
演
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
｡
当
然
､
上
演
す
る
に
は

稽
古
が
必
要
で
あ
る
か
ら
､
田
漢
の
改
作
は
稽
古
現
場
で
稽
古
と
同
時
に
進
ん
で
い
た
も
の
と
思
わ
れ
､
脚
色
､
演
出
に
大
き
な
役
割
を
果

た
し
た
李
紫
費
や
唱
腔
の
設
計
に
大
い
に
責
献
し
た
王
瑠
卿
ら
と
の
共
同
の
作
業
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
｡

(
三
)
一
九
五
五
年
『
自
蛇
伝
』

一
九
五
四
年
春
に
峨
眉
山
に
登
っ
た
こ
と
が
､
田
漢
の
更
な
る
改
作
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
｡
田
漢
は
､
こ
の
年
中
国
京
劇
団
を
率
い

(
9
)

て
人
民
解
放
軍
を
慰
問
し
た
帰
り
に
峨
眉
山
に
登
っ
た
の
だ
が
､
そ
の
時
見
た
峨
眉
山
の
様
子
が
今
回
の
改
作
に
影
響
を
与
え
た
｡
田
漢
に

と
っ
て
､
体
験
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
感
じ
た
出
来
事
で
あ
っ
た
｡

一
九
五
四
年
､
呂
君
樵
､
鄭
亦
秋
の
監
督
､
菓
盛
蘭
､
杜
近
芳
の
主
演
で
中
国
京
劇
院
に
よ
り
上
演
さ
れ
た
｡
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こ
れ
以
降
は
大
き
な
修
正
も
無
く
､
こ
の
脚
本
が
定
本
と
な
り
､
全
国
に
広
ま
り
上
演
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
｡

(10)

田
漢
は
､
一
九
六
三
年
に
も
､
一
度
こ
の
『
白
蛇
伝
』
に
唱
を
書
き
足
し
た
こ
と
が
あ
る
｡
そ
の
年
の
秋
､
北
京
京
劇
団
が
田
漢
の
『
白

蛇
伝
』
を
上
演
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
が
､
監
督
で
あ
っ
た
張
文
丁
は
､
｢
合
鉢
｣

の
場
面
の
白
素
貞
と
子
供
の
離
別
の
唱
を
大
段
の
唱

に
し
て
､
彼
女
の
悲
痛
と
怒
り
の
複
雑
な
心
情
を
う
た
い
上
げ
る
べ
き
だ
､
と
提
案
し
た
｡
田
漢
は
了
承
し
､
一
晩
で
書
き
上
げ
た
｡
.
こ
れ

に
よ
り
､
元
々
四
句
し
か
な
か
っ
た
母
子
の
離
別
の
唱
は
二
十
九
句
に
ま
で
増
え
た
｡

た
だ
し
､
こ
れ
は
こ
の
度
の
上
演
の
た
め
の
処
置
で
あ
る
｡
実
際
の
上
演
に
際
し
て
は
､
上
演
時
間
の
制
限
な
ど
に
よ
っ
て
､
状
況
に
合

わ
せ
た
内
容
の
削
減
や
演
出
方
法
の
変
更
も
あ
る
は
ず
で
あ
る
｡
脚
本
が
､
全
て
の
上
演
に
お
い
て
完
全
な
形
で
演
じ
ら
れ
る
と
は
限
ら
な

い
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
｡

本
論
で
取
り
上
げ
る
の
は
､
脚
本
と
し
て
発
表
､
出
版
さ
れ
た
三
つ
の
も
の
で
あ
る
｡
便
宜
上
､
以
下
で
は
､
一
九
五
二
年
の
『
白
蛇
伝
』

を
『
白
蛇
伝
』

1
､
一
九
五
五
年
の
『
白
蛇
伝
』
を
『
白
蛇
伝
』

2
と
称
す
る
こ
と
と
す
る
｡

第
二
節

田
漢
と
戯
曲
改
革

田
漢
は
生
涯
劇
作
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
る
が
､
三
脚
本
は
中
で
も
戯
曲
改
革
に
従
事
し
て
い
た
時
期
に
書
か
れ
た
｡
戯
曲
改
革
と
そ

の
時
の
田
漢
に
つ
い
て
知
る
こ
と
で
､
そ
れ
と
同
時
進
行
し
て
い
た
『
白
蛇
伝
』
改
作
を
検
討
す
る
大
き
な
助
け
に
な
る
こ
と
は
間
違
い
な

(
‖
)

ヽ
一
〇(
一
)
一
九
四
三
年
『
金
鉢
記
』

の
時
期

抗
日
戦
争
期
､
中
国
共
産
党
は
文
化
政
策
を
強
化
し
た
｡
戯
曲
を
抗
日
戦
争
に
奉
仕
さ
せ
る
こ
と
が
課
題
と
な
り
､
役
者
た
ち
は
､
戦
線



田漢の京劇『白蛇伝』の改作について
の
慰
問
や
慈
善
公
演
な
ど
様
々
な
形
で
抗
日
闘
争
を
進
め
､
愛
国
行
動
を
示
し
た
｡
こ
の
時
期
の
戯
曲
活
動
の
特
徴
は
､
戯
曲
の
内
容
や
役

者
た
ち
の
行
動
に
よ
り
､
戯
曲
と
現
実
の
闘
争
を
結
び
つ
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
言
え
る
｡

一
九
三
七
年
､
中
国
共
産
党
は
､
抗
戦
戯
劇
を
率
い
る
組
織
と
し
て
上
海
戯
劇
会
救
亡
協
会
歌
劇
部
を
組
織
し
た
｡
こ
れ
は
､
味
方
の
陣

地
や
傷
兵
病
院
に
赴
き
抗
日
戦
士
を
鼓
舞
､
慰
問
し
た
り
､
民
族
意
識
を
強
調
し
愛
国
思
想
を
宣
伝
す
る
抗
日
的
内
容
の
劇
本
を
書
い
た
り

す
る
た
め
の
組
織
で
あ
っ
た
｡

抗
日
戦
争
初
期
の
戯
曲
は
､
伝
統
的
な
古
い
形
式
に
不
自
然
に
抗
日
救
亡
の
内
容
を
組
み
入
れ
て
い
た
が
､
こ
の
方
法
は
す
ぐ
に
是
正
さ

れ
る
べ
き
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
一
九
四
二
年
､
毛
沢
東
は
､
伝
統
戯
曲
と
新
た
な
時
代
の
内
容
を
い
か
に
結
び
つ
け
る
か
と
い

う
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
､
｢
推
陳
出
新

(
古
い
も
の
の
中
か
ら
新
し
い
も
の
を
出
す
)
｣

の
方
針
を
打
ち
出
し
た
｡
こ
の
言
葉
は
以
後
の

戯
曲
改
革
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
｡
こ
の
方
針
の
下
で
多
く
の
編
劇
が
な
さ
れ
､
抗
日
根
拠
地
で
の
戯
曲
活
動
は
飛
躍
的
に
発
展
し
た
｡

29

田
漢
は
､
積
極
的
に
抗
戦
戯
劇
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
た
一
人
で
あ
る
｡

一
九
三
五
年
､
国
民
党
に
よ
り
共
産
分
子
と
し
て
逮
捕
さ
れ
､
半
年
後
に
出
獄
し
た
後
南
京
に
軟
禁
さ
れ
て
い
た
田
漢
は
､
そ
の
軟
禁
を

や
ぶ
り
上
海
へ
戻
る
と
､
一
九
三
七
年
に
は
欧
陽
予
備
ら
と
と
も
に
前
述
の
上
海
戯
劇
会
救
亡
協
会
を
設
立
し
､
抗
戦
戯
劇
活
動
に
従
事
し

た
｡
国
民
政
府
軍
事
委
員
会
政
治
部
第
三
庁
第
六
処

(
芸
術
処
)
処
長
と
な
り
､
映
画
や
戯
劇
､
美
術
な
ど
の
宣
伝
工
作
を
主
宰
す
る
ほ
か
､

各
地
の
抗
戦
戯
劇
を
指
導
す
る
な
ど
し
て
芸
術
宣
伝
の
分
野
を
管
掌
し
た
｡
そ
の
後
は
､
桂
林
や
垂
慶
を
転
々
と
し
な
が
ら
活
動
を
続
け
て

い
た
｡
そ
の
間
､
四
維
平
劇
社
児
童
訓
練
班
(
四
維
児
童
戯
劇
学
校
の
前
身
)

を
指
導
し
､
演
劇
の
指
導
や
愛
国
主
義
の
啓
蒙
教
育
を
行
っ

た
り
し
て
い
た
｡

こ
う
し
た
中
､
一
九
四
三
年
に
『
金
鉢
記
』

は
書
か
れ
た
｡
当
時
は
､
国
民
党
側
共
産
党
側
を
問
わ
ず
､
抗
日
意
識
を
鼓
舞
す
る
京
劇
脚

本
が
書
か
れ
て
い
た
｡
田
漢
が
『
金
鉢
記
』
を
書
い
た
の
は
国
統
区
で
あ
る
桂
林
で
あ
っ
た
が
､
自
身
は
共
産
党
側
の
人
間
で
あ
っ
た
た
め
､
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(望

そ
の
内
容
は
抗
日
意
識
を
鼓
舞
す
る
体
裁
を
と
り
つ
つ
国
民
党
を
批
判
す
る
も
の
と
な
っ
て
お
り
､
複
雑
な
背
景
を
持
っ
て
い
る
｡

(
二
)
一
九
五
二
年
『
白
蛇
伝
』
か
ら
一
九
五
五
年
『
白
蛇
伝
』

の
時
期

建
国
後
か
ら
一
九
五
五
年
頃
ま
で
は
､
戯
曲
改
革
が
非
常
に
盛
ん
で
あ
っ
た
時
期
で
あ
る
｡
『
白
蛇
伝
』

1
と
『
白
蛇
伝
』

2
の
時
期
の

戯
曲
改
革
に
区
切
り
を
入
れ
る
こ
と
は
難
し
い
た
め
､
こ
こ
で
は
､
建
国
か
ら
一
九
五
五
年
ま
で
の
戯
曲
改
革
と
田
漢
の
活
動
に
つ
い
て
述

べ
る
｡中
国
共
産
党
は
一
九
四
八
年
二
月
､
華
北
戯
劇
音
楽
工
作
委
員
会
を
成
立
さ
せ
､
当
時
上
演
さ
れ
て
い
た
劇
を
｢
有
利
｣

｢
無
害
｣

｢有

害｣

の
三
種
に
分
け
る
基
準
を
設
定
し
た
｡
こ
の
委
員
会
に
よ
る
活
動
が
､
毛
沢
東
の

｢
推
陳
出
新
｣
方
針
下
に
お
け
る
戯
曲
改
革
の
第
一

歩
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
｡

戯
曲
改
革
の
目
的
は
､
戯
曲
を
改
造
し
て
中
国
共
産
党
の
宣
伝
道
具
と
す
る
た
め
で
あ
っ
た
｡
旧
戯
劇
は
過
去
の
人
民
の
生
活
を
反
映
し

て
い
る
も
の
で
あ
り
､
新
し
い
人
民
の
生
活
を
反
映
さ
せ
て
中
国
共
産
党
の
政
権
を
守
る
た
め
に
奉
仕
さ
せ
る
に
は
新
た
な
戯
曲
が
必
要
で

あ
る
､
と
の
考
え
に
始
ま
っ
て
い
た
｡
最
終
的
な
目
的
は
､
人
民
の
新
た
な
生
活
を
表
現
す
る
新
た
な
戯
曲
を
打
ち
立
て
る
こ
と
に
あ
っ
た

の
だ
｡

建
国
後
､
戯
曲
改
革
の
専
門
機
関
が
次
々
と
成
立
す
る
｡
そ
の
先
頭
を
切
っ
た
の
が
､
全
国
の
戯
曲
改
革
工
作
を
率
い
る
組
織
と
し
て

一
九
四
九
年
一
〇
月
に
中
国
共
産
党
文
化
部
内
に
成
立
し
た
戯
曲
改
進
局
で
あ
る
｡
田
漢
は
局
長
を
務
め
て
い
た
｡
主
要
任
務
は

｢
民
族
の

戯
曲
の
遺
産
を
発
掘
･
整
理
し
､
批
判
と
揚
棄
を
経
て
推
陳
出
新
さ
せ
､
新
た
な
歴
史
歌
劇
と
時
事
歌
劇
な
ど
の
戯
曲
を
生
み
出
し
､
人
民

に
奉
仕
す
る
斬
新
な
戯
曲
と
す
る
｣

こ
と
で
あ
っ
た
｡
他
に
は
､
戯
曲
改
進
委
員
会
､
戯
曲
改
進
局
所
属
の
戯
曲
実
験
学
校
､
京
劇
研
究
院

(
‖
)

な
ど
が
成
立
し
､
足
場
は
着
々
と
固
め
ら
れ
て
い
っ
た
｡
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一
九
五
〇
年
一
一
月
､
北
京
で
全
国
戯
曲
工
作
会
議
が
開
か
れ
た
｡
各
地
の
戯
曲
改
革
工
作
の
状
況
報
告
や
討
論
､
各
地
の
代
表
に
よ
る

慈
善
公
演
が
行
わ
れ
､
戯
曲
実
験
学
校
に
よ
り
『
金
鉢
記
』
も
上
演
さ
れ
た
｡
副
主
席
で
あ
っ
た
田
漢
は

｢
為
愛
国
主
義
的
人
民
新
戯
曲
而

奮
闘
｣

と
題
す
る
報
告
で
､
戯
曲
内
容
の
審
査
や
修
正
の
問
題
な
ど
に
つ
い
て
詳
し
く
報
告
し
た
｡
こ
の
報
告
は
そ
の
後
の
戯
曲
改
革
の
方

針
と
な
る
｡

一
九
五
一
年
三
月
､
毛
沢
東
に
よ
り
｢
百
花
斉
放
､
推
陳
出
新
｣

の
方
針
が
提
唱
さ
れ
た
｡
こ
れ
は
以
前
出
さ
れ
た

｢
推
陳
出
新
｣
方
針

を
さ
ら
に
一
歩
進
め
た
も
の
で
､
こ
の
先
の
戯
曲
改
革
の
大
き
な
テ
ー
マ
と
な
る
｡
｢
推
陳
出
新
｣

の
意
味
は
旧
戯
曲
を
廃
し
新
戯
曲
を
打

ち
立
て
る
こ
と
､
｢
百
花
斉
放
｣

の
意
味
は
あ
ら
ゆ
る
戯
曲
劇
種
を
一
斉
に
上
演
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
表
面
的
な
禁
演
は
根
本
的
解
決
に
は

な
ら
ず
､
新
し
い
戯
曲
も
す
ぐ
に
は
で
き
な
い
た
め
､
旧
戯
曲
を
審
査
修
正
し
て
上
演
し
て
い
こ
う
と
い
う
意
図
で
あ
っ
た
｡

一
九
五
一
年
五
月
五
日
､
先
の
田
漢
報
告
を
受
け
｢
関
干
戯
曲
改
革
工
作
的
指
示
｣

(
｢
五
五
指
示
｣

と
も
呼
ば
れ
る
)

が
発
せ
ら
れ
た
｡

こ
れ
は

｢
百
花
斉
放
､
推
陳
出
新
｣

の
方
針
を
具
体
化
し
た
も
の
で
､
侵
略
に
反
抗
し
人
民
の
正
義
を
発
揚
す
る
よ
う
な
戯
曲
を
推
進
し
､

封
建
奴
隷
道
徳
を
鼓
吹
す
る
よ
う
な
戯
曲
に
は
反
対
す
る
､
と
し
た
上
で

｢
改
戯
､
改
人
､
改
制
｣

の

｢
三
改
｣

を
定
め
た
｡
｢
改
戯
｣

と

は
､
劇
本
や
舞
台
か
ら
古
い
有
害
な
要
素
を
排
除
す
る
こ
と
､
｢
改
人
｣

と
は
､
役
者
の
思
想
を
改
造
し
政
治
的
覚
悟
と
文
化
的
業
務
の
水

準
を
高
め
る
こ
と
､
｢
改
制
｣

と
は
､
古
い
戯
班
内
の
不
合
理
な
制
度
を
改
革
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
こ
れ
に
基
づ
き
各
地
で
戯
曲
改
革
が
進

め
ら
れ
た
｡

一
九
五
二
年
一
〇
月
六
日
か
ら
一
一
月
四
日
ま
で
､
戯
曲
改
革
の
節
目
と
も
い
え
る
第
一
届
全
国
戯
曲
観
摩
演
出
大
会
が
開
か
れ
た
｡
こ

の
大
会
の
主
な
任
務
は

｢
各
劇
種
の
戯
曲
改
革
工
作
者
が
､
相
互
に
見
習
い
学
習
し
､
経
験
を
吸
収
し
､
戯
曲
の
思
想
と
芸
術
水
準
を
高
め
､

『
百
花
斉
放
､
推
陳
出
新
』

の
方
針
を
徹
底
す
る
こ
と
｣

で
あ
っ
た
｡
前
述
の
通
り
こ
こ
で
田
漢
の
『
白
蛇
伝
』
は
上
演
さ
れ
た
｡
参
加
し

た
優
秀
な
劇
目
は
大
会
後
全
国
へ
広
ま
り
､
各
地
で
そ
の
経
験
が
交
流
さ
れ
､
戯
曲
改
革
の
成
功
が
目
指
さ
れ
た
｡

こ
の
よ
う
な
戯
曲
改
革
の
流
れ
の
中
で
､
『
白
蛇
伝
』
改
作
も
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
｡
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こ
の
時
期
の
田
漢
は
､
文
化
部
戯
曲
改
進
局
局
長
､
戯
曲
実
験
学
校
校
長
､
全
国
戯
曲
工
作
会
議
副
主
席
な
ど
､
そ
の
他
多
く
の
肩
書
き

を
持
っ
て
い
た
｡
田
漢
が
当
時
の
戯
曲
改
革
の
中
心
的
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
｡

(
三
)
戯
曲
の
内
容
に
加
え
ら
れ
た
制
限
と
『
白
蛇
伝
』

戯
曲
改
革
は
､
戯
曲
の
内
容
を
ど
の
よ
う
に
方
向
付
け
､
い
か
な
る
制
限
を
加
え
た
の
だ
ろ
う
か
｡

一
九
四
八
年
の

｢
有
利
｣

｢
無
害
｣

｢
有
害
｣

の
基
準
を
皮
切
り
に
､
戯
曲
内
容
の
審
査
が
本
格
化
し
､
具
体
的
に
劇
目
も
指
定
さ
れ
た
よ

う
だ
｡

続
く
全
国
戯
曲
工
作
会
議
で
は
､
野
蛮
で
お
く
れ
た
､
奴
隷
的
､
恐
怖
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
舞
台
上
か
ら
排
除
す
る
べ
き
だ
､
と
さ
れ
た
｡

例
え
ば
､
纏
足
や
残
酷
な
刑
な
ど
は
､
自
己
の
民
族
を
侮
辱
し
愛
国
主
義
に
反
す
る
た
め
排
除
す
べ
き
と
さ
れ
た
｡
伝
統
的
な
戯
曲
に
つ
い

て
は
､
神
話
と
迷
信
､
恋
愛
と
淫
蕩
は
慎
重
に
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(
神
話
､
恋
愛
は
良
い
が
､
迷
信
､
淫
蕩
は
良
く
な
い
)

と
し
､

神
話
劇
に
つ
い
て
は
､
『
西
遊
記
』
や
『
白
蛇
伝
』
な
ど
の
優
秀
な
劇
目
は
､
豊
か
な
想
像
力
と
美
し
い
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
人
間
の
闘
争

を
表
現
し
て
い
る
か
ら
保
護
す
る
べ
き
だ
､
と
さ
れ
た
｡

続く

｢
五
五
指
示
｣

で
は
､
｢
改
戯
｣

の
部
分
が
戯
曲
の
内
容
に
関
係
す
る
｡
内
容
上
は
､
迷
信
､
色
情
の
曲
詞
や
筋
立
て
は
排
除
す
べ

き
で
あ
り
､
形
式
上
は
､
旦
の

｢
蹟
工
｣

(
纏
足
の
婦
人
に
扮
す
る
の
に
木
製
の
高
い
靴
底
を
足
に
つ
け
て
行
う
演
技
)

な
ど
の
お
く
れ
た
､

低
俗
で
､
醜
悪
な
演
出
は
､
徐
々
に
排
除
し
て
舞
台
上
を
浄
化
す
べ
き
と
さ
れ
た
｡

こ
の
よ
う
に
､
内
容
が
不
適
当
と
さ
れ
る
も
の
は
禁
漬
の
措
置
が
と
ら
れ
た
り
､
適
当
な
内
容
に
改
編
さ
れ
た
り
し
た
｡
多
く
の
劇
目
が

禁
止
さ
れ
た
中
､
『
自
蛇
伝
』
は
田
漢
の
手
に
よ
り
改
編
さ
れ
､
上
演
が
続
け
ら
れ
た
｡
つ
ま
り
､
『
白
蛇
伝
』
は
戯
曲
改
革
の
意
図
に
合
っ

て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
｡
こ
の
事
業
を
経
て
上
演
さ
れ
続
け
た
『
白
蛇
伝
』

1
､
2
は
､
中
国
共
産
党
の
宣
伝
機
能
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た

の
だ
｡
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一
九
五
〇
年
二
月
の
中
ソ
友
好
同
盟
相
互
援
助
条
約
の
締
結
､
同
年
六
月
の
朝
鮮
戦
争
の
勃
発
な
ど
当
時
の
多
端
な
国
内
外
情
勢
の
中

で
､
恋
餞
を
主
軸
と
す
る
『
自
蛇
伝
』
に
最
も
深
く
関
わ
る
の
が
､
一
九
五
〇
年
五
月
一
日
に
公
布
施
行
さ
れ
た
中
華
人
民
共
和
国
婚
姻
法

で
あ
っ
た
｡
原
則
､
結
婚
､
夫
婦
間
の
権
利
と
義
務
､
父
母
子
女
間
の
関
係
､
離
婚
､
離
婚
後
の
子
女
の
扶
養
と
教
育
､
離
婚
後
の
財
産
と

生
活
､
附
則
の
八
草
､
全
二
十
七
条
か
ら
成
る
｡
原
則
の
第
一
条
で
は
､
封
建
主
義
的
な
婚
姻
制
度
を
排
除
し
､
男
女
の
婚
姻
の
自
由
､
一

夫
一
妻
､
男
女
の
権
利
平
等
を
守
る
新
た
な
民
主
主
義
的
な
婚
姻
制
度
を
実
行
す
る
､
と
本
法
律
の
目
的
を
定
め
て
い
る
｡
続
く
原
則
の
第

二
条
で
は
､
寡
婦
の
婚
姻
の
自
由
へ
の
干
渉
を
禁
止
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
｡

『
白
蛇
伝
』
以
外
に
も
､
婚
姻
法
を
宣
伝
す
る
劇
目
は
多
く
あ
っ
た
｡
『
秦
香
蓮
』
や
『
梁
山
伯
与
祝
英
台
』
な
ど
で
あ
る
｡
婚
姻
法
を
宣

伝
す
る
も
の
は
､
男
女
が
愛
情
の
た
め
に
奮
闘
す
る
筋
立
て
で
教
条
主
義
的
な
要
素
が
あ
ま
り
強
く
な
く
､
観
客
を
ひ
き
つ
け
や
す
い
も
の

で
あ
っ
た
た
め
多
く
演
じ
ら
れ
た
｡
ま
た
､
『
自
蛇
伝
』
は
伝
統
劇
目
を
改
編
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
､
一
過
性
の
も
の
に
な
ら
ず
に
上

演
さ
れ
続
け
た
の
で
あ
ろ
う
｡

第
二
幸

三
脚
本
の
比
較
検
討

第
二
章
で
は
､
三
脚
本
を
比
較
し
､
注
目
す
べ
き
相
違
点
に
つ
い
て
の
分
析
を
行
い
､
改
作
意
図
の
検
討
を
試
み
る
｡

第
一
節

場
面
構
成

脚
本
間
に
見
ら
れ
る
大
き
な
違
い
は
､
場
面
(
｢
場
｣
)
構
成
で
あ
る
｡
場
面
数
は
､
『
金
鉢
記
』
は
全
二
十
六
場
､
『
白
蛇
伝
』
1
は
全

二
十
四
場
､
『
自
蛇
伝
』
2
は
全
十
六
場
で
あ
り
､
全
体
と
し
て
減
少
し
て
い
る
が
､
内
容
を
見
る
と
､
後
で
削
除
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は

な
く
､
追
加
さ
れ
て
い
る
場
面
も
あ
る
｡
ま
た
､
内
容
が
同
じ
で
も
場
面
の
名
前
が
異
な
っ
た
り
､
名
前
が
同
じ
か
あ
る
い
は
似
て
い
て
も

内
容
が
異
な
っ
た
り
す
る
場
合
も
あ
る
｡
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*

*

*

場
面
数
の
大
幅
な
減
少
が
意
味
す
る
も
の
は
､

第
一
に
上
演
時
間
の
短
縮
で
あ
る
｡
張
文
丁

｢
憶
念
田
漢
同
志
｣

●

に
よ
れ
ば
､
『
白
蛇
伝
』

2
は
全
て
上
演
す
る
と
三
時
間
以
上
か
か
る
脚
本
で
あ
っ
た
｡
こ
れ
よ
り
場
面
数
の
多
い
前
二
脚
本
は
､
四
､
五
時
間
は
か
か
っ
た
で
あ
ろ

う
｡
第
二
に
､
物
語
の
簡
略
化
が
挙
げ
ら
れ
る
｡
こ
れ
に
よ
り
､
観
客
は
劇
の
展
開
に
乗
り
遅
れ
ず
に
つ
い
て
い
け
る
｡
後
の
脚
本
に
な
る
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と
､
さ
ほ
ど
重
要
で
な
い
場
面
は
削
除
さ
れ
､
今
日
で
も
折
子
戯
(
物
語
全
体
の
あ
る
部
分
を
抜
き
出
し
て
演
ず
る
演
目
)

と
し
て
も
よ
く

(望

演
じ
ら
れ
る

｢
水
闘
｣

や
｢
断
橋
｣
な
ど
の
見
せ
場
が
よ
り
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
｡
一
つ
の
脚
本
と
し
て
の
ま
と
ま
り
が
感
じ
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
お
り
､
観
客
を
飽
き
さ
せ
な
い
､
劇
と
し
て
の
エ
ン
タ
テ
イ
メ
ン
ト
性
が
増
す
結
果
と
な
っ
た
と
い
え
よ
う
｡

第
二
節

内容

以
下
何
点
か
に
分
け
て
､
ま
ず
あ
ら
す
じ
を
示
し
た
上
で
､
そ
の
内
容
の
違
い
に
つ
い
て
検
討
す
る
｡

(
一
)

盗庫

場
面
は
､
自
素
貞
と
許
仙
が
小
青
の
仲
立
ち
で
結
婚
を
し
た
後
か
ら
始
ま
る
｡

『
金
鉢
記
』
第
五
場
｢
盗
鋸
｣
か
ら
第
十
場
｢
郊
遇
｣

白
素
貞
は
小
青
に
､
許
仙
は
貧
し
い
の
で
銭
塘
知
県
の
と
こ
ろ
か
ら
お
金
を
借
り
て
く
る
よ
う
指
示
す
る
｡
そ
れ
は
､
倭
歳
と
通
じ
た
江

大
王
か
ら
倭
兵
の
攻
撃
に
内
応
す
る
よ
う
依
頼
さ
れ
て
送
ら
れ
た
銀
五
百
両
で
あ
る
｡
事
成
れ
ば
更
に
五
百
両
と
い
う
条
件
の
前
に
､
ど
う

す
べ
き
か
知
県
が
迷
っ
て
い
る
と
､
突
然
小
青
が
現
れ
一
瞬
の
暗
闇
で
銀
を
盗
み
出
す
｡
許
仙
は
､
自
素
貞
が
く
れ
た
銀
五
百
両
と
宿
織
物

を
携
え
喜
ん
で
傭
宅
し
､
姉
の
陳
許
氏
に
結
婚
の
報
告
を
す
る
｡
そ
こ
に
姉
の
夫
で
役
人
の
陳
彪
が
青
ざ
め
て
帰
っ
て
き
た
｡
忽
然
と
消
え

た
銀
を
三
日
以
内
に
探
す
よ
う
命
じ
ら
れ
て
い
た
の
だ
｡
陳
彪
は
､
許
仙
が
自
素
貞
か
ら
銀
を
も
ら
っ
た
と
聞
き
も
し
や
と
思
い
､
見
て

み
る
と
果
た
し
て
そ
れ
は
盗
ま
れ
た
庫
銀
で
あ
っ
た
｡
陳
彪
は
許
仙
を
捕
ら
え
取
り
調
べ
る
が
､
白
素
貞
に
そ
の
銀
の
正
体
を
暴
か
れ
そ
う

に
な
っ
た
た
め
､
白
素
貞
の
罪
は
不
問
に
付
し
､
許
仙
は
鎮
江
へ
流
罪
と
し
た
｡
許
仙
が
鎮
江
へ
行
き
し
ば
ら
く
す
る
と
白
素
貞
と
小
青
が

や
っ
て
き
て
彼
ら
は
再
会
し
､
そ
の
地
で
薬
屋
を
営
む
こ
と
と
な
る
｡

『
白
蛇
伝
』
1
第
五
場
｢
盗
庫
｣
か
ら
第
七
場
｢
覆
配
｣
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白
素
貞
は
小
青
に
､
許
仙
は
貧
し
い
の
で
銭
塘
県
か
ら
お
金
を
借
り
て
く
る
よ
う
指
示
す
る
｡
役
所
で
は
夜
警
が
巡
回
中
､
小
青
が
壁
に

穴
を
あ
け
て
侵
入
し
庫
銀
を
盗
ん
で
消
え
る
｡
許
仙
は
白
素
貞
か
ら
贈
ら
れ
た
綿
織
物
と
銀
五
封
を
携
え
帰
宅
し
､
姉
の
陳
許
氏
に
結
婚
の

報
告
を
す
る
｡
陳
許
氏
が
喜
ん
で
い
る
と
､
役
人
で
あ
る
姉
の
夫
の
陳
彪
が
困
り
果
て
た
様
子
で
帰
っ
て
き
た
｡
忽
然
と
消
え
た
銀
を
三
日

以
内
に
探
す
よ
う
命
じ
ち
れ
て
い
た
の
だ
｡
許
仙
が
持
ち
帰
っ
た
銀
を
見
て
み
る
と
､
そ
れ
は
盗
ま
れ
た
庫
銀
で
あ
っ
た
｡
た
だ
な
ら
ぬ
雰

囲
気
の
中
､
陳
許
氏
は
な
ん
と
か
許
仙
を
助
け
る
よ
う
夫
に
懇
願
す
る
｡
場
面
は
､
許
仙
が
役
人
に
護
送
さ
れ
て
い
る
場
面
に
う
つ
る
｡
犯

人
は
そ
の
後
姿
を
く
ら
ま
し
た
白
素
貞
と
さ
れ
､
許
仙
は
鎮
江
へ
流
罪
と
な
っ
た
｡
妻
の
仕
業
な
は
ず
が
な
い
と
訝
り
な
が
ら
も
､
許
仙
は

役
人
に
叩
か
れ
進
ん
で
行
く
｡
そ
こ
へ
白
素
貞
と
小
青
が
登
場
｡
白
素
貞
は
､
こ
の
銀
は
亡
き
父
が
銭
塘
を
守
っ
て
海
賊
と
戦
っ
た
時
に
も

ら
っ
た
俸
銀
で
あ
り
そ
れ
が
銭
塘
の
庫
銀
だ
っ
た
の
だ
､
と
嘘
の
説
明
を
し
､
役
人
に
許
仙
の
刑
具
を
外
さ
せ
る
｡
白
素
貞
は
､
鎮
江
で
薬

屋
を
営
も
う
と
提
案
す
る
｡

*

*

*

｢
盗
庫
｣

の
く
だ
り
は
､
『
金
鉢
記
』
､
『
白
蛇
伝
』
1
に
は
存
在
す
る
が
､
『
白
蛇
伝
』
2
に
は
存
在
し
な
い
｡
場
面
数
が
次
第
に
減
少
し
､

最
後
に
は
完
全
に
削
除
さ
れ
て
い
る
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
｡

『
金
鉢
記
』
か
ら
『
白
蛇
伝
』
1
に
か
け
て
削
ら
れ
た
場
面
は
､
小
青
が
盗
み
か
ら
戻
っ
て
白
素
貞
が
許
仙
に
銀
と
網
を
贈
り
､
許
仙
が

帰
宅
す
る
場
面
､
許
仙
が
捕
ら
え
ら
れ
取
調
べ
を
受
け
､
流
罪
の
判
決
を
受
け
る
場
面
､
許
仙
が
流
さ
れ
る
前
の
自
素
貞
と
許
仙
ら
の
別
れ

の
場
面
､
の
三
つ
で
あ
る
｡

『
金
鉢
記
』
で
は
､
抗
戦
戯
劇
の
性
格
が
色
濃
く
出
て
い
る
｡
白
蛇
故
事
と
合
わ
な
い
不
自
然
な
時
代
背
景
は
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
い

】
間
門

る
｡
こ
う
し
た
批
判
が
あ
っ
た
こ
と
や
､
抗
日
戦
争
が
終
わ
り
時
代
の
要
請
が
変
わ
っ
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
こ
の
筋
が
削
除
さ
れ
た
こ
と
は
､



田漢の京劇『白蛇伝』の改作について
当
然
の
動
き
で
あ
る
と
言
え
よ
う
｡

盗
み
は
野
蛮
で
､
悪
い
行
為
だ
と
言
え
る
｡
戯
曲
改
革
の
指
示
通
り
な
ら
排
除
さ
れ
る
べ
き
内
容
だ
｡
し
か
し
『
自
蛇
伝
』
1
で
削
ら
れ

た
の
は
上
述
の
三
場
面
の
み
で
､
｢
盗
庫
｣

の
核
に
あ
た
る
盗
み
の
部
分
は
保
た
れ
た
ま
ま
で
あ
る
｡
削
ら
れ
た
三
場
面
は
､
こ
の
く
だ
り

に
と
っ
て
さ
ほ
ど
重
要
な
場
面
で
は
な
い
｡
物
語
を
よ
り
単
純
化
し
分
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
､
些
末
な
部
分
が
削
ら
れ
た
の
だ
と
考
え

ら
れ
る
｡
一
見
野
蛮
で
悪
い
要
素
で
あ
る
｢
盗
庫
｣
が
､
一
九
五
二
年
の
第
一
屈
全
国
戯
曲
観
摩
演
出
大
会
で
の
上
演
の
時
点
で
削
除
さ
れ

て
い
な
い
の
は
､
『
白
蛇
伝
』
は
神
話
劇
と
し
て
優
秀
な
劇
目
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
(
一
九
五
〇
年
全
国
戯
曲
工
作

会
議
)
｡
ま
た
こ
れ
は
､
自
蛇
故
事
に
も
と
か
ら
あ
る
伝
統
的
な
内
容
で
も
あ
る
｡
そ
の
た
め
､
こ
の
部
分
に
は
手
は
加
え
ら
れ
な
か
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
｡

こ
こ
で
､
自
素
貞
の
性
格
に
注
目
す
る
｡
白
素
貞
は
､
小
青
に
指
示
を
す
る
時
､
｢
借
り
て
き
な
さ
い
｣
と
言
っ
て
お
り
､
決
し
て
｢
盗

ん
で
来
な
さ
い
｣
と
は
言
っ
て
い
な
い
｡
し
か
し
実
際
､
小
青
は
銀
を
盗
み
出
し
て
お
り
､
白
素
貞
に
も
そ
れ
を
返
す
つ
も
り
は
な
い
よ
う

だ
｡
そ
の
上
､
こ
れ
が
原
因
で
許
仙
は
災
難
を
被
っ
て
い
る
｡
盗
み
の
実
行
犯
で
あ
る
小
青
だ
け
で
な
く
､
指
示
役
の
白
素
貞
も
悪
い
要
素

に
分
類
さ
れ
て
し
ま
う
｡
『
白
蛇
伝
』
1
で
も
､
盗
み
自
体
が
悪
い
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
く
､
白
素
貞
か
ら
は
ま
さ
し
く
妖
怪
的
な
悪
さ

や
恐
ろ
し
さ
が
抜
け
切
ら
な
い
｡

『
自
蛇
伝
』
2
で
は
こ
の
内
容
は
完
全
に
削
除
さ
れ
､
白
素
貞
か
ら
悪
い
要
素
が
消
え
､
許
仙
に
も
災
難
は
及
ば
な
く
な
っ
た
｡
白
素
貞

の
愛
す
べ
き
イ
メ
ー
ジ
が
強
め
ら
れ
､
そ
の
美
し
い
性
格
に
一
貫
性
が
生
ま
れ
た
こ
と
で
､
よ
り
観
客
は
彼
女
へ
同
情
を
抱
く
よ
う
に
な
る
｡

『
白
蛇
伝
』
1
で
は
､
故
事
に
由
来
す
る
伝
統
的
な
筋
が
残
さ
れ
､
神
話
劇
と
し
て
の
性
格
は
保
た
れ
た
が
､
自
素
貞
の
性
格
を
見
る
に
､

か
え
っ
て
中
途
半
端
な
処
理
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
｡
『
白
蛇
伝
』
2
で
こ
の
筋
を
完
全
に
削
除
し
た
こ
と
は
､
白
素
貞
の
性
格
に
一
貫
性
を

持
た
せ
る
､
意
味
の
あ
る
処
理
の
仕
方
で
あ
っ
た
｡
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(
二
)

酒変

こ
の
場
面
は
､
登
場
人
物
の
感
情
描
写
が
非
常
に
豊
か
な
場
面
で
あ
る
｡
時
は
端
午
の
節
句
｡
二
人
が
鎮
江
で
営
む
保
和
堂
と
い
う
薬
店

に
て
､
許
仙
が
白
素
貞
に
雄
黄
酒
を
飲
ま
せ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
｡

『
金
鉢
記
』
第
十
二
場
｢
酒
変
｣

す
で
に
二
人
は
酒
を
交
わ
し
て
い
る
｡
許
仙
は
酒
を
さ
ら
に
自
素
貞
に
勧
め
る
が
､
彼
女
は
｢
体
調
が
悪
い
｣
と
断
り
､
小
青
も
｢
妊

娠
中
な
の
だ
か
ら
｣
な
ど
と
盛
ん
に
制
止
す
る
｡
許
仙
が
脆
い
て
ま
で
頼
む
の
で
､
白
素
貞
は
飲
む
こ
と
に
す
る
が
､
酔
っ
て
吐
い
て
し
ま

い
､
許
仙
は
慌
て
て
醒
酒
場
を
取
り
に
ゆ
く
｡
こ
こ
に
突
然
金
山
寺
の
和
尚
法
海
が
現
れ
､
自
素
貞
は
そ
の
姿
を
見
て
倒
れ
て
し
ま
う
｡
醒

酒
場
を
持
っ
て
許
仙
が
戻
る
と
､
法
海
は
許
仙
に
｢
こ
の
帳
の
中
に
あ
る
も
の
が
ま
さ
し
く
お
前
の
醒
酒
場
だ
｡
醒
酒
湯
を
飲
め
ば
お
前
の

夢
も
覚
め
る
｡
金
山
寺
で
お
前
を
待
っ
て
い
る
ぞ
｡
｣
と
言
い
残
し
去
っ
て
ゆ
く
｡
そ
こ
で
許
仙
は
以
前
法
海
に
､
白
素
貞
は
千
年
の
白
蛇

の
化
身
で
あ
り
端
午
の
節
句
に
雄
黄
酒
を
飲
ま
せ
れ
ば
正
体
を
現
す
､
と
言
わ
れ
た
(
『
金
鉢
記
』
第
十
一
場
｢
療
疫
｣
)

こ
と
を
思
い
出
し

た
｡
許
仙
は
､
本
当
だ
ろ
う
か
と
疑
い
つ
つ
も
彼
女
を
介
抱
し
よ
う
と
帳
に
近
づ
く
が
､
平
素
か
ら
蛇
は
嫌
い
で
あ
る
し
､
酔
い
が
覚
め
て

か
ら
酒
を
飲
ま
せ
た
こ
と
を
詫
び
て
も
遅
く
は
な
い
と
考
え
て
そ
の
場
を
去
ろ
う
と
す
る
｡
す
る
と
そ
こ
に
法
海
の
声
｡
｢
見
れ
ば
目
覚
め

る
｡
目
覚
め
れ
ば
救
わ
れ
る
の
だ
｡
｣

と
う
と
う
許
仙
は
帳
を
開
け
､
蛇
の
姿
に
な
っ
た
妻
を
目
撃
し
て
し
ま
い
､
驚
倒
す
る
｡

『
白
蛇
伝
』
1
第
十
場
｢
酒
変
｣

許
仙
は
､
一
緒
に
酒
を
飲
む
よ
う
自
素
貞
に
頼
む
｡
彼
女
は

｢
体
調
が
悪
い
｣

と
断
り
､
小
青
も
｢
妊
娠
中
な
の
だ
か
ら
｣

と
止
め
る
｡

許
仙
は

｢
今
日
と
い
う
佳
節
は
私
の
顔
に
免
じ
て
飲
ん
で
は
し
い
｣

と
頼
む
が
や
は
り
断
ら
れ
る
｡
(
※
)
許
仙
が
脆
い
て
ま
で
頼
む
の
で
､

自
素
貞
は

｢
本
当
は
飲
む
べ
き
で
は
な
い
が
､
夫
婦
の
愛
情
に
傷
が
つ
く
の
は
恐
い
｡
｣

と
言
っ
て
飲
ん
だ
と
こ
ろ
､
酔
っ
て
吐
い
て
し
ま

い
､
許
仙
は
慌
て
て
醒
酒
場
を
取
り
に
行
く
｡
そ
こ
で
許
仙
は
突
然
､
白
素
貞
は
千
年
の
蛇
の
化
身
で
端
午
に
雄
黄
酒
を
飲
ま
せ
る
と
元
の



田漢の京劇『自蛇伝』の改作について
姿
を
現
す
､
と
以
前
法
海
に
言
わ
れ
た

(
『
白
蛇
伝
』

1
第
九
場
｢
説
許
｣
)

こ
と
を
思
い
出
し
た
｡
許
仙
は
全
く
信
じ
て
い
な
い
が
､
彼
女

は
熟
睡
し
て
い
る
よ
う
だ
し
､
酔
い
が
覚
め
て
か
ら
無
理
に
飲
ま
せ
た
こ
と
を
詫
び
て
も
遅
く
は
な
い
と
思
い
そ
の
場
を
去
ろ
う
と
す
る
｡

す
る
と
法
海
の
声
が
聞
こ
え
る
｡
｢
帳
の
中
に
あ
る
も
の
が
ま
さ
し
く
お
前
の
醒
酒
場
だ
｡
｣
許
仙
は
帳
を
開
け
蛇
の
姿
と
な
っ
た
妻
を
目

撃
し
て
し
ま
い
､
驚
倒
す
る
｡
後
に
小
青
が
倒
れ
て
い
る
許
仙
を
発
見
し
自
素
貞
を
目
覚
め
さ
せ
る
と
､
悲
し
み
に
沈
む
白
素
貞
に
小
青
は
､

許
仙
を
救
う
た
め
に
仙
山
か
■
ら
霊
芝
を
取
っ
て
き
て
は
ど
う
か
と
提
案
す
る
｡
白
素
貞
は
､
許
仙
を
小
青
に
託
し
一
人
霊
芝
を
取
り
に
行
く
｡

『
白
蛇
伝
』
2
第
五
場
｢
酒
変
｣

始
め
は
､
『
白
蛇
伝
』
1
の
(
※
)
ま
で
と
同
じ
で
あ
る
｡
許
仙
は
､
以
前
法
海
に
｢
自
素
貞
は
千
年
の
蛇
の
化
身
で
雄
黄
酒
を
飲
む
と

元
の
姿
を
現
す
｣
と
言
わ
れ
た
(
『
白
蛇
伝
』
2
第
四
場
｢
説
許
｣
)
こ
と
を
妻
に
打
ち
明
け
る
｡
彼
女
は
｢
私
を
試
そ
う
と
し
た
の
ね
｣
と

言
っ
て
怒
る
が
､
許
仙
は
｢
信
じ
て
い
な
い
か
ら
こ
そ
打
ち
明
け
た
の
だ
｡
｣

｢
妖
怪
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
､
愛
し
て
い
る
｡
｣
と
言
う
｡

白
素
貞
は
､
｢
少
し
の
疑
念
は
邪
念
と
な
り
､
夫
婦
の
愛
が
長
続
き
す
る
の
は
難
し
く
な
る
｡
｣
と
考
え
て
酒
を
飲
む
が
､
酔
っ
て
吐
い
て
し

ま
い
､
許
仙
は
醒
酒
湯
を
取
り
に
行
く
｡
そ
こ
で
許
仙
は
再
び
法
海
の
言
葉
を
思
い
出
す
｡
全
く
信
じ
て
は
い
な
い
が
､
熟
睡
し
て
い
る
よ

ぅ
だ
し
酔
い
が
覚
め
て
か
ら
飲
ま
せ
た
こ
と
を
詫
び
て
も
遅
く
は
な
い
､
と
思
い
そ
の
場
を
去
ろ
う
と
す
る
｡
す
る
と
法
海
の
声
が
聞
こ
え

て
き
て
､
つ
い
に
許
仙
は
帳
の
中
で
蛇
の
姿
を
現
し
て
い
る
妻
を
目
撃
し
て
し
ま
い
､
驚
倒
す
る
｡
倒
れ
て
い
る
許
仙
を
見
つ
け
た
小
青
が

白
素
貞
を
目
覚
め
さ
せ
る
｡
悲
し
み
に
沈
む
白
素
貞
に
小
青
が
｢
今
は
悲
し
む
時
で
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
｣
と
言
う
と
､
自
素
貞
は
自
ら
､
｢
仙

山
に
行
っ
て
霊
芝
を
取
っ
て
き
ま
す
｡
｣
と
言
い
､
許
仙
を
小
青
に
託
し
て
一
人
霊
芝
を
取
り
に
行
く
｡

*

*

*
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ま
ず
､
許
仙
が
白
素
貞
に
雄
黄
酒
を
飲
む
よ
う
頼
む
場
面
に
注
目
す
る
｡
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『
金
鉢
記
』
で
は
､
小
青
に
よ
る
抑
制
が
強
く
､
白
素
貞
と
許
仙
の
間
に
そ
れ
ほ
ど
駆
け
引
き
は
な
い
｡
『
白
蛇
伝
』
1
で
は
､
小
青
の
抑

制
も
強
い
が
白
素
貞
も
自
分
の
言
葉
で
し
っ
か
り
断
っ
て
い
る
｡
結
局
飲
む
こ
と
に
な
る
の
は
､
彼
女
が
夫
婦
間
の
愛
情
を
大
事
に
思
う
が

故
で
あ
る
｡
『
白
蛇
伝
』

2
で
は
､
非
常
に
夫
婦
ら
し
い
や
り
と
り
が
展
開
さ
れ
て
い
て
､
夫
婦
間
の
深
い
愛
情
と
絆
へ
の
思
い
入
れ
の
強

さ
を
感
情
豊
か
に
表
現
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
｡

次
に
､
白
素
貞
が
酔
っ
て
吐
い
た
後
に
許
仙
が
帳
の
中
を
見
る
べ
き
か
否
か
悩
ん
で
い
る
場
面
に
注
目
し
､
許
仙
の
白
素
貞
に
対
す
る
愛

の
深
さ
に
つ
い
て
考
え
る
｡
『
金
鉢
記
』
で
は
､
許
仙
は
法
海
の
発
言
に
あ
る
程
度
疑
い
を
持
っ
て
お
り
､
妻
は
本
当
に
蛇
な
の
か
も
し
れ

M
嗣
凶

な
い
､
と
そ
の
疑
い
を
断
ち
切
れ
な
い
で
い
る
｡
し
か
し
妻
を
愛
す
る
気
持
ち
も
強
く
､
無
理
に
酒
を
飲
ま
せ
た
責
任
を
感
じ
て
も
い
て
､

許
仙
の
心
は
非
常
に
大
き
く
揺
れ
て
い
る
｡
『
白
蛇
伝
』

1
､
2
で
は
､
許
仙
は
法
海
の
忠
告
を
全
く
信
じ
て
お
ら
ず
､
妻
へ
の
愛
情
の
深

さ
､
一
途
さ
が
見
て
取
れ
る
｡
そ
の
後
に
続
く
歌
に
も
､
こ
う
し
た
許
仙
の
感
情
は
比
較
で
き
る
｡

『
金
鉢
記
』

老
法
海
幾
次
封
我
道
,
道
我
妻
是
千
年
的
蛇
妖
｡

本
嘗
要
把
眞
象
暁
,
猶
恐
他
眞
是
浪
裏
蚊
｡

本
嘗
不
把
弛
的
香
夢
擾
,
這
疑
心
一
鮎
忠
能
消
?

折
着
生
死
把
賢
妻
叫
,
‥
‥
‥

『
白
蛇
伝
』
1

老
法
海
幾
次
封
我
言
道
,
道
我
妻
乃
是
千
年
的
蛇
妖
｡

我
本
官
不
把
香
夢
擾
.
這
疑
心
一
鮎
窓
能
消
?

端
起
揚
見
把
賢
妻
叫
,
‥
‥
‥

『
白
蛇
伝
』

2

老
法
海
幾
次
封
我
言
道
,
道
我
妻
乃
是
千
年
的
蛇
妖
｡

本
嘗
不
把
香
夢
擾
.
這
疑
心
一
鮎
窓
能
消
?

端
起
湯
兄
把
賢
妻
叫
,
‥
‥
‥
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意
味
が
大
き
く
違
う
の
は
最
後
の
句
で
あ
る
｡
『
白
蛇
伝
』
1
､
2
で
は

｢
湯
(
醒
酒
場
)

を
持
ち
妻
を
呼
ぼ
う
｣
と
穏
や
か
に
言
う

の
に
対
し
､
『
金
鉢
記
』

では

｢
生
死
を
顧
み
ず
妻
を
呼
ば
う
｣

と
言
っ
て
帳
を
開
け
る
｡
『
金
鉢
記
』

で
は
､
い
か
に
許
仙
が
"
白
素

貞
､
蛇
疑
惑
"
に
恐
れ
を
な
し
て
い
る
か
が
分
か
る
｡

ま
た
､
白
素
貞
の
許
仙
へ
の
愛
情
の
深
さ
を
裏
付
け
る
場
面
と
し
て
､
自
素
貞
と
小
青
が
仙
山
に
霊
芝
を
取
り
に
行
こ
う
と
相
談
す

る
場
面
に
注
目
し
た
い
｡
『
金
鉢
記
』

に
は
こ
の
く
だ
り
は
な
い
｡
『
白
蛇
伝
』

1
で
は
､
小
青
が
､
白
素
貞
に
霊
芝
を
取
り
に
行
く
よ

う
に
勧
め
る
が
､
『
白
蛇
伝
』

2
で
は
､
自
素
貞
自
ら
が
､
霊
芝
を
取
り
に
行
く
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
に
､
自
素
貞
の
自

主
性
は
次
第
に
強
ま
っ
て
お
り
､
夫
へ
の
愛
情
の
深
さ
が
増
し
て
い
く
様
子
が
感
じ
ら
れ
る
｡

以
上
の
よ
う
に
､
｢
酒
変
｣

の
場
面
の
変
遷
か
ら
は
夫
婦
間
の
愛
情
が
強
ま
っ
て
い
く
過
程
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
｡
ま
た
､
感
情
描

写
が
よ
り
人
間
味
に
溢
れ
豊
か
に
な
っ
た
こ
と
で
､
人
物
の
性
格
に
一
貫
性
が
生
ま
れ
た
｡
特
に
白
素
貞
は
､
(
一
)

で
論
じ
た

｢
盗
庫
｣

の
場
面
の
変
遷
と
合
わ
せ
て
､
愛
す
べ
き
イ
メ
ー
ジ
が
強
め
ら
れ
た
｡
こ
の
よ
う
な
人
物
描
写
や
物
語
展
開
の
処
理
に
よ
っ
て
､
観
客

は
よ
り
人
物
に
惹
き
つ
け
ら
れ
､
劇
に
引
き
込
ま
れ
る
｡
こ
の
場
面
の
改
作
か
ら
は
､
一
つ
の
演
劇
作
品
と
し
て
完
成
度
の
高
ま
っ
て

い
く
過
程
が
見
て
取
れ
る
よ
う
に
思
う
｡

(
三
)
煎
薬

白
素
貞
が
仙
山
か
ら
霊
芝
を
取
っ
て
戻
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
｡

『
金
鉢
記
』
第
十
四
場
｢
煎
薬
｣

ま
す
ま
す
脈
拍
が
弱
く
な
っ
て
い
る
許
仙
の
元
に
白
素
貞
が
戻
る
と
､

小
青
は
こ
う
忠
告
す
る
｡
早
い
う
ち
に
身
を
引
き
再
び
恋
に

41

迷
っ
て
は
な
ら
な
い
､
産
ん
だ
子
供
は
許
仙
に
渡
せ
ば
報
恩
の
意
図
は
全
う
で
き
る
､
近
頃
許
仙
は
法
海
和
尚
と
近
づ
い
て
い
る
か
ら

(
ぷ
)

へ
H
)

今
離
れ
る
の
が
賢
明
で
あ
る
､
と
｡
白
素
貞
は
､
仙
山
で
南
極
仙
翁
に
も
同
じ
忠
告
を
さ
れ
て
い
た
｡
さ
ら
に
小
青
は
､
千
年
の
修
行
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を
無
駄
に
し
て
い
い
の
か
､
異
類
間
に
愛
情
は
あ
り
え
な
い
､
と
続
け
る
｡
し
か
し
白
素
貞
は
全
く
聞
く
耳
を
持
た
ず
､
許
仙
に
薬
を
飲
ま

せ
に
行
く
｡

『
白
蛇
伝
』

1
第
十
三
場
｢
煎
薬
｣

許
仙
は
息
も
絶
え
絶
え
な
状
態
で
あ
る
｡
戻
っ
た
白
素
貞
に
小
青
は
､
許
仙
は
近
頃
法
海
和
尚
と
近
づ
い
て
い
る
よ
う
だ
か
ら
､
金
山
寺

へ
行
き
法
海
を
殺
し
て
今
後
の
患
い
を
除
く
べ
き
で
あ
る
､
と
忠
告
す
る
｡
白
素
貞
が
､
確
か
に
法
海
は
悪
い
が
慌
て
て
や
る
べ
き
こ
と
で

は
な
い
､
と
言
う
と
､
小
青
は
､
殺
さ
な
い
の
な
ら
法
海
が
私
た
ち
を
放
っ
て
お
く
わ
け
が
な
い
か
ら
､
許
仙
が
元
気
に
な
っ
た
ら
早
い
う

ち
に
身
を
引
く
べ
き
だ
､
と
言
う
｡
白
素
貞
は
小
青
の
言
葉
を
聞
き
入
れ
ず
､
許
仙
に
薬
を
飲
ま
せ
に
行
く
｡

『
白
蛇
伝
』

2
第
八
場
｢
繹
疑
｣

自
素
貞
が
戻
り
許
仙
に
薬
を
飲
ま
せ
生
き
返
ら
せ
た
後
か
ら
始
ま
る
｡
許
仙
の
態
度
は
非
常
に
冷
淡
で
､
店
の
決
算
業
務
を
忙
し
く
し
て

い
る
が
､
小
青
が
見
る
と
そ
れ
は
何
ケ
月
も
前
の
帳
簿
を
引
っ
張
り
出
し
て
い
る
の
だ
っ
た
｡
白
素
貞
は

｢
よ
う
や
く
命
を
救
っ
た
の
に
｣

と
嘆
き
､
小
青
は
､
許
仙
に
義
理
も
人
情
も
な
い
こ
と
を
嘆
き
､
や
は
り
許
仙
を
捨
て
て
身
を
引
き
遠
く
離
れ
て
､
苦
境
に
陥
る
の
を
避
け

る
べ
き
だ
､
と
忠
告
す
る
｡
全
く
聞
き
入
れ
な
い
白
素
貞
に
小
青
は
､
気
性
の
は
っ
き
り
し
な
い
許
仙
に
は
別
れ
を
告
げ
る
べ
き
､
と
言
う
｡

そ
れ
で
も
白
素
貞
は
聞
く
耳
を
持
た
な
い
の
で
､
小
青
は
､
許
仙
の
疑
念
を
除
く
方
法
を
考
え
る
べ
き
だ
､
と
忠
告
す
る
｡
白
素
貞
は
､
白

縮
を
銀
の
蛇
に
見
立
て
て
梁
の
上
に
出
現
さ
せ
､
家
を
守
る
と
い
う

｢
倉
龍
｣

が
現
れ
た
と
言
っ
て
皆
で
見
れ
ば
､
疑
心
は
消
え
る
だ
ろ
う
､

と
提
案
す
る
｡
そ
の
作
戦
は
効
を
奏
し
､
二
人
は
仲
直
り
し
て
再
び
愛
し
合
う
よ
う
に
な
る
｡

*

*

*

こ
こ
で
は
､
小
青
の
進
言
内
容
と
そ
の
理
由
に
注
目
し
､
小
青
の
性
格
に
つ
い
て
考
え
る
｡
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『
金
鉢
記
』

で
は
､
小
青
は
一
貫
し
て
許
仙
と
離
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
し
､
も
う
恋
に
迷
っ
て
は
な
ら
な
い
と
諭
す
｡
そ
の
理
由
は
白
素

貞
の
気
持
ち
を
思
い
や
っ
て
の
も
の
と
は
読
め
ず
､
小
青
は
白
素
貞
の
味
方
の
立
場
に
は
な
い
｡
小
青
の
立
場
は
元
々
自
素
貞
と
対
立
す
る

も
の
で
は
な
い
か
ら
､
そ
の
位
置
づ
け
が
中
途
半
端
で
あ
る
｡

『
自
蛇
伝
』

1
の
､
法
海
を
殺
す
べ
き
だ
と
い
う
進
言
は
､
封
建
的
圧
迫
を
排
除
し
よ
う
と
い
う
戯
曲
改
革
の
方
針
と
通
じ
て
お
り
､
そ

れ
に
合
わ
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
法
海
を
殺
す
べ
き
理
由
や
､
身
を
引
く
べ
き
理
由
も
､
全
て
法
海
に
あ
る
｡
し
か
し
白
素
貞
は
､
こ

の
よ
う
に
発
言
す
る
小
青
を
､
粗
暴
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
｡
小
青
の
野
蛮
さ
ば
､
戯
曲
改
革
が
排
除
し
よ
う
と
す
る
野
蛮
で
恐
怖
的
な

イ
メ
ー
ジ
と
重
な
る
か
ら
､
方
針
に
反
す
る
点
で
も
あ
る
｡
こ
こ
で
の
小
青
は
､
粗
暴
で
は
あ
る
が
白
素
貞
の
味
方
で
あ
る
｡

『
白
蛇
伝
』
2
で
は
､
法
海
を
殺
そ
う
と
い
う
発
言
は
な
く
な
っ
た
｡
そ
し
て
､
身
を
引
く
べ
き
理
由
は
､
法
海
で
は
な
く
許
仙
の
人
間

性
に
変
わ
っ
た
｡
そ
れ
は
な
ぜ
か
｡
態
度
が
一
変
し
､
義
理
も
人
情
も
な
く
冷
た
い
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
許
仙
の
様
子
を
措
く
こ
と
で
､

そ
こ
に
展
開
さ
れ
る
関
係
が
よ
り
人
間
味
溢
れ
た
も
の
に
な
る
｡
許
仙
の
態
度
が
よ
そ
よ
そ
し
く
な
り
､
自
素
貞
に
つ
い
て
迷
っ
た
り
恐
怖

を
感
じ
た
り
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
だ
｡
法
海
に
言
わ
れ
た
こ
と
が
現
実
と
な
っ
て
し
ま
い
､
自
分
は
死
に
そ
う
な
目
に
遭
わ
さ
れ
て
い
る

の
だ
か
ら
､
い
く
ら
愛
妻
に
生
き
返
ら
せ
て
も
ら
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
､
以
前
と
同
様
な
態
度
で
い
ら
れ
る
わ
け
は
な
い
｡
こ
の
場
面
は
､

｢
酒
変
｣

に
続
き
､
白
素
貞
と
許
仙
の
よ
り
豊
か
な
感
情
描
写
に
成
功
し
て
い
る
と
言
え
る
｡

ま
た
､
『
自
蛇
伝
』
1
で
は
､
単
に
身
を
引
く
べ
き
と
だ
け
進
言
し
て
い
た
小
青
は
､
『
白
蛇
伝
』
2
で
は
､
身
を
引
け
な
い
な
ら
許
仙
の

疑
心
を
除
く
方
法
を
考
え
る
べ
き
だ
､
と
白
素
貞
に
更
な
る
助
言
を
し
て
い
る
｡
こ
こ
で
の
小
青
は
､
白
素
貞
の
た
め
を
思
っ
た
､
思
い
や

り
あ
る
味
方
で
あ
る
｡
そ
の
助
言
を
受
け
て
､
白
素
貞
自
ら
が
作
戦
を
提
案
し
実
行
し
て
い
る
こ
と
か
ら
は
､
前
二
脚
本
に
比
べ
白
素
貞
の

積
極
性
､
自
主
性
が
見
て
取
れ
る
｡
こ
れ
は
､
｢
酒
変
｣

の
最
後
で
､
小
青
の
き
っ
か
け
に
よ
り
白
素
貞
自
ら
が
霊
芝
を
取
り
に
行
く
の
を

提
案
し
た
部
分
と
あ
わ
せ
て
､
彼
女
の
夫
へ
の
愛
情
の
強
さ
を
う
ま
く
引
き
出
し
て
お
り
､
白
素
貞
の
性
格
を
引
き
立
て
る
効
果
を
上
げ
て

い
る
｡
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『
自
蛇
伝
』

2
の
内
容
は
､
小
青
の
野
蛮
な
発
言
を
削
除
し
た
他
は
､
戯
曲
改
革
の
方
針
を
何
ら
考
慮
し
て
い
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
｡

し
か
し
大
き
な
効
果
と
し
て
､
『
白
蛇
伝
』

2
の
よ
う
な
人
物
描
写
は
､
前
二
脚
本
に
比
べ
明
ら
か
に
物
語
展
開
に
美
し
さ
を
添
え
て
い
る

と
言
え
る
の
だ
｡

『
金
鉢
記
』

で
は
処
理
が
不
十
分
だ
っ
た
小
青
の
性
格
は
､
『
白
蛇
伝
』

1
で
は
白
素
貞
の
味
方
と
し
て
整
え
ら
れ
､
ま
た
そ
れ
は
戯
曲
改

革
の
方
針
に
も
合
う
も
の
だ
っ
た
｡
『
白
蛇
伝
』

2
で
は
､
小
青
の
発
言
や
物
語
展
開
に
手
が
加
え
ら
れ
､
美
し
い
筋
立
て
が
完
成
し
た
｡

(
四
)

合
鉢
､
倒
塔

(登

場
面
は
､
白
素
貞
､
許
仙
､
小
青
が
断
橋
で
再
会
し
出
産
し
た
後
､
法
海
が
金
鉢
を
持
っ
て
現
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
｡

『
金
鉢
記
』
第
l
一
十
五
場
｢
別
子
｣
､
第
二
十
六
場
｢
倒
塔
｣

(空

白
素
貞
が
髪
を
椀
か
し
て
い
る
と
こ
ろ
､
許
仙
は
鉢
を
手
に
し
た
ま
ま
涙
を
流
し
て
動
揺
す
る
｡
そ
こ
へ
法
海
が
来
て
､
自
ら
手
を
下
す

こ
と
の
出
来
な
い
許
仙
か
ら
鉢
を
奪
い
､
白
素
貞
を
鎮
め
に
か
か
る
｡
白
素
貞
は
許
仙
と
の
今
ま
で
の
出
来
事
､
子
供
と
の
別
れ
の
悲
し
み

を
う
た
う
｡
許
仙
は
法
海
に
恩
を
乞
い
､
鉢
を
壊
そ
う
と
し
､
さ
ら
に
は
一
緒
に
死
の
う
と
し
て
､
妻
が
鎮
め
ら
れ
そ
う
に
な
っ
て
い
る
鉢

に
入
ろ
う
と
す
る
が
､
白
素
貞
は
､
子
供
が
い
る
の
だ
か
ら
死
ん
で
は
な
ら
な
い
､
と
許
仙
を
鉢
か
ら
押
し
出
す
｡
子
供
が
泣
き
叫
ぶ
中
､

つ
い
に
白
素
貞
は
鎮
め
ら
れ
る
｡
法
海
は
許
仙
に
､
子
供
は
姉
の
夫
に
任
せ
､
私
に
つ
い
て
金
山
に
出
家
せ
よ
､
と
言
う
｡

法
海
に
敗
れ
山
に
戻
っ
て
い
た
小
青
が
､
数
百
年
後
､
修
行
を
積
ん
で
銭
塘
へ
戻
っ
て
き
た
｡
小
青
は
雷
峯
塔
の
塔
神
と
大
い
に
戦
い
､

勝
利
し
て
塔
を
倒
す
と
白
素
貞
が
塔
か
ら
解
放
さ
れ
､
劇
は
終
わ
る
｡

『
白
蛇
伝
』

1
第
二
十
二
場
｢
合
鉢
｣
､
第
二
十
四
場
｢
倒
塔
｣

産
後
の
白
素
貞
を
許
仙
が
い
た
わ
り
､
幸
せ
な
夫
婦
の
元
に
､
法
海
と
葦
陀
が
現
れ
る
｡
(
※
)

許
仙
と
白
素
貞
の
悪
縁
は
も
う
尽
き
た
､

鉢
で
白
素
貞
を
鎮
め
､
金
山
へ
戻
れ
､
と
言
う
法
海
｡
葦
陀
が
白
素
貞
を
鎮
め
に
か
か
る
｡
白
素
貞
は
､
金
鉢
か
ら
の
光
線
を
受
け
て
動
け



田漢の京劇『白蛇伝』の改作について
な
い
｡
白
素
貞
は
こ
れ
ま
で
の
許
仙
と
の
出
来
事
､
子
供
と
の
別
れ
の
悲
し
み
を
う
た
う
｡
許
仙
は
法
海
に
恩
を
乞
い
､
｢
鉢
を
壊
し
て
し

ま
い
た
い
⊥
と
嘆
く
が
､
葦
陀
の
手
に
よ
り
白
素
貞
は
鎮
め
ら
れ
る
｡
(
※
※
)

数
年
後
､
敗
走
し
て
い
た
小
青
が
水
族
を
率
い
て
や
っ
て
来
た
｡
小
青
が
水
族
と
共
に
塔
神
と
戦
っ
て
勝
利
し
塔
を
倒
す
と
､
白
素
貞
が

塔
か
ら
解
放
さ
れ
る
｡
そ
こ
へ
息
子
の
士
林
が
駆
け
寄
り
､
母
子
は
抱
き
合
い
､
劇
は
終
わ
る
｡

『
白
蛇
伝
』
2
第
十
五
場
｢
合
鉢
｣
､
第
十
六
場
｢
倒
塔
｣

陳
許
氏
と
小
青
が
子
供
を
囲
み
､
産
後
の
白
素
貞
を
許
仙
が
い
た
わ
り
､
幸
せ
な
夫
婦
の
元
へ
､
法
海
が
突
然
現
れ
る
｡
こ
こ
か
ら
し
ば

ら
く
は
､
『
自
蛇
伝
』

1の
(
※
)

以
降
(
※
※
)
ま
で
と
同
じ
で
あ
る
｡

数
百
年
後
､
敗
走
し
て
い
た
小
青
が
､
修
行
を
経
て
仙
人
ら
を
連
れ
再
び
銭
塘
へ
や
っ
て
き
た
｡
塔
神
と
戦
い
勝
利
し
て
塔
を
焼
く
と
､

塔
が
倒
れ
て
白
素
貞
が
塔
か
ら
解
放
さ
れ
る
｡
こ
こ
で
劇
は
終
わ
る
｡

*

*

*

ま
ず
､
白
素
貞
が
鎮
め
ら
れ
る
場
面
に
つ
い
て
考
え
る
｡

『
白
蛇
伝
』
1
､
2
は
は
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
｡
注
目
す
べ
き
な
の
は
､
『
金
鉢
記
』
と
『
白
蛇
伝
』

『
金
鉢
記
』
で
は
､
法
海
は
許
仙
の
手
で
白
素
貞
を
鎮
め
さ
せ
よ
う
と
す
る
｡
許
仙
は
思
い
悩
み
､

1
､
2
の
差
異
で
あ
る
｡

｢
何
と
か
期
限
を
延
ば
し
て
ほ
し
い
｣

45

と
法
海
に
嘆
願
し
て
い
る
が
､
そ
の
言
い
方
は
い
ず
れ
手
を
下
す
可
能
性
を
排
除
し
て
は
お
ら
ず
､
許
仙
は
完
全
に
法
海
に
逆
ら
う
立
場
に

は
な
い
｡
し
か
し
､
妻
へ
の
思
い
も
断
ち
切
れ
ず
に
い
て
､
最
後
に
は
一
緒
に
鉢
に
入
ろ
う
と
す
る
｡
こ
の
よ
う
に
許
仙
が
動
揺
す
る
の
は

も
っ
と
も
で
は
あ
る
が
､
そ
の
立
場
や
性
格
に
〓
異
性
を
保
つ
描
き
方
で
は
な
い
｡
『
白
蛇
伝
』
1
､
2
で
は
､
許
仙
は
白
素
貞
を
鎮
め
る

の
に
は
一
切
関
わ
ら
な
い
か
ら
､
完
全
に
法
海
と
は
対
立
す
る
立
場
に
あ
り
､
｢
許
仙
､
白
素
貞
と
法
海
｣
の
対
立
の
構
図
が
一
層
明
確
で
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あ
る
｡
法
海
は
二
人
の
幸
せ
を
壊
す
邪
魔
な
存
在
で
あ
る
こ
と
が
､
観
客
に
と
っ
て
も
分
か
り
や
す
い
｡

次
に
､
白
素
貞
が
鎮
め
ら
れ
た
後
の
許
仙
に
つ
い
て
と
､
結
末
の
再
会
部
分
に
つ
い
て
を
考
え
る
｡

三
脚
本
と
も
､
法
海
は
白
素
貞
を
鎮
め
る
際
､
許
仙
に
金
山
へ
戻
り
出
家
せ
よ
と
言
う
が
､
い
ず
れ
の
脚
本
に
も
､
そ
の
後
許
仙
が
出
家

し
た
か
ど
う
か
の
明
記
は
な
い
｡
『
金
鉢
記
』
で
は
､
自
素
貞
が
鎮
め
ら
れ
た
後
､
法
海
が
許
仙
に
､
子
供
は
姉
の
夫
に
渡
し
て
金
山
に
出

家
せ
よ
と
言
い
､
許
仙
が
大
泣
き
す
る
子
供
を
高
く
掲
げ
る
と
こ
ろ
で
｢
別
子
｣
の
場
面
が
終
わ
っ
て
い
る
｡
こ
れ
だ
け
で
は
出
家
し
た
か

ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
が
､
後
で
触
れ
る
よ
う
に
『
金
鉢
記
』
は
.
『
義
妖
伝
』
が
参
考
に
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
る
と
､
出
家
し
た
と
考
え
ら

れ
な
く
は
な
い
｡
『
白
蛇
伝
』
1
で
は
､
数
年
後
で
あ
る
の
に
再
会
を
果
た
す
の
は
母
子
の
み
で
あ
る
か
ら
､
許
仙
は
出
家
し
た
と
考
え
て

間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
｡
『
自
蛇
伝
』
2
で
は
､
前
後
関
係
の
み
で
は
出
家
し
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
｡

『
白
蛇
伝
』
1
の
数
年
後
の
再
会
と
い
う
筋
立
て
は
､
数
百
年
後
に
白
素
貞
が
解
放
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
も
現
実
味
が
あ
る
し
､
母
子
の

再
会
と
い
う
設
定
も
､
観
客
に
は
身
近
に
感
じ
ら
れ
や
す
い
｡
し
か
し
､
肝
心
の
許
仙
と
の
再
会
が
な
い
の
は
､
観
て
い
る
側
と
し
て
は

腑
に
落
ち
な
い
部
分
が
あ
る
｡
許
仙
と
の
再
会
が
な
け
れ
ば
､
上
述
の
よ
う
に
許
仙
の
出
家
が
ま
す
ま
す
確
信
的
に
な
っ
て
し
ま
う
｡
『
金

鉢
記
』
か
ら
時
間
の
設
定
を
大
き
く
変
え
て
い
る
の
だ
か
ら
､
許
仙
と
も
再
会
さ
せ
る
や
り
方
も
あ
っ
た
は
ず
で
､
不
十
分
な
改
作
の
処
理

と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
｡
『
白
蛇
伝
』
2
は
『
金
鉢
記
』
と
同
じ
設
定
に
戻
っ
て
い
る
｡
田
漢
は
こ
の
設
定
の
方
が
良
い
と
判
断
し
た
の
だ
｡

再
会
し
な
い
こ
と
で
､
劇
に
は
最
後
ま
で
神
話
的
な
雰
囲
気
が
保
た
れ
る
｡
一
つ
の
物
語
と
し
て
､
美
し
く
幕
を
下
ろ
す
効
果
を
も
た
ら
し

て
い
る
｡

法
海
が
白
素
貞
を
鎮
め
よ
う
と
す
る
場
面
は
､
『
金
鉢
記
』
で
は
許
仙
の
人
物
処
理
が
不
十
分
で
あ
っ
た
の
が
､
『
白
蛇
伝
』
1
､
2
で
は

う
ま
く
整
え
ら
れ
､
｢
許
仙
､
白
素
貞
と
法
海
｣
と
い
う
対
立
の
構
図
が
よ
り
明
確
に
な
っ
た
｡
許
仙
が
出
家
し
た
か
否
か
は
､
書
か
れ
て

い
な
い
以
上
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
言
え
な
い
が
､
私
は
以
下
の
よ
う
に
考
え
る
｡
も
し
出
家
し
た
と
明
示
す
れ
ば
､
大
団
円
を
望
む
観
客

の
心
理
に
逆
ら
う
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
｡
許
仙
が
出
家
し
て
し
ま
っ
て
は
､
い
く
ら
最
後
に
自
素
貞
が
塔
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
は
言
え
､
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観
客
は
完
全
に
は
満
足
し
な
い
で
あ
ろ
う
｡
も
し
出
家
し
な
か
っ
た
と
明
示
す
れ
ば
､
そ
れ
は
白
蛇
故
事
の
筋
と
違
っ
た
も
の
に
な
っ
て
し

ま
う
｡
田
漢
が
参
考
に
し
た
『
義
妖
伝
』

で
も
､
方
成
培
の

『
雷
峰
塔
』

で
も
､
漏
夢
龍
の

｢
白
娘
子
永
鎮
雷
峯
塔
｣

で
も
､
許
仙
は
出
家

(空

す
る
の
だ
｡
田
漢
は
､
い
ず
れ
の
効
果
も
狙
い
た
く
な
か
っ
た
の
で
､
許
仙
の
出
家
に
つ
い
て
は
明
言
を
さ
け
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

そ
し
て
最
終
的
に

『
自
蛇
伝
』

2
で
は
"
数
百
年
後
､
再
会
な
し
"
に
固
め
､
神
話
的
な
雰
囲
気
を
持
た
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
｡

(
五
)

子
供
の
存
在

白
素
貞
と
許
仙
の
間
に
生
ま
れ
る
子
供
の
描
き
方
は
三
脚
本
で
異
な
っ
て
い
る
｡

『
金
鉢
記
』
第
二
十
一
場
｢
産
子
｣
､
第
二
十
三
場
｢
仙
驚
｣
､
第
二
十
五
場
｢
別
子
｣

｢
産
子
｣

の
場
面
で
は
､
陳
許
氏
宅
で
の
出
産
の
慌
し
い
様
子
が
細
か
く
措
か
れ
て
い
る
｡
｢
仙
驚
｣

で
は
､
陳
彪
が
子
供
の
顔
を

｢
天
庭

飽
満
(
額
が
広
く
て
く
ぼ
み
が
な
く
､
あ
ご
が
四
角
で
丸
み
が
あ
る
富
貴
の
相
)
｣

と
言
っ
て
誉
め
そ
や
す
｡
士
林
と
い
う
名
前
も
､
｢
将
来

士
大
夫
の
林
に
入
る
だ
ろ
う
｡
｣

と
気
に
入
っ
て
い
る
様
子
で
あ
る
｡
｢
別
子
｣

で
は
､
外
に
多
く
の
客
が
子
供
の
誕
生
を
祝
い
に
来
て
い
る
｡

法
海
が
白
素
貞
を
鎮
め
に
や
っ
て
き
て
､
白
素
貞
は
子
供
と
の
別
れ
の
悲
し
み
の
心
情
を
激
し
く
吐
露
す
る
｡

『
白
蛇
伝
』
1
第
二
十
一
場
｢
敗
青
｣
か
ら
第
二
十
四
場
｢
倒
塔
｣

｢
敗
青
｣

の
場
面
で
は
､
小
青
が
赤
ん
坊
を
抱
き
陳
許
氏
と
共
に
面
倒
を
見
て
い
る
｡
｢
合
鉢
｣

で
は
､
法
海
が
自
素
貞
を
鎮
め
に
や
っ
て

き
て
､
自
素
貞
は
子
供
と
の
別
れ
の
悲
し
み
を
激
し
く
吐
露
す
る
｡
｢
実
塔
｣

は
､
成
長
し
た
子
供
の
士
林
が
独
唱
す
る
場
面
で
あ
る
｡
母

親
が
法
海
に
よ
っ
て
雷
峰
塔
に
鎮
め
ら
れ
た
こ
と
を
知
っ
て
し
ま
っ
た
士
林
が
､
母
親
白
素
貞
を
救
い
た
い
気
持
ち
を
う
た
う
｡
｢
倒
塔
｣(空

の
場
面
で
は
､
前
述
の
よ
う
に
､
数
年
後
､
小
青
が
や
っ
て
来
て
塔
を
倒
し
て
白
素
貞
を
救
い
出
し
､
母
子
が
再
会
す
る
｡

『
白
蛇
伝
』

2
第
十
五
場
｢
合
鉢
｣

子
供
は

｢
合
鉢
｣

に
の
み
登
場
す
る
｡
冒
頭
で
は
､
陳
許
氏
と
小
青
が
子
供
を
囲
ん
で
い
る
｡
陳
許
氏
は
､
今
日
で
満
一
ケ
月
を
迎
え
た



48

子
供
の
た
め
に
､
服
な
ど
の
身
の
回
り
の
品
を
作
っ
て
持
っ
て
き
て
､
小
青
が
喜
ん
で
い
る
｡
白
素
貞
も
､
既
に
子
供
の
た
め
に
た
く
さ
ん

服
を
掃
え
て
い
る
｡
子
供
の
名
前
は
夢
蚊
で
あ
る
｡
自
素
貞
が
法
海
に
鎮
め
ら
れ
る
場
面
で
は
､
▲
白
素
貞
は
子
供
と
別
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
悲
し
み
を
激
し
く
吐
露
し
て
い
る
｡

*

*

*

子
供
が
中
心
的
に
な
る
場
面
は
次
第
に
減
少
し
て
い
る
｡
『
金
鉢
記
』

は
､
子
供
の
誕
生
と
そ
れ
に
伴
う
出
来
事
の
描
写
が
三
脚
本
中
最

も
詳
し
い
｡
『
白
蛇
伝
』

1
で
は
こ
れ
ら
の
内
容
は
消
え
た
が
､
｢
突
塔
｣

の
場
面
が
加
え
ら
れ
､
次
に
続
く
再
会
の
場
面
へ
物
語
を
繋
い
で

い
る
｡
『
白
蛇
伝
』

2
で
は
､
子
供
が
中
心
的
に
展
開
さ
れ
る
場
面
は

｢
合
鉢
｣

の
冒
頭
部
分
の
み
で
あ
る
｡
こ
う
し
て
見
る
と
､
一
見
し

た
と
こ
ろ
次
第
に
子
供
の
存
在
感
が
薄
く
な
り
軽
視
さ
れ
て
い
く
傾
向
が
あ
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
が
､
こ
う
し
た
変
遷
は
何
を
意
味
す

る
の
だ
ろ
う
か
｡

『
金
鉢
記
』

の

｢
慶
子
｣

と

｢
仙
驚
｣

の
場
面
は
､
と
も
に
白
蛇
故
事
を
演
じ
る
の
に
そ
れ
は
ど
必
要
な
部
分
で
は
な
く
削
っ
て
も
問
題

は
な
い
た
め
､
『
白
蛇
伝
』

1
以
降
は
削
除
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
勿
論
､
こ
れ
ら
の
場
面
は
完
全
に
無
意
味
な
わ
け
で
は
な
く
､

物
語
を
脚
色
す
る
大
事
な
要
素
で
も
あ
る
が
､
こ
う
し
た
場
面
が
多
く
て
は
劇
が
煩
雑
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
｡
『
白
蛇
伝
』

1
で
は

｢
笑
塔
｣

が
作
ら
れ
た
が
､
｢
倒
塔
｣

で
母
子
が
再
会
す
る
筋
立
て
に
な
っ
て
い
る
か
ら
､
そ
の
伏
線
と
し
て
こ
の
場
面
が
用
意
さ
れ
た
と
言

え
よ
う
｡
『
自
蛇
伝
』

2
で
は
､
こ
う
し
た
場
面
は
全
て
な
く
な
っ
て
い
る
｡

子
供
が
登
場
す
る
場
面
で
詳
し
く
措
か
れ
て
い
る
の
は
､
自
素
貞
の
､
子
供
に
対
す
る
愛
情
で
あ
る
｡

『
金
鉢
記
』

では

｢
別
子
｣

の
場
面
で
､
子
供
と
の
別
れ
の
悲
し
み
を
激
し
く
吐
露
す
る
｡
『
白
蛇
伝
』

1
､
2
も
｢
合
鉢
｣

の
場
面
に
お

い
て
同
様
で
､
自
素
貞
が
子
供
に
注
ぐ
愛
情
に
変
わ
り
は
な
い
｡
た
っ
た
一
ケ
月
で
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
我
が
子
を
､
育
て
て
も
ら
う
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ベ
く
陳
許
氏
へ
託
す
｡
母
か
ら
子
へ
の
愛
情
に
変
化
は
な
く
､
決
し
て
白
素
貞
に
と
っ
て
子
供
の
存
在
が
薄
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
｡

ま
た
､
小
青
や
陳
許
氏
と
い
っ
た
他
の
女
性
登
場
人
物
に
も
注
目
し
て
み
る
と
､
や
は
り
彼
女
た
ち
は
白
素
貞
の
子
供
を
と
て
も
愛
し
て
い

(登

る
こ
と
が
分
か
る
｡
三
脚
本
を
通
し
て
､
彼
女
た
ち
は
子
供
の
世
話
を
し
て
い
る
し
､
『
白
蛇
伝
』

2
で
は
､
陳
許
氏
は
子
供
に
服
ま
で
掃

え
て
持
っ
て
く
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
､
子
供
の
存
在
感
は
､
白
素
貞
を
は
じ
め
と
し
た
子
供
の
周
囲
の
人
物
が
か
け
る
愛
情
に
よ
っ

て
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
｡
子
供
の
存
在
が
薄
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
｡

子
供
は
許
仙
と
自
素
貞
に
と
っ
て
非
常
に
大
き
な
存
在
で
あ
る
｡
様
々
な
困
難
を
乗
り
越
え
て
授
か
っ
た
愛
の
結
晶
だ
｡
そ
れ
だ
け
に
､

子
供
が
劇
中
で
果
た
す
役
割
は
小
さ
な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
｡

子
供
を
描
い
た
場
面
は
確
か
に
減
っ
た
が
､
そ
れ
は
子
供
を
軽
視
す
る
傾
向
を
示
し
て
は
い
な
い
｡
物
語
に
と
っ
て
必
要
な
部
分
と
不

必
要
な
部
分
を
取
捨
選
択
し
､
必
要
な
部
分
(
子
供
の
存
在
､
肉
親
ら
に
よ
る
愛
情
表
現
)

は
保
ち
､
増
幅
さ
せ
る
､
と
い
う
改
作
の
仕
方

だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

第
三
章

改
作
の
意
味

こ
こ
で
最
後
に
三
脚
本
の
改
作
の
意
味
に
つ
い
て
ま
と
め
て
み
た
い
｡

『
金
鉢
記
』
は
､
本
来
は
宋
代
の
話
で
あ
る
は
ず
の
自
蛇
故
事
に
倭
題
が
登
場
す
る
と
い
っ
た
よ
う
な
不
自
然
な
時
代
設
定
に
見
ら
れ
る

よ
う
に
､
抗
戦
戯
劇
の
性
格
が
非
常
に
色
濃
い
作
品
で
あ
る
｡
こ
の
性
格
は
後
の
二
脚
本
に
は
な
く
､
『
金
鉢
記
』
に
の
み
見
ら
れ
る
性
格

で
あ
る
｡

『
金
鉢
記
』
で
は
､
人
物
性
格
の
処
理
に
不
十
分
な
点
が
見
ら
れ
た
｡
白
素
貞
は
､
｢
盗
庫
｣

の
場
面
か
ら
漂
う
妖
怪
的
な
不
思
議
さ
､
非

人
間
的
で
恐
怖
的
な
印
象
が
強
い
｡
許
仙
は
､
そ
の
よ
う
な
妻
を
愛
し
っ
つ
も
恐
れ
を
抱
き
､
法
海
の
言
動
を
否
定
し
き
れ
ず
動
揺
し
て
し

ま
い
､
そ
の
愛
情
を
保
て
ず
に
い
る
場
面
が
あ
る
｡
小
青
は
､
結
婚
を
取
り
仕
切
っ
た
り
､
法
海
を
相
手
に
戦
っ
た
り
､
最
後
に
白
素
貞
を



50

解
放
し
た
り
し
て
､
白
素
貞
の
良
き
従
者
と
し
て
存
在
す
る
が
､
｢
煎
薬
｣

で
の
進
言
内
容
か
ら
は
､
こ
う
し
た
要
素
に
反
す
る
部
分
も
見

ら
れ
る
｡
こ
の
よ
う
に
人
物
の
性
格
に
一
貫
性
が
保
た
れ
て
い
な
い
こ
と
は
､
こ
の
物
語
の
核
心
部
分
と
な
る
自
素
貞
と
許
仙
の
愛
情
に
深

み
が
感
じ
ら
れ
な
い
結
果
を
導
い
て
い
る
｡
ま
た
総
じ
て
､
登
場
人
物
の
唱
や
台
詞
に
見
え
る
感
情
表
現
が
豊
か
と
は
言
え
な
い
こ
と
も
合

わ
せ
る
と
､
『
金
鉢
記
』

は
脚
本
と
し
て
は
ま
だ
ま
だ
未
熟
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
｡

『
自
蛇
伝
』

1
は
､
戯
曲
改
革
の
真
っ
只
中
に
書
か
れ
た
脚
本
で
あ
る
｡
そ
の
傾
向
は
顕
著
に
見
ら
れ
る
が
､
戯
曲
改
革
の
方
針
が
徹
底

さ
れ
た
も
の
と
し
て
完
成
す
る
の
は
『
白
蛇
伝
』

2
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
､
『
白
蛇
伝
』

1
は
中
途
段
階
に
あ
る
作
品
で
あ
る
｡
戯
曲

を
改
造
し
て
中
国
共
産
党
の
宣
伝
道
具
と
し
､
人
民
の
新
た
な
生
活
を
表
現
す
る
新
た
な
戯
曲
を
打
ち
立
て
る
､
と
い
う
戯
曲
改
革
の
目
的

は
､
婚
姻
法
の
宣
伝
と
い
う
任
務
を
『
白
蛇
伝
』

1
に
負
わ
せ
た
｡
そ
し
て
『
白
蛇
伝
』

1
は
そ
の
機
能
を
十
分
に
果
た
し
た
｡
許
仙
と
白

素
貞
が
互
い
を
一
途
に
愛
し
､
自
由
な
恋
愛
と
結
婚
を
追
求
す
る
姿
､
そ
し
て
､
そ
れ
を
妨
害
す
る
法
海
に
対
抗
す
る
姿
は
､
ま
さ
に
､
古

い
封
建
的
圧
迫
に
対
抗
す
る
新
た
な
力
で
あ
る
｡
ま
た
､
こ
れ
は
『
金
鉢
記
』
か
ら
変
わ
ら
な
い
点
で
あ
る
が
､
白
素
貞
と
許
仙
の
力
関
係

に
男
尊
女
卑
の
傾
向
は
全
く
な
く
､
男
女
対
等
を
掲
げ
る
婚
姻
法
の
原
則
と
合
っ
て
い
る
し
､
婚
姻
法
の
宣
伝
に
は
う
っ
て
つ
け
の
題
材
で

あ
っ
た
と
言
え
よ
う
｡

こ
う
し
た
目
的
を
果
た
し
て
は
い
る
が
､
物
語
.
の
処
理
に
甘
い
点
が
何
点
か
見
ら
れ
る
｡
例
え
ば
､
第
十
八
場
｢
逃
山
｣

で
､
許
仙
は
自

力
で
金
山
を
逃
れ
敗
走
し
た
白
素
貞
の
も
と
ま
で
行
く
が
､
数
年
後
に
再
会
す
る
の
は
母
子
の
み
で
あ
り
､
前
章
で
述
べ
た
通
り
改
作
の
仕

(32)

方
と
し
て
は
い
さ
さ
か
不
十
分
で
あ
る
｡
ま
た
､
｢
盗
庫
｣

を
残
し
た
こ
と
は
､
神
話
的
要
素
を
残
す
と
い
う
良
い
効
果
も
あ
っ
た
が
､
白

素
貞
の
性
格
を
見
る
に
不
十
分
な
処
理
で
あ
っ
た
｡
｢
煎
薬
｣

で
は
､
小
青
の
立
場
は
白
素
貞
の
味
方
と
し
て
整
え
ら
れ
た
が
､
な
ぜ
か
粗

暴
な
性
格
に
な
っ
て
い
る
｡

し
か
し
全
体
的
に
『
金
鉢
記
』
と
比
べ
て
､
人
物
の
感
情
表
現
が
非
常
に
豊
か
に
な
っ
て
い
る
点
は
､
大
き
な
進
歩
で
あ
り
評
価
す
べ
き

点
で
あ
る
｡
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『
白
蛇
伝
』

2
は
､
『
白
蛇
伝
』

1
で
既
に
満
た
し
た
条
件
は
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
に
､
脚
本
と
し
て
さ
ら
に
洗
練
さ
れ
て
い
る
｡
ま
ず
､
場
面

構
成
が
単
純
化
し
た
こ
と
に
よ
り
､
見
せ
場
が
際
立
っ
た
､
ま
と
ま
り
あ
る
演
目
に
完
成
し
た
｡
ま
た
､
感
情
表
現
は
前
脚
本
か
ら
さ
ら
に

豊
か
に
な
っ
た
｡
そ
し
て
前
章
で
検
討
し
た
よ
う
に
､
『
自
蛇
伝
』

2
で
は
人
物
の
性
格
に
一
貫
性
が
生
ま
れ
た
｡
例
え
ば
､
白
素
貞
の
許

仙
へ
の
愛
情
は
､
自
主
性
や
積
極
性
が
加
わ
る
こ
と
で
深
さ
が
増
し
た
｡
許
仙
の
自
素
貞
へ
の
愛
情
に
は
､
人
間
的
な
感
情
か
ら
く
る
迷
い

や
動
揺
は
若
干
見
ら
れ
る
も
の
の
､
前
二
脚
本
に
比
べ
て
､
明
ら
か
に
一
途
さ
の
度
合
い
は
増
し
て
い
る
｡
小
青
は
､
主
人
の
た
め
を
思
っ

て
仕
え
る
､
白
素
貞
と
許
仙
の
恋
愛
の
良
い
引
き
立
て
役
に
な
っ
て
い
る
｡

ま
た
､
戯
曲
改
革
の
目
的
は
『
白
蛇
伝
』

2
で
大
い
に
果
た
さ
れ
た
｡
田
漢
は
『
白
蛇
伝
』

2
の
序
で
こ
う
述
べ
て
い
る
｡
｢
自
蛇
伝
は

中
国
の
民
間
に
長
く
伝
わ
る
神
話
故
事
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､
最
初
は
若
干
恐
怖
的
な
色
彩
を
帯
び
て
い
た
が
､
次
第
に
美
し
く
変
化
し
､
故

事
の
主
人
公
白
素
貞
は
､
更
に
愛
す
べ
き
､
人
々
の
同
情
に
値
す
る
人
物
へ
と
変
化
し
た
｡
人
々
の
同
情
に
値
す
る
所
以
と
は
､
彼
女
が

あ
ん
な
に
も
熱
烈
に
純
粋
に
許
仙
を
愛
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
｡
…
…
法
海
に
哀
願
す
る
が
応
じ
て
も
ら
え
な
か
っ
た
後
､
妊
娠
中
の
身

を
顧
み
ず
断
固
と
し
て
こ
の
封
建
的
圧
迫
の
代
表
者
に
対
し
命
が
け
で
戦
っ
た
｡
｣
恐
怖
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
取
り
去
り
､
封
建
的
要
素
を
排

除
し
､
そ
れ
に
よ
っ
て
人
民
の
新
た
な
姿
を
措
く
新
た
な
戯
曲
を
作
り
上
げ
る
､
と
い
う
目
的
は
､
田
漢
の
『
金
鉢
記
』
か
ら
『
白
蛇
伝
』

1
､
2
へ
の
発
展
に
お
い
て
達
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡

｢
水
闘
｣
以
降
の
山
場
か
ら
結
末
ま
で
を
見
る
と
､
再
会
部
分
を
除
い
て
は
三
脚
本
に
大
き
な
違
い
は
な
い
｡
白
蛇
故
事
と
い
う
本
質
､

白
素
貞
の
自
由
な
恋
愛
の
追
求
と
法
海
に
よ
る
圧
迫
､
と
い
う
脚
本
を
貫
く
テ
ー
マ
そ
の
も
Ⅵ
に
変
化
は
な
い
｡
抗
日
戦
争
や
戯
曲
改
革
と

い
っ
た
各
々
の
背
景
が
､
三
脚
本
に
個
性
を
与
え
た
の
で
あ
る
｡
そ
う
し
た
背
景
に
応
じ
て
物
語
展
開
に
手
が
加
え
ら
れ
､
脚
本
は
変
化
を

遂
げ
た
｡
脚
本
が
次
第
に
洗
練
さ
れ
た
結
果
､
大
本
に
あ
る
テ
ー
マ
の
美
し
さ
に
も
磨
き
が
か
か
っ
た
｡

『
金
鉢
記
』
､
『
白
蛇
伝
』
1
､
『
白
蛇
伝
』
2
に
わ
た
る
改
作
の
背
景
に
は
､
戯
曲
改
革
と
い
う
大
き
な
国
家
政
策
が
あ
っ
た
｡
し
か
し
こ

の
改
作
は
､
そ
の
目
的
を
果
た
す
に
と
ど
ま
ら
ず
､
演
劇
作
品
と
し
て
の
完
成
度
が
高
め
ら
れ
て
ゆ
く
過
程
で
も
あ
っ
た
｡
そ
こ
に
は
､
一
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人
の
劇
作
家
が
､
同
じ
テ
ー
マ
を
扱
っ
た
脚
本
を
二
度
に
わ
た
り
改
作
し
成
長
さ
せ
て
き
た
過
程
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡
だ
か

ら
こ
そ
､
現
荏
で
も
上
演
さ
れ
る
の
は

『
白
蛇
伝
』

2
な
の
だ
｡

白
蛇
伝
に
つ
い
て
､
清
代
ま
で
の
作
品
の
研
究
に
は
､
清
江
東
『
白
蛇
故
事
研
究
』

(
台
湾
学
生
書
局
､
一
九
八
一
)
他
が
あ
る
｡

本
節
の
内
容
は
主
に
以
下
の
資
料
に
基
づ
き
整
理
し
た
｡
張
向
華
編
『
田
漢
年
譜
』

(
中
国
戯
劇
出
版
社
､
一
九
九
二
)
､
董
健
『
田
漢
伝
』

(
北
京

十
月
文
芸
出
版
社
､
一
九
九
六
)
､
劉
平
『
戯
劇
魂
-
田
漢
評
伝
』

(
中
央
文
献
出
版
社
､
一
九
九
八
)
､
北
京
市
芸
術
研
究
所
､
上
海
芸
術
研
究
所

『
中
国
京
劇
史
』

(
中
国
戯
劇
出
版
社
､
一
九
九
九
)
､
田
漢
｢
《
白
蛇
伝
》
序
｣

(
『
田
漢
戯
曲
選

下
』
所
収
､
一
九
五
五
)
､
似
群
｢
田
漢
与
《
白
蛇

伝
》
｣
(
『
戯
劇
電
影
報
』
､
一
九
八
四
年
四
月
一
日
)
､
李
紫
貴
｢
田
老
写
《
白
蛇
伝
》
的
始
末
｣

(
『
中
国
戯
劇
』
､
一
九
九
八
)
｡

四
維
平
劇
社
は
一
九
三
七
年
に
桂
林
に
で
き
た
劇
杜
｡
田
漢
は
そ
の
演
劇
指
導
を
し
た
｡
『
金
鉢
記
』

の
テ
キ
ス
ト
は
一
九
五
〇
年
一
〇
月
に
中
華

書
局
よ
り
出
版
｡
本
論
で
は
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
蔵
の
第
二
版
(
一
九
五
一
)
参
照
｡

全
名
『
紡
像
義
妖
伝
』
｡
清
の
弾
詞
｡
嘉
慶
一
四

(
一
八
〇
九
)
年
陳
遇
乾
作
､
陳
士
奇
､
愈
秀
山
評
定
｡
同
治
八

(
一
八
六
九
)
年
刊
本
も
あ

る
｡
語
り
物
の
自
蛇
伝
物
語
｡
『
義
妖
伝
』

に
つ
い
て
は
以
下
参
照
｡
山
口
建
治
､
氷
上
正

｢
弾
詞
『
義
妖
伝
』
校
注
試
稿
(
一
)
｣

(
『
人
文
研
究
』

一
〇
六
号
､
一
九
九
〇
)
､
同

｢
弾
詞
『
義
妖
伝
』
校
注
試
稿
(
二
)
｣

(
『
人
文
研
究
』
一
一
〇
号
､
一
九
九
一
)
｡

『
琵
琶
行
』

は
一
九
四
六
年
､
『
武
則
天
』
は
一
九
四
七
年
｡
い
ず
れ
も
田
漢
に
よ
る
京
劇
脚
本
｡

白
素
貞
の
下
山
の
目
的
が
報
恩
で
あ
る
た
め

(
注
2
3
参
照
)
､
白
素
貞
が
封
建
勢
力
に
立
ち
向
か
い
自
由
な
恋
愛
を
追
求
す
る
と
い
う
白
蛇
故
事
の

主
題
が
見
え
て
こ
な
い
｡
反
封
建
対
封
建
の
構
図
が
見
え
な
い
た
め
､
法
海
が
自
素
貞
を
迫
害
す
る
理
由
を
半
ば
無
理
矢
理
導
く
た
め
不
自
然
な
時

代
背
景
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
､
と
い
う
批
判
｡

『
劇
本
』
一
九
五
三
年
八
月
号
(
中
国
戯
劇
出
版
社
)

に
発
表
｡
本
論
で
は
東
京
大
学
文
学
部
蔵
の
原
本
参
照
｡

田
漢
は
評
賞
委
員
会
の
副
主
任
委
員
の
一
人
で
あ
り
､
自
ら
に
編
劇
賞
は
不
要
で
あ
る
と
提
起
し
て
い
た
た
め
､
田
漢
へ
の
賞
は
な
い
｡
(
劉
秀
栄

｢
田
老
､
我
椚
想
念
悠
!
｣

『
中
国
戯
劇
』
一
九
九
八
)

(
9
)

こ
の
『
白
蛇
伝
』

は
一
九
五
五
年
六
月
作
家
出
版
社
よ
り
出
版
(
本
論
で
は
､
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
所
蔵
本
を
用
い
た
)
｡
第
一
場
｢
遊
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湖｣

に
て
､
白
素
貞
は
小
青
へ
の
台
詞
で
｢
峨
眉
で
修
練
を
し
て
い
た
時
に
は
､
洞
窟
は
寒
く
､
毎
日
白
雲
に
深
く
閉
ざ
さ
れ
､
暇
な
時
は
モ
ミ
の

木
の
道
に
遊
び
､
秒
の
花
に
心
が
ふ
さ
い
だ
｣
と
回
想
し
て
い
る
｡
こ
の
描
写
は
､
実
際
に
峨
眉
山
に
登
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
だ
っ

た
｡
(
｢
《
自
蛇
伝
》
序
｣
)

(10)

張
文
T
｢
懐
念
田
漢
同
志
｣

(
『
光
明
日
報
』
一
九
七
九
年
四
月
二
九
日
号
)
｡

(11)

戯
曲
改
革
と
言
う
場
合
､
通
常
建
国
後
の
動
き
を
指
し
､
『
金
鉢
記
』
の
時
期
は
こ
れ
に
は
当
ら
な
い
が
､
三
脚
本
の
背
景
を
通
観
す
る
た
め
一
括

し
て
本
節
で
扱
っ
て
い
る
｡
本
節
の
内
容
は
､
主
に
以
下
の
資
料
に
基
づ
き
整
理
し
た
｡
超
聴
『
中
国
大
陸
的
戯
曲
改
革
一
九
四
二
-
一
九
六
七
』

(
香
港
中
文
大
学
出
版
､
一
九
六
九
)
､
『
中
国
京
劇
史
』
､
中
国
大
百
科
全
書
出
版
社
編
集
部
『
中
国
大
百
科
全
書
』
(
中
国
大
百
科
全
書
出
版
社
､

法
学
一
九
八
四
､
戯
劇
一
九
八
九
､
中
国
文
学
一
九
九
八
六
､
戯
曲
･
曲
芸
一
九
八
三
)
｡

(望

倭
志
の
侵
入
､
銭
塘
知
県
の
汚
職
な
ど
を
描
く
こ
と
に
よ
り
､
国
民
党
の
反
動
統
治
下
の
悪
の
現
実
を
ほ
の
め
か
し
た
｡
前
者
に
つ
い
て
は
､
『
金

鉢
記
』
第
四
場
｢
結
裾
｣
で
､
許
仙
は
｢
倭
題
に
侵
略
さ
れ
…
…
父
母
は
二
人
と
も
亡
く
な
っ
た
｣
と
家
族
構
成
を
紹
介
す
る
｡
後
者
に
つ
い
て

は
第
二
章
第
二
節
(
一
)
参
照
｡

(望

｢
有
利
｣
:
封
建
的
圧
迫
､
貴
官
汚
更
に
反
対
し
､
統
治
階
級
内
部
の
矛
盾
を
暴
露
し
､
民
族
の
気
概
､
婚
姻
の
自
由
､
義
侠
心
な
ど
を
讃
え
る
内

容
｡
｢
無
害
｣
‥
民
衆
に
多
く
の
益
は
な
い
が
害
も
な
い
も
の
｡
歴
史
知
識
や
歴
史
教
訓
を
得
ら
れ
る
内
容
｡
｢
有
害
｣
‥
封
建
的
な
圧
迫
､
奴
隷
道

徳
､
失
節
し
投
降
す
る
こ
と
､
迷
信
､
愚
昧
､
色
情
な
ど
の
内
容
｡

(望

戯
曲
改
進
委
員
会
は
､
戯
曲
改
進
局
に
よ
る
修
正
･
編
劇
脚
本
を
審
査
し
､
戯
曲
改
革
に
閲
し
文
化
部
に
建
議
を
行
う
｡
戯
曲
改
進
局
よ
り
も
権

限
が
強
い
｡
田
漢
も
会
員
の
一
人
｡

(15)

こ
の
こ
と
は
､
『
中
国
大
陸
的
戯
曲
改
革
一
九
四
二
-
一
九
六
七
』
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
婚
姻
法
は
､
一
九
八
一
年
一
月
一
日
に
社
会
の

変
化
に
合
わ
せ
た
新
た
な
中
華
人
民
共
和
国
婚
姻
法
が
施
行
さ
れ
る
と
同
時
に
廃
止
さ
れ
た
｡

(16)

封
建
主
義
的
な
婚
姻
制
度
と
は
､
事
実
上
の
売
買
婚
､
多
妻
は
認
め
な
い
が
妾
は
認
め
る
事
実
上
の
一
夫
多
妻
制
な
ど
､
夫
婦
不
平
等
で
男
尊
女

卑
的
な
事
柄
を
指
す
｡

(望

『
秦
香
蓮
』
は
､
宋
代
の
物
語
｡
秦
香
蓮
は
三
年
も
連
絡
の
無
い
夫
陳
士
美
を
尋
ね
子
供
と
と
も
に
入
京
す
る
が
､
皇
女
の
夫
と
な
っ
て
い
る
陳
士

美
は
妻
子
に
会
う
の
を
拒
否
し
宮
廷
か
ら
追
い
払
っ
た
ば
か
り
か
､
韓
賀
に
殺
す
よ
う
命
じ
る
｡
真
相
を
知
っ
た
韓
瑛
は
､
彼
女
ら
を
逃
し
て
自
害
｡

秦
香
蓮
は
包
丞
に
訴
え
出
る
｡
包
丞
は
あ
ら
ゆ
る
言
い
逃
れ
を
す
る
陳
士
美
を
死
刑
に
処
し
た
｡
『
梁
山
伯
与
祝
英
台
』
は
､
梁
山
伯
と
祝
英
台
は
共
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に
勉
学
に
励
ん
だ
仲
で
あ
る
が
､
三
年
が
過
ぎ
別
れ
の
時
､
梁
は
祝
が
女
性
で
あ
っ
た
こ
と
を
初
め
て
知
っ
た
｡
二
人
は
将
来
を
誓
う
が
祝
は
他
人

の
妻
と
な
っ
て
し
ま
い
､
梁
は
悩
み
恋
に
焦
が
れ
て
死
ん
で
し
ま
う
｡
祝
が
梁
の
墓
前
に
泣
き
伏
す
と
こ
ろ
で
墓
が
割
れ
､
二
人
は
あ
の
世
で
夫
婦

と
な
る
と
い
う
物
語
｡

(望

例
え
ば
削
除
さ
れ
た
『
金
鉢
記
』
に
の
み
あ
る
｢
渡
語
｣
は
､
法
海
が
許
仙
に
出
家
を
勧
め
に
行
く
道
中
の
船
で
の
法
海
と
船
頭
と
の
や
り
と
り

の
場
面
｡
『
金
鉢
記
』
『
白
蛇
伝
』
1
に
あ
る
｢
海
迫
｣

は
､
出
産
し
た
自
素
貞
の
元
へ
､
法
海
が
金
鉢
を
持
っ
て
向
か
お
う
と
す
る
だ
け
の
場
面
｡

い
ず
れ
も
非
常
に
短
い
｡

(望

物
語
の
冒
頭
､
許
仙
と
白
素
貞
は
西
湖
で
出
会
う
｡
主
従
関
係
に
あ
る
自
素
貞
と
小
青
は
､
峨
眉
山
か
ら
人
間
界
へ
降
り
て
き
た
蛇
の
精
｡
そ
の

時
自
棄
貞
に
貸
し
た
傘
を
返
し
て
も
ら
う
た
め
に
許
仙
は
自
素
貞
の
家
へ
向
か
う
｡
そ
こ
で
､
小
青
の
仲
立
ち
に
よ
り
､
二
人
は
結
婚
を
す
る
｡

(空

注
6
の
戴
不
凡
に
よ
る
批
判
を
参
照
｡

(聖

『
金
鉢
記
』
第
四
場
｢
結
構
｣
‥
郎
君
没
有
鏡
用
,
祢
該
借
鮎
鎖
来
昨
｡

『
白
蛇
伝
』
一
第
四
場
｢
結
親
｣
‥
宮
人
孤
苦
,
無
鏡
使
用
.
称
該
借
些
餞
来
啄
｡

(望

｢
思
え
ば
彼
女
に
は
少
し
変
な
と
こ
ろ
が
あ
る
｡
銭
塘
県
の
銀
を
贈
ら
れ
た
時
の
こ
と
､
彼
女
の
よ
う
な
か
弱
い
女
性
が
､
ど
う
し
て
銀
を
盗
み
出

せ
る
の
か
｡
ま
さ
か
法
海
の
話
は
本
当
な
の
だ
ろ
う
か
｡
｣

(翌

『
金
鉢
記
』
で
は
､
自
素
貞
は
､
幼
い
時
に
人
に
捕
ら
え
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
を
許
仙
に
助
け
て
も
ら
っ
た
こ
と
が
あ
り
､
そ
の
恩
返
し
の
た
め
に

峨
眉
山
を
下
り
許
仙
の
元
へ
や
っ
て
き
た
｡
(
な
お
､
白
素
貞
は
既
に
数
千
百
年
修
行
を
し
て
い
る
か
ら
､
許
仙
は
以
前
助
け
て
く
れ
た
人
の
生
ま
れ

変
わ
り
で
あ
ろ
う
｡
)

『
白
蛇
伝
』

1
,
2
に
は
報
恩
の
意
図
は
な
い
｡

(聖

『
金
鉢
記
』
第
十
三
場
｢
盗
草
｣

で
､
白
素
貞
は
､
仙
山
を
守
る
鶴
童
､
鹿
童
に
一
旦
敗
れ
る
が
､
南
極
仙
翁
の
慈
悲
に
助
け
ら
れ
る
｡
南
極
仙
翁

は

｢
こ
の
霊
芝
を
持
ち
帰
っ
て
夫
の
命
を
救
い
な
さ
い
｡
た
だ
し
子
供
を
生
ん
だ
後
は
速
や
か
に
峨
眉
に
戻
り
､
大
道
を
修
め
な
さ
い
｡
も
し
ま
た

恋
愛
に
溺
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
､
必
ず
抜
け
出
せ
な
く
な
り
､
悔
い
て
も
遅
く
な
っ
て
し
ま
う
ぞ
｡
｣
と
忠
告
す
る
｡
『
白
蛇
伝
』
1
,
2
で

は
､
霊
芝
を
持
ち
帰
り
夫
の
命
を
救
う
よ
う
に
言
う
だ
け
で
あ
る
｡

(空

『
金
鉢
記
』
｢
聴
潮
｣
､
『
白
蛇
伝
』
1
､
2
｢
上
山
｣

で
､
許
仙
は
法
海
に
つ
い
て
金
山
へ
行
っ
て
し
ま
う
｡
白
素
貞
と
小
青
は
許
仙
を
取
り
戻
す

た
め
金
山
で
法
海
と
戦
う
が
敗
れ
る
(
｢
水
間
｣
)
｡
そ
の
後
､
｢
断
橋
｣

で
の
許
仙
と
の
再
会
後
､
自
素
貞
は
産
気
づ
き
陳
許
氏
の
元
へ
身
を
寄
せ
出

産
す
る
｡
子
供
が
清
一
ケ
月
に
な
る
頃
､
法
海
が
や
っ
て
来
る
｡
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(仰望

『
金
鉢
記
』
第
二
十
四
場
｢
接
鉢
｣

で
は
､
金
鉢
を
持
っ
て
現
れ
た
法
海
が

｢
自
素
貞
が
髪
を
琉
か
し
て
い
る
隙
に
､
こ
れ
を
彼
女
に
圧
し
付
け
な

さ
い
｡
｣

と
許
仙
に
言
い
､
金
鉢
を
渡
し
て
去
っ
て
ゆ
く
｡

(27)
『
自
蛇
伝
』

1
の
数
年
後
の
再
会
と
い
う
筋
立
て
は
､
『
義
妖
伝
』

の
筋
立
て
と
若
干
似
て
い
る
｡

(讐
『
雷
峰
塔
』
は
､
清
代
の
戯
曲
作
家
方
成
培
一
七
七
一
年
の
作
｡
以
後
の
白
蛇
故
事
を
扱
っ
た
映
画
や
劇
な
ど
は
概
ね
方
成
培
本
を
下
敷
き
に
し
て

い
る
｡
｢
白
娘
子
水
鎮
雷
峯
塔
｣は
､
鴻
夢
龍
『
警
世
通
言
』

(
一
六
二
四
)
第
二
十
八
巻
｡
白
蛇
が
雷
蜂
塔
の
下
に
閉
じ
込
め
ら
れ
る
話
と
し
て
は

現
存
最
古
の
も
の
｡

(空

数
年
後
小
青
が
塔
を
倒
す
パ
タ
ー
ン
で
も
､
許
仙
と
白
素
貞
が
再
会
す
る
話
(
上
海
京
劇
『
白
蛇
伝
』
二
〇
〇
二
年
目
本
公
演

上
海
京
劇
院
)

や
､
許
仙
と
子
供
と
自
素
貞
が
再
会
す
る
話
(
V
C
D
『
京
劇
白
蛇
伝
』
中
国
唱
片
上
海
公
司
)

な
ど
も
あ
る
｡

(空

『
紡
像
義
妖
伝
』
で
も
子
供
の
名
前
は
夢
蚊
で
あ
る
｡
こ
の
話
で
は
､
白
素
貞
が
鎮
め
ら
れ
た
後
､
許
仙
は
出
家
す
る
｡
成
長
し
て
状
元
と
な
っ
た

夢
炊
が
雷
峰
塔
へ
行
っ
て
母
を
祭
る
と
白
素
貞
は
自
由
に
な
り
､
母
子
が
再
会
す
る
｡

(聖

男
性
登
場
人
物
と
子
供
の
関
わ
り
は
あ
ま
り
描
か
れ
て
い
な
い
｡
許
仙
に
つ
い
て
は
､
子
供
よ
り
も
妻
へ
の
愛
情
が
全
面
的
に
描
か
れ
て
い
る
｡

陳
彪
は
､
『
金
鉢
記
』
で
は
子
供
と
関
わ
り
が
あ
る
が
､
『
白
蛇
伝
』
1
で
は
｢
盗
庫
｣
に
し
か
登
場
せ
ず
､
『
白
蛇
伝
』
2
で
は
そ
も
そ
も
登
場
人
物

と
し
て
存
在
し
な
い
｡

(望

『
金
鉢
記
』
と
『
自
蛇
伝
』
2
で
は
､
許
仙
は
金
山
か
ら
逃
げ
出
そ
う
と
す
る
と
こ
ろ
を
法
海
に
見
つ
か
る
が
､
法
海
は
風
神
を
呼
び
出
し
て
､
許

仙
を
白
素
貞
の
も
と
ま
で
送
ら
せ
る
｡
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