
山
西
中
南
部

の
戯
曲
文
物
と
そ
の
研
究

山
西
中
南
部
､
つ
ま
-
平
陽

一
帯
が
初
期
の
元
就
劇
と
深
い
関
わ

-
を
持
つ
地
域
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
-

こ
と
は
､

例
え
ば
王
国
経
の

『宋
元
戯
曲
史
』
が

『
錬
鬼
簿
』
に
記
載
の
あ
る
元
就
劇
の
作
者
と

そ
の
出
身
地
と
を
表
に
し
て
掲
げ
た
上
で
'

ま
た
､
北
人
の
中
で
は
､
大
都
以
外
で
は
平
陽
が
最
も
多
-
､
其

の
教
は
大
都
の
五
分
の
二
に
あ
た
る
｡
按
ず
る
に
､
元
史
太
宗
紀

に

は

'

｢太
宗
二
十
七
年
'

耶
律
楚
材

編
修
所
を
燕
京
に
､
経

籍
所
を
平
陽
に
立
て
､
経
史
を
編
集
せ
ん
こ
と
を
請
う
｡
世
租
至

元
二
年
に
至
-
て
､
始
め
て
平
陽
の
緩
籍
所
を
京
師
に
徒
す
｣
と

あ

る

｡
つ
ま
-
､
元
初
に
は
､
大
都
を
除
い
て
は
､
此
の
地
が
文

化
の
最
も
盛
ん
な
土
地
で
あ

っ
た
の
で
あ
-
､
薙
劇
作
者
が
多
-

出
た
の
も
常
然
の
こ
と
で
あ
る
｡

と
述
べ
る
よ
う
に
､
こ
の
地
の
文
化
的
､
並
び
に
そ
の
背
景
を
形
成

紹

介

す
る
経
済
的
基
盤
と
結
び
付
け
て
､
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
れ
.

そ
し
て
､
こ
う
し
た
こ
と
と
符
合
す
る
が
如
く
に
'
特
に
解
放
後
､

舞
墓
や
碑
雛
と
い
っ
た
宋
か
ら
元
に
か
け
て
の
戯
曲
関
係
の
文
物
の

吏
兄
が
相
鮭
ぎ
､
数
多
く
の
報
告
や
論
文
が
襲
表
さ
れ
て
き
た
の
で

あ
る
｡
筆
者
は
南
京
大
学
留
学
中
の
一
九
八
四
年
六
月
に
､
臨
粉
の

山
西
師
範
学
院
と
侯
馬
の
山
西
文
物
管
理
委
員
合
侯
馬
工
作
姑
を
訪

問
す
る
と
と
も
に
､
そ
う
し
た
文
物
の
う
ち
の
幾
つ
か
を
貴
兄
す
る

横
合
を
得
た
の
で
､
そ
の
簡
単
な
報
告
を
兼
ね
て
､
現
在
に
至
る
迄

の
研
究
情
況
の
紹
介
を
試
み
る
こ
と
と
し
た
い
｡

2

ま
ず
は
じ
め
に
､
掛
に
掲
げ
た
報
告

･
論
文
で
と
-
あ
げ
ら
れ
た

戯
曲
関
係
の
文
物
を
舞
室
と
楢
離
並
び
に
壁
書
等
と
に
分
け
'
所
在

や
年
代
を
ま
と
め
て
お
く
こ
と
と
す
る
｡
末
尾
に
附
し
た
地
圏
も
併

せ
見
ら
れ
た
い
｡

《舞

重
》

①
寓
柴
橋
上
村
后
土
聖
母
廟

宋
天
頑
四
年

(
一
〇
二
〇
)｡
｢舞
亭
｣
に
つ
い
て
記
載
の
あ
る

｢創
建

后
土
聖
母
麟
記
｣
が
現

存
｡

④
犯
麻
城
内
閲
聖
廟
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宋
元
豊
二
年

(
1
〇
七
九
)｡
｢舞
模
｣
に
つ
い
て
記
載
の
あ
る

｢
威
勝

軍
新
建
塑
湯
窺
猪
口
□
□
□
開
侯
麟
記
｣
が
現
存
o

㊥
平
順
東
河
村
九
天
聖
母
廟

宋
元
符
三
年

(
二

〇
〇

)｡
｢舞
槙
｣
に
つ
い
て
記
載
の
あ
る

｢重
修

九
天
聖
母
廟
碑
｣
が

現
存
｡

④
洪
洞
伊
壁
村
東
款
廟

『
洪
洞
豚
志
』
に
金
大
定
八
年

(
二

六
八
)
の

｢
重
修
露
墓
碑
｣
を

-

O

弓
く

㊥
臨

沿

東
克
村
聖
母
両

金
興
定
二
年

(
一
二
一
八
)
'
元
至
治
二
年

(
三

三

二
)
重
修
｡
碑
記

の
み
現
存
｡

⑥
寓
柴
太
避
村
稜
王
廟

元
至
元
八
年

(
一
二
七

l
)o
｢
既
に
舞
基
有
る
も
'
自
来
曾
て
興
蓋
せ

ず
へ
今
本
村
の
□
□
口
等
謹
ん
で
虚
心
を
襲
L
t
其
の
賓
鏡
二
倍
貫
文

を
施
す
有
-
'
轍
建
し
て
舞
敢

1
座
を
修
蓋
し
'
刻
し
て
斯
の
石
を
立

つ
｣
と
い
う
記
述
の
あ
る
碑
記
の
み
現
存
｡

⑦
寓
柴
孤
山
風
伯
雨
師
廟

元
大
徳
五
年

(
一
三
〇

一
)
O
解
放
前
に
閣
錫
山
軍
に
よ
-
破
壊
さ
れ

た
と
い
う
O
｢
東
都

の
大
行
散
楽
人
張
徳
好
此
に
在
て
場
を
作
す
｣
と

刻
さ
れ
た
舞
童
前
面
の
石
柱
が
現
存
｡

⑧
臨
扮
貌
村
牛
王
廟

元
至
元
二
十
年

(
二
一
八
三
)
'
至
治
元
年

(
一
三
二
一
)
重
修
｡
現
存
｡

⑨
丙
城
東
呂
村

元
致
和
元
年

(
一
三
二
八
)｡

⑲
洪
洞
景
村
牛
王
廟

元
至
正
二
年

(
一
三
四
二
)0

⑪
臨
扮
東
羊
村
后
土
廟

元
至
正
五
年

(
一
三
四
五
)0

㊥
高
菜
西
景
村
東
泉
廟

元
至
正
十
四
年

(
1
三
五
四
) ｢

瓶
修
露
童
記
｣
の
み
現
存
｡

石
柱
の
み
現
存
｡

現
存
｡

重
修
｡
重
基
の
み
現
存
｡

㊥
石
棲
張
家
河
村
殿
山
寺

元
至
正
年
間
重
修
｡
現
存
｡

⑭
翼
城
武
池
村
喬
洋
廟

現
存
O
柴
揮
俊
氏

(
1
-

回)は
'
｢柱
額
の
部
分
は
宋
金
の
形
制
を
な
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お
と
ど
め
る
｣
と
い
う
｡

⑯
臨
沿
王
曲
村
東
独
廟

現
存
｡
柴
津
俊
氏
は
'
｢結
構
は
み
な
元
初
の
形
制
で
あ
る
｣
と
い
う
｡

㊥
巽
城
官
公
村
四
聖
宮

元
至
正
年
間
｡
｢
重
修
尭
舜
商
港
之
廟
記
｣
と
と
も
に
現
存
｡

㊥
遅
城
三
路
里
村
三
官
廟

｢
大
元
三
官
廟
碑
｣
と
と
も
に
現
存
｡

⑯
洪
洞
秦
村
玉
皇
麟

基
地
の
み
現
存
｡

⑭
高
梁
四
望
村
后
土
顧



日
本
軍
に
よ
-
破
壊
さ
れ
た
と
い
う
｡
破
壊
以
前
の
寓
虞
が
現
存
'
柴

浮
俊
氏
は
元
代
の
も
の
に
違
い
な
い
と
断
定
す
る
｡

《
蒔
離
並
び
に
壁
墓
》

E
3種
山
馬
村
金
代
段
氏
墓
群
蒔
離

l
九
七
八
～
九
年
護
見
.
墓
群
の
う
ち
最
も
晩
期
の
も
の
と
ざ
れ
る
六

競
墓
か
ら
'
金
大
定
二
十

一
年

(
二

八
一
)
の

｢
段
揖
預
墓
記
｣
が

出
土
〇
四
人
乃
至
五
人
の
演
員
を
刻
し
た
碍
艦
が

一
･
二
･
三

･
四

･

五

･
八
東
墓
か
ら
襲
見
さ
れ
た
o

Ei頑
山
化
俗
金
墓
碑
離

1
九
七
八
～
九
年
更
見
o
楊
富
斗
氏

(
二
-
佃
)
は
'
回
と
と
も
に
金

代
前
期
の
も
の
と
す
る
｡
五
人
の
演
員
を
刻
し
た
も
の
二
組
｡

Ei嶺
山
苗
圃
金
墓
碑
離

l
九
七
八
～
九
年
老
兄
｡
四
人
の
演
員
を
刻
し
た
も
の
l
組
｡

回
侯
馬
董
氏
金
墓
戯
備

一
九
五
九
年
護
見
｡
金
大
安
二
年

(
1
二
1
0
)
の
題
記
を
も
つ
.
五

髄
か
ら
な
る
陶
桶
｡

Ei高
城
播
徳
神
石
棒
線
刻
圃

一
九
五
九
年
変
見
O
蒙
古
憲
宗
二
年

(
l
二
五
二
)｡

四
人
の
演
員
を

刻
す
る
｡

Ei]新
緯
呉
嶺
荘
元
墓
碑
離

1
九
七
八
年
輩
見
O
元
至
元
十
六
年

(
l
二
七
九
)｡

五
人
の
浜
員
を

紹

介

山西中南部戯曲文物所在地固

刻
す
る
｡

回
新
緯
賓
里
村
遊
民
元
墓
唾
離

1
九
六
五
年
諌
見
｡
元
至
大
四
年

(
一
三

二

).

五
人
の
演
員
を
刻

す
る
｡

且
洪
洞
明
魔
王
殿
壁
蓋

元
泰
定
元
年

(
一
三
二
四
)｡
舞
童
上
に
立
つ
演
員
や
禁
人
'
計
十

一

人
を
描
-
｡

さ
て
､
筆
者
が
貴
兄
す
る
こ
と
の
で
き
た
の
は
､
み
ぎ
に
掲
げ
た
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三
十
七
珊

う
ち
の
舞
董
⑧
と
⑭
､

並
び
に
戯
偶
の
国
'
壁
蓋
の
圏
と
い
っ
た
も

の
で
あ
る
｡
碍
離
の
う
ち
最
も
古
い
Ej
･
E91
･
園
に
つ
い
て
は
､
侯

馬
市
政
府
の
許
可
は
得
ら
れ
た
も
の
の
､
資
際
に
管
理
に
あ
た
っ
て

い
る
侯
馬
工
作
姑
の
許
可
が
未
整
理
を
理
由
に
得
ら
れ
ず
､
見
得
な

か
っ
た
こ
と
は
大
い
に
惜
し
ま
れ
る
｡
以
下
ま
ず
戯
墓
か
ら
問
題
と

し
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
｡

〓

中
開
に
於
い
て
､
我
々
が
い
-
劇
場
或
は
舞
童
と
い
っ
た
も
の
の

出
現
が
'
何
時
に
ま
で
湖
れ
る
の
か
に
つ
い
て
は
'
文
献
の
上
で
は

㈱

宋

･
孟
元
老

『東
京
夢
華
錬
』
等
の
記
載
か
ら
､
北
朱
で
は
既
に

｢瓦
韓
｣
な
ど
と
呼
ば
れ
る
い
わ
ば
演
蛮
場
が
存
在
し
た
こ
と
が
よ

-
知
ら
れ
て
い
る
し
､
ま
た
金
末
元
初
の
杜
仁
傑
に
よ
る

｢在
家
不

識
杓
蘭
｣
と
い
-
散
曲
に
は
'

要
了
二
百
鏡
放
過
唱
､
入
得
門
上
箇
木
坂
､
見
層
層
塵
重
囲
園
坐
､

接
頭
戯
是
箇
鍾
槙
模
様
､
往
下
戯
却
是
人
旋
宿
､
見
幾
箇
婦
女
向

墓
兄
上
坐
'
又
不
是
迎
紳
軍
政
､
不
住
的
措
鼓
儒
鍬
､

と
い
う
よ
う
な
､
生
き
生
き
と
し
た
劇
場
の
あ
-
さ
ま
の
描
寓
が
あ

る
｡
と
こ
ろ
が
､
こ
-
し
た
も
の
は
こ
こ
に

｢要
了
二
百
歳
放
過
鳴
｣

と
い
-
通
-
､
都
市
に
於
け
る
既
に
督
利
が
目
的
と
な
っ
た
演
劇
で

あ
っ
て
､
お
そ
ら
-

一
時
的
な
掛
け
小
屋
で
上
演
さ
れ
て
い
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
｡
そ
の
鮎
で
こ
こ
で
扱
う
､
廟
に
設
け
ら
れ
た
舞
墓

は
､
些
か
性
質
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
-
､
何
よ
-
も
ま
ず
杜
仁
傑

が

｢迎
紳
挙
証
で
も
あ
る
ま
い
に
｣
と
引
き
合
い
に
出
し
た
'
そ
の

迎
紳
寮
社
に
際
し
て
の
演
劇
上
演
を
本
来
の
目
的
と
し
て
設
け
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
､
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
故
､
か
-

も
多
数
の
舞
墓
が
今
日
ま
で
残
存
し
て
い
る
鮎
に
つ
い
て
､
従
来
の

報
告
が
し
ば
し
ば
掛
け
小
屋
的
な
舞
室
と
の
比
較
の
上
で
､
堅
牢
な

舞
重
の
出
現
を
直
ち
に
こ
の
地
に
於
け
る
演
劇
の
隆
盛
の
詮
左
で
あ

る
と
し
'
い
わ
ば
そ
の
先
進
性
を
強
調
す
る
方
向
に
あ
る
の
は
､
や

や
短
絡
的
で
あ
る
と
言
え
る
｡
と
こ
ろ
で
､
こ
の
様
な
六
百
年
以
上

を
経
た
舞
重
が
何
故
こ
の
地
に
現
存
す
る
の
か
｡
上
記
の
舞
墓
の
う

ち
で
も
代
表
的
な
も
の
で
あ
-
､

一
九
七

〇
年
代
に
大
規
模
な
復
元

改
修
を
受
け
た
と
い
-
､
⑧
臨
扮
魂
村
牛
王
廟
の
舞
童
に
つ
い
て
､

筆
者
の
見
得
た
最
も
早
い
報
告
で
あ
る
墨
遺
洋
氏
の
文

(
1
1
回
)
に

次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
｡
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一
九
五
四
年
の
冬
､
山
西
戯
曲
合
演
の
際
に
､
蒲
州
梯
子
の
蛮
人

呼
東
明
同
志
に
合

っ
た
と
こ
ろ
'
彼
が
臨
沿
観
相
西
の
牛
王
廟
で

芝
居
を
上
演
し
た
際
に
'
石
柱
の
記
載
か
ら

〝
金
代
の
戯
墓
〃

で

あ
る
こ
と
を
章
見
し
た
と
い
う
｡
そ
こ
で
私
は
省
の
文
物
管
理

委

員
合
と
文
化
局
の
同
志
に
そ
れ
を
俸
え
､
す
ぐ
に
調
査
す
る
よ
-

に
頼
ん
だ
｡
昨
年
十
月
'
中
園
戯
曲
研
究
院
の
王
遮
畢
同
志
が
調

査
し
持
ち
締

っ
た
資
料
を
見
て
､
は
じ
め
て
元
代
の
戯
墓
で
あ
る

こ
と
を
知

っ
た
の
で
あ
る
｡
-
-
と
こ
ろ
が
､
王
同
志
が
措
い
た

戯
重
の
あ
-
さ
ま
を
見
る
と
､
近
年
に
な

っ
て
改
修
さ
れ
た
こ
と

が
わ
か
-
､
牛
洋
式
の
舞
董
面
で
､
さ
ら
に
虞
ん
中
の
上
部
に
は

〝
大
五
星
〃

が
飾
ら
れ
て
い
て
､
と
て
も
古
い
戯
室
ら
し
か
ら
ぬ

も
の
で
あ
っ

た
｡

つ
ま
-
､
七

〇
年
代
の
改
修
以
前
の
姿
と
い
-
の
は
､
元
代
の
代
表

的
舞
墓
と
喧
俸
ざ
れ
る
現
在
の
姿
か
ら
は
想
像
も
つ
か
な
い
も
の
で

あ

っ
た
の
で
あ
-
､
昔
時
な
お
茸
際
の
上
演
に
用
い
ら
れ
た
舞
重
の

一
部
分
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
｡

み
ぎ
の
こ
と
は
､
中
国
の
停
銃
的
な
舞
重
の
構
造
と
深
-
関
わ
っ

て
い
る
｡
現
代
で
も

｢後
室
｣
と
い
う
言
葉
を
以
て
呼
ば
れ
る
こ
と

紹

介

か
ら
も
解
る
通
-
､
い
わ
ゆ
る
楽
屋
に
あ
た
る
も
の
は
'
舞
董
後
面

に
位
置
す
る
の
が
俸
続
的
な
舞
墓
の
基
本
の
構
造
で
あ
る
が
'
明
以

降
時
代
を
経
る
と
と
も
に
､
古
い
舞
墓
を
後
室
と
し
､
前
面
に
張
-

出
す
形
で
新
し
く
よ
-
大
き
な
舞
墓
が
作
ら
れ
､
幾
度
も
の
改
修
を

受
け
な
が
ら
も
､
さ
ほ
ど
重
要
で
な
い
部
分
と
し
て
使
用
さ
れ
て
き

た
た
め
に
'
今
日
ま
で
残
存
し
た
の
で
あ
る
｡

筆
者
が
訪
れ
た
い
ま

一
つ
の
舞
室
で
あ
る
､
⑪
臨
沿
東
羊
村
后
土

廟
の
も
の
は
､
後
代
に
付
け
足
さ
れ
た
前
面
の
部
分
を
切
-
は
な
し

た
の
み
で
､
現
在
も
復
元
改
修
を
受
け
て
い
な
い
｡
こ
こ
の
内
壁
に

は
､
彩
だ
し
い
落
書
が
あ
-
､
そ
の
中
に
､
朱
某
の
率
い
る

T
座
が
､

民
国
三
十
六
年
六
月
二
十
六
日
よ
-
小
戯
を
三
日
演
じ
､
二
十
九
日

よ
-
大
戯
を
三
日
演
ず
る
t
と
い
っ
た
も
の
が
あ

っ
た
｡
こ
の
舞
墓

も
貌
村
牛
王
廟
の
も
の
と
同
じ
-
､
近
年
ま
で
使
用
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
｡

さ
て
､
こ
れ
ら
の
舞
重
に
関
す
る
文
献
で
は
､
個
々
の
舞
童
の
時

代
考
詮
や
形
状
等
の
報
告
が
そ
の
中
心
に
な
っ
て
お
-
､
そ
れ
ら
に

つ
い
て
い
ち
い
ち
紹
介
す
る
こ
と
は
さ
ほ
ど
意
味
の
あ
る
こ
と
で
は

な
い
の
で
､
本
稿
で
は
取
-
上
げ
な
い
が
､
戯
曲
史
の
面
か
ら
総
括
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第
三
十
七
筋

的
な
記
速
を
試
み
た
も
の
と
し
て
'
次
の
様
な
も
の
が
あ
る
｡
丁
明

夷
氏

(
1
-

佃)は
､
本
稿
で
も
先
に
ふ
れ
た

『
東
京
夢
華
錬
』
や
'

杜
仁
傑
の
散
曲
､
さ
ら
に

『
水
筒
俸
』
第

一
百
四
回
に
見
え
る
､
上

演
前
の

｢戯
董
｣
の
回
り
で
賭
博
が
行
な
わ
れ
て
い
る
あ
-
さ
ま
の

5

描
寓
等
の
資
料
を
引
用
し
っ
つ
､
い
う
｡

つ
ま
-
､
中
国
に
於
け
る
舞
董
構
造
の
襲
化
の
大
鮭
の
趨
勢
は
､

地
面
で
の
上
演
か
ら

一
段
高
い
蔓
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
-
､
屋

根
の
な
い
露
天
舞
童
か
ら
屋
根
の
あ
る
舞
童

へ
､
上
演
を
四
方
か

ら
看
る
形
か
ら

一
方
の
み
か
ら
看
る
形

へ
と
移
-
襲

っ
て
い
っ
た
｡

舞
董
上
で
ど
ち
ら
に
向
か
っ
て
上
演
す
る
か
と
い
う
鮎
で
､
四
方

か
ら
看
る
形
か
ら

l
方
の
み
か
ら
看
る
形
に
襲
化
し
て
い
っ
た
過

程
に
つ
い
て
､
山
西
に
於
け
る
舞
童
に
関
す
る
碑
記
の
中
に
､
そ

の
大
筋
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
｡
碑
記
の
中
で
の
舞
墓
に
封
す

る
名
稀
に
は
､
舞
亭

･
舞
棲

･
舞
庶

･
舞
停

･
禦
槙

･
柴
室

･
戯

槙
等
が
あ
-
､
最
も
古
い
と
考
え
ら
れ
る
碑
記

(①
高
柴
橋
上
村
后

土
聖
母
廟

｢創
建
后
土
聖
母
廟
碑
｣
を
指
す
｡
引
用
老
荘
)
で
の
名
稀
は
ー

舞
事
と
し
て
い
る
｡
そ
の
名
義
を
考
え
て
み
る
に
､
舞
事
と
は
つ

ま
-
露
重
や
舞
基

(屋
根
を
も
た
な
い
重
の
み
築
い
た
も
の
｡
引
用
者

注
)
と
い
っ
た
も
の
の
上
面
に
建
て
ら
れ
た
舞
重
な
の
で
あ
-
､

そ
の
墓
は
上
演
場
所
の
中
心
に
位
置
し
､
四
方
か
ら
看
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
.
こ
れ
は
北
宋
初
期
の
勾
欄
を
員
ん
中
に
し
た
虞
場

で
の
上
演
の
あ
-
さ
ま
と
吻
合
す
る
も
の
で
あ
る
｡
の
ち
に
車
展

し
て
舞
藍
と
な
っ
た
が
､
こ
れ
は
後
面
と
左
右
の
三
方
を
遮
ぎ
-
～

前
面
の
み
観
衆
に
封
す
る
も
の
で
あ
る
｡
舞
基
か
ら
舞
事

へ
､
そ

し
て
舞
酷

へ
と
い
-
登
展
は
､
上
演
形
式
の
襲
展
に
随

っ
て
奨
化

し
た
も
の
で
､
名
稀
も
徐

々
に
襲
わ
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
｡

柴
揮
俊
氏

(
1
-

3)も
同
じ
様
な
観
鮎
に
立
ち
つ
つ
､
さ
ら
に
個
々

の
舞
量
に
つ
い
て
現
在
の
側
壁
の
形
状
を
詳
し
-
調
査
す
る
こ
と
に

ょ
-
､
そ
の
構
造
が
､
正
面

･
左
右
の
三
方
か
ら
看
る
構
造
な
の
か
､

正
面
の
み
か
ら
看
る
構
造
な
の
か
を
探
-
､

元
代
の
禦
槙

(元
代
中
期
以
後
の
舞
童
を
指
す
)
は
､
そ
れ
以
前
の
も

の
に
比
べ
､
大
き
-
襲
化
し
た
｡
舞
重
面
の
形
は
な
お
正
方
形
で

あ
る
が
､
両
側
面
は
､
主
柱
の
間
に
前
か
ら
後
ま
で
ず

っ
と
塙
が

築
か
れ
て
遮
赦
さ
れ
､
観
衆
が
四
方
或
は
三
方
か
ら
看
る
と
い
う

構
造
か
ら
､

一
方
の
み
か
ら
看
る
構
造
に
襲
化
し
た
｡

と
い
い
､
こ
う
し
た
襲
展
を
促
し
た
の
が
､
㈲
明
魔
王
殿
壁
書
に
も
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措
か
れ
て
い
る
'
後
室
と
の
境
を
な
し
上
演
の
際
の
背
景
と
も
な
る

権
幕
の
使
用
で
あ
る
と
主
張
す
る
｡

た
し
か
に
､
四
方
か
ら
看
る
構
造
か
ら
､
後
面
に
壁
を
築
-
こ
と

に
よ
-
､
三
方
か
ら
看
る
構
造
に
襲
化
し
た
と
い
う
鮎
に
つ
い
て
は
'

｢百
戯
｣
の
一
種
と
し
て
い
わ
ば
雑
技
的
な
も
の
か
ら
､
ス
ト
ー
リ

ー
性
を
備
え
た
演
劇

へ
と
い
う
､
内
容
そ
の
も
の
の
襲
化
が
そ
の
背

景
に
あ
る
と
考
え
れ
ば
､
容
易
に
理
解
で
き
る
｡
し
か
し
､
そ
れ
か

ら
さ
ら
に
前
面
の
み
か
ら
見
る
形
に
襲
展
し
た
と
す
る
鮎
に
つ
い
て

は
､
後
の
演
劇
､
例
え
ば
崖
曲
な
ど
で
は
'
現
在
も
蘇
州
博
物
館
内

に
保
存
さ
れ
て
い
る
忠
王
府
戯
重
が
そ
-
で
あ
る
棟
に
､
後
面
に
壁

が
あ
る
の
み
で
正
面
と
左
右
か
ら
看
る
張
-
出
し
舞
重
が
使
用
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
､
果
し
て
そ
う
い
う
形
に
護
展
し
た
と
言

え
る
の
か
ど
う
か
疑
問
の
あ
る
鮎
で
あ
る
｡
張
-
出
し
舞
墓
か
ら
､

前
面
の
み
か
ら
看
る
い
わ
ゆ
る
額
縁
舞
墓

へ
の
襲
化
と
い
う
と
､
イ

ギ
リ
ス
に
於
け
る
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
演
劇
と
王
政
復
古
時
代
を
経
て
そ

れ
以
後
の
演
劇
と
に
於
け
る
舞
墓
構
造
の
奨
化
が
想
起
さ
れ
る
が
､

6

そ
れ
は
演
劇
理
念
の
大
き
な
奨
化
を
伴
な
う
も
の
で
あ
っ
類
0
億
に

元
代
後
期
の
舞
室
が
､
柴
氏
の
説
の
如
-
す
べ
て
前
面
の
み
か
ら
看

紹

介

る
構
造
に
襲
化
し
た
の
だ
と
し
て
も
､
そ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ

る
の
は
､
土
地
の

一
方
の
端
に
廟
に
向
か
い
合
う
形
で
舞
墓
が
建
て

ら
れ
た
場
合
､
そ
こ
で
演
ぜ
ら
れ
る
の
が
廟
に
和
ら
れ
た
蹄
に
封
す

る
'
い
わ
ば
奉
嗣
芝
居
が
中
心
で
あ
る
以
上
は
､
廟
に
封
す
る
前
面

が
自
づ
と
中
心
と
し
て
考
え
ら
れ
る
に
違
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

-
､
そ
の
土
地
が
ど
れ
程
の
贋
さ
を
持
つ
か
等
の
候
件
に
よ
-
､
舞

墓
の
構
造
が
決
定
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

三

一
九
五
九
年

一
月
､
土
木
工
事
の
際
に
地
中
か
ら
蔑
見
さ
れ
た
､

董
氏
墓
中
の
舞
憂
模
型
の
中
に
並
ぶ
五
鮭
の
陶
桶
は
'
大
き
な
注
目

を
浴
び
､
そ
の
後
の
種
山
や
新
縛
に
於
け
る
､
金
元
時
代
の
墳
墓
の

襲
掘
調
査
の
契
機
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
｡
侯
馬
重
民
基
の
墓
室
が
'

現
在
は
山
西
文
物
管
理
委
員
禽
侯
馬
工
作
姑
の
内
庭
に
移
築
､
復
元

7

さ
れ
て
い
か
の
と
､
新
緯
寮
里
村
出
土
の
碑
離
が
同
工
作
砧
で
保
管

さ
れ
て
い
る
の
を
除
い
て
は
､
い
づ
れ
も
現
地
で
保
存
さ
れ
て
い
る
｡

こ
れ
ら
確
離
や
陶
偶
の
う
ち
で
最
も
古
い
と
考
え
ら
れ
る
の
が
､
穫

山
馬
村
の
段
氏
墓
群
中
よ
-
車
見
ざ
れ
た
も
の
で
､
最
も
晩
期
と
ざ
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第
三
十
七
掛

れ
る
段
椙
の
墓
か
ら
､

大
足
二
十

l
年

(
二

八
一
)
の
蓋
記
が
更
見

さ
れ
た
こ
と
に
よ
-
､
概
ね
そ
れ
以
前
､
金
代
前
半
の
製
作
に
係
る

と
さ
れ
る
｡

一
方
､
新
緯
典
嶺
征
の
衛
家
墓
か
ら
は
､
至
元
十
六
年

(
l
二
七
九
)
の
墓
記
が
登
見
さ
れ
て
い
る
か
ら
'
そ
の
間
に
は
百
年

以
上
の
開
き
が
あ
る
の
で
あ
る
｡

戯
曲
文
物
に
関
す
る
報
告

･
論
文
の
う
ち
で
､
こ
れ
ら
墓
中
か
ら

出
土
し
た
碍
髄
や
陶
偶
に
関
す
る
も
の
は
､
そ
の
う
ち
の
大
き
な
割

合
を
占
め
､
い
づ
れ
に
も
共
通
す
る
の
が
､
後
に
引
用
す
る

『
夢
梁

錬
』
等
の
文
献
資
料
の
記
載
と
こ
れ
ら
出
土
文
物
が
､
四
乃
至
五
人

の
演
員
か
ら
な
る
と
い
う
鮎
で
ぴ
た
-
と
符
合
す
る
こ
と
を
強
調
し

やく
が
ら

つ
つ
､
そ
の

脚

色

の

襲
化
を
通
じ
て
､
朱
の
薙
劇

･
金
の
院
本

･
元

の
薙
劇
と
い
う
戯
曲
史
上
の
展
開
を
把
え
よ
う
と
す
る
観
鮎
で
あ
る
｡

そ
も
そ
も
､
宋
の
薙
劇
､
金
の
院
本
と
呼
ば
れ
る
演
劇
が
ど
の
様

な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
､
そ
の
脚
本
と
見
倣
せ
る
も
の
が

一
つ
も
残

っ
て
い
な
い
も
の
の
､
先
人
に
よ
る
諸
資
料
か
ら
の
す
ぐ
れ
た
研
究

やく
が
ら

が
あ
り
ー
い
づ
れ
も
そ
の

脚

色

に

関
し
て
は
､
宋

･
呉
自
牧
の

『
夢

梁
銀
』
や
元

･
陶
宗
儀
の

『南
村
輯
耕
諌
』
等
の
記
載
を
そ
の
出
車

8

鮎
と
し
て
い
か
.
そ
の
引
用
は
注
に
譲
る
と
し
て
､
こ
れ
ら
の
記
我

に
見
え
る

｢雄
劇
｣
と

｢院
本
｣
と
が
滑
稽
な
や
-
と
-
を
中
心
に

し
た
は
ぼ
同

一
の
形
態
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
は
､
例
え
ば
田
中
謙

9

二
凪
が
､
先
人
の
説
を
承
け
つ
つ
､

要
す
る
に
､
末
の

｢薙
劇
｣
と
金

･
元

･
明
の

｢院
本
｣
と
は
､

話
語
問
答
を
主
に
し
た
､
本
邦
の

｢能
狂
言
｣
に
類
似
す
る
フ
ァ

ル
ス
(笑
劇
)
形
鮭
の
異
稀
に
す
ぎ
な
い
｡

と
説
い
て
お
ら
れ
る
よ
-
に
､
通
説
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
も
の

で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
､
張
之
中
氏
(ニ
ー
㈲
)
は
､
ま
ず
宋
の

｢薙
劇
｣

は
三
段
に
分
け
て
上
演
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
-
前
提
に
立
っ

て
､
本
稿
で
は
封
象
外
と
し
た
河
南
省
侶
師
鯨
北
宋
墓
中
よ
-
出
土

の
末
葉
劇
の
上
演
場
面
で
あ
る
と
ぎ
れ
る
三
塊
の
楢
離
が
､
そ
れ
ぞ

れ
艶
段

･
正
雄
劇

･
散
段
の
上
演
場
面
で
あ
る
と
比
定
し
､

と
こ
ろ
が
積
山
出
土
の
こ
れ
ら
の
椿
離
か
ら
は
､

一
つ
と
し
て
分

段
し
て
上
演
さ
れ
た
あ
-
さ
ま
を
見
出
せ
な
い
｡
そ
れ
ら
は
或
る

も
の
で
は
四
人
が
演
じ
､
或
る
も
の
で
は
五
人
が
並
ん
で
い
て
､

す
べ
て

一
人
の
上
演
上
の
中
心
人
物
が
い
る
｡

と
し
た
上
で
､

こ
れ
は
何
を
説
明
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
横
山
戯
離
の
上
演
方
法
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は
､
す
で
に
分
段
の
形
式
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
と
考
え

て
良
い
の
で
あ
ろ
う
か
｡
普
然
､
種
山
金
墓
の
九
幅
の
戯
雛
は
､

た
だ
正
雄
劇

一
段
の
み
を
刻
し
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
｡
も
し
そ

う
だ
と
す
れ
ば
､
種
山
の
戯
離
に
お
け
る
正
難
劇
の
上
演
場
面
は
､

宋
代
の
二
人
に
よ
っ
て
上
演
さ
れ
る
正
薙
劇
に
比
べ
､
ず

っ
と
襲

展
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
｡

と
主
張
す
る
｡
つ
ま
-
､
こ
れ
ら
の
碑
雛
に
み
え
る
上
浜
場
面
に
､

副
浮
と
副
末
の
二
人
に
よ
る
滑
稽
な
や
-
と
-
を
中
心
と
し
た
も
の

か
ら
'
道
化
役
の
副
浮
を
中
心
と
し
な
が
ら
も
､
数
人
の
人
物
に
よ

る
ス
ト
ー
リ
ー
を
有
す
る
と
い
-
､
元
就
劇
に
連
な
る
形
に
車
展
し

て
ゆ
-
過
程
を
見
て
と
ろ
-
と
す
る
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
､
こ
れ
ら
碍
離
や
陶
偶
を
古
い
順
か
ら
見
て
ゆ
-
と
､

重
民
墓
中
よ
-
出
土
し
た
五
鰹
の
陶
僧
を
境
と
し
て
'
明
確
な
襲
化

に
気
が
付
-
｡
そ
れ
は
､
副
浮
と
比
定
さ
れ
る
道
化
役
が
中
央
に
位

置
す
る
形
か
ら
､
元
就
劇
の
正
末
に
あ
た
る
で
あ
ろ
-
人
物
が
中
央

に
立

つ
､
つ
ま
-
次
章
で
解
れ
る
明
魔
王
殿
壁
書
に
お
け
る
前
列
の

五
人
を
と
-
出
し
た
の
と
同
じ
形
に
な
る
と
い
う
襲
化
で
あ
る
｡
こ

の
事
賓
に
射
し
て
､
張
氏
と
同
じ
様
な
ア
プ

ロ
ー
チ
に
よ
る
主
張
が

紹

介

い
-
つ
か
あ
る
0
そ
の
最
も
蘇
著
な
も
の
が
､
楊
富
斗
氏
の
意
見
で

あ
-
､

｢侯
馬
金
墓
戯
偶
的
演
出
隆
制
興
宋
元
薙
劇
的
伴
奏
楽
器
｣

21

(蒲
劇
蛮
術
一
九
八
二
-
三
)
に
は
'

侯
馬
の
金
代
戯
偶
の
排
列
の
順
序
は
､
末
泥
が
中
央
に
あ

っ
て
中

心
の
役
柄
と
な
っ
て
お
-
､
副
浮
は
滑
稽
な
表
情
を
し
て
い
る
も

の
の
､

一
方
の
わ
き
に
立
ち
､
そ
の
地
位
は
二
番
目
と
な
っ
て
い

る
｡
そ
れ
は
北
宋
及
び
金
代
早
期
の
薙
劇
の
上
演
形
式
と
は
異
な

-
､
元
薙
劇
の
上
演
鰹
制
と
同
じ
も
の
な
の
で
あ
る
｡
元
薙
劇
が

且
や
末
を
主
演
と
す
る
鮭
制
は
'
速
-
金
代
中
期
以
前
､
つ
ま
-

十
二
世
紀
末
か
ら
十
三
世
紀
初
め
に
す
で
に
形
成
さ
れ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

と
述
べ
て
い
る
｡

元
薙
劇
が
い
つ
頃
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
か
は
､
非
常
に
興
味

の
あ
る
問
題
で
あ
る
｡
し
か
し
､
そ
も
そ
も
現
存
す
る
作
品
自
腹
､
そ

の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
元
末
の
も
の
ら
し
い

｢元
刊
古
今
難
劇
三
十

種
｣
本
が
最
も
奮
い
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
類
推
で
き
る
よ
う
に
､

明
確
な
解
答
を
興
え
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
｡
上
透
し
て
き

た
文
物
の
面
か
ら
の
研
究
は
､
そ
の
間
題
に
封
す
る

一
つ
の
解
答
を
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提
出
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
'
や
は
-
限
界
が
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
｡
何
故
な
ら
､
元
就
劇
は
滑
稽
を
主
と
し
た
短
劇
か
ら
脱

げ
出
し
た
演
劇
で
あ
る
と
と
も
に
､
多
-
の
曲
牌
を
持
つ
こ
と
か
ら

解
る
よ
う
に
､
豊
富
な
音
楽
性
を
備
え
た
も
の
で
あ

っ
た
｡
そ
う
し

た
音
楽
面
で
の
成
熟
は
､
こ
う
し
た
文
物
か
ら
窺
う
こ
と
の
困
難
な

も
の
で
あ
-
､
別
の
角
度
か
ら
の
追
求
が
必
要
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
｡

四

｢尭
都
見
愛
大
行
散
楽
患
部
秀
在
此
作
場
｣
と
い
う
横
額
の
も
と

に
､
前
後
三
列
十
人
の
演
員
と
惟
幕
の
端
か
ら
顔
を
の
ぞ
か
せ
る

1

人
の
人
物
を
描
い
た
'
い
わ
ゆ
る

｢元
難
劇
壁
墓
｣
は
､
洪
洞
の
蕃

山
の
麓
に
あ
る
巌
勝
寺
に
隣
接
す
る
水
神
の
廟
で
あ
る
明
魔
王
殿
内

部
の
南
壁
に
あ
る
｡
後
楽
か
ら
こ
の
壁
宝
ば
か
-
が
注
目
さ
れ
て
来

た
が
､
明
魔
王
殿
の
内
壁
全
鮭
が
壁
書
で
埋
め
轟
-
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
-
'
所
雨
の
圏
と
そ
れ
に
癒
え
て
水
神
が
霊
験
を
あ
ら
わ
す
降

雨
の
園
を
左
右
両
壁
の
主
題
と
し
て
右
回
-
に
様
々
な
場
面
が
描
か

れ
､
こ
の

｢元
就
劇
壁
書
｣
が
そ
の
最
後
に
来
る
よ
う
に
配
さ
れ
て

H川u′∩-

い
る
｡
つ
ま
-
こ
の
壁
墓
は
､
先
に
紹
介
し
た
廟
に
設
け
ら
れ
た
舞

墓
上
で
演
じ
ら
れ
た
芝
居
と
同
じ
-
､

｢酬
紳
｣
の
意
味
が
込
め
ら

れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
｡

こ
の
明
魔
王
殿
は
､
寒
山
の
山
下
に
湧
き
出
て
､
今
な
お
題
城

･

洪
洞

一
帯
を
潤
し
て
い
る
雷
泉
の
水
神
を
柁
る
も
の
で
､
門
の
す
ぐ

前
で
震
泉
が
洪
洞
と
題
城
に
至
る
南
北
爾
菜
に
分
岐
し
て
お
-
､
こ

の
こ
と
に
関
し
て
は
､
『卒
陽
府
志
』
･
『洪
洞
牌
志
』
･
『遊
城
厭
志
』

等
に
均
し
く
記
述
が
あ
る
｡
本
題
と
は
些
か
離
れ
る
が
､
い
ま
少
し

こ
の
こ
と
に
解
れ
て
お
-
O
『
薙
正
洪
洞
陳
志
』
奄
二
水
利
に
は
次

の
よ
う
に
い
う
｡

姻

屡
泉

牌
の
東
北
三
十
里
O
源
を
庶
勝
寺
下

雇
山
南
麓
に
著
す
.

泉
水
は
則
ち
山
根
徒
-
湧
出
し
､
轡
の
如
-
刀
の
如
-
､
書
夜
息

ま
ず
､
修
爾
と
し
て
池
を
盈
た
す
｡
清
徹
た
る
こ
と
底
を
見
､
下

流
河
を
成
す
｡
唐
の
貞
元
間
に
居
民
之
を
導
き
､
分
ち
て
両
渠
と

焦
し
､
一
は
北
寛
と
名
づ
け
､
l
は
南
霞
と
名
づ
-
｡
題
城
洪
洞
両

牌
の
地
八
百
九
十

l
頃
を
概
す
｡
宋
の
慶
暦
五
年
､
南
煤
の
民

水
の
均
し
か
ら
ざ
る
を
訟
え
､
地
を
計
-
て
水
を
定
む
｡
超
城
は

七
分
を
分
か
ち
､
洪
洞
は
三
分
を
分
か
ち
て
､
禁
口
を
分
水
の
虞

に
立
て
､
以
て
之
を
厳
に
す
｡
池
東
に
零
岳
中
錦
明
魔
王
廟
を
建
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つ
｡
廟
に
は
分
水
の
碑
記
有
-
て
'
以
て
素
乱
を
防
ぎ
､
且
つ
春

秋
に
報
案
す
｡

こ
の
記
述
に
績
い
て
､
薙
正
二
年
に
も
二
城
の
間
で
水
争
い
が
生
じ
､

七
封
三
と
い
う
そ
の
割
合
を
明
示
す
べ
-
､
そ
の
分
岐
鮎
に
今
も
残

る
十

一
本
の
錬
棚
を
設
け
た
こ
と
を
述
べ
る
｡
土
地
が
比
較
的
肥
沃

で
あ
る
一
方
､
水
が
不
足
し
て
い
る
こ
の
地
方
に
あ
っ
て
は
､
四
季

を
問
わ
ず
湧
出
す
る
泉
が
非
常
に
貴
重
な
も
の
で
あ
-
､
ま
た
し
ば

し
ば
争
い
を
生
ん
だ
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
よ
う
｡
こ

の
水
神
は
､
二
つ
の
ま
ち
の
濯
瀧
に
大
き
な
作
用
を
持
つ
南
北
両
渠

の
分
岐
鮎
に
あ
っ
て
､
そ
れ
を
守
る
べ
-
配
ら
れ
た
も
の
で
あ
-
､

みく
ま
り

そ
れ
が
我
が
国
に
於
け
る
｢
水

分

｣

の
碑
と
同
じ
様
に
､
所
雨
の
封

象
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
｡

こ
の
壁
書
に
は
'

冒
頭
に
も
引
い
た
通
-
､

｢東
都
に
て
愛
せ
ら

れ
し
大
行
散
禦
忠
都
秀

此
に
在
-
て
場
を
作
す
｣
と
い
う
横
額
が

措
か
れ
て
お
-
､
こ
の
中
の

｢大
行
｣
に
つ
い
て
劉
念
菟
氏

(二
-

3)はこ
の
演
劇
困
鰹
が
大
行
山

一
帯
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
て

い
る
｡紹

介

と
述
べ
て
い
る
が
､
お
そ
ら
-
読
-
で
あ
-
､
丁
明
夷
氏
が
舞
童
に

関
す
る
報
告

(
一
-

佃)に
附
し
た
注
に
､

大
行
に
つ
い
て
､
か
つ
て

｢大
行
｣
と
す
る
解
樺
が
な
さ
れ
た
｡

按
ず
る
に
尭
都
と
は
つ
ま
-
卒
陽
の
こ
と
で
あ
-
､
大
行
地
匠
は

平
陽
に
は
属
さ
な
い
｡
大
行
と
い
い
な
が
ら
､
さ
ら
に
東
都
と
い

う
地
名
を
冠
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
､
太
行
と
す
る
解
樺
は
ふ

さ
わ
し
-
な
い
で
あ
ろ
う
｡
-
-

｢大
行
｣
と
は
こ
こ
で
は
､
お

そ
ら
-
俳
優
の

｢大
行
院
｣
な
い
し

｢大
行
首
｣
の
略
稀
で
あ
ろ

A

フ

O

と
主
張
す
る
の
が
正
し
い
と
考
え
ら
れ
る
｡
さ
て
こ
の
壁
書
に
基
づ

い
て
戯
曲
史
の
面
か
ら
問
題
に
さ
れ
て
き
た
鮎
と
し
て
は
､
H
伴
奏

楽
器
の
問
題
と
⇔
特
定
の
作
品
の
上
演
場
面
で
あ
る
の
か
否
か
､
も

し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
､
ど
の
作
品
な
の
か
と
い
う
二
つ
の
鮎
が

興
味
を
引
-
｡
以
下
こ
の
二
鮎
に
つ
い
て
紹
介
す
る
｡

中
国
の
演
劇
で
は
､
現
代
に
於
い
て
も
､
例
え
ば
崖
艦
で
は
笛
､

皮
黄
臆
で
は
京
胡
と
い
-
よ
-
に
､
そ
れ
ぞ
れ
に
用
い
ら
れ
る
旋
律

の
特
徴
と
相
侯

っ
て
､
中
心
と
な
る
楽
器
が
異
な
る
こ
と
は
よ
-
知
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ら
れ
て
い
る
｡

演
劇
の
種
類
が
､

北
曲
と
南
曲
と
い
-
音
楽
面
で
の

大
き
な
差
異
か
ら
区
別
さ
れ
る
様
に
な
っ
て
以
来
､
そ
の
伴
奏
禦
器

に
つ
い
て
も
両
者
を
対
比
す
る
形
で
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
て
き
た
｡

例
え
ば
､
明
の
嘉
靖
の
頃
の
人
､
昆
曲
の
創
始
者
と
さ
れ
て
き
た
貌

良
師
の

『
曲
律
』
に
､

北
曲
は
通
勤
を
以
て
主
と
為
し
､
南
曲
は
宛
梅
を
以
て
主
と
為
す
｡

北
曲
の
弦
索
､
南
曲
の
鼓
板
は
猶
お
方
園
の
必
ず
規
短
に
資
る
が

如
-
､
其
の
節
重
は

一
な
-
｡

と
言
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
､
普
然

｢北
曲
｣
で
あ
る
は

ず
の
こ
の
壁
蓋
で
は
､
後
列
に
措
か
れ
た
楽
隊
の
中
に
､
弦
索
と
稀

す
べ
き
楽
器
は
見
督
ら
ず
､
旋
律
楽
器
と
し
て
横
笛
､
リ
ズ

ム
を
司

る
禁
器
と
し
て
鼓
と
拍
板
が
描
か
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
｡

こ
の
鮎

に
つ
い
て
こ
の
壁
蓋
の
最
初
の
報
告
者
で
あ
る
劉
念
菟
氏

(二
-

3)

は
､
薙
劇
の
役
者
許
堅
､
襲
名
藍
采
和
を
主
人
公
と
し
た
､
｢漠
鍾
離

度
脱
藍
采
和
｣
劇
第
四
折
の

｢川
掩
樟
｣
に
､
彼
ら
が
用
い
る
楽
器

と
し
て
､
笛
と
鼓
と
拍
板
が
歌
い
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
勇
詮
と
L
t

元
難
劇
早
期
の
一
定
期
間
の
楽
器
は
､
主
要
な
も
の
と
し
て
は
笛

･
鼓

･
柏
の
三
者
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
｡
元
中
葉
以
後
或
い
は

明
初
に
､
各
地
そ
れ
ぞ
れ
で
薙
劇
の
上
演
形
態
が
襲
わ
-
､
あ
る

場
合
に
は
別
の
楽
器
､
た
と
え
ば
弦
楽
器
の
琵
琶
を
加
え
る
こ
と

と
な
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
｡

と
述
べ
る
｡
つ
ま
-
､
明
人
が
南
曲
と
の
封
比
の
上
で
北
曲
は
弦
索

を
主
と
す
る
と
述
べ
る
の
は
､
後
に
な
っ
て
琵
琶
が
加
え
ら
れ
る
こ

と
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
反
映
さ
れ
た
も
の
で
あ
-
､
そ
の
契
機

と
な
っ
た
の
は
､
農
村
の
野
外
舞
室
で
大
勢
の
聴
衆
を
前
に
し
た
上

演
か
ら
､
都
市
の
さ
ほ
ど
大
き
-
な
い
劇
場
で
の
上
演
と
い
う
襲
化

で
あ
-
'
大
き
な
音
量
が
要
求
さ
れ
る
も
の
か
ら
､
音
楽
的
に
洗
練

さ
れ
た
も
の
へ
と
い
-
奨
化
で
あ
る
と
し
て
い
る
｡
周
胎
自
氏
(二
1

浴)も
ほ
ぼ
同
じ
意
見
な
の
で
あ
る
が
､
書
架
史
家
で
あ
る
楊
蔭
劉
氏

は

､『
中
国
古
代
音
楽
史
稿
』
(
l
九
八
1
年
二
月
'
人
民
音
楽
出
版
社
)節

二
十
三
幸
ー
｢難
劇
的
音
楽
｣
に
於
い
て
､
や
は
-
こ
の
壁
蓋
と

｢藍

采
和
｣
劇
､
並
び
に
魂
良
輔

『
曲
律
』
等
の
明
代
の
記
述
を
比
較
し
､

後
人
は
往
々
に
し
て
こ
れ
ら
(『曲
律
』
等
を
指
す
｡
引
用
者
注
)
の
記

述
を
板
操
と
し
て
､
三
弦
あ
る
い
は
琵
琶
が
元
の

｢難
劇
｣
の
主

要
な
伴
奏
楽
器
で
あ
っ
た
と
断
言
す
る
が
､
茸
際
に
は
こ
れ
は
誤

-
で
あ
る
｡
何
故
こ
の
よ
う
な
誤
解
が
生
じ
た
か
と
言
う
と
ー
明
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人
の
言
う
所
の

｢北
曲
｣
に
は
､
よ
-
庶
い
意
味
が
あ
る
こ
と
を

知
ら
な
か
っ
た
為
で
あ
る
｡
こ
の

｢北
曲
｣
と
い
う
言
葉
は
た
だ

｢雄
劇
｣
の
み
を
指
す
の
で
は
な
い
｡
｢雄
劇
｣
も
含
ま
れ
る
が
､

｢諸
官
調
｣
や

｢弦
索
調
｣
も
含
ま
れ
る
の
で
あ
-
､
明
代
の
記

述
は
み
な

｢弦
索
調
｣
を
指
し
て
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
.

と
主
張
す
る
｡
こ
の

｢弦
索
調
｣
と
い
う
の
が
ど
う
い
う
も
の
か
は
､

楊
氏
の
書
に
も
詳
し
い
記
述
が
あ
る
も
の
の
､
本
題
と
そ
れ
程
関
係

が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
ー
こ
こ
で
は
と
り
あ
げ
な
い
｡
し
か
し
､

こ
の
問
題
に
関
し
て
､
明
代
に

｢北
曲
｣
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
､
イ

コ
ー
ル

｢薙
劇
｣
を
指
す
も
の
で
な
い
鮎
に
注
目
し
た
楊
氏
の
見
解

は
大
い
に
評
債
で
き
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

さ
て
､
こ
の
壁
書
が
､
忠
都
秀

一
座
に
よ
る
上
演
の
特
定
の
場
面

を
措
い
た
も
の
で
あ
る
の
か
､
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
､
ど
う
い
う
作

品
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
に
関
し
て
は
､
興
味
を
引
く
問
題
で
は

あ
る
け
れ
ど
も
､
数
人
の
人
物
の
み
が
措
か
れ
た

一
幅
の
壁
書
か
ら
､

そ
う
し
た
問
題
に
封
す
る
明
確
な
解
答
を
導
き
出
す
の
は
困
難
で
あ

る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
.
ま
ず
劉
念
茶
氏

(二
-
川
)
は
､
｢有
人

認
馬
-
-
｣
と
暖
味
な
言
い
方
で
､
『
元
曲
選
』
に
も
収
め
ら
れ
て

紹

介

い
る
､
蘇
泰
の
苦
難
と
六
園
の

｢都
元
帥
｣
と
な
る
ま
で
の
経
緯
を

題
材
と
し
た

｢凍
蘇
秦
衣
錦
還
郷
｣
劇
の
終
幕
第
四
折
で
あ
る
と
す

る
説
と
､
八
仙
に
よ
る
度
脱
劇
の
類
で
あ
る
と
す
る
説
の
二
つ
を
挙

げ
る
｡
前
者
で
は
､
中
央
に
立
つ
､
宰
相
の
扮
装
で
あ
る

｢展
脚
僕

頭
｣
を
か
ぶ
-
､
紅
神
を
つ
け
て
第
を
手
に
し
た
､
忠
都
秀
演
じ
る

正
末
と
覚
し
き
人
物
を
蘇
秦
､
そ
の
右
が
張
儀
､
左
が
張
儀
の
命
で

蘇
秦
に
銀
子
を
返
る
陳
用
で
あ
る
と
し
､
ま
た
後
者
で
は
､
中
央
が

度
腹
さ
れ
る
べ
き
人
物
､
そ
の
両
側
が
藻
鍾
離
と
呂
洞
賓
､
後
列
で

笛
を
吹
-
の
が
韓
湘
子
､
拍
板
を
手
に
し
て
い
る
の
が
藍
采
和
で
あ

る
と
す
る
｡
劉
氏
は
こ
れ
ら
の
意
見
を
記
し
た
の
ち
､
｢現
在
な
お
､

何
の
芝
居
か
を
断
定
す
る
の
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
｣

と
付
け
加
え

て
い
る
が
､
こ
れ
を
承
け
て
二
説
に
封
す
る
反
駁
を
交
え
つ
つ
､
な

お
特
定
の
作
品
の
一
場
面
で
あ
る
と
い
-
前
提
に
基
づ
い
て
詳
し
-

論
じ
た
の
が
周
胎
自
民

(二
-

佃
)
で
あ
る
.

周
氏
は
､
前
説
に
封
し
て
は
､
蘇
秦
が
六
園
の
都
元
帥
に
任
命
さ

れ
た
後
も
な
お
張
儀
は
秦
の
右
丞
相
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
､
蘇

秦
が
宰
相
の
扮
装
で
あ
る

一
方
で
､
張
儀
が
庶
民
と
さ
し
て
契
ら
な

い
扮
装
で
あ
る
の
は
､
相
厳
し
-
な
い
こ
と
を
主
な
根
操
と
し
て
斥
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け
､
後
説
に
つ
い
て
も
､

そ
の
扮
装
を
問
題
に
し
て
反
駁
を
加
え
る
｡

そ
し
て
同
じ
-
扮
装
を
そ
の
論
操
と
し
て
､
こ
れ
も

『
元
曲
選
』
に

収
め
ら
れ
た

｢須
閏月
大
夫
辞
汚
叔
｣
劇
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ

る
｡
こ
の
作
品
は
､
賓
に
使
い
し
て
功
を
た
て
た
滞
雅
が
'
同
行
し

た
上
役
の
中
大
夫
須
質
に
ね
た
ま
れ
､
か
い
ば
を
典
え
ら
れ
た
上
に

凧
の
穴
に
放
-
込
ま
れ
る
と
い
う
侮
辱
を
受
け
た
の
ち
､
張
緑
と
改

名
､
秦
に
仕
え
て
丞
相
と
な
-
須
票
に
仕
返
し
を
す
る
と
い
う
､
古

く
は

『史
記
』
花
堆
侍
に
見
え
る
故
事
に
基
づ
い
て
い
る
｡
そ
し
て

こ
の
壁
書
は
第
四
折
の
仕
返
し
の
場
面
で
､
中
央
が
滞
腔
､
左
が
須

質
､
右
が
轡
の
中
大
美
都
術
で
あ
る
と
主
張
し
､
例
え
ば
正
末
苑
腔

の
唱
う

｢川
授
樟
｣
の

這
東
西
､
去
年
時
侮
備
的
､
我
異
体
指
在
懐
裏
､
放
在
眼
底
､
講

先
生
服
毒
自
喫
､
俺
這
裏
別
無
甚
好
飯
食
､

と
い
う
曲
辞
を
引
き
つ
つ
､
須
質
の
胸
の
所
に
描
か
れ
た
白
い
粒
こ

そ
､
仕
返
し
と
し
て
滞
唯
が
輿
え
た
か
い
ぼ
で
あ
る

｢茎
豆
｣
で
あ

る
と
す
る
な
ど
､
非
常
に
細
か
く
議
論
し
て
い
る
｡
し
か
し
牽
強
附

合
の
感
を
ぬ
ぐ
い
切
れ
な
い
の
で
あ
-
､

氏
自
ら
も
､

｢
こ
の
考
え

が
も
し
正
し
く
な
い
と
す
れ
ば
､
或
は
描
か
れ
て
い
る
の
は
､
元
薙

劇
中
の
今
は
失
な
わ
れ
て
し
ま
っ
た
作
品
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
｣

と
､
慎
重
に
決
論
を
留
保
す
る
｡
結
局
の
と
こ
ろ
､
特
定
の
作
品
の

一
場
面
で
あ
る
と
す
る
前
提
そ
の
も
の
に
無
理
が
あ
る
と
考
え
る
べ

き
で
あ
ろ
う
｡

以
後
､
こ
の
壁
書
に
つ
い
て
､
こ
う
し
た
角
度
か
ら
論
じ
よ
う
と

し
た
も
の
は
な
-
1
全
-
別
の
把
え
方
を
し
よ
う
と
し
た
の
が
､
黄

竹
三
氏
ら
の
次
の
意
見

(
1-
何
)
で
あ
る
｡

筆
者
は
､
演
員
と
禦
除
と
が

一
同
に
舞
重
上
に
立
つ
こ
の
壁
書
は
､

或
る
特
定
の
作
品
の
上
演
場
面
で
は
な
-
､
常
時
､
戯
劇
の
上
演

に
際
し
て
､
何
人
か
の
主
要
な
役
柄
と
柴
除
が
作
品
の
上
演
前
に

登
場
し
､
｢謝
重
｣
を
な
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
描
い
た
も
の
で
あ

る
と
考
え
る
｡
‥
-
こ
｣
の

｢謝
憂
｣
と
い
う
の
は
へ
つ
ま
-
作
品

を
上
演
す
る
前
に
戯
班
の
中
で
の
重
要
な
役
柄
と
楽
隊
の
主
要
メ

ソ
.''
-
が
､

l
緒
に
舞
墓
に
立
ち
､
紳
恩
は
謝
し
て
上
演
の
目
的

を
の
べ
､
上
演
の
成
功
を
所
る
と
と
も
に
､
演
員
の
陣
容
を
示
し
､

観
衆
を
呼
び
集
め
る
も
の
な
の
で
あ
る
｡

既
に
述
べ
た
よ
う
に
､
こ
の
壁
芸
に
酬
神
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い

る
と
考
え
た
場
合
､
特
定
の
作
品
の
一
場
面
で
あ
る
と
す
る
よ
-
は
'
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黄
氏
ら
の
言
う
よ
う
な
上
演
前
の
一
種
の
儀
式
を
措
い
た
も
の
で
あ

る
と
考
え
た
方
が
､
よ
-
説
得
力
を
持
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

劉
氏
と
周
氏
の
論
文
が
襲
表
さ
れ
て
の
ち
､
侯
馬
の
董
氏
墓
中
か
ら

五
鮭
の
戯
偶
が
襲
見
ざ
れ
た
の
を
皮
切
-
に
､
金

･
元
墓
中
か
ら
同

じ
ょ
う
な
碍
難
が
学
兄
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
前
節
で
扱

っ
た
が
'

そ
れ
ら
の
多
-
が
五
鮭
か
ら
な
る
と
い
う
こ
と
と
､
こ
の
壁
書
で
も

前
列
に
正
末
と
考
え
ら
れ
る
人
物
を
中
心
と
し
て
ー
や
は
-
五
人
の

人
物
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
､
偶
然
の
一
致
と
は
考
え
難
い
｡
に

わ
か
に
は
解
決
し
難
い
問
題
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
､
こ
の
壁
宝
に
描

か
れ
て
い
る
人
物
が

一
腹
ど
-
い
う
意
味
を
持
つ
の
か
､
戯
桶
や
椿

離
と
こ
の
壁
書
が
､
金
院
本
か
ら
元
薙
劇

へ
と
い
う
考
展
を
果
し
て

ど
れ
程
示
し
て
い
る
の
か
､
と
い
う
問
題
と
深
く
関
わ
る
も
の
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
｡

以
上
､
山
西
中
南
部
の
戯
曲
文
物
と
そ
の
研
究
情
況
に
つ
い
て
紹

介
し
て
き
た
が
､
こ
れ
ら
は
あ
-
ま
で
そ
の
一
部
分
に
す
ぎ
な
い
｡

中
国
の
戯
曲
史
を
考
え
る
場
合
､
金
代
の
文
献
資
料
は
殆
ん
ど
残

っ

て
い
な
い
た
め
'
元
難
劇
の
括
藍
期
で
あ
る
こ
の
時
代
は
戯
曲
史
上

紹

介

の
空
自
時
代
と
も
言
え
る
｡
こ
の
空
自
を
少
し
で
も
埋
め
る
の
が
､

こ
う
し
た
文
物
資
料
な
の
で
あ
-
､
引
き
結
き
文
物
が
学
兄
さ
れ
､

研
究
が
漬
け
ら
れ
る
こ
と
を
望
み
た
い
｡

注山
こ
う
し
た
こ
と
に
注
目
し
つ
つ
'
臭
腺
的
な
作
品
を
取
-
あ
げ
て
こ

の
地
方
と
俗
文
撃
と
の
関
わ
-
を
論
じ
た
も
の
に
'
金
文
京
氏

｢劉
知

遠
の
物
語
｣

(東
方
撃
第
六
十
二
輯
)
が
あ
る
｡

S
筆
者
が
参
看
し
得
た
も
の
は
次
の
通
-
で
あ
る
｡
な
お
上
部
に
附
し

た
番
東
は
'
以
後
引
用
の
際
に
略
暁
と
し
て
使
用
し
た
｡

一

舞
墓
を
中
心
と
す
る
も
の

出
塁
退
沖

記
幾
箇
古
代
郷
村
戯
重

(戯
劇
論
叢
1
九
五
七
-
二
)

何
丁
明
夷

山
西
中
南
部
的
宋
元
舞
董

(文
物
一
九
七
二
-
四
)

囲
劉
念
玄

徒
建
国
後
車
硯
的

l
些
文
物
着
金
元
難
劇
在
平
陽
地
匠

的
変
展

(文
物

一
九
七
三
-
三
)

3
柴
津
俊

平
陽
地
匝
元
代
厳
重
(戯
曲
研
究
l
･
l
九
八
四
-
二
)

何
章
竹
三
･
張
守
中
･
楊
大
慶

徒
北
宋
舞
槙
的
出
現
看
中
開
戯
曲

的
茸
展

(曲
苑
1
･
l
九
八
四
1
七
)

二

時
離
･
壁
葦
等
を
中
心
と
し
た
も
の

3
劉
念
義

元
薙
劇
演
出
形
式
的
幾
鮎
初
歩
看
法
-
明
魔
王
殿
元
代

戯
劇
壁
毒
調
査
札
記

(戯
曲
研
究
一
九
五
七
1
二
)

何
周
胎
目

元
代
壁
量
中
的
元
劇
演
出
形
式

(周
胎
白
･
中
国
戯
曲
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論
集
所
収
)

何
劉
念
義

中
国
戯
曲
舞
墓
蛮
術
在
十
三
世
紀
初
案
己
経
形
成
I
金

代
侯
馬
董
墓
舞
墓
調
査
報
告

(戯
劇
研
究

l
九
五
九
I
二
)

3

周
胎
自

侯
馬
董
氏
墓
中
五
箇
樽
偶
的
研
究

(佃
に
同
じ
)

㈲

山
西
師
院
戯
劇
文
物
研
究
組

元
初
戯
劇
演

出的重
要
史
置
-
山

西
新
緯
元
墓
戯
離
考
速

(山
西
師
院
学
報

一
九
八
一
I
三
期

)

㈲
柴
浮
俊

･
朱
希
元

鹿
勝
寺
水
神
廟
壁
蓋
初
探

(文
物

一
九
八

1

-
五
)

S
山
西
省
考
古
研
究
所

山
西
頑
山
金
墓
更
掘
簡
報

･
山
西
新
緯
南

花
荘
'
典
嶺
荘
金
元
墓
登
掘
簡
報

(文
物

1
九
八
三
I

l
)

伸
張
之
中

徒
種
山
戯
曲
蒔
離
着
金
院
本
的
演
出

(戯
曲
研
究
十
四

･
1
九
八
五
I

l
)

さ
ら
に
'
全
般
に
わ
た
っ
て
盟
富
な
カ
ラ
ー
寓
県
と
と
も
に
各
文

物
に
簡
単
な
説
明
の
附
さ
れ
た
も
の
と
し
て
'

佃
中
国
大
百
科
全
書
戯
曲
曲
薬
篭

(
l
九
八
三
-
四
)

が
あ
る
.
執
筆
者
は
､
劉
念
鼓
と
楊
富
斗
.
ま
た
､

個
岩
城
秀
夫
氏

『
中
国
古
典
劇
の
研
究
』

(創
文
社

･
l
九
八
六
-

二
)
第

一
部
第
三
章

｢
道
化
役
の
扮
装
｣

で
は
'
こ
う
し
た
文
物
資
料
を
も
と
-
あ
げ
'
興
味
深
い
考
譜
が
な

さ
れ
て
い
る
｡
参
看
ざ
れ
た
い
｡

ま
た
'
朱
の
薙
劇
と
関
わ
る
も
の
と
し
て
'
故
宮
博
物
院
戒
の
い

わ
ゆ
る

｢宋
雑
劇
絹
重
｣
や
河
南
省
借
師
麻
出
土
の
樽
雛
が
知
ら
れ

周
胎
白
や
通
景
深
に
論
文
が
あ
る
が
'
本
稿
で
は
対
象
外
と
し
た
｡

伊

巻
五
京
瓦
伎
塾
｡
入
矢
義
高

･
梅
原
郁
両
氏
に
よ
る
諾
注

『
東
京
夢

華
録
』
(岩
波
書
店

二

九
八
三
)

一
七

一
貫
以
下
参
照
｡

囲
田
中
謙
二
氏
の
詳

(平
凡
社

･
中
国
古
典
文
学
大
系
20
｢宋
代
詞
集
｣

所
収
)
を
掲
げ
て
お
-
｡
｢
二
百
文
と
ら
れ
て

通
し
て
も
ら
い
､
木
戸

へい

を
入
っ
て

木
ぐ
み
の
坂
を
登
っ
て
み
れ
ば
'
い
-
え
に
も
段
な
し
て

ぐ
る
-
敬
-
巻
-
お
客
の
席
'
頭
を
あ
げ
れ
ば
鐘
楼
づ
-
-
'
下
を
な

が
め
-
や

人
の
う
ず
ま
き
'
み
れ
ば
お
な
ご
が
五
六
に
ん

墓
の
う

え
に
坐
っ
て
る
'
鎮
守
ざ
ま
の
お
祭
-
や

諦
お
ろ
し
じ
ゃ
あ
る
め
え

に
'
ド
ラ
や
太
鼓
の

鳴
ら
し
づ
め
'
｣

何

原
文
は
次
の
通
-
で
あ
る
｡
｢
話
説
常
下
王
慶
聞
到
定
山
墜
'
郷
里

有
五
六
百
人
家
'
那
戯
墓
却
在
墜
東
穿
地
上
'
那
時
粉
頭
遠
未
上
塞
'

垂
下
四
面
'
有
三
四
十
隻
貞
子
'
都
有
人
圃
搾
着
在
那
里
祢
酸
賭
盛
｣

㈲
菅
泰
男
氏

『
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
劇
場
と
舞
憂
』

(あ
ぼ
ろ
ん
紅

･

一
九
六
三
)
､
『
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
世
界
劇
場
』

(岩
波
書
店

二

九

八
五
)
所
収
の
菩
志
哲
雄
氏

｢
劇
場
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
｣
な
ど
に
'

そ
の
言
及
が
あ
る
｡

の

復
元
さ
れ
た
墓
室
内
に
は
模
造
品
の
戯
偶
が
並
べ
ら
れ
て
お
-
'
質

物
は
'
侯
馬
工
作
地
内
で
厳
重
に
保
管
さ
れ
て
い
る
0

回

夢
梁
銀
毛
二
十
妓
禁
に
は
'
｢
且
つ
謂
う
'
薙
劇
中
に
て
は
末
泥
を

長
と
為
し
'
毎

l
場
に
四
人
或
は
五
人
｡
先
づ
尋
常
の
熱
事

l
段
を
供

し
'
名
づ
け
て
艶
段
と
日
う
｡
次
い
で
正
雄
劇
'
通
名
南
段
を
供
す
｡

末
泥
色
は
主
張
し
'
引
戯
色
は
分
付
し
'
副
浄
色
は
更
喬
し
'
副
末
色

は
打
許
す
｡
或
は

l
人
を
添
え
'
名
づ
け
て
装
孤
と
日
う
.
先
づ
曲
破
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断
迭
を
吹
き
へ
之
を
把
色
と
謂
う
｡
大
抵
は
全
-
故
事
を
以
て
L
t
務

め
て
滑
稽
に
在
-
て
'
唱
念
も
て
鷹
封
す
る
こ
と
通
過
た
-
｡
･
-
･又

た
雑
粉
有
-
'
或
は
雑
班
と
目
う
｡
又
た
紐
元
子
と
名
づ
け
'
又
た
之

を
政
和
と
謂
う
｡
即
ち
難
劇
の
後
散
段
也
｡
｣
と
い
う
｡

㈲

｢
院
本
考
-
そ
の
演
劇
理
念
の
指
向
す
る
も
の
I
｣
(日
本
中
開
学

舎
報
第
二
十
集
)｡

㈹

こ
の
薙
誌
は
地
方
出
版
物
で
あ
-
'
簡
単
に
は
見
ら
れ
な
い
｡
引
用

は
'
侯
馬
工
作
砧
を
訪
問
し
た
際
'
楊
富
斗
氏
か
ら
直
接
示
さ
れ
た
も

の
を
'
筆
者
が
メ
モ
し
た
も
の
に
操
る
｡

㈹

二
-
㈲
で
は
'
馬
具
を
掲
げ
つ
つ
'
個
々
の
園
の
内
容
の
解
明
を
試

み
て
い
る
｡
明
魔
王
殿
内
部
の
平
面
と
壁
蓋
の
分
布
を
示
し
た
圏
を
'

下
に
韓
載
し
て
お
-
｡

個

虞
勝
寺
は
'
抗
日
戦
争
中
に
い
わ
ゆ
る

｢
趨
城
金
蔵
｣
が
隠
さ
れ
て

い
た
と
い
う
､
有
名
な
飛
虹
塔
の
あ
る
笹
山
山
上
の
庶
勝
上
寺
と
'
山

下
の
康
勝
下
寺
に
分
か
れ
て
い
る
｡
こ
こ
は
前
者
を
指
し
て
い
る
｡

(金
津
大
学

赤
松
紀
彦
)

水
神
周
明
魔
王
殿
平
面
及
壁
書
分
布
固

(
ニ
ー
㈲
よ
-
鴇
載
)

西
壁
四
幅

1
析
雨
間

2
勅
建
興
磨
寺
園

3
下
棋
固

4
打

球
圃東

壁
四
幅

5
龍
王
行
雨
園

6
庭
園
硫
牧
園

7
漁
民
嘗
魚
固

8
古
康
勝
上
寺
囲

北
壁
二
幅

9
后
宮
司
賓
固

10
后
官
偏
食
固

南
壁
西
二
幅

11
零
泉
玉
淵
亭
固

12
唐
太
宗
千
里
行
啓
画

商
壁
東

一
幅

13
大
行
散
楽
忠
都
秀
在
此
作
場
固

紹

介


