
登
場
人
物
か
ら
み
る
酒
呑
童
子
物
語
諸
本
の
特
徴

八

木

智

生

は
じ
め
に

酒
呑
童
子
の
物
語①

に
は
︑
多
く
の
先
行
研
究
が
存
在
す
る
︒
し
か
し
︑
各
諸

本
や
場
面
に
関
す
る
個
別
の
研
究
︑
あ
る
い
は
諸
本
の
分
類
に
関
す
る
研
究
は

多
い
も
の
の
︑
登
場
人
物
が
ど
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
観
点
で

諸
本
の
比
較
を
行
っ
て
い
る
も
の
は
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

そ
こ
で
今
回
注
目
し
た
の
は
︑
物
語
の
展
開
に
お
け
る
登
場
人
物
の
行
動
で

あ
る
︒
ど
の
諸
本
で
も
︑
物
語
の
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
は
ほ
ぼ
共
通
し
て
い
る
が
︑

場
面
一
つ
一
つ
を
見
る
と
︑
行
動
す
る
人
物
が
異
な
っ
て
い
た
り
︑
複
数
の
人

物
が
登
場
す
る
場
面
に
お
い
て
人
物
に
よ
っ
て
行
動
が
異
な
っ
て
い
た
り
す
る
︒

本
稿
で
は
︑
特
に
源
頼
光
・
藤
原
︵
平
井
︶
保
昌
・
渡
辺
綱
の
三
人
の
描
写
に

つ
い
て
︑
諸
本
の
比
較
を
行
う
︒

逸
翁
美
術
館
蔵
﹃
大
江
山
絵
詞
﹄︵
以
下
︑
逸
翁
本
と
称
す
る②

︶
を
基
準
と

し
て
︑
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
蔵
﹃
酒
傳
童
子
絵
﹄
︵
以
下
︑
サ
ン
ト
リ
ー
本
と

称
す
る③

︶︑
渋
川
版
御
伽
草
子
二
十
三
篇
の
う
ち
の
一
篇
︑﹃
酒
呑
童
子
﹄︵
以

下
︑
渋
川
版
と
称
す
る④

︶
を
取
り
上
げ
た
︒

逸
翁
本
は
︑
南
北
朝
～
室
町
前
期
の
成
立
と
い
わ
れ
︑
諸
本
中
最
古
で
あ
る
︒

先
行
す
る
諸
本
分
類
・
伝
本
系
統
の
研
究
は
︑
い
ず
れ
も
逸
翁
本
を
伝
本
関
係

の
広
く
な
い
孤
本
と
し
て
い
る⑤

︒
先
行
の
諸
本
分
類
で
︑
逸
翁
本
以
外
の
諸
本

は
サ
ン
ト
リ
ー
本
の
流
れ
を
汲
ん
で
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る⑥

︒
ま

た
︑
サ
ン
ト
リ
ー
本
は
逸
翁
本
の
次
に
古
い
本
で
あ
り
︑
酒
吞
童
子
物
語
に
お

け
る
代
表
的
な
本
文
で
あ
る
と
い
え
よ
う
︒
渋
川
版
は
︑
先
行
の
諸
本
分
類
に

よ
れ
ば
︑
サ
ン
ト
リ
ー
本
の
流
れ
に
あ
る
も
の
の
︑
そ
こ
か
ら
最
も
遠
い
位
置

に
あ
る
︒
成
立
年
代
は
諸
本
中
最
後
期
に
属
す
る
が
︑
渋
川
版
御
伽
草
子
が
人

口
に
膾
炙
し
て
い
た
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
︑
一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
る
代
表
的
な

酒
呑
童
子
物
語
の
本
文
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
以
上
の
理
由
か
ら
︑
こ
れ
ら
を

登
場
人
物
か
ら
み
る
酒
呑
童
子
物
語
諸
本
の
特
徴
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仮
に
酒
吞
童
子
物
語
の
代
表
と
措
定
し
て
︑
比
較
対
象
と
し
た
︒
も
ち
ろ
ん
︑

諸
本
を
分
類
す
る
に
は
あ
ま
り
に
も
少
な
い
数
で
あ
る
が
︑
本
稿
は
あ
く
ま
で

も
諸
本
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
捉
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
た
め
︑
こ
の
数

に
限
定
し
て
い
る
︒

各
場
面
の
描
写
を
積
み
重
ね
︑
そ
の
本
が
ど
の
人
物
を
強
調
し
て
い
る
か
︑

あ
る
い
は
人
物
を
ど
の
よ
う
に
設
定
し
て
い
る
か
考
え
る
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
︑

各
本
の
特
徴
を
登
場
人
物
と
い
う
観
点
か
ら
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

な
い
か
と
思
う
︒一

︑
酒
呑
童
子
物
語
諸
本
に
お
け
る
登
場
人
物
に
着
目
し
た

先
行
研
究

は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
酒
呑
童
子
物
語
の
諸
本
研
究
は
︑
こ
れ
ま
で
に

も
な
さ
れ
て
き
た
︒
主
に
本
文
の
語
句
レ
ベ
ル
の
異
同
や
絵
を
比
較
す
る
こ
と

に
よ
り
︑
諸
本
の
前
後
関
係
を
措
定
し
︑
系
統
立
て
よ
う
と
す
る
も
の
が
中
心

と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒

本
稿
で
は
︑
諸
本
の
影
響
関
係
や
伝
本
系
統
は
ひ
と
ま
ず
置
き
︑
逸
翁
本
を

は
じ
め
と
す
る
諸
本
の
本
文
そ
の
も
の
が
︑
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
持
っ
て
い
る

の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
︒
そ
こ
で
︑
ま
ず
は
登
場
人
物
の
分
析
に
よ
っ
て
諸

本
の
特
徴
を
と
ら
え
よ
う
と
し
た
先
行
研
究
を
確
認
し
て
お
き
た
い
︒

ま
ず
︑
逸
翁
本
に
お
け
る
頼
光
と
保
昌
の
関
係
に
つ
い
て
︑
柴
佳
世
乃
氏
は
︑

酒
吞
童
子
譚
で
は
︑
頼
光
が
主
役
の
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
が
︑
藤

原
保
昌
が
主
役
と
同
格
に
扱
わ
れ
て
い
る
も
の
も
見
ら
れ
る
︒
酒
吞
童
子

関
係
の
作
品
の
中
で
最
古
の
も
の
と
目
さ
れ
る
逸
翁
美
術
館
蔵
の
﹃
酒
吞

童
子
﹄
に
は
︑
頼
光
と
共
に
主
役
と
し
て
登
場
す
る
の
で
あ
る
︒
︵
中
略
︶

藤
原
保
昌
も
源
氏
の
嫡
流
で
あ
っ
た
頼
光
と
並
立
さ
れ
て
理
解
さ
れ
て
い

る
よ
う
で
あ
る
︒

と
し⑦

︑
荒
川
真
一
氏
も
︑

香
取
本
・
古
法
眼
本
に
描
か
れ
る
保
昌
は
頼
光
と
並
び
立
つ
よ
う
に
描

か
れ
る
の
に
対
し
︑
渋
川
版
に
描
か
れ
る
保
昌
は
頼
光
の
郎
等
の
一
人
に

組
み
込
ま
れ
︑
そ
の
地
位
が
下
落
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

と
し
て
い
る⑧

よ
う
に
︑
逸
翁
本
に
お
い
て
︑
頼
光
と
保
昌
は
﹁
同
格
﹂
と
認
識

さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒

渋
川
版
に
つ
い
て
は
︑
右
の
荒
川
氏
の
論
以
前
に
も
︑
島
内
景
二
氏
の
論
が

あ
る
︒
氏
は
︑
﹁
話
型
﹂
と
い
う
観
点
で
酒
呑
童
子
物
語
の
変
遷
を
捉
え
よ
う

と
す
る
︒
そ
の
中
で
︑
渋
川
版
に
つ
い
て
︑

︿
保
昌
﹀
は
他
の
頼
光
の
四
天
王
の
後
に
位
置
し
︑
ま
る
で
頼
光
の
臣

下
で
あ
る
か
の
如
き
扱
い
を
受
け
て
い
る
︒︵
中
略
︶
頼
光
を
中
心
と
す

る
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
︵
あ
る
意
味
で
は
︑
朝
廷
と
は
別
次
元
の
独
立
し
た
秩

序
の
観
す
ら
呈
し
て
い
る
︶
を
︑︿
四
天
王
﹀
と
し
て
整
理
す
る
た
め
に
︑

︿
保
昌
﹀
を
頼
光
と
同
格
の
存
在
か
ら
臣
下
へ
と
転
落
さ
せ
た
の
で
あ
る
︒

登
場
人
物
か
ら
み
る
酒
呑
童
子
物
語
諸
本
の
特
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し
か
し
︑︿
保
昌
﹀
の
名
を
完
全
に
消
去
し
き
っ
て
い
な
い
点
に
こ
そ
︑

か
つ
て
保
昌
が
果
た
し
て
い
た
役
割
の
大
き
さ
が
逆
に
想
像
さ
れ
る
の
で

あ
る
︒

と
述
べ
る⑨

︒
荒
川
氏
と
同
じ
よ
う
に
︑
渋
川
版
の
保
昌
は
﹁
頼
光
の
郎
等
の
一

人
﹂
と
さ
れ
て
い
る
︒

辻
田
豪
史
氏
は
︑
本
稿
と
同
じ
く
︑
逸
翁
本
・
サ
ン
ト
リ
ー
本
・
御
伽
草
子

を
人
物
の
異
同
に
よ
っ
て
比
較
し
て
い
る
︒
逸
翁
本
に
つ
い
て
は
︑

逸
翁
本
で
は
明
確
に
頼
光
・
保
昌
の
二
将
の
形
式
を
と
っ
て
お
り
︑
保

昌
は
副
将
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
︒

と
し
︑
サ
ン
ト
リ
ー
本
に
つ
い
て
は
︑

サ
ン
ト
リ
ー
本
で
は
頼
光
の
四
天
王
︑
中
で
も
綱
が
頼
光
の
手
足
と
な

っ
て
動
い
て
い
る
︒
物
語
全
体
に
お
い
て
︑
い
わ
ば
狂
言
回
し
の
よ
う
な

役
割
で
︑
そ
れ
は
保
昌
を
超
え
た
働
き
で
あ
る
︒

と
し
て
︑
渋
川
版
に
つ
い
て
は
︑

保
昌
と
綱
が
そ
れ
ぞ
れ
担
っ
た
役
割
が
頼
光
に
集
約
さ
れ
︑
頼
光
一
人

が
中
心
と
な
っ
て
場
を
進
め
て
い
く
と
い
う
流
れ
に
一
本
化
さ
れ
た
と
見

て
よ
い
だ
ろ
う
︒

と
述
べ
て
い
る⑩

︒
い
ず
れ
も
首
肯
さ
れ
る
評
価
で
あ
ろ
う
︒

た
だ
し
︑
各
先
行
論
と
も
に
︑
各
諸
本
の
人
物
の
行
動
を
概
括
的
に
と
ら
え

て
特
徴
を
導
き
出
し
て
い
る
印
象
で
あ
る
︒
本
稿
で
は
︑
諸
本
に
お
け
る
人
物

の
描
か
れ
方
を
︑
場
面
ご
と
の
読
解
に
よ
り
改
め
て
詳
細
に
確
認
し
た
い
︒

二
︑
諸
本
比
較

ま
ず
は
比
較
表
に
よ
っ
て
︑
各
場
面
で
三
本
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
人
物
を
行
動

さ
せ
て
い
る
か
概
観
す
る
︒

本
稿
は
基
本
的
に
逸
翁
本
を
主
に
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
場
面
は

逸
翁
本
に
よ
っ
て
お
り
︑
か
つ
そ
の
順
序
に
従
っ
て
い
る
た
め
︑
サ
ン
ト
リ
ー

本
・
渋
川
版
は
本
文
の
順
序
が
前
後
し
て
い
る
場
面
が
あ
る
︒
︿
場
面
�
・

10
・
11
・
16
・
21
・
24
﹀
は
逸
翁
本
の
み
に
存
在
す
る
場
面
で
︑
他
本
の
該
当

箇
所
に
は
﹁
な
し
﹂
と
示
し
て
い
る
︒
ま
た
︑︿
場
面
14
・
15
・
19
﹀
は
逸
翁

本
に
な
く
︑
他
本
に
の
み
存
在
す
る
︒
こ
れ
が
逸
翁
本
に
元
々
な
か
っ
た
場
面

な
の
か
︑
欠
落
な
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
︑
比
較
表
に
は
﹁
欠
﹂
と
示
し
た
︒

登
場
人
物
か
ら
み
る
酒
呑
童
子
物
語
諸
本
の
特
徴
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逸
翁
本

サ
ン
ト
リ
ー
本

渋
川
版

�

童
子
討
伐
の
任
命

頼
光
・
保
昌

頼
光

頼
光

�

出
立
前
の
参
詣

頼
光

八
幡
三
所
・
日
吉
山
王

八
幡
宮

八
幡

保
昌

熊
野
三
所
・
住
吉
明
神

な
し

八
幡

�

従
者

頼
光

綱
・
公
時
・
忠
道
・
季
武

綱
・
公
時
・
貞
光
・
末
竹

綱
・
公
時
・
定
光
・
季
武

保
昌

□
宰
小
監

な
し

な
し

�

装
備
の
描
写

頼
光
・
保
昌

頼
光
・
保
昌
・
綱

頼
光
・
保
昌
・
綱

�

山
伏
装
束
に
変
装

白
翁
に
提
案
さ
れ
︑
装
束
を
頂
く

出
立
前
︵
誰
の
提
案
か
記
述
な
し
︶

出
立
前
に
頼
光
が
提
案

�

神
々
と
の
対
話

頼
光

頼
光
︵
綱
が
疑
う
︶

頼
光

�

道
中
の
先
導

頼
光
・
白
翁

神
々

翁

	

洗
濯
女
と
の
対
話

頼
光
・
保
昌

頼
光
・
綱

頼
光




鬼
城
門
前
で
案
内
を
乞
う

綱

鬼
に
取
り
囲
ま
れ
︑
そ
の
ま
ま
連
れ
込
ま
れ
る
た

め
︑
一
行
と
鬼
と
の
会
話
な
し
︒

鬼
に
取
り
囲
ま
れ
︑
そ
の
ま
ま
連
れ
込
ま
れ
る
た

め
︑
一
行
と
鬼
と
の
会
話
な
し
︒

10

案
内
の
女
房
と
の
対
話

綱

鬼
が
邸
内
へ
連
れ
て
ゆ
く
た
め
︑
案
内
の
女
房
は

い
な
い
︒

鬼
が
邸
内
へ
連
れ
て
ゆ
く
た
め
︑
案
内
の
女
房
は

い
な
い
︒

11

部
屋
に
童
子
を
呼
ぶ

頼
光
・
保
昌

一
行
は
呼
ば
ず
︑
童
子
が
来
る
︒

は
じ
め
か
ら
童
子
の
い
る
部
屋
へ
通
さ
れ
る
︒

12

童
子
と
の
対
話

頼
光

頼
光

頼
光

13

鬼
の
酒

�
頼
光

�
保
昌
︵
飲
む
由
し
て
捨
て
ら
れ
ぬ
︶

�
頼
光

�
保
昌

�
綱
︵
童
子
に
酌
・
肴
調
理
︶

�
頼
光
︵
童
子
に
酌
・
肴
調
理
︶

�
綱
︵
肴
調
理
︶

14

舞

欠

公
時

綱
が
鬼
の
舞
に
怒
る

綱

15

童
子
の
疑
い

欠

頼
光
・
綱

頼
光
・
綱

登
場
人
物
か
ら
み
る
酒
呑
童
子
物
語
諸
本
の
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16

鬼
の
田
楽
・
女
房
に
変
じ
誘
惑

頼
光
・
保
昌

な
し

な
し

17

鬼
の
城
を
調
べ
る

頼
光
・
保
昌
・
翁

女
房
に
城
の
様
子
を
尋
ね
る
︵
頼
光
・
保
昌
・
綱

か
︶

頼
光
が
女
房
に
聞
く

18

童
子
と
の
戦
闘

全
員
で
首
を
落
と
す

頼
光
は
綱
・
公
時
の
兜
を
借
り
る

鬼
の
首
が
頼
光
に
食
い
付
く

頼
光
の
指
示
で
綱
・
公
時
が
眼
を
抉
る

綱
・
公
時
が
切
り
か
か
る

頼
光
が
首
を
落
と
す

鬼
の
首
が
頼
光
に
食
い
付
く
︵
神
の
甲
で
無
事
︶

頼
光
が
首
を
落
と
す

他
が
身
体
を
切
る

鬼
の
首
が
頼
光
に
食
い
付
く
︵
神
の
甲
で
無
事
︶

19

そ
の
他
の
鬼
と
の
戦
闘

欠

頼
光
・
保
昌
が
指
示

綱
対
御
號
︵
貞
光
が
助
け
る
︶

末
竹
対
霧
王

綱
対
茨
木
童
子
︵
頼
光
が
助
け
る
︶

20

本
地

一
条
院
・
晴
明
・
頼
光
・
四
天
王

一
条
院
・
頼
光
・
酒
傳
童
子

な
し

21

形
見
交
換

頼
光
・
保
昌

な
し

な
し

22

上
洛
描
写

頼
光
・
保
昌

頼
光
・
保
昌

頼
光

23

恩
賞

頼
光

東
夷
大
将
軍
・
陸
奥
国

な
し

御
褒
美
限
り
な
か
り
け
る

保
昌

西
夷
大
将
軍
・
筑
前
国

な
し

24

囚
わ
れ
て
い
た
唐
人
を
解
放

唐
人
解
放

な
し

な
し

右
の
表
に
つ
い
て
︑
い
く
つ
か
の
場
面
に
つ
い
て
︑
逸
翁
本
を
中
心
に
諸
本

を
比
較
し
︑
検
討
し
て
い
き
た
い
︒

︿
場
面
�
﹀
は
︑
朝
廷
か
ら
酒
呑
童
子
討
伐
を
任
命
さ
れ
る
場
面
で
あ
る
︒

こ
こ
で
任
命
を
受
け
る
の
は
︑
一
行
の
中
で
大
将
と
な
る
べ
き
人
物
で
あ
る
︒

逸
翁
本
を
見
て
み
る
と
︑

摂
津
守
頼
光
・
丹
後
守
保
昌
な
ど
に
仰
せ
ら
れ
て
︑
召
さ
る
べ
き
由
を

申
さ
れ
け
れ
ば
︑
諸
卿
一
同
し
て
両
将
を
召
さ
れ
ぬ
︒
我
朝
の
天
下
の
大

事
︑
是
に
過
ぐ
べ
か
ら
ず
︒
各
武
勇
の
志
を
励
ま
し
て
︑﹁
速
や
か
に
凶

害
の
輩
を
鎮
む
べ
し
﹂
と
仰
せ
含
め
ら
れ
し
か
ば
︑
各
畏
み
て
罷
り
出
で

ら
る
︒

煙
霞
東
西
に
心
な
け
れ
と
も
風
に
あ
ふ
と
き
は
た
ち
ま
ち
に
飛
行
す
こ

れ
す
な
は
ち
□
□
□
た
る
を
や
両
輩
各
宿
所
へ
退
□
□

登
場
人
物
か
ら
み
る
酒
呑
童
子
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と
あ
る
︒
頼
光
︑
保
昌
の
二
人
が
宣
旨
を
受
け
る
︒﹁
両
将
﹂
と
し
て
両
者
が

同
じ
く
宣
旨
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
︑
こ
の
二
名
を
同
じ
く
将
軍
と
し

て
の
役
職
に
規
定
す
る
の
で
あ
る
︒
並
立
し
た
官
職
名
を
両
者
同
様
に
述
べ
て

い
る
こ
と
︑﹁
両
将
﹂﹁
各
﹂﹁
両
輩
﹂
と
い
う
表
現
か
ら
も
︑
両
者
が
並
立
に

描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
︒

一
方
︑
サ
ン
ト
リ
ー
本
は
︑
頼
光
だ
け
が
︑
配
下
の
四
天
王
と
と
も
に
宣
旨

を
受
け
て
い
る
︒
保
昌
は
︑
頼
光
が
︑﹁
頼
光
の
給
け
る
ハ
︑
存
す
る
旨
あ
り
︑

︵
中
略
︶
其
外
ハ
保
昌
を
か
た
ら
ふ
へ
し
﹂
と
出
立
前
に
誘
う
こ
と
で
参
加
す

る
︒
保
昌
は
宣
旨
を
受
け
て
い
な
い
の
で
︑
頼
光
と
並
立
の
﹁
将
軍
﹂
で
は
な

い
︒渋

川
版
で
は
︑﹁
今
こ
ゝ
に
頼
光
を
召
さ
れ
つ
ゝ
︑
鬼
神
討
て
よ
と
の
給

は
ゞ
︑
定
光
︑
末
武
︑
綱
︑
公
時
︑
保
昌
を
は
じ
め
と
し
此
人
々
に
は
鬼
神
も

お
ぢ
を
の
ゝ
き
て
恐
れ
を
な
す
と
う
け
給
は
る
︒
此
者
共
に
仰
付
ら
れ
候
へ
か

し
﹂
と
︑
頼
光
だ
け
が
宣
旨
を
受
け
る
︒
保
昌
は
︑
四
天
王
と
並
立
さ
れ
て
い

る
︒
頼
光
の
配
下
の
四
天
王
と
同
じ
位
置
づ
け
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

︿
場
面
�
﹀
は
︑
一
行
が
出
立
前
に
寺
社
で
祈
念
を
す
る
場
面
で
あ
る
︒
逸

翁
本
で
は
︑

□
光
は
八
幡
三
所
日
吉
山
王
ね
ん
こ
□
□
□
□
祈
念
し
保
昌
は
熊
野
三

所
住
吉
明
神
と
再
三
祈
申
て
神
馬
幷
に
種
々
重
宝
色
々
の
幣
帛
を
別
当
神

主
等
に
た
て
ま
つ
ら
る

と
あ
る
︒
欠
字
が
あ
る
が
︑
頼
光
と
保
昌
の
二
名
だ
け
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
八
幡
三

所
と
日
吉
山
王
︑
熊
野
三
所
と
住
吉
明
神
に
詣
で
て
い
る
︒
四
天
王
は
社
参
に

行
っ
て
い
な
い
︒
任
命
を
受
け
た
﹁
将
﹂
が
社
参
へ
行
く
と
設
定
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
︒

サ
ン
ト
リ
ー
本
で
は
︑
頼
光
は
八
幡
宮
へ
︑
綱
・
公
時
は
住
吉
へ
︑
貞
光
・

末
竹
は
熊
野
山
に
参
詣
し
︑
保
昌
は
ま
だ
一
行
に
加
わ
っ
て
い
な
い
た
め
参
加

し
な
い
︒
頼
光
が
一
人
だ
け
で
行
動
し
て
い
る
点
に
︑
他
の
人
物
と
は
異
な
る

と
い
う
意
識
が
現
れ
て
い
る
︒
渋
川
版
で
は
︑
頼
光
と
保
昌
は
八
幡
へ
︑
綱
・

公
時
は
住
吉
へ
︑
定
光
と
末
武
は
熊
野
へ
と
︑
全
員
が
社
参
に
行
っ
て
お
り
︑

特
に
登
場
人
物
の
位
置
づ
け
に
関
す
る
記
述
は
み
ら
れ
な
い
︒

︿
場
面
�
﹀
で
︑
頼
光
と
保
昌
そ
れ
ぞ
れ
が
従
え
る
人
物
に
つ
い
て
明
確
に

述
べ
る
の
は
逸
翁
本
の
み
で
あ
る
︒
ま
ず
﹁
二
人
の
将
軍
﹂
に
﹁
近
国
の
武
士

数
万
騎
﹂
を
添
え
る
が
︑
頼
光
が
断
る
︒
そ
の
後
︑
頼
光
は
四
天
王
を
︑
保
昌

は
□
宰
小
監⑪

一
人
を
従
え
る
︒
当
然
だ
が
︑
従
者
を
従
え
て
い
る
の
は
そ
れ
よ

り
上
位
の
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
逸
翁
本
は
﹁
主
人
と
そ
の
郎
等
﹂
と
し

て
︑
こ
こ
で
頼
光
と
四
天
王
と
い
う
上
下
関
係
と
︑
保
昌
と
□
宰
小
監
と
い
う

上
下
関
係
が
明
示
さ
れ
て
お
り
︑
立
場
の
規
定
が
な
さ
れ
て
い
る
︒

他
の
二
本
で
は
︑
四
天
王
が
郎
等
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
前
提
と
し
て
処
理

さ
れ
て
い
る
よ
う
で
︑
語
ら
れ
な
い
︒
ま
た
︑
渋
川
版
で
は
保
昌
が
四
天
王
と

同
じ
よ
う
に
︑
頼
光
に
同
行
し
て
い
る
︒
保
昌
が
四
天
王
と
並
列
さ
れ
て
い
る
︒

登
場
人
物
か
ら
み
る
酒
呑
童
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物
語
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︿
場
面
�
﹀
は
︑
道
中
で
出
会
っ
た
神
々
︵
の
化
身
︶
と
対
話
す
る
場
面
で

あ
る
︒
逸
翁
本
で
は
︑
頼
光
が
翁
と
会
話
し
て
い
る
︒
こ
こ
で
の
翁
の
言
葉
に

﹁
両
将
宣
旨
を
給
は
り
て
﹂
と
あ
る
︒﹁
両
将
﹂
と
い
う
表
現
が
︑
頼
光
と
保
昌

が
同
じ
役
割
に
あ
る
こ
と
を
物
語
る
︒

︿
場
面
�
﹀
で
は
︑
一
行
が
鬼
の
城
に
到
着
し
︑
案
内
を
乞
う
︒
逸
翁
本
で

は
︑﹁
頼
光
︑
綱
を
召
し
て
︑﹁
門
の
内
へ
入
り
て
案
内
聞
け
﹂
と
の
給
へ
ば
﹂

と
あ
り
︑
綱
が
頼
光
の
郎
等
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
︒
逸
翁
本
に
お
い
て
︑
綱

が
単
独
で
行
動
す
る
の
は
こ
の
場
面
の
み
で
あ
る
︒
サ
ン
ト
リ
ー
本
と
渋
川
版

で
は
︑
鬼
に
そ
の
ま
ま
邸
内
に
連
れ
込
ま
れ
︑
会
話
を
し
な
い
た
め
︑
こ
の
場

面
が
な
い
︒

︿
場
面
11
﹀
で
は
︑
一
行
が
案
内
さ
れ
た
部
屋
に
酒
呑
童
子
を
呼
ぶ
︒
サ
ン

ト
リ
ー
本
で
は
︑
一
行
が
呼
ぶ
の
で
は
な
く
︑
童
子
の
方
か
ら
来
る
︒
渋
川
版

で
は
︑
一
行
は
は
じ
め
か
ら
童
子
の
い
る
部
屋
へ
通
さ
れ
る
︒
よ
っ
て
︑
こ
れ

は
逸
翁
本
の
み
に
あ
る
場
面
で
あ
る
︒﹁
頼
光
・
保
昌
︑
同
じ
詞
に
﹂
童
子
を

呼
ぶ
︒
両
者
は
並
立
さ
れ
て
行
動
し
て
い
る
︒

︿
場
面
13
﹀
は
︑
酒
呑
童
子
に
勧
め
ら
れ
た
酒
を
飲
む
場
面
で
あ
る
︒
逸
翁

本
で
は
︑
ま
ず
童
子
が
三
盃
飲
み
︑
次
に
頼
光
︑
保
昌
の
順
で
飲
む
︒
た
だ
し
︑

保
昌
は
飲
む
ふ
り
を
し
て
こ
れ
を
捨
て
て
い
る
︒
サ
ン
ト
リ
ー
本
で
は
︑
童
子

が
飲
ん
だ
後
︑
頼
光
︑
保
昌
︑
綱
の
順
で
飲
む
︒
ま
た
︑
人
の
股
を
肴
と
称
し

て
食
べ
る
場
面
が
あ
り
︑
頼
光
と
綱
だ
け
が
食
べ
る
︒
渋
川
版
で
は
︑
童
子
の

酒
を
ま
ず
頼
光
が
受
け
︑
次
に
綱
が
飲
む
︒
人
の
股
を
肴
と
す
る
場
面
で
は
︑

頼
光
と
綱
が
食
べ
て
い
る
︒
保
昌
は
登
場
し
て
い
な
い
︒

︿
場
面
14
﹀
で
は
︑
酒
宴
が
興
に
入
り
︑
舞
が
行
わ
れ
る
︒
逸
翁
本
に
は
こ

の
場
面
が
な
い
︒
サ
ン
ト
リ
ー
本
で
は
︑
童
子
の
眷
属
と
公
時
が
舞
う
︒
綱
は

舞
わ
な
い
が
︑
鬼
の
舞
に
対
し
て
反
応
し
た
様
子
が
描
写
さ
れ
て
い
る
︒
渋
川

版
で
は
︑
童
子
の
眷
属
︑
い
し
く
ま
童
子
と
綱
が
舞
う
︒

︿
場
面
15
﹀
は
︑
同
じ
く
酒
宴
の
途
中
︑
童
子
が
一
行
を
都
か
ら
の
刺
客
で

は
な
い
か
と
疑
う
場
面
で
あ
る
︒
逸
翁
本
に
は
こ
の
場
面
が
な
い
︒
サ
ン
ト
リ

ー
本
で
は
︑
ま
ず
頼
光
が
疑
わ
れ
︑
次
に
﹁
同
道
の
人
も
伝
聞
頼
光
か
四
点
の

者
と
も
に
似
た
る
︑
中
に
も
あ
の
殿
は
つ
ら
魂
人
に
勝
た
り
と
︑
綱
を
さ
し
て

申
け
り
﹂
と
︑
綱
が
特
に
名
指
し
し
て
疑
わ
れ
る
︒
保
昌
の
名
は
出
て
こ
な
い
︒

渋
川
版
で
は
︑
同
じ
く
特
に
頼
光
と
綱
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
︒
保
昌
は
︑﹁
頼

光
が
郎
等
に
︑
定
光
︑
末
武
︑
公
時
︑
綱
︑
保
昌
﹂
や
︑﹁
残
る
四
人
の
人
々
﹂

と
し
て
綱
以
外
の
四
天
王
と
並
列
さ
れ
て
い
る
︒

︿
場
面
16
﹀
は
逸
翁
本
の
み
に
あ
る
場
面
で
︑
一
行
の
前
に
︑
鬼
が
田
楽
・

渡
り
物
・
女
房
に
変
じ
て
現
れ
る
場
面
で
あ
る
︒
頼
光
と
保
昌
の
様
子
が
描
写

さ
れ
る
︒

︿
場
面
17
﹀
で
は
︑
鬼
の
城
内
部
を
調
査
す
る
人
物
に
つ
い
て
確
認
す
る
︒

逸
翁
本
で
は
︑
翁
に
加
え
︑
頼
光
と
保
昌
が
城
を
め
ぐ
る
︒﹁
目
も
奇
に
覚
え

て
︑
本
の
廊
に
帰
り
て
︑
此
の
有
様
を
郎
等
共
に
語
ら
れ
け
り
︒﹂
と
あ
る
︒

登
場
人
物
か
ら
み
る
酒
呑
童
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物
語
諸
本
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﹁
郎
等
共
﹂
と
い
う
表
現
か
ら
は
︑
当
然
な
が
ら
頼
光
と
保
昌
が
郎
等
で
は
な

い
と
い
う
前
提
が
あ
る
︒

サ
ン
ト
リ
ー
本
と
渋
川
版
で
は
︑
鬼
の
城
を
実
際
に
見
て
回
る
の
で
は
な
く
︑

囚
わ
れ
た
女
房
に
様
子
を
尋
ね
る
︒
サ
ン
ト
リ
ー
本
で
は
誰
が
女
房
に
話
を
聞

い
て
い
る
か
の
記
述
が
な
い
が
︑
絵
に
は
︑
頼
光
・
保
昌
・
綱
の
三
人
が
女
房

と
向
か
い
合
っ
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
︒
綱
が
頼
光
・
保
昌
と
同
じ
よ

う
な
働
き
を
し
て
い
る
と
読
め
る
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑
詞
書
の
﹁
さ
て
ハ
ま
こ

と
に
頼
光
に
て
ま
し
ま
す
か
︑
た
の
も
し
く
こ
そ
思
ひ
ま
い
ら
す
れ
﹂
と
い
う

女
房
の
言
葉
か
ら
は
︑
頼
光
が
一
行
の
中
心
で
代
表
で
あ
る
と
わ
か
る
︒
渋
川

版
は
︑
頼
光
だ
け
が
女
房
と
会
話
し
︑
城
内
の
様
子
を
尋
ね
る
︒

︿
場
面
18
﹀
は
︑
一
行
が
酒
呑
童
子
の
首
を
獲
る
場
面
で
あ
る
︒
逸
翁
本
は
︑

頼
光
が
中
心
と
な
っ
て
お
り
︑
綱
・
公
時
が
脇
に
な
っ
て
進
行
す
る
︒
た
だ
し
︑

﹁
二
人
の
将
軍
︑
五
人
の
兵
︑
同
心
に
鬼
の
頸
を
打
ち
落
つ
︒﹂
と
い
う
記
述
は
︑

頼
光
と
保
昌
の
二
将
軍
と
い
う
役
職
を
表
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑
該
当

の
絵
で
は
︑
二
人
だ
け
が
鍬
形
付
き
の
甲
を
着
用
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
大
将
で

あ
る
こ
と
を
示
す
印
で
あ
り
︑
そ
れ
以
前
の
絵
か
ら
︑
鍬
形
付
き
の
甲
を
着
用

し
て
い
る
の
は
二
名
だ
け
で
あ
る
︒

サ
ン
ト
リ
ー
本
で
は
︑
逸
翁
本
と
同
じ
く
頼
光
・
綱
・
公
時
が
登
場
す
る
が
︑

逸
翁
本
の
よ
う
な
二
将
軍
と
い
う
役
職
に
関
す
る
記
述
は
な
い
︒
保
昌
に
つ
い

て
は
︑
逸
翁
本
が
﹁
二
人
の
将
軍
︑
五
人
の
兵
﹂
と
す
る
の
に
対
し
︑﹁
五
人

の
者
と
も
﹂
と
い
う
表
現
で
頼
光
以
外
の
人
物
を
ま
と
め
て
い
る⑫

こ
と
か
ら
︑

頼
光
と
同
じ
﹁
将
軍
﹂
と
し
て
の
位
置
づ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
︒

渋
川
版
で
は
そ
れ
が
一
層
顕
著
で
あ
る
︒
保
昌
は
も
ち
ろ
ん
︑
綱
・
公
時
も

登
場
せ
ず
︑
頼
光
と
酒
吞
童
子
の
一
騎
打
ち
と
な
っ
て
い
る
︒

︿
場
面
19
﹀
は
︑
残
さ
れ
た
眷
属
の
鬼
た
ち
と
︑
一
行
と
の
戦
闘
で
あ
る
︒

逸
翁
本
に
は
︑
こ
の
場
面
の
絵
は
あ
る
も
の
の
︑
該
当
詞
書
は
欠
落
し
て
い
る
︒

こ
れ
を
見
る
限
り
︑
特
に
人
物
に
よ
っ
て
差
は
つ
い
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
︒

サ
ン
ト
リ
ー
本
で
は
︑
﹁
頼
光
・
保
昌
は
た
か
き
所
に
ゐ
て
︑
四
天
王
の
者

共
に
そ
闘
は
せ
け
る
﹂
と
し
て
︑
頼
光
と
保
昌
が
将
軍
と
し
て
の
役
割
に
あ
る

が
︑
特
に
実
際
の
行
動
は
描
写
さ
れ
な
い
︒
サ
ン
ト
リ
ー
本
は
こ
の
場
面
に
か

な
り
筆
を
割
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
中
で
も
目
立
つ
の
は
綱
の
働
き
で

あ
る
︒
四
天
王
そ
れ
ぞ
れ
の
戦
闘
が
描
か
れ
る
が
︑
綱
の
描
写
が
最
も
長
い
︒

ま
た
︑﹁
綱
已
下
四
天
王
の
者
共
﹂
と
表
現
さ
れ
て
お
り
︑
四
天
王
の
中
で
も

綱
は
一
段
格
上
に
記
述
さ
れ
て
い
る
︒
綱
は
こ
の
場
面
に
お
い
て
頼
光
や
保
昌

よ
り
も
働
き
を
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

渋
川
版
で
は
︑
︿
場
面
15
﹀
で
酒
吞
童
子
か
ら
語
ら
れ
て
い
た
︑
綱
と
茨
木

童
子
の
戦
闘
だ
け
が
描
写
さ
れ
る
︒
そ
の
途
中
︑
頼
光
が
綱
を
助
け
る
︒
そ
の

他
の
人
物
に
つ
い
て
は
︑
名
が
出
る
こ
と
は
な
い
︒

︿
場
面
20
﹀
で
は
︑
一
行
の
本
地
が
語
ら
れ
る
︒
逸
翁
本
で
は
︑
一
条
帝
・

晴
明
・
頼
光
・
四
天
王
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
る
︒
サ
ン
ト
リ
ー
本
で
は
︑
一
条

登
場
人
物
か
ら
み
る
酒
呑
童
子
物
語
諸
本
の
特
徴

二
一



院
・
頼
光
・
酒
呑
童
子
が
語
ら
れ
る
︒
保
昌
︑
四
天
王
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ

な
い
︒
渋
川
版
に
は
こ
の
場
面
が
な
い
︒

︿
場
面
21
﹀
は
︑
逸
翁
本
の
み
に
あ
る
︑
戦
後
に
神
々
と
形
見
を
交
換
す
る

場
面
で
あ
る
︒
ま
ず
保
昌
が
提
案
し
︑
保
昌
は
上
矢
の
鏑
を
翁
に
渡
し
︑
翁
は

白
浄
衣
を
保
昌
に
渡
す
︒
ま
た
保
昌
は
太
刀
を
山
伏
に
渡
し
︑
山
伏
は
柿
の
衣

を
保
昌
に
渡
す
︒
次
に
老
僧
が
提
案
し
︑
頼
光
は
老
僧
に
兜
を
重
ね
︑
老
僧
は

水
精
の
念
珠
を
頼
光
に
渡
す
︒
ま
た
頼
光
は
腰
の
刀
を
若
僧
に
渡
し
︑
若
僧
は

金
の
錫
杖
を
頼
光
に
渡
す
︒
頼
光
と
保
昌
の
二
人
が
神
々
と
形
見
を
交
換
し
て

い
る
︒

︿
場
面
22
﹀
で
は
︑
一
行
が
都
に
凱
旋
す
る
様
子
が
描
か
れ
る
︒
逸
翁
本
は
︑

二
人
の
大
将
軍
は
其
の
姿
を
改
め
ず
︑
柿
の
衣
の
上
に
鎧
を
着
︑
或
は

頭
巾
を
眉
半
ば
に
責
め
入
れ
て
︑
兜
を
退
け
︑
額
に
着
為
し
て
都
へ
ぞ
入

ら
れ
け
る
︒
道
々
︑
所
々
︑
山
々
︑
関
々
に
是
を
見
る
者
︑
数
を
知
ら
ず

ぞ
有
り
け
る
︒
今
日
既
に
摂
津
守
頼
光
・
丹
後
守
保
昌
︑
鬼
王
の
頸
随
身

し
て
都
へ
入
る
由
︑
聞
こ
へ
し
か
ば
︑
彼
の
郎
等
共
︑
馳
せ
来
り
て
両
将

の
軍
兵
大
勢
な
り
︒︵
中
略
︶
鬼
王
の
頸
と
い
ひ
︑
将
軍
の
気
色
と
い
ひ
︑

誠
に
耳
目
を
驚
か
し
け
り
︒

と
す
る
︒﹁
二
人
の
大
将
軍
﹂︑﹁
摂
津
守
頼
光
・
丹
後
守
保
昌
﹂︑﹁
彼
の
郎
等

共
﹂﹁
両
将
﹂
と
い
う
記
述
は
︑
両
者
を
と
も
に
将
軍
と
し
て
扱
い
︑
並
立
す

る
も
の
で
あ
る
︒

サ
ン
ト
リ
ー
本
で
も
同
じ
く
︑
﹁
頼
光
・
保
昌
︑
鬼
の
頸
も
た
せ
て
上
り
給
﹂

と
し
て
︑
将
軍
で
あ
る
頼
光
と
保
昌
の
凱
旋
が
描
か
れ
て
い
る
︒
渋
川
版
は
︑

﹁
頼
光
の
御
上
り
を
見
物
せ
ん
﹂
と
︑
頼
光
だ
け
が
記
述
さ
れ
て
い
る
︒

︿
場
面
23
﹀
で
は
︑
一
行
が
朝
廷
か
ら
恩
賞
を
頂
く
︒
逸
翁
本
で
は
︑

丹
後
守
保
昌
︑
西
夷
大
将
軍
に
成
り
て
︑
筑
前
国
を
給
は
る
︒
摂
津
守

頼
光
は
東
夷
大
将
軍
に
成
ら
れ
て
︑
陸
奥
国
を
ぞ
給
は
り
け
る
︒

と
︑
頼
光
と
保
昌
が
ほ
ぼ
同
じ
恩
賞
を
受
け
︑
対
に
な
っ
て
い
る
︒

サ
ン
ト
リ
ー
本
に
は
こ
の
場
面
が
な
い
︒
渋
川
版
で
は
︑
頼
光
だ
け
が
恩
賞

を
頂
く
︒

︿
場
面
24
﹀
は
逸
翁
本
の
み
に
あ
る
場
面
で
︑
戦
後
︑
鬼
に
囚
わ
れ
て
い
た

唐
人
を
解
放
す
る
︒
特
に
誰
が
何
を
し
た
︑
と
い
う
記
述
は
な
い
が
︑
唐
人
の

言
葉
に
︑﹁
今
両
将
軍
の
威
力
に
引
か
れ
て
魔
王
の
悪
害
を
免
る
︒
﹂︑﹁
明
王
の

威
験
を
遠
方
に
伝
へ
︑
両
将
の
面
目
を
異
朝
に
施
さ
ん
﹂
と
あ
る
︒
酒
吞
童
子

を
退
治
し
た
一
行
の
代
表
と
し
て
の
二
将
と
い
う
認
識
で
あ
る
︒

以
上
︑
場
面
ご
と
に
諸
本
を
人
物
の
働
き
と
い
う
観
点
で
比
較
し
た
︒
こ
れ

ら
を
ふ
ま
え
︑
諸
本
の
特
徴
を
概
観
し
て
み
た
い
︒

三
︑
各
諸
本
の
特
徴

こ
こ
で
は
︑
各
諸
本
が
登
場
人
物
を
ど
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
か
を
中
心
に
︑

そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
考
え
る
︒

登
場
人
物
か
ら
み
る
酒
呑
童
子
物
語
諸
本
の
特
徴

二
二



ま
ず
︑
逸
翁
本
は
︑
頼
光
と
保
昌
の
二
人
が
将
軍
と
し
て
の
立
場
に
あ
る
と

い
う
記
述
が
特
徴
的
で
あ
る
︒

他
の
本
に
比
べ
︑
保
昌
の
登
場
回
数
が
単
純
に
多
く
︑
存
在
感
が
あ
る
︒
頼

光
が
中
心
と
な
っ
て
物
語
が
進
行
す
る
の
は
︑
他
本
と
共
通
し
て
い
る
が
︑
そ

の
ほ
と
ん
ど
の
場
面
に
お
い
て
︑
保
昌
が
一
緒
に
行
動
し
て
い
る
︒

さ
ら
に
︑
頻
繁
に
﹁
両
将
﹂﹁
各
﹂﹁
両
輩
﹂﹁
二
人
の
将
軍
﹂﹁
将
軍
達
﹂

﹁
二
人
の
大
将
軍
﹂﹁
摂
津
守
頼
光
・
丹
後
守
保
昌
︑
鬼
王
の
頸
随
身
し
て
都
へ

入
る
﹂﹁
両
将
軍
﹂
と
︑
両
者
を
と
も
に
﹁
将
軍
﹂
と
い
う
地
位
に
置
く
記
述

が
あ
る
︒︿
場
面
�
﹀
で
頼
光
と
と
も
に
保
昌
が
任
命
さ
れ
る
の
は
逸
翁
本
だ

け
で
あ
る
が
︑
そ
れ
が
両
者
の
将
軍
と
い
う
同
一
の
地
位
︵
役
職
︶
を
保
証
し

て
い
る
根
拠
で
あ
る⑬

︒
同
時
に
宣
旨
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
︑﹁
二
将
﹂

と
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
︒
ゆ
え
に
︑﹁
二
将
﹂
と
し
て
保
昌
が
頻
繁
に
登
場

す
る
の
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
こ
れ
ら
の
記
述
は
他
の
二
本
に
は
み
ら
れ
な
い
︒

逸
翁
本
独
自
の
特
徴
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
︒

一
方
︑
綱
を
は
じ
め
と
す
る
四
天
王
は
︑
他
の
二
本
と
比
較
す
る
と
︑
登
場

回
数
が
か
な
り
少
な
い
︒
他
の
本
で
は
多
く
登
場
す
る
綱
が
単
独
で
行
動
す
る

の
は
︑︿
場
面
�
・
10
﹀
の
み
で
あ
る
︒
独
武
者
︵
宰
小
監
︶
の
行
動
に
至
っ

て
は
詞
書
に
登
場
し
な
い
︒
ま
た
︑
郎
等
の
誰
か
が
頼
光
や
保
昌
と
並
立
し
て

描
写
さ
れ
て
い
る
場
面
は
な
い
︒︿
場
面
18
﹀
で
﹁
二
人
の
将
軍
︑
五
人
の
兵
﹂

と
あ
る
よ
う
に
︑
頼
光
と
保
昌
と
い
う
将
軍
と
そ
の
﹁
郎
等
共
﹂︵︿
場
面
22
﹀︶︑

と
い
う
立
場
の
差
が
厳
然
と
し
て
あ
る
︒

サ
ン
ト
リ
ー
本
で
は
︑
保
昌
の
立
場
が
逸
翁
本
よ
り
も
下
落
し
て
い
る
こ
と

に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︿
場
面
�
﹀
で
保
昌
が
宣
旨
を
受
け
な
い
こ

と
か
ら
明
ら
か
で
︑
任
命
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
﹁
将
軍
﹂
と
い
う
役
職
に

は
な
ら
な
い
︒
ま
た
︑
逸
翁
本
の
よ
う
に
﹁
二
将
﹂
と
い
う
表
現
は
な
く
︑

﹁
丹
後
守
保
昌
︑
摂
津
守
頼
光
﹂
の
よ
う
に
役
職
を
並
立
さ
せ
る
表
現
も
な
い
︒

当
然
保
昌
の
立
場
は
頼
光
と
同
じ
で
あ
る
は
ず
は
な
く
︑﹁
将
軍
﹂
は
頼
光
だ

け
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︿
場
面
17
﹀
で
﹁
二
人
の
女
房
︑
さ
て
ハ
ま
こ
と
に
頼
光

に
て
ま
し
ま
す
か
︑
た
の
も
し
く
こ
そ
思
ひ
ま
い
ら
す
れ
﹂
と
︑
頼
光
の
み
が

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
︒

し
か
し
︑︿
場
面
19
・
22
﹀
で
は
︑
保
昌
は
頼
光
と
並
ん
で
大
将
の
よ
う
な

描
か
れ
方
を
し
て
い
る
︒
こ
の
場
面
に
お
い
て
︑
保
昌
の
役
職
と
行
動
に
つ
い

て
︑
サ
ン
ト
リ
ー
本
内
で
齟
齬
を
き
た
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒
サ
ン
ト
リ
ー

本
以
前
に
頼
光
と
保
昌
が
立
場
・
役
柄
と
も
に
﹁
二
将
﹂
と
な
っ
て
い
る
本
あ

る
い
は
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り⑭

︑
そ
の
名
残
を
と
ど
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒

ま
た
︑
サ
ン
ト
リ
ー
本
の
特
徴
と
し
て
︑
綱
の
存
在
感
も
挙
げ
ら
れ
る
︒
登

場
回
数
が
逸
翁
本
と
比
較
し
て
飛
躍
的
に
増
え
て
お
り
︑︿
場
面
�
・
�
・

�
・
�
・
12
・
13
・
14
・
15
・
19
﹀
で
は
︑
逸
翁
本
で
は
登
場
し
な
か
っ
た
場

面
に
登
場
し
て
い
る
︒
そ
れ
は
詞
書
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
︑
絵
を
見
て
も
︑

多
く
の
場
面
に
綱
は
描
か
れ
て
い
る
︒

登
場
人
物
か
ら
み
る
酒
呑
童
子
物
語
諸
本
の
特
徴

二
三



そ
し
て
登
場
回
数
が
多
い
だ
け
で
な
く
︑︿
場
面
19
﹀
の
﹁
綱
已
下
四
天
王

の
者
共
﹂
と
い
う
記
述
が
顕
著
な
よ
う
に
︑
同
じ
立
場
で
あ
る
は
ず
の
四
天
王

の
中
で
も
︑
一
段
頭
抜
け
た
存
在
と
描
か
れ
て
い
る
︒
本
来
︑﹁
四
天
王
﹂
と

い
う
よ
う
に
︑
頼
光
の
郎
等
の
中
で
地
位
や
役
職
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
は
な

い
は
ず
で
あ
る
が
︑
四
天
王
の
中
で
綱
だ
け
が
突
出
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で

あ
る
︒

さ
ら
に
︑︿
場
面
�
・
13
﹀
で
は
頼
光
と
保
昌
に
並
ん
で
お
り
︑︿
場
面
13
・

14
・
15
﹀
で
は
︑
保
昌
さ
え
も
押
し
の
け
て
活
躍
を
見
せ
︑
特
に
︿
場
面
15
﹀

で
は
保
昌
で
は
な
く
綱
が
酒
呑
童
子
に
名
指
し
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
サ
ン

ト
リ
ー
本
で
は
︑
保
昌
よ
り
も
重
要
視
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
︒

渋
川
版
で
は
︿
場
面
�
・
�
・
12
﹀
で
綱
の
登
場
が
な
く
な
っ
て
お
り
︑
頼

光
や
保
昌
を
上
回
る
記
述
も
な
い
た
め
︑
綱
の
強
調
は
サ
ン
ト
リ
ー
本
独
自
の

特
徴
と
い
え
よ
う
︒

こ
こ
で
︑
サ
ン
ト
リ
ー
本
で
綱
が
強
調
さ
れ
る
理
由
を
考
え
て
み
た
い
︒
綱

が
活
躍
す
る
物
語
は
︑
サ
ン
ト
リ
ー
本
に
先
行
し
て
多
く
存
在
す
る
︒
例
え
ば
︑

﹃
古
今
著
聞
集
﹄
巻
九
︱
一
二
は
︑
頼
光
の
鬼
同
丸
退
治
の
話
︑﹃
土
蜘
蛛
草

子
﹄・﹃
源
平
盛
衰
記
﹄
な
ど
の
頼
光
と
綱
の
土
蜘
蛛
退
治
︑﹃
太
平
記
﹄
巻
三

二
﹁
鬼
丸
鬼
切
の
事
﹂・﹃
源
平
盛
衰
記
﹄・
能
﹁
羅
生
門
﹂
に
あ
る
よ
う
な
︑

い
わ
ゆ
る
羅
生
門
説
話
で
は
︑
綱
の
鬼
退
治
が
描
か
れ
て
い
る
︒

こ
れ
ら
の
説
話
か
ら
は
︑
頼
光
の
忠
実
な
郎
等
と
し
て
綱
が
設
定
さ
れ
︑
ま

た
異
類
退
治
と
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
サ
ン
ト
リ
ー
本
成
立
の
頃

に
は
こ
れ
ら
の
説
話
が
浸
透
し
て
い
た
こ
と
は
想
定
さ
れ
て
よ
く
︑
そ
の
影
響

を
受
け
て
︑
サ
ン
ト
リ
ー
本
で
は
綱
が
積
極
的
に
活
躍
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
︒

渋
川
版
で
は
︑
保
昌
の
存
在
感
と
重
要
性
が
さ
ら
に
低
下
す
る
︒︿
場
面
�
﹀

で
任
命
さ
れ
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
︑
サ
ン
ト
リ
ー
本
で
留
め
ら
れ
て
い
た
よ
う

な
︑
頼
光
と
並
ぶ
大
将
格
の
働
き
さ
え
も
な
く
な
っ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
四
天

王
と
並
べ
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒︿
場
面
�
﹀
の
﹁
定
光
︑
末
武
︑
綱
︑
公
時
︑

保
昌
を
は
じ
め
と
し
﹂︑︿
場
面
15
﹀
の
﹁
又
頼
光
が
郎
等
に
︑
定
光
︑
末
武
︑

公
時
︑
綱
︑
保
昌
﹂︑
﹁
さ
て
そ
の
次
は
茨
木
が
腕
を
切
り
し
綱
に
て
あ
り
︒
残

る
四
人
の
人
々
は
定
光
末
武
公
時
や
︑
保
昌
と
こ
そ
お
ぼ
え
た
り
︒﹂
と
い
う

表
現
か
ら
は
︑
保
昌
が
四
天
王
と
同
列
で
あ
り
︑
同
じ
頼
光
の
郎
等
と
し
て
設

定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

綱
の
働
き
も
︑
逸
翁
本
よ
り
は
多
い
が
︑
サ
ン
ト
リ
ー
本
よ
り
は
回
数
が
控

え
ら
れ
て
い
る
︒
サ
ン
ト
リ
ー
本
の
特
徴
を
述
べ
た
際
に
確
認
し
た
よ
う
に
︑

渋
川
版
で
は
︿
場
面
�
・
�
・
12
﹀
で
綱
の
登
場
が
な
く
な
っ
て
い
る
︒

他
の
二
本
に
な
く
︑
渋
川
版
独
自
の
表
現
と
し
て
特
徴
的
な
の
は
︑
綱
に
対

す
る
鬼
の
眷
属
﹁
茨
木
童
子⑮

﹂
の
存
在
で
あ
る
︒︿
場
面
�
・
15
・
19
﹀
に
あ

る
よ
う
に
︑
渋
川
版
で
は
綱
と
茨
木
童
子
の
説
話
が
取
り
込
ま
れ
て
い
る⑯

︒

﹁
茨
木
童
子
﹂
と
い
う
名
は
︑
渋
川
版
制
作
段
階
で
は
す
で
に
膾
炙
し
て
い
た

登
場
人
物
か
ら
み
る
酒
呑
童
子
物
語
諸
本
の
特
徴

二
四



と
見
ら
れ
る
︒
例
え
ば
︑
天
和
元
年
︵
一
六
八
一
︶
頃
﹃
前
太
平
記
﹄
巻
二
〇

﹁
大
江
山
城
落
事
﹂
に
は
︑

諺
に
曰
く
︑
大
江
山
の
首
領
は
酒
顛
が
腹
心
の
眷
属
︑
茨
木
と
云
者
也
︒

能
幻
術
を
行
ひ
︑
神
通
変
化
の
妖
鬼
也
︒
大
江
山
落
城
の
後
︑
帝
幾
東
寺

の
羅
生
門
に
住
て
︑
往
来
を
妨
げ
人
民
を
害
す
︒

と
あ
り⑰

︑
享
保
四
年
︵
一
七
一
八
︶
八
月
一
二
日
竹
本
座
初
演
﹃
平
家
女
護

島
﹄
に
は
︑

二
た
び
こ
ゝ
に
羅
生
門
︒
茨
木
童
子
が
腕
骨
に
て
相
手
が
綱
に
は
似
ざ

り
け
り
︒

と
あ
る⑱

︒
こ
れ
ら
は
渋
川
版
と
同
じ
時
期
か
︑
そ
れ
以
前
に
茨
木
童
子
の
名
が

出
て
い
る
も
の
で
あ
る
︒
渋
川
版
以
前
の
段
階
で
︑
綱
対
茨
木
童
子
と
い
う
︑

羅
生
門
説
話
に
基
づ
く
対
立
構
造
が
す
で
に
準
備
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

島
内
景
二
氏
は
︑
渋
川
版
を
︑
そ
れ
以
前
の
諸
本
の
︑﹁
天
皇
︱
二
将
︱
四

天
王
﹂
対
﹁
童
子
︱
二
天
︱
四
天
王
﹂
と
い
う
対
応
関
係
か
ら
︑﹁
頼
光
︱
四

天
王
﹂
対
﹁
童
子
︱
四
天
王
﹂
と
い
う
構
造
へ
移
行
し
て
い
る
段
階
で
あ
る
と

位
置
づ
け
て
い
る⑲

︒
荒
川
真
一
氏
は
島
内
氏
の
論
を
下
敷
き
に
︑

頼
光

︱
綱

︱
貞
光
・
季
武
・
公
時
・
保
昌

酒
吞
童
子
︱
茨
木
童
子
︱
ほ
し
く
ま
童
子
・
く
ま
童
子
・
と
ら
く
ま
童

子
・
か
ね
童
子

と
い
う
﹁
対
立
項
﹂
に
基
づ
く
﹁
均
整
美
﹂
を
指
摘
し
︑
綱
と
茨
木
童
子
と
い

う
﹁
対
立
項
﹂
が
設
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う⑳

︒

今
回
︑
綱
が
登
場
す
る
場
面
の
描
写
の
検
討
に
よ
っ
て
︑
頼
光
対
酒
呑
童

子
・
綱
対
茨
木
童
子
と
い
う
対
立
構
造
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
た
︒
綱
に
対

す
る
の
は
茨
木
童
子
で
あ
る
︑
と
い
う
関
係
を
︑
渋
川
版
は
明
確
に
意
識
し
て

い
る
︒
渋
川
版
で
は
︑
綱
は
茨
木
童
子
と
対
置
さ
れ
る
場
面
に
の
み
登
場
す
る

の
で
あ
る
︒
サ
ン
ト
リ
ー
本
で
は
︑
綱
は
事
あ
る
ご
と
に
前
面
に
押
し
出
さ
れ

て
い
た
が
︑
綱
に
対
す
る
特
定
の
鬼
と
い
う
対
立
構
造
は
な
い
︒
渋
川
版
で
は
︑

羅
生
門
説
話
に
よ
る
対
立
構
造
が
本
文
に
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑

逆
に
綱
の
働
き
が
そ
こ
に
絞
り
込
ま
れ
る
の
で
あ
る㉑

︒

保
昌
・
綱
の
登
場
回
数
が
減
少
し
た
こ
と
に
よ
り
︑
先
行
研
究
が
指
摘
す
る

よ
う
に
︑
渋
川
版
は
他
の
二
本
に
比
べ
頼
光
一
人
で
の
働
き
が
多
く
な
る
︒

︿
場
面


・
�
・
�
・
12
・
17
・
22
・
23
﹀
は
︑
他
本
で
頼
光
以
外
の
人
物
が

行
動
し
て
い
た
と
こ
ろ
が
︑
渋
川
版
で
頼
光
だ
け
の
働
き
に
な
っ
て
い
る
場
面

で
あ
る
︒
ま
た
︑
︿
場
面
�
・
23
﹀
に
明
確
な
よ
う
に
︑
﹁
将
軍
﹂
は
頼
光
だ
け

で
あ
る
︒

そ
の
結
果
︑
頼
光
と
酒
呑
童
子
︑
綱
と
茨
木
童
子
と
い
う
主
従
そ
れ
ぞ
れ
の

対
立
構
造
が
構
築
さ
れ
る
︒
そ
の
他
の
人
物
を
排
除
し
て
い
っ
た
結
果
︑
頼
光

が
酒
呑
童
子
を
退
治
す
る
と
い
う
物
語
が
明
確
に
な
り
︑
そ
れ
に
綱
と
茨
木
童

子
の
羅
生
門
説
話
の
続
編㉒

が
付
随
す
る
︒
サ
ン
ト
リ
ー
本
の
よ
う
に
︑
前
代
か

ら
の
保
昌
や
綱
の
役
割
を
踏
襲
せ
ず
︑
茨
木
童
子
の
物
語
だ
け
を
採
用
し
た
た

登
場
人
物
か
ら
み
る
酒
呑
童
子
物
語
諸
本
の
特
徴

二
五



め
に
︑
頼
光
の
酒
呑
童
子
退
治
物
語
と
し
て
完
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

ま
と
め

こ
こ
ま
で
︑
各
先
行
研
究
が
述
べ
て
き
た
こ
と
を
本
文
の
記
述
に
即
し
て
確

か
め
る
形
で
︑
登
場
人
物
の
描
か
れ
方
を
中
心
に
︑
各
諸
本
に
つ
い
て
考
察
し

て
き
た
︒
最
後
に
ま
と
め
て
お
き
た
い
︒

逸
翁
本
の
特
徴
と
は
︑
頼
光
と
保
昌
を
﹁
二
将
﹂
と
し
て
︑
将
軍
と
い
う
同

一
の
立
場
に
置
い
て
い
る
こ
と
が
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
物
語
中
に
お
い

て
行
動
す
る
の
は
ほ
ぼ
彼
ら
二
人
で
あ
り
︑
他
本
と
比
べ
て
保
昌
の
存
在
感
︑

役
職
が
高
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
︒

サ
ン
ト
リ
ー
本
で
は
︑
ま
ず
保
昌
は
将
軍
と
い
う
役
職
に
は
な
く
︑
し
か
し

一
部
で
将
軍
と
し
て
の
描
写
を
さ
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
︒
ま
た
︑
綱
の

登
場
回
数
が
多
く
︑
位
置
づ
け
も
他
の
四
天
王
よ
り
も
一
段
上
で
︑
頼
光
・
保

昌
に
並
ぶ
働
き
さ
え
あ
る
︒
ど
ち
ら
も
︑
先
行
す
る
諸
本
な
い
し
前
代
か
ら
の

説
話
伝
承
の
影
響
を
強
く
反
映
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
︒

渋
川
版
で
は
︑
保
昌
の
役
職
・
行
動
と
も
に
四
天
王
と
並
列
に
な
っ
て
い
る
︒

ま
た
︑
綱
は
茨
木
童
子
と
対
置
さ
れ
︑
活
躍
は
絞
り
込
ま
れ
て
い
る
︒
結
果
︑

頼
光
の
酒
呑
童
子
退
治
の
物
語
と
い
う
構
成
が
浮
か
び
上
が
っ
て
い
る
︒

三
本
を
比
較
し
て
︑
頼
光
は
一
貫
し
て
中
心
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
︒

最
も
顕
著
に
違
い
が
表
れ
て
い
る
の
は
︑
保
昌
に
つ
い
て
の
異
同
で
あ
ろ
う
︒

逸
翁
本
で
は
﹁
二
将
﹂
と
し
て
頼
光
と
同
じ
地
位
に
置
か
れ
登
場
回
数
も
多
か

っ
た
も
の
が
︑
渋
川
版
で
は
四
天
王
と
並
立
さ
れ
︑
行
動
も
描
か
れ
な
い
︒
サ

ン
ト
リ
ー
本
は
そ
の
中
間
と
も
い
う
べ
き
本
で
あ
ろ
う
︒
保
昌
が
将
軍
で
あ
り
︑

そ
れ
に
見
合
う
存
在
感
が
あ
る
と
い
う
描
き
方
が
︑
徐
々
に
失
わ
れ
て
い
く
過

程
を
示
し
て
い
る
︒

ま
た
︑
興
味
深
い
の
は
綱
の
描
き
方
で
あ
る
︒
逸
翁
本
成
立
以
前
に
も
綱
に

関
す
る
説
話
は
あ
っ
た
は
ず
だ
が
︑
逸
翁
本
に
は
ほ
ぼ
表
れ
て
お
ら
ず
︑
頼
光

と
保
昌
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
い
わ
ゆ
る
羅
生
門
説
話
と
の
関

わ
り
に
つ
い
て
も
諸
本
に
よ
り
異
同
が
あ
る
︒
逸
翁
本
で
は
存
在
せ
ず
︑
渋
川

版
で
は
明
確
な
の
に
対
し
︑
サ
ン
ト
リ
ー
本
で
は
関
連
説
話
の
影
響
を
匂
わ
せ

る
も
の
の
特
定
の
説
話
を
取
り
込
ん
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
︒

ち
な
み
に
︑
サ
ン
ト
リ
ー
本
の
影
響
下
に
あ
る
中
京
大
本
﹁
し
ゅ
て
ん
と
う
し

の
物
語㉓

﹂
に
は
︑
﹃
屋
代
本
平
家
物
語
﹄
剣
巻
に
あ
る
一
条
戻
り
橋
で
の
鬼
切

説
話
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
が
︑
鬼
の
名
は
﹁
ひ
ら
き
﹂
で
あ
る
︒
綱
の
行
動
と

羅
生
門
説
話
に
つ
い
て
は
諸
本
に
異
同
が
あ
り
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
諸
本
を
系
統

立
て
︑
分
類
で
き
る
可
能
性
も
開
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

最
後
に
︑
逸
翁
本
に
関
す
る
問
題
を
提
示
し
て
お
き
た
い
︒
今
回
︑
逸
翁
本

の
特
徴
と
し
て
︑
頼
光
と
保
昌
の
﹁
二
将
﹂
と
い
う
設
定
を
挙
げ
た
︒
し
か
し
︑

両
者
は
役
職
に
言
及
す
る
記
述
に
つ
い
て
は
同
一
で
あ
る
も
の
の
︑
そ
の
行
動

は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
︒
同
じ
﹁
将
軍
﹂
と
い
う
立
場
に
あ
り

登
場
人
物
か
ら
み
る
酒
呑
童
子
物
語
諸
本
の
特
徴

二
六



な
が
ら
行
動
に
差
が
あ
る
と
い
う
の
は
︑
三
本
中
逸
翁
本
に
の
み
見
ら
れ
る
も

の
で
︑
こ
こ
に
逸
翁
本
の
独
自
性
を
さ
ら
に
追
及
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
︒
こ

の
問
題
に
つ
い
て
は
︑
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒

注①

本
稿
で
言
う
﹁
酒
吞
童
子
物
語
﹂
と
は
︑
源
頼
光
を
は
じ
め
と
す
る
一
行
が
︑
酒

呑
童
子
を
討
伐
す
る
︑
と
い
う
あ
ら
す
じ
を
持
つ
物
語
を
一
括
し
た
呼
称
で
あ
る
︒

絵
巻
︑
版
本
等
の
形
式
や
本
文
の
異
同
を
問
わ
ず
︑
諸
本
を
す
べ
て
含
む
︒

②

本
稿
で
言
う
﹁
逸
翁
本
﹂
と
は
︑
逸
翁
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
上
下
二
巻
の

絵
巻
と
︑
そ
れ
に
付
属
す
る
同
館
所
蔵
の
詞
書
一
巻
︵
別
巻
詞
書
と
称
す
る
︶
に
加

え
︑
陽
明
文
庫
所
蔵
の
詞
書
の
み
の
写
本
﹃
酒
天
童
子
物
語
絵
詞
﹄
の
総
称
で
あ
る
︒

上
下
巻
の
絵
巻
は
錯
簡
が
多
く
︑
絵
と
詞
書
の
段
数
も
一
致
し
な
い
︒
し
か
し
︑
別

巻
詞
書
の
内
容
は
︑
絵
巻
の
絵
と
︑
細
か
い
点
を
含
め
て
完
全
に
一
致
し
て
お
り
︑

陽
明
文
庫
本
も
︑
同
じ
く
絵
巻
の
絵
と
完
全
に
一
致
し
て
い
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
な
お

検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
が
︑
本
稿
で
は
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
内
容
を
補
う
こ
と
に
す
る
︒

具
体
的
に
は
︑︿
場
面
�
～
�
﹀
は
陽
明
文
庫
本
︑︿
場
面
20
～
24
﹀
は
別
巻
詞
書
に

よ
っ
て
い
る
︒

上
下
巻
の
絵
巻
︑
別
巻
詞
書
︑
陽
明
文
庫
本
と
も
に
︑
本
文
と
絵
は
小
松
茂
美
編

﹃
続
日
本
絵
巻
大
成
﹄
十
九
︵
中
央
公
論
社
︑
一
九
八
四
年
︶
を
使
用
し
て
い
る
︒

そ
れ
ら
の
詳
細
な
対
応
関
係
に
つ
い
て
は
︑
同
書
に
収
録
さ
れ
て
い
る
︑
榊
原
悟

﹁﹁
大
江
山
絵
詞
﹂
小
解
﹂
に
譲
り
た
い
︒

③

本
文
は
︑﹃
大
日
本
史
料
﹄
九
︱
二
〇
︵
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
九
四
年
︶
を

使
用
し
て
い
る
︒
絵
は
︑
逸
翁
美
術
館
編
﹃
絵
巻
大
江
山
酒
呑
童
子
・
芦
引
絵
の
世

界
﹄︵
思
文
閣
出
版
︑
二
〇
一
一
年
︶
を
参
照
し
た
︒

④

本
文
は
︑
市
古
貞
治
校
注

日
本
古
典
文
学
大
系
﹃
御
伽
草
子
﹄︵
岩
波
書
店
︑

一
九
五
八
年
︶
を
使
用
し
て
い
る
︒
絵
は
︑
国
文
学
研
究
資
料
館
﹁
館
蔵
和
古
書
目

録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
﹂
﹃
御
伽
草
子
﹄
を
参
照
し
た
︒

⑤

酒
呑
童
子
物
語
の
諸
本
研
究
は
数
多
い
︒
例
え
ば
︑
勝
俣
隆
﹁
御
伽
草
子
﹃
酒
呑

童
子
﹄
の
一
挿
絵
と
本
文
に
つ
い
て
﹂︵﹃
愛
文
﹄
二
七
︑
一
九
九
二
年
一
月
︶︑
同

﹁
御
伽
草
子
﹃
酒
呑
童
子
﹄
の
一
場
面
に
お
け
る
二
系
統
成
立
に
関
す
る
考
察
﹂

︵﹃
静
大
国
文
﹄
三
六
︑
一
九
九
二
年
四
月
︶︑
池
田
敬
子
﹁
﹃
し
ゆ
て
ん
童
子
﹄
の
説

話
﹂︵﹃
説
話
論
集
﹄
八
︑
一
九
九
八
年
三
月
︶
︑
島
津
忠
夫
﹁
大
東
急
記
念
文
庫
蔵

﹃
大
江
山
絵
詞
﹄
を
め
ぐ
っ
て
﹂
︵﹃
国
語
国
文
﹄
七
四
︑
二
〇
〇
五
年
一
二
月
︶︑
安

藤
秀
幸
﹁﹃
酒
呑
童
子
﹄
諸
本
論
再
考
﹂︵﹃
国
語
国
文
﹄
八
四
︑
二
〇
一
五
年
九
月
︶

な
ど
︒

⑥

島
津
氏
︑
安
藤
氏
前
掲
論
文
な
ど
︒

⑦

柴
佳
世
乃
﹁
藤
原
保
昌
考

︱
そ
の
二
面
性
と
説
話
形
成

︱
﹂﹃
お
茶
の
水
女

子
大
学
人
文
科
学
紀
要
﹄
四
六
︑
一
九
九
三
年
三
月
︒

⑧

荒
川
真
一
﹁
酒
呑
童
子
説
話
研
究
﹂
﹃
語
文
﹄
一
四
五
︑
二
〇
一
三
年
四
月
︒

⑨

島
内
景
二
﹃
御
伽
草
子
の
精
神
史
﹄
一
三
五
頁
︑
ぺ
り
か
ん
社
︑
一
九
八
八
年
︒

⑩

辻
田
豪
史
﹁
酒
傳
童
子
話
変
遷
の
一
側
面

︱
登
場
人
物
の
異
同
と
頼
光
像
の
再

編
成
﹂﹃
国
文
学
研
究
﹄
一
三
六
︑
二
〇
〇
二
年
三
月
︒

⑪

本
文
に
欠
字
が
あ
る
た
め
︑
﹁
□
﹂
で
示
し
た
︒
﹁
太
宰
小
監
﹂
か
︒

⑫

逸
翁
本
で
は
︑
頼
光
・
保
昌
・
四
天
王
・
独
武
者
の
合
計
七
人
で
あ
る
が
︑
サ
ン

ト
リ
ー
本
で
は
独
武
者
が
い
な
い
た
め
︑
一
行
の
合
計
は
六
人
と
な
る
︒
す
な
わ
ち
︑

頼
光
と
そ
の
他
五
人
で
あ
る
︒

⑬

宣
旨
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
︿
場
面
23
﹀
で
両
者
の
恩
賞
が
対
に
な
っ
て
い
る
こ

と
や
︑︿
場
面
20
﹀
で
の
﹁
宣
旨
を
蒙
り
給
へ
る
将
軍
達
に
て
お
は
し
ま
せ
ば
︑
打

ち
平
げ
ん
事
は
左
右
に
及
ば
ね
ど
も
﹂
と
い
う
翁
の
言
葉
か
ら
も
確
か
め
ら
れ
る
︒

⑭

こ
れ
は
必
ず
し
も
逸
翁
本
を
意
味
し
な
い
︒

登
場
人
物
か
ら
み
る
酒
呑
童
子
物
語
諸
本
の
特
徴

二
七



⑮

茨
木
童
子
に
関
す
る
先
行
研
究
に
は
︑
島
津
久
基
﹃
羅
生
門
の
鬼
﹄︵
一
九
七
五

年
︑
平
凡
社
︶
や
︑
川
鍋
仁
美
﹁
茨
木
童
子
研
究
﹂︵﹃
日
本
文
学
﹄
一
〇
八
︑
二
〇

一
二
年
三
月
︶
が
あ
る
︒

⑯

い
わ
ゆ
る
羅
生
門
説
話
で
あ
る
︒

⑰

板
垣
俊
一
校
訂

叢
書
江
戸
文
庫
﹃
前
太
平
記
﹄
下
︑
国
書
刊
行
会
︑
一
九
八
九

年
︒

⑱

阪
口
弘
之
校
注
・
訳

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹃
近
松
門
左
衛
門
集
﹄
三
︑
小

学
館
︑
二
〇
〇
〇
年
︒

⑲

島
内
景
二
﹃
御
伽
草
子
の
精
神
史
﹄
一
三
三
︱
一
三
四
頁
︵
前
掲
︶︒

⑳

荒
川
真
一
﹁
酒
呑
童
子
説
話
研
究
﹂︵
前
掲
︶︒

㉑

サ
ン
ト
リ
ー
本
は
︑
綱
と
特
定
の
鬼
と
の
対
立
構
造
を
描
か
な
い
︒
し
か
し
前
代

の
説
話
に
よ
っ
て
︑
一
行
の
中
で
は
特
別
視
さ
れ
て
い
る
た
め
に
︑
多
く
の
仕
事
を

与
え
ら
れ
る
︒
場
面
を
絞
り
込
ま
れ
ず
に
頻
繁
に
登
場
す
る
の
は
︑
特
定
の
相
手
と

の
対
立
構
造
を
持
た
な
い
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

㉒

︿
場
面
15
﹀
で
は
︑

過
ぎ
つ
る
春
の
事
な
る
に
︑
そ
れ
が
し
が
召
し
使
ふ
茨
木
童
子
と
い
ふ
鬼
を
︑

都
へ
使
に
上
せ
し
時
︑
七
条
の
堀
河
に
て
か
の
綱
に
渡
り
あ
ふ
︒
茨
木
や
が
て

心
得
て
女
の
姿
に
樣
を
か
へ
︑
綱
が
あ
た
り
に
立
ち
寄
り
︑
も
と
ど
り
む
ず
と

取
り
︑
つ
か
ん
で
來
ん
と
せ
し
と
こ
ろ
を
︑
綱
此
よ
し
見
る
よ
り
も
︑
三
尺
五

寸
す
る
り
と
拔
き
︑
茨
木
が
片
腕
を
水
も
た
ま
ら
ず
打
ち
落
す
︒
や
う
〳
〵
武

略
を
め
ぐ
ら
し
て
︑
腕
を
取
返
し
今
は
子
細
も
候
は
ず
︒

と
い
う
酒
呑
童
子
の
語
り
が
あ
り
︑︿
場
面
19
﹀
に
は
︑

あ
ま
た
の
鬼
の
そ
の
中
に
茨
木
童
子
と
名
の
り
て
︑﹁
主
を
討
つ
や
つ
ば
ら

に
︑
手
並
の
程
を
見
せ
ん
﹂
と
て
面
も
振
ら
ず
か
ゝ
り
け
る
︒
綱
は
此
よ
し
見

る
よ
り
も
︑﹁
手
並
の
程
は
知
り
つ
ら
ん
︑
目
に
物
見
せ
て
く
れ
ん
﹂
と
て
︑

追
ふ
つ
ま
く
つ
つ
し
ば
し
が
程
戰
ひ
け
れ
共
︑
さ
ら
に
勝
負
は
見
え
ざ
り
け
り
︒

と
あ
る
︒

㉓

長
谷
川
端
﹁
酒
呑
童
子
絵
巻
翻
刻
・
略
解
題
﹂﹃
中
京
大
学
図
書
館
学
紀
要
﹄
二

六
︑
二
〇
〇
五
年
五
月
︒

登
場
人
物
か
ら
み
る
酒
呑
童
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物
語
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の
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