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書

評

田
仲

一
成

『中
国
祭
柁
演
劇
研
究
』

東
京
大
学
出
版
合

1
九
八
1
年
八
月

本
文
九
二
六
頁

索
引
二
十
九
真

岡

『中
国
の
宗
族
と
演
劇
』

東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所

一
九
八
五
年
三
月

本
文

一
二

六
頁

索
引
三
十
六
頁

同

『中
国
郷
村
祭
柁
研
究

地
方
劇
の
環
境
』

東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所

1
九
八
九
年
三
月

本
文

〓
1三
二
頁

索
引
四
十
八
頁

演
劇
が
祭
柁
儀
薩
に
そ
の
主
た
る
起
源
を
有
す
る
こ
と
は
､
ハ
リ

ソ
ン
の

『古
代
聾
術
と
祭
式
』
以
来
､
既
に
東
西
の
演
劇
史
の
常
識

と
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
-
.
し
か
る
に
中
国
演
劇
史
研
究

に
お
い
て
は
､
こ
の
問
題
が
員
剣
に
扱
わ
れ
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な

か
っ
た
｡
こ
れ
は
な
ぜ
か
｡

ま
ず
第

一
に
､
資
料
の
不
足
と
い
う
中
国
俗
文
畢
研
究
に
常
に
つ

き
ま
と
う
障
害
が
､
こ
こ
で
も
大
き
-
作
用
し
て
い
る
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
o
L
か
し
そ
れ
以
上
に
､
中
国
研
究
者
が
意
識
的

･
無

意
識
的
に
抱
い
て
い
た
い
-
つ
か
の
固
定
観
念
が
､
演
劇
の
祭
柁
儀

薩
と
し
て
の
側
面
を
こ
と
さ
ら
に
軽
親
す
る
方
向
に
作
用
し
た
こ
と

も
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
-
｡
即
ち
､
中
国
人
の
非
宗
教
性
と
い
う
神

話
や
､
故
意
に
宗
教
性
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
唯
物
論
的
思
考
､
更

に
は
明
代
以
来
受
け
鮭
が
れ
て
き
た
､
演
劇
を
演
劇
と
し
て
と
ら
え

よ
-
と
せ
ず
､
詩
詞
と
同
じ
尺
度
で
考
え
よ
う
と
す
る
文
人
的
態
度

等
で
あ
る
｡

田
仲

一
成
氏
の
三
筋
の
大
著
は
､
こ
の
問
題
を
は
じ
め
て
髄
系
的

に
把
返
し
よ
う
と
し
た
労
作
で
あ
る
o
こ
の
1
事
の
み
を
も

っ
て
し

て
も
､
そ
の
業
績
は
不
滅
の
債
値
を
持
つ
と
い
え
よ
-
｡
し
か
も
そ

の
構
想
の
雄
大
さ
､
手
法
の
新
し
さ
は
稀
に
み
る
も
の
で
あ
る
｡

三
者
は
三
位

一
腹
と
も
い
う
べ
き
構
成
か
ら
な
る
O
ま
ず

『中
国

祭
柁
演
劇
研
究
』
に
お
い
て
は
､
中
国
祭
柁
演
劇
全
鰹
の
展
望
が
､

草
生
･展
開
･停
播
の
三
篤
に
分
け
て
提
示
さ
れ
る
｡
績
-
二
者

『中

国
の
宗
族
と
演
劇
』
『中
国
郷
村
祭
柁
研
究
』
は
'
『中
国
祭
把
演
劇
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研
究
』
に
お
い
て
示
さ
れ
た
理
論
を
､
そ
れ
ぞ
れ
宗
族

･
郷
村
祭
紀

と
い
う
別
の
側
面
か
ら
と
ら
え
な
お
し
､
補
強
し
た
も
の
で
あ
る
｡

た
だ
し
､
文
献
資
料
が
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
い
な
い
以
上
､
文
字
の

み
に
よ
っ
て
そ
の
儀
説
を
澄
明
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
｡
こ
の
障
害
を
克
服
す
る
た
め
に
田
仲

氏
が
導
入
さ
れ
た
手
法
は
､
極
め
て
斬
新
な
も
の
で
あ

っ
た
｡
即
ち
､

歴
史
上
の
各
段
階
に
お
け
る
資
料
を
入
手
す
る
こ
と
は
望
む
べ
-
ち

な
い
以
上
､
か
わ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
葦
展
段
階
に
あ
る
現
行
の
祭
紀

演
劇
を
調
査
し
､
こ
れ
を
歴
史
上
の
童
展
段
階
に
あ
て
は
め
る
こ
と

に
よ
っ
て
､
演
劇
史
の
展
開
を
跡
づ
け
よ
う
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡

つ
ま
-
､
従
来
の
演
劇
史
が
と
っ
て
き
た
適
時
的
な
立
場
を
離
れ
､

共
時
的
な
親
鮎
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
-
1
資
料
の
不
足
を
補
わ
れ

た
こ
と
に
な
る
｡

そ
の
結
果
､

特
に
後
の
二
著
は
､

そ
の
大
部
分

が
田
仲
氏
自
身
に
よ
る
香
港

･
中
国

･
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
等
に
お
け
る

調
査
報
告
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
る
こ
と
と
な

っ
て
い
る
｡
し
た
が

っ

て
､
こ
れ
に
評
債
を
加
え
よ
-
と
す
る
な
ら
ば
､
ま
ず
氏
の
調
査
方

法
に
封
す
る
評
債
が
不
可
映
で
あ
る
が
､
そ
の
鮎
は
か
つ
て
調
査
に

同
行
さ
れ
た
金
文
京
氏
に
委
ね
る
こ
と
と
し
､
こ
こ
で
は
内
容
を
紹

書

評

介
し
っ
つ
､
主
と
し
て
そ
の
理
論
に
つ
い
て
論
じ
て
い
-
こ
と
と
し

た
い
｡

7
九
八

l
年
に
出
版
さ
れ
た

『中
国
祭
柁
演
劇
研
究
』
は
､
前
途

の
よ
-
に
､
中
国
祭
紀
演
劇
全
鮭
に
封
す
る
田
仲
氏
の
展
望
を
示
し

た
理
論
筒
と
も
い
-
べ
き
内
容
を
持
ち
､
草
生

･
展
開

･
俸
播
の
三

部
か
ら
な
る
｡

第

l
篇

｢祭
絶
演
劇
の
襲
生
｣
で
は
､
古
代
赦
合
に
お
い
て
秘
儀

と
さ
れ
て
い
た
祭
紀
儀
蔭
が
､
次
第
に
そ
の
神
秘
性
を
喪
失
し
た
結

果
､
儀
薩
と
し
て
の
意
味
を
後
退
さ
せ
､
演
劇

･
蛮
能

へ
と
特
化
し

て
い
-
過
程
と
し
て
中
国
演
劇
の
糞
生
を
と
ら
え
た
上
で
､
仮
説
が

展
開
さ
れ
る
｡
そ
の
韓
化
の
契
機
と
な

っ
た
の
が
､
北
末
か
ら
南
宋

に
か
け
て
進
行
し
た
新
興
敢
合
再
編
成
の
動
き
で
あ
る
｡
従
来
の
村

落
単
位
の
自
然
画
的
な
証
に
封
す
る
信
仰
が
薄
れ
'
そ
の
村
落
統

1

機
能
が
弱
ま

っ
た
結
果
､
新
た
な
村
落
統
制
の
手
段
と
し
て
､
農
村

市
場
経
済
の
襲
達
を
背
景
に
､
農
村
と
い
う
範
囲
を
超
え
て
､
漁
民

･
商
人

･
工
人
等
を
も
包
括
し
､
市
場
地
圏
全
髄
を
組
織
す
る
新
興

証
合
が
形
成
さ
れ
る
｡
そ
の
祭
柁
圏
の
贋
大
き
ゆ
え
に
､
市
場
地
に

ま
つ
ら
れ
た
主
神
の
巡
遊
が
要
求
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
｡
こ
こ
に
各
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村
落
の
土
地
両
群
が
主
神
を
迎
え
る
形
の
迎
紳
安
倉
が
成
立
す
る
｡

巡
遊
と
い
う
行
為
の
性
格
上
'
そ
こ
に
附
随
す
る
行
事
は
蛮
能
化
し

て
い
-
こ
と
に
な
る
｡
こ
こ
に
武
技
を
中
心
と
す
る
難
技
塾
能
が
成

立
す
る
｡
ま
た
､
祭
薩
の
規
模
の
境
大
に
と
も
な
い
､
従
来
別
個
に

行
わ
れ
て
き
た
紳
誕
祭
柁

(神
の
誕
生
日
を
嘩
っ
新
編
書
経
)
と
超
幽
建

樵

(幽
鬼
の
魂
を
鎮
め
る
た
め
の
撰
災
凶
鰻
)
と
を
別
個
に
行
う
徐
裕
が

失
わ
れ
て
両
者
は
結
合
し
､
そ
れ
ぞ
れ
の
蛮
能
化
が

一
層
促
進
さ
れ

て
い
-
0

や
が
て
紳
誕
祭
薩
に
お
け
る
益
の
封
舞
封
唱
に
よ
る
把
紳
儀
薩
が
､

祭
紀
の
規
模
漬
大
に
よ
る
盛
の
埼
加
と
､
神
秘
性
の
喪
失
に
よ
-
､

次
第
に
俳
優
を
も
加
え
て
蛮
能
化
し
､
参
軍
厳
の
成
立
を
み
る
に
至

る
｡
靖
-
院
本
段
階
に
入
る
と
､
更
に
俳
優
の
役
割
が
重
-
な
-
I

特
に
都
市
で
は
盛
は
ほ
と
ん
ど
駆
逐
さ
れ
て
､
こ
こ
に
中
国
固
有
の

演
劇
形
式
た
る
慶
硯
演
劇
が
成
立
す
る
こ
と
と
な
る
｡
た
だ
､
こ
の

段
階
で
は
ま
だ
ご
-
単
純
な
筋
の
舞
踏
劇

･
笑
劇
に
す
ぎ
ず
､
ス
ト

ー
リ
ー
を
持

っ
た
本
格
的
な
演
劇
の
出
現
は
鎮
魂
演
劇
の
成
立
を
得

た
ね
ば
な
ら
な
い
｡

鎮
魂
演
劇
は
､
共
同
鰻
に
害
を
な
す
幽
鬼
孤
魂
を
鎮
め
る
た
め
の

錦
魂
儀
薩
で
あ
る
超
幽
建
酷
に
そ
の
起
源
を
持
つ
O
こ
の
儀
薩
は
宗

教
的
呪
縛
が
非
常
に
強
-
､
世
俗
化
は
困
難
で
あ

っ
た
が
､
柁
紳
儀

薩
が
蛮
能

へ
と
近
づ
-
に
つ
れ
て
少
し
つ
つ
畏
怖
も
弱
ま
-
､
塾
能

化
し
て
い
-
.
か
-
て
非
命
に
倒
れ
た
英
雄
武
婿
の
如
き
強
力
な
雲

を
慰
め
る
た
め
の
大
建
酷
は
､
彼
ら
の
一
生
を
措
-
悲
劇
を
生
み
､

無
名
幽
鬼
を
紳
傍
が
裁
-
小
建
酷
か
ら
は
､
裁
判
劇
が
生
ま
れ
る
｡

こ
-
し
て
中
図
に
も
濃
厚
な
ス
ト
ー
リ
ー
性
を
も
つ
演
劇
が
成
立
し

た
の
で
あ
る
O
た
だ
､
資
際
に
は
前
述
の
よ
う
に
､
紳
誕
祭
薩
と
建

礁
祭
薩
は
不
可
分
の
こ
と
が
多
い
｡
通
常
前
年
に
凶
薩
た
る
建
礁
儀

薩
が
行
わ
れ
､
後
年
に
は
書
薩
た
る
柁
紳
儀
薩
が
行
わ
れ
る
た
め
､

こ
れ
に
あ
わ
せ
て
上
浜
さ
れ
る
演
劇
も
'
前
年
は
悲
劇
､
後
半
は
喜

劇
と
い
-
形
式
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
｡
中
図
演
劇
に
お
い
て

悲
劇
が
常
に
不
徹
底
で
あ
-
､
必
ず
圃
園
に
終
わ
る
の
も
､
こ
の
祭

柁
形
態
に
由
来
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

以
上
が
第

1
篤
の
概
要
で
あ
る
O
王
閲
維
以
来
の
従
来
の
演
劇
史

は
､
演
劇
の
襲
生
を
語
る
に
あ
た
っ
て
､
多
少
な
-
と
も
資
料
が
残

さ
れ
て
い
る
宮
廷
演
劇
に
偏
し
が
ち
で
あ

っ
た
が
､
演
劇
と
は
本
質

的
に
民
間
の
も
の
で
あ
る
以
上
､
民
衆
の
間
か
ら
い
か
に
し
て
演
劇
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が
生
じ
た
か
を
探
求
す
る
こ
と
が
不
可
敏
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
｡
宮
廷
演
劇
は
あ
-
ま
で
民
間
か
ら
生
じ
た
演
劇
の
反
照
と

し
て
扱
う
べ
き
で
あ
ろ
-
｡
し
か
し
民
間
の
事
物
に
関
し
て
は
ほ
と

ん
ど
資
料
が
手
に
入
ら
な
い
｡
こ
れ
は
中
国
研
究
の
宿
命
と
い
っ
て

よ
い
で
あ
ろ
う
｡
田
仲
氏
は
こ
こ
で
そ
の
欣
如
を
補
う
べ
-
､
大
腰

に
仮
説
を
提
示
さ
れ
た
.
そ
こ
に
は
末
代
に
お
け
る
社
の
襲
質
と
い

う
､
非
常
に
大
き
な
社
食
史
上
の
テ
ー
マ
も
提
示
さ
れ
て
お
-
､
歴

史
学
界
か
ら
の
反
鷹
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
と
も
あ
れ
､

こ
の
よ
う
な
圏
式
に
常
て
は
め
て
み
る
と
､
中
国
演
劇
が
祭
組
か
ら

頚
生
し
て
-
る
過
程
が
'
強
い
説
得
力
を
持

っ
て
う
か
び
あ
が
っ
て

-
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
｡

た
だ
､
演
劇
史
の
観
鮎
か
ら
す
る
と
､
そ
の
圏
式
に
全
て
を
曹
て

は
め
よ
う
と
す
る
あ
ま
-
､
無
理
を
犯
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
見
え

る
箇
所
が
散
見
す
る
こ
と
も
事
貴
で
あ
る
｡

1
例
を
あ
げ
れ
ば
､
参

軍
戯
と
院
本
の
成
立
に
つ
い
て
の
部
分
で
､
蒼
鴨
が
末
泥

･
副
末

へ

と
襲
化
し
た
こ
と
を
論
じ
て
､
｢『蒼
鴨
』
の
語
が
猛
禽
を
意
味
し
'
眼

が
大
き
-
､
強
い
隈
取
-
を
施
し
た
塗
面
の
扮
装
を
予
想
し
う
る
｣

と
い
い
､

｢末
泥
｣
と
い
う
名
稀
は
顔
に

｢抹
泥
｣
す
る
こ
と
か
ら

書

評

-
る
鬼
神
の
扮
装
を
す
る
者
で
あ
ろ
-
と
さ
れ
る

(第
四
章
第
二
節
･

第
三
節
)｡
し
か
し
､
塗
面
す
る
の
は
原
則
と
し
て
浄
系
統
の
脚
色
で

あ
っ
て
､
末
系
統
に
は
そ
の
形
跡
が
あ
ま
-
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
は
､

永
楽
大
典
戯
文
や
元
就
劇
に
お
い
て
､
塗
面
を
示
唆
す
る
白
が
ほ
と

ん
ど
の
静
の
系
統
に
限

っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か

で
あ
ろ
う
.
た
だ
し
副
末
に
つ
い
て
は
､
李
伯
稔
の
散
曲

〔小
桃
紅
〕

｢薩
瓜
｣
(『太
平
楽
府
』
撃
二
)
に

｢粉
腺
見
色
末
｣
と
あ
-
､
塗
面

し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
｡
し
か
し
こ
れ
を
末
泥
に
ま
で
及
ぼ
す
の

は

､

後
に
書
生
を
主
人
公
と
し
た
芝
居
を

｢軟
末
泥
｣
と
呼
び
､

『青
槙
集
』
で
多
-
妓
女
が
得
意
と
す
る
役
ど
こ
ろ
と
し
て
あ
げ
ら

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
も
､
無
理
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
現
在

一
般

に
行
わ
れ
て
い
る
地
方
劇
で
も
､
や
は
-
塗
面
を
施
す
の
は
は
ぼ
静

と
丑
に
限
ら
れ
て
い
る
｡

し
た
が
っ
て
'

｢荘
家
不
識
勾
欄
｣
に
現

れ
る
口
上
役
を
､

｢粉
墨
で
塗
面
L
t
詩
詞
歌
賦
を
高
唱
し
て
い
る

鮎
か
ら
み
て

『末
泥
』
色
に
督
る
と
見
ら
れ
る
｣
と
い
わ
れ
る
の
は
､

お
そ
ら
-
妥
常
で
は
あ
る
ま
い
｡
こ
れ
は
や
は
-
従
来
の
説
の
通
-

浄
系
統
の
脚
色
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
南
曲
開
場
の
副
末
が
老
人

役
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
､
容
貌
怪
異
だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
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の
も
､
中
国
演
劇
に
お
い
て
老
人
を
怪
異
な
も
の
と
し
て
描
-
俸
統

が
ほ
と
ん
ど
な
い
以
上
､
や
は
-
､
や
や
牽
強
に
過
ぎ
る
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
｡
ま
た
ー
蒼
鴨
も
し
-
は
副
末
が
浮
を
打
つ
の
に

用
い
る

｢破
瓜
｣
を
､
｢歌
唱
に
用
い
る
拍
板
の

一
種
で
は
な
い
か
｣

と
さ
れ
､

｢蒼
鴨
の
歌
唱
者
､

説
唱
者
と
し
て
の
役
割
を
想
定
せ
し

む
る
も
の
｣
と
い
わ
れ
る
が
､
｢破
瓜
｣
は
､
さ
き
の
李
伯
稔
の
散
曲

に
よ
れ
ば
､
木
を
皮
で
覆

っ
た
も
の
で
あ
-
､
拍
板
と
し
て
用
い
ら

(補
注
)

れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な

い

｡

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
､

｢盛
観
の
扮
し
た
神
戸
は
､
超
人
的
な
耐

震
の
威
力
を
示
す
よ
う
な
怪
異
な
仮
面
を
か
ぶ
っ
て
い
た
か
､
あ
る

い
は
仮
面
に
近
い
塗
面
を
施
し
た
扮
装
を
し
て
い
た
｣

｢神
託
を
告

げ
る
役
で
雄
梓
で
あ

っ
た
筈
で
あ
-
歌
唱
に
も
秀
れ
て
い
た
｣
と
い

う
､
お
そ
ら
-
基
本
的
に
正
し
い
と
思
わ
れ
る
推
定
を
､
今
日
残
さ

れ
て
い
る
演
劇
史
の
資
料
に
強
引
に
営
て
は
め
よ
う
と
し
た
結
果
生

じ
て
き
た
問
題
で
あ
ろ
う
｡
現
存
す
る
資
料
は
い
ず
れ
も
断
片
的
な

も
の
で
あ
-
､
し
か
も
そ
の
大
牢
は
､
氏
が
こ
こ
で
主
に
問
題
と
さ

れ
て
い
る
農
村
演
劇
と
は
か
な
-
質
を
異
に
す
る
で
あ
ろ
う
都
市

･

宮
廷
演
劇
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
以
上
､
無
理
に
そ
の
全
て
を
氏
の

仮
説
に
合
わ
せ
る
必
要
は
あ
る
ま
い
｡
末
代
に
始
ま
る
都
市
文
化
の

充
寛
に
伴
い
､
商
業
化
に
よ
っ
て
洗
練
さ
れ
た
も
の
へ
と
襲
貌
し
っ

つ
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
都
市
演
劇
に
お
い
て
は
､
塗
面
等
は
元
来
持

っ

て
い
た
呪
術
的
な
意
味
を
喪
失
し
っ
つ
あ

っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡

明
代
以
降
に
よ
-
明
噺
な
形
で
現
れ
る
こ
と
と
な
る
､
都
市
と
農
村
､

知
識
人
と
非
知
識
人
の
間
に
お
け
る
演
劇
の
階
層
化
が
､
す
で
に
始

ま
-
か
け
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡

つ
ま
-
､
氏
は
こ
こ
で
祭
稚
儀
蔭
以
外
の
も
の
か
ら
演
劇
が
襲
生

す
る
可
能
性
を
考
慮
に
い
れ
ず
､
す
べ
て
を
祭
組
と
結
び
付
け
よ
う

と
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡
冒
頭
で
も
述
べ
た

よ
う
に
､
祭
把
儀
鰻
が
演
劇
の
主
た
る
起
源
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
が
､
そ
れ
を
強
調
す
る
あ
ま
-
､
す
べ
て
の
演
劇
が
祭
紀

儀
薩
の
み
に
由
来
す
る
と
い
っ
て
し
ま
-
こ
と
は
､
従
来
の
宗
教
的

要
素
を
こ
と
さ
ら
に
無
税
し
て
き
た
演
劇
史
と
は
逆
方
向
の
リ
ゴ
リ

ズ
ム
に
障
る
こ
と
に
な
-
か
ね
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡

し
か
し
こ
う
し
た
問
題
鮎
は
決
し
て
本
質
的
な
も
の
で
は
な
い
｡

全
鮭
と
し
て
み
る
と
き
､
田
仲
氏
の
提
示
さ
れ
た
中
国
演
劇
車
生
の

固
式
は
､
き
わ
め
て
魅
力
で
あ
る
｡
こ
こ
に
我
々
は
初
め
て
､
宮
廷
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な
ど
の
社
倉
の
上
部
か
ら
で
は
な
-
､
下
部
か
ら
い
か
に
し
て
演
劇

が
草
生
し
た
か
を
示
す
見
取
圏
を
輿
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
見

取
圏
を
い
か
に
肉
づ
け
し
て
い
-
か
が
､
今
後
の
演
劇
史
研
究
の
課

題
と
な
ろ
う
｡

第
二
篇

｢条
柁
演
劇
の
展
開
｣
で
は
､
第

一
筈
の
後
を
う
け
て
､

宋
元

～
清
末
の
時
期
に
祭
紀
演
劇
が
い
か
に
展
開
し
た
か
を
､
演
劇

を
支
え
る
祭
柁
集
園
の
襲
化
と
い
う
親
鮎
か
ら
と
ら
え
よ
う
と
す
る
｡

中
開
地
方
社
合
に
お
い
て
は
､
地
線
的

･
血
縁
的
な
諸
集
国
と
は
､

基
本
的
に
は
公
的
共
同
鮭
の
名
を
借
-
た
大
地
主
の
私
的
支
配
機
構

に
は
か
な
ら
な
い
以
上
､
同
じ
集
国
に
依
存
す
る
祭
把
集
圏
も
ま
た
､

地
主
支
配
機
構
の
一
部
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
に
違
い
な

い
｡
田
仲
氏
は
そ
の
組
織
を
地
線

･
血
縁
の
二
集
国
に
分
け
て
分
類

さ
れ
る
o
即
ち
､
地
縁
集
圏
に
お
い
て
は
､

h

市
場
的
村
落
聯
合
の
祭
柁
演
劇

h

共
同
鮭
的
村
落
聯
合
の
祭
妃
演
劇

k

村
落
共
同
鮭
の
祭
柁
演
劇

血
縁
集
圏
に
お
い
て
は

払

宗
族
合
同
の
祭
紀
演
劇

書

評

Eej
家
族
集
園
の
祭
柁
演
劇

批

家
長
私
宴
の
集
配
演
劇

以
上
の
六
種
で
あ
る
｡
ま
ず
市
場
地
を
基
礎
に
k
が
成
立
し
､
そ
れ

が
地
主
層
に
よ
る
h
･
k
に
も
虞
が
-
､
や
が
て
k
の
小
廟
群
に
な

ら
っ
て
宗
族
の
宗
両
に
も
弘
が
導
入
さ
れ
､
そ
こ
か
ら

恥
･
加
が
生

ま
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
時
と
し
て
k
と
m
･
恥
は
と
も
に
有

力
宗
族
の
宗
岡
で
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
-
､
両
者
は
癒
着
し
て
地
主

支
配
を
強
化
す
る
働
き
を
培
う
｡
こ
の
組
織
が
強
固
に
維
持
さ
れ
る

と
､
祭
柁
演
劇
の
運
営
は
公
的
性
格
と
財
政
的
裏
付
け
を
得
て
安
定

す
る
が
､

一
方
で
は
貧
下
層
民

･
中
小
地
主
の
演
劇
に
封
す
る
欲
求

は
抑
歴
さ
れ
る
こ
と
と
な
-
､
や
が
て
そ
の
不
満
が
爆
車
す
る
と
､

組
織
全
鰻
が
崩
壊

へ
と
導
か
れ
る
.
そ
れ
は
､
市
場
地
に
お
い
て
は

商
人
暦
､
共
同
鰹
的
村
落
に
お
い
て
は
貧
下
層
民
'
家
長
私
宴
に
お

い
て
は
城
居
地
主
暦
に
よ
-
､
そ
れ
ぞ
れ
統
制
外
の
演
劇
が
上
演
さ

れ
る
と
い
う
形
で
現
れ
る
こ
と
と
な
る
｡
つ
ま
-
祭
柁
集
圏
は
地
主

･
商
人

･
農
民
の
聯
合
組
織
で
あ
-
､
こ
の
三
者
の
勢
力
の
消
長
に

よ
っ
て
そ
の
あ
-
か
た
も
規
定
さ
れ
て
い
-
わ
け
で
あ
る
｡

以
下
田
仲
氏
は
'
祭
柁
組
織
の
編
成
と
分
解
と
い
う
観
鮎
か
ら
､
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晩
唐
以
後
の
演
劇
史
を
次
の
よ
う
に
概
観
さ
れ
る
｡

第

l
次
編
成

第

一
次
分
解

第
二
次
編
成

第
二
次
分
解

第
三
次
編
成

第
三
次
分
解

晩
唐
五
代
～
北
宋

(萌
芽
期
)

北
宋
～
元
中
期

(自
立
期
)

元
中
期
～
明
中
期

(停
滞
期
)

明
中
期
～
明
末

(復
興
期
)

清
初
～
中
期

(反
動
期
)

清
中
期
～
清
末

(草
展
期
)

条
柁
組
織
の
編
成
期
に
は
､
地
主
の
統
制
が
強
化
さ
れ
る
た
め
､
条

絶
演
劇
の
賛
展
は
停
滞
す
る
0

1
万
､
分
解
期
に
は
祭
柁
演
劇
は
自

由
に
賛
展
し
う
る
.
そ
し
て
､
編
成
期

･
分
解
期
の
戯
曲
に
は
､
そ

れ
ぞ
れ
共
通
の
特
色
が
認
め
ら
れ
る
｡
即
ち
､
編
成
期
に
は
郷
居
地

主
型
と
も
い
う
べ
き
保
守
的
な
戯
曲
が
､
分
解
期
に
は
城
居
地
主
型

と
も
い
う
べ
き
典
雅
で
自
由
な
も
の
と
､
市
場
地
型
と
も
い
-
べ
き

粗
野
で
反
鮭
制
的
な
も
の
が
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
理
論
を
､

田
仲
氏
は
ま
ず
各
階
層
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
題
材
が
好
ま
れ
て
い

た
か
を
追
跡
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
補
強
し
､
更
に
同
じ
戯
曲
に
お
い

て
も
受
容
階
層
に
よ
-
表
現
が
異
な

っ
て
-
る
こ
と
を
､
『琵
琶
記
』

諸
本
の
比
較
に
よ
-
論
語
さ
れ
る
.

こ
こ
で
田
仲
氏
は
､
そ
の
市
場
地

･
宗
族
等
に
関
す
る
豊
富
な
知

識
を
駆
使
し
て
､
社
合
全
腹
の
中
に
お
け
る
演
劇
史
の
展
開
を
鮮
や

か
に
描
き
出
し
て
お
ら
れ
る
｡
大
量
の
史
料
に
裏
付
け
ら
れ
た
そ
の

分
析
は
精
級
を
極
め
'
こ
こ
に
中
国
演
劇
史
像
は
､
徒
乗
の
戯
曲
と

そ
の
作
者
の
み
を
扱

っ
て
き
た
も
の
と
は
､
全
-
異
な
っ
た
様
相
を

帯
び
て
立
ち
現
れ
て
-
る
こ
と
と
な
っ
た
｡
こ
の
部
分
こ
そ
は
､
氏

の
過
去
の
研
究
の
蓄
積
が
最
も
見
事
に
結
貴
し
た
､
全
篇
の
精
華
で

あ
ろ
-
｡
後
の
二
者
も
､
基
本
的
に
は
こ
こ
で
示
さ
れ
た
理
論
に
基

づ
い
て
構
想
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
こ
こ
で
氏
が
描
き

出
さ
れ
た
中
国
演
劇
史
展
開
の
圏
式
が
､
ち
ょ
う
ど
常
時
の
演
劇
状

況

･
政
治
情
勢
と
見
事
に

一
致
し
て
い
る
こ
と
は
､
氏
の
理
論
の
正

し
さ
を
側
面
か
ら
保
琵
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
0
確
か
に
氏
が
演
劇
の

登
展
期
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
北
宋

～
元
中
期

･
明
中
期
～
明
末
は
､

そ
れ
ぞ
れ
知
識
人
層
に
お
け
る
自
由
な
創
作
の
成
果
た
る
元
薙
劇

･

塩
山
腔
の
成
立
し
た
時
期
で
あ
-
､
ま
た
下
層
民
の
噂
好
を
反
映
し

た
劇
種
に
つ
い
て
も
､
北
宋
～
元
中
期
に
つ
い
て
は
史
料
を
敏
-
ち

の
の
､
明
中
期
～
明
末
は
漠
調
の
成
立
､
清
中
期
～
清
末
は
京
劇
と

析
子
系
譜
腔
の
成
立
と
い
う
形
で
､
明
ら
か
に
高
潮
期
と
な
っ
て
い
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る
の
で
あ
る
｡

た
だ
こ
の
部
分
に
も
､
演
劇
史
上
の
事
寛
に
封
す
る
多
少
の
認
識

の
誤
-
が
あ
る
の
は
残
念
で
あ
る
｡
特
に
､
こ
れ
は
第
三
篇
の
内
容

と
も
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
が
､

4]
陽
艦
に
封
す
る
認
識
に
は
大
き

な
問
題
が
あ
る
｡

田
仲
氏
は
､

｢所
謂

『高
艦
』
が

『
4)
陽
隆
』
そ

の
も
の
に
外
な
ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
､
青
木
正
兄
博
士
の
説
に

詳
し
い
｣
(四
四
六
頁
)
と
し
て
､
以
後

4}
陽
駐
=

高
艦
と
い
-
前
提

の
も
と
に
､
微
調
が

4]
陽
腔

へ
と
韓
化
し
た
も
の
と
し
て
議
論
を
進

め
て
お
ら
れ
る
｡

こ
こ
に
い
-
青
木
博
士
の
説
と
は
､

『支
部
近
世

戯
曲
史
』
第
七
章
第

l
節
に
い
う

｢4]
陽
艦
は
嘉
靖
間
絶
醤
と
な
-

L
が
･･･-
再
興
以
前
の

4)
陽
艦
は
却
て
北
方
に
於
て
高
隆
と
な
-
て

そ
の
俸
銃
を
保
て
る
も
の
の
如
し
｡
高
艦
は

l
に

4]
陽
艦
と
云
ふ
･･･

-
｣
(『青
木
正
鬼
全
集
』
第
三
巻
一
四
五
頁
)
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
-
0

し
か
し
､
こ
の
説
に
誤
-
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
､
美
徳
均
氏
が

｢明
代
南
戯
四
大
鮭
調
及
其
支
流
｣
(『戯
曲
小
説
叢
考
』
上
里
二
十
三
頁
)

で
づ
と
に
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
0
4]
陽
腔
は
南
戯
の

四
大
聾
腔
の
一
つ
と
し
て
､
塩
山
腔
成
立
の
は
る
か
以
前
に
生
ま
れ

て
お
-
､
微
調

･
育
陽
腔
は
､
鏡
南
揚

『戯
文
概
論
』
の
よ
う
に
飴

書

評

桃
艦
に
基
づ
-
と
す
る
見
解
も
あ
る
も
の
の
､
通
説
で
は
､
棄
民
の

い
う
よ
う
に
r
陽
艦
が
襲
化
し
た
結
果
成
立
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い

る
｡
高
艦
が
r
陽
艦
と
も
い
わ
れ
る
の
は
事
寛
で
は
あ
る
が
､
こ
れ

は

4}陽
隆
の
血
脈
を
継
ぐ
こ
と
か
ら
､
い
わ
ば

l
種
の
雅
名
と
し
て

古
稀
を
用
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
ゆ
え

｢4}
陽
腔
｣
と
い
っ
て

も
､
元
来
の

4]
陽
艦
を
い
-
場
合
と
高
腔
を
指
す
場
合
と
が
あ
-
､

混
乱
を
生
ず
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
｡

例
え
ば
､

『
琵
琶
記
』
の

Ⅳ
群
と
田
仲
氏
が
分
類
さ
れ
る
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
､
後
世
の
高
艦

テ
キ
ス
ト
に
よ
-

1
致
す
る
鮎
か
ら
み
て
､

4}
陽
艦
系
テ
キ
ス
ト
と

見
て
よ
い
と
し
､

｢教
本
の
大
部
分
は
江
西

i]陽
を
経
由
し
て
･-
=

停
播
し
た
の
で
､
そ
の
間
､
微
本
の
原
型
は
こ
の

4)
陽
型
に
改
愛
さ

れ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｣
(四
〇
一
貫
)
と
さ
れ
る
の
は
､
高

腰
を

｢4]
陽
艦
｣
と
呼
ぶ
の
が
お
そ
ら
-
は
資
際
の
i}
陽
と
い
-
也

名
と
は
無
関
係
で
あ
る
以
上
､
成
-
立
つ
ま
い
｡

ま
た
､
戯
曲
の
階
層
分
化
を
問
題
と
す
る
な
ら
ば
､
明
の
四
大
撃

睦
問
に
歴
然
と
存
在
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
観
客
階
層
の
格
差
に
も

留
意
す
べ
き
だ

っ
た
で
あ
ろ
-
｡
さ
き
に
あ
げ
た
菓
徳
均
氏
の
論
文

に
も
い
う
よ
う
に
ー
畠
山
艦

･
海
康
隆
は
士
大
夫
暦
を
､
4}
陽
艇

･
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飴
桃
艦
は
よ
-
低
い
階
層
を
そ
の
主
た
る
封
象
と
し
て
い
た
ら
し
い

の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
各
聾
艦
の
青
票
的
特
質
と
も
関
わ
る
問
題
で
あ

り
､
田
仲
氏
が

｢曲
文
の
間
に
五
言
､
七
言
の
詩
句
ま
た
は
白
を
抽

入
し
て
表
現
を
多
様
化
し
通
俗
性
を
凍
大
し
て
い
-
｣
と
い
わ
れ
る

濠
調
の
出
現
も
'

こ
の
鮎
を
抜
き
に
し
て
は
語
-
え
な
い
｡

『
琵
琶

記
』
諸
本
を
比
較
す
る
に
あ
た
-
､
地
域
性
だ
け
で
は
な
-
､
そ
こ

に
用
い
ら
れ
て
い
る
聾
腔
の
特
質
に
も
も
う
少
し
留
意
さ
れ
て
も
よ

か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

し
か
し
､
こ
う
し
た
問
題
鮎
は
決
し
て
田
仲
氏
の
理
論
そ
の
も
の

に
封
し
て
疑
問
を
抱
か
せ
る
も
の
で
は
な
い
｡
重
要
な
の
は
氏
が
こ

こ
で
初
め
て
演
劇
を
文
人
の
手
か
ら
引
き
離
し
､
社
食
全
鮭
の
動
き

に
鷹
じ
て
必
然
的
に
襲
化
す
る
も
の
と
し
て
示
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ

-
｡
従
来
の
演
劇
史
は
､
高
名
な
作
者

･
作
品
の
羅
列
に
終
わ
-
､

し
か
も
そ
の
評
債
は
文
人
的
な
曲
文
の
巧
拙
等
の
観
鮎
か
ら
な
さ
れ

る
の
が
常
で
あ

っ
た
｡
し
か
し
演
劇
と
は
､
た
え
ま
な
-
奨
化
す
る

生
き
た
垂
術
で
あ
-
､
そ
の
奨
化
を
も
た
ら
す
も
の
は
､
演
劇
を
生

み
か
つ
受
容
す
る
大
衆
に
は
か
な
ら
な
い
｡
そ
れ
ゆ
え
演
劇
を
正
し

-
理
解
す
る
た
め
に
は
､
そ
れ
を
生
ん
だ
社
食
の
理
解
が
不
可
快
で

あ
る
｡
こ
こ
に
演
劇
研
究
に
お
け
る
社
食
史
的
観
鮎
が
必
要
と
な
る
｡

そ
の
意
味
で
社
食
史
研
究
に
深
い
蓄
積
を
持
つ
田
仲
氏
の
こ
の
理
論

は
､
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
と
い
え
よ
う
｡

第
三
第

｢祭
絶
演
劇
の
俸
播
｣
で
は
､
元
来
特
定
の
同

l
性
を
持

っ
た
集
圏
に
依
存
し
て
存
立
し
て
い
た
は
ず
の
祭
柁
演
劇
が
､
い
か

に
し
て
他
の
地
域
に
停
播
し
う
る
の
か
に
つ
い
て
論
ず
る
｡
祭
柁
集

園
の
編
成
期
に
お
い
て
は
､
集
圏
は
グ
ル
ー
プ
内
で
自
己
完
結
し
て

お
-
､
損
大
の
契
機
は
な
い
が
､
分
解
期
に
お
い
て
は
､
雅
俗
隻
方

に
お
い
て
損
大
す
る
契
機
を
は
ら
む
に
至
る
｡
即
ち
､
地
主
暦
に
お

い
て
は
､
城
居
地
主
化
に
よ
-
､
祭
紀
の
場
か
ら
離
れ
た
宗
族
家
演

演
劇
が
成
立
し
､
そ
れ
が
宗
族
問
の
通
婚

･
社
交
関
係
を
媒
介
に
遠

隔
地
に
ま
で
俸
播
し
て
い
-
こ
と
と
な
る
｡
こ
の
場
合
､
地
主
層
は

教
養
と
官
話
を
共
有
し
て
い
る
た
め
､
自
然
方
言
的
要
素
の
少
な
い

文
語

･
官
話
表
現
を
中
心
と
し
た
戯
曲
､
特
に
昆
曲
が
主
流
を
占
め

る
｡

一
方
､
市
場
地
に
お
い
て
は
､
隔
地
間
市
場
地
網
を
支
配
す
る

客
商
を
媒
介
と
し
て
各
地
の
市
場
地
演
劇
の
交
流
が
促
進
さ
れ
る
こ

と
と
な
る
｡
そ
の
主
流
を
占
め
る
の
は
､
客
商
中
最
も
有
力
な
地
域
､

即
ち
徽
州
周
適
の
4]
陽
腔
系
譜
腔
で
あ
る
o
ま
た
､
市
場
地
周
過
の
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農
村
が
流
通
経
済
に
ま
き
こ
ま
れ
て
階
層
分
化
し
た
結
果
､
貧
困
層

が
市
場
地
内
に
集
園
移
任
し
て
-
る
と
､
方
言
土
艦
に
よ
る
郷
村
政

祭
演
劇
が
宗
教
行
事
も
ろ
と
も
市
場
地

へ
と
移
動
す
る
｡
こ
の
ケ
ー

ス
は
､
移
動
の
速
度
こ
そ
遅
い
も
の
の
､
方
言

･
宗
教
的
要
素
を
す

べ
て
伴
う
た
め
､
定
着
後
は
他
の
二
者
に
比
し
て
は
る
か
に
強
い
定

着
性
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
｡

こ
の
仮
説
も
強
い
説
得
力
を
持
つ
｡
地
方
劇
と
は
た
え
ま
な
-
俸

播

･
融
合
を
-
-
か
え
す
も
の
で
あ
-
､
現
在
行
わ
れ
て
い
る
俸
統

劇
の
大
牢
は
､
多
様
な
劇
種
が
相
互
に
影
響
し
あ

っ
た
末
に
成
立
し

た
も
の
な
の
で
あ
る
｡
京
劇
の
如
き
は
そ
の
代
表
的
な
例
と
い
え
よ

う
｡
し
か
し
そ
の
停
播
が
い
か
に
し
て
な
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
､

従
来
新
安
商
人
の
活
動
を
指
摘
す
る
も
の
が
わ
ず
か
に
あ

っ
た
程
度

で
､
膿
系
的
に
そ
の
過
程
を
展
望
し
た
例
は
､
い
ま
だ
か
つ
て
存
在

し
な
か
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
｡
田
仲
氏
の
こ
の
議
論
は
､
こ

う
し
た
従
来
の
演
劇
史
研
究
に
お
け
る
吉
鮎
を
鏡
-
突
い
た
も
の
で

あ
る
と
と
も
に
'
前
二
第
を
譲
ん
だ
者
が
普
然
抱
-
で
あ
ろ
う
疑
問

-

そ
の
よ
う
に
地
域
祉
合
と
密
着
し
た
演
劇
が
､
ど
う
し
て
多
様

な
襲
展
を
と
げ
う
る
の
か
I

に
封
す
る
回
答
と
も
な

っ
て
い
る
と

書

評

い
え
よ
う
｡

こ
こ
で
も
田
仲
氏
は
､
客
商
ル
ー
ト
に
つ
い
て
論
じ
る
に
あ
た
-
､

4]陽
艦
を
徽
詞
か
ら
出
た
も
の
と
し
て
､

4]
陽
経
由
で
各
地
に
で
る

ル
ー
ト
か
ら

4)
陽
艦
が
生
ま
れ
た
と
し
て
お
ら
れ
る
O
先
述
の
通
-
､

こ
の
記
述
に
は
問
題
が
あ
る
｡
し
か
し
古
い

4}
陽
鮭
の
成
立
に
ま
で

さ
か
の
ぼ
っ
て
考
え
れ
ば
､
こ
の
土
地
の
交
通
上
の
重
要
性
が

r
陽

隆
が
虞
-
停
播
す
る

1
要
因
と
な
っ
た
こ
と
は
ま
ざ
れ
も
な
い
事
茸

で
あ
ろ
う
か
ら
､
こ
こ
で
氏
が
述
べ
て
お
ら
れ
る
こ
と
も
贋
-

4}
陽

睦
全
鮭
に
つ
い
て
見
る
な
ら
ば
､
正
し
い
と
い
え
よ
う
｡

以
上
の
よ
-
な
原
理
を
提
示
し
た
上
で
､
つ
い
で
田
仲
氏
は
､
移

動
す
る
個
々
の
祭
柁
集
圏
に
お
い
て
､
そ
の
停
承
演
劇
が
い
か
に
推

移
し
て
い
-
か
を
考
察
さ
れ
る
｡
祭
組
集
圏
は
い
ず
れ
も
地
主

･
商

人

･
下
層
農
民
の
三
層
構
造
を
持
つ
た
め
､
移
動
の
主
導
権
が
ど
の

層
に
あ
る
か
に
よ
っ
て
演
劇
の
パ
タ
ー
ン
も
異
な
-
'
多
様
な
状
況

が
生
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
｡
従

っ
て

1
般
論
よ
-
も
個
別
的
な
事
例

の
研
究
が
要
求
さ
れ
る
｡
こ
こ
で
氏
は
モ
デ
ル
と
し
て
鹿
東
最
大
の

市
場
地
た
る
港
九
新
界
地
区

(香
港
･
九
龍

･
新
界
)
を
と
-
あ
げ
､

そ
の
内
部
の
条
紀
集
園
に
お
け
る
演
劇
停
承
の
状
況
に
つ
い
て
論
じ
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て
お
ら
れ
る
｡

そ
の
結
果
導
き
出
さ
れ
る
結
論
は
'
組
織
に
お
い
て

も
､
内
容
に
お
い
て
も
､
僻
地
に
お
い
て
は
証
祭
演
劇
塾
､
市
銀
及

び
そ
の
周
連
に
居
住
す
る
卑
人
集
圏
に
お
い
て
は
市
場
地
演
劇
塾
､

や
は
-
市
銀
を
中
心
に
居
住
す
る
潮
人
薬
園
に
お
い
て
は
宗
族
演
劇

塾
に
近
い
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
と
い
-
｡
田
仲
氏
の
見
解
で
は
､
こ

れ
は
俸
播
の
パ
タ
ー
ン
と
し
て
も
､
そ
れ
ぞ
れ
貧
民
に
よ
る
祭
紀
組

織
ぐ
る
み
の
移
民
型
ル
ー
ト
､
商
人
に
よ
る
市
場
型
ル
ー
ト
､
敢
交

的
な
宗
族
型
ル
ー
ト
の
三
つ
の
パ
タ
ー
ン
に
普
て
は
ま
る
も
の
で
あ

る
o
つ
ま
-
全
国
的
に
み
れ
ば
末
端
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
こ
の
地
区

に
お
い
て
も
､
祭
紀
演
劇
の
全
図
的
状
況
が
集
中
的
に
反
映
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
な
る
｡

こ
の
部
分
に
は
非
常
に
多
-
の
香
港
に
お
け
る
祭
柁

･
演
劇
の
事

例
が
記
録
さ
れ
て
お
-
､
そ
れ
だ
け
で
も
高
い
資
料
的
慣
値
を
持
つ
｡

た
だ
そ
の
分
析
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
､
結
論
に
至
る
ま
で
の
道
筋

が
必
ず
し
も
明
確
に
示
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
､
多
少
の
不
満
を
禁

じ
え
な
い
｡
田
仲
氏
が
次
作

『
中
国
の
宗
族
と
演
劇
』
で
こ
の
鮎
に

つ
い
て
よ
-
詳
し
-
論
じ
ら
れ
た
の
も
､
更
に
深
-
こ
の
問
題
に
つ

い
て
考
察
す
る
必
要
性
を
感
じ
ら
れ
た
こ
と
に
由
来
し
よ
う
｡

一
九
八
五
年
に
出
版
さ
れ
た

『中
国
の
宗
族
と
演
劇
』
は
､
前
著

を
上
回
る
大
作
で
あ
る
｡
題
名
に
も
う
た
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
､
本

書
は
宗
族
が
地
域
社
合
の
中
で
果
た
し
て
き
た
役
割
を
､
祭
柁
演
劇

の
立
場
か
ら
考
究
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
｡
前
著
と
の
関
聯
か
ら

い
え
ば
､
前
著
で
祉
禽
経
済
的
機
能
に
基
づ
い
て
想
定
し
た
鰻
系
を
､

宗
族
の
側
か
ら
考
察
し
な
お
し
て
み
よ
う
と
す
る
こ
と
に
な
る
｡
具

鮭
的
に
は
､
前
著
の
第
二
籍
で
示
さ
れ
た
地
縁

･
血
縁
集
園
の
祭
妃

演
劇
分
数
が
､
そ
れ
ぞ
れ
宗
族
の
外
面
(i
)
･
内
紳

(tFl)の
祭
柁
演

劇
と
し
て
､
次
の
よ
う
に
と
ら
え
な
お
さ
れ
る
｡

は

市
場
的
宗
族
聯
合
の
外
神
祭
稚
演
劇

は

共
同
性
的
宗
族
聯
合
の
外
神
祭
組
演
劇
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軍
備
宗
族
聯
合
の
外
紳
祭
紀
演
劇

宗
族
合
同
の
内
神
祭
紀
演
劇

家
族
菜
園
の
内
神
祭
柁
演
劇

家
長
私
宴
の
内
神
祭
柁
演
劇

以
下
､
こ
の
各
段
階
に
該
者
す
る
と
思
わ
れ
る
現
在
の
香
港

･
シ
ン

ガ
ポ

ー
ル
･
マ
レ
ー
シ
ア
の
豊
富
な
事
例
を
あ
げ
る
こ
と
に
よ
-
､

か
つ
て
歴
史
的
に
進
行
し
た
で
あ
ろ
う
事
態
を
再
現
し
よ
う
と
す
る
｡



本
書
は
四
篤
か
ら
な
-
､
第

一
篇
｢宗
族
設
立
市
場
の
外
神
祭
柁
｣

で
は
は
が
､
第
二
篇

｢復
姓
村
落
聯
合
の
外
神
祭
柁
｣
で
は
肘
が
､

第
三
篇

｢単
姓
村
落
の
外
神
祭
妃
｣
で
は
打
が
そ
れ
ぞ
れ
問
題
と
ざ

/

/

れ
る
〇
三
第
の
結
論
を
ま
と
め
る
と
､
次
の
よ
う
に
な
る
.
h
-
a

l

打
と
い
う
過
程
は
､
祭
紀
演
劇
が
停
播
し
て
い
っ
た
順
で
あ
る
と

と
も
に
､
組
織
の
大
小
の
順
で
あ
る
わ
け
だ
が
､
通
常
組
織
が
大
き

く
な
る
ほ
ど
地
主
宗
族
の
統
制
力
は
弱
ま
る
O
し
た
が
っ
て
k
に
お

い
て
は
､
市
場
地
規
模
の
摸
大
に
伴
い
､
地
主
の
保
守
的
支
配
を
貫

徹
し
て
い
-
こ
と
は
不
可
能
と
な

っ
て
い
-
が
､
肘
に
お
い
て
は
'

組
織
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
､
地
主
支
配
は
か
な

り
強
固
に
維
持
さ
れ
る
o
打
に
お
い
て
は
､
督
然
組
織
が
小
さ
す
ぎ

て
演
劇
上
演
に
ま
で
至
-
え
な
い
ケ
ー
ス
が
多
い
が
､
宗
族
の
血
縁

組
織
の
原
理
は
こ
こ
に
最
も
強
固
に
現
れ
る
｡

一
万
㌧
江
南
等
の
先
進
地
域
で
は
､
市
銀
経
済
が
更
に
進
ん
だ
結

果
と
し
て
､
虞
東
と
は
か
な
-
様
相
が
異
な
っ
て
-
る
o
k
で
は
'

居
住
地
自
腹
が
市
鎮
化
し
た
結
果
､
地
主
は
城
居
地
主
化
す
る
｡
そ

れ
ゆ
え
市
場
に
お
い
て
も
そ
こ
に
居
住
す
る
地
主
宗
族
が
核
と
な
っ

て
､
経
済
的
に
従
属
し
て
い
る
周
遠
村
落
の
地
主
を
構
成
メ
ン
バ
ー

書

評

に
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
組
織
が
成
立
す
る
｡
し
か
し
組
織
が
あ

ま
-
に
も
境
大
し
す
ぎ
る
た
め
､
地
主
宗
族
の
掌
撞
力
も
弛
緩
せ
ざ

る
を
え
な
い
o
肘
で
は
'
市
銀
経
済
の
豪
速
に
よ
-
虞
域
村
落
聯
合

が
成
立
す
る
た
め
､
市
場
地
と
村
落
聯
合
の
祭
稚
組
織
は
､
ほ
と
ん

ど
区
別
し
が
た
い
ほ
ど
に
接
近
す
る
｡
し
た
が
っ
て
村
落
聯
合
も
市

場
地
型
の
演
劇
を
容
易
に
受
け
容
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
'

地
方
劇
が
襲
達
し
や
す
い
こ
と
と
な
る
.
打
で
は
､
市
境
経
済
に
組

み
込
ま
れ
て
い
る
た
め
､
革
姓
村
落
自
腹
が
存
在
し
に
-
い
が
､
同

族
限
-
で
祭
把
を
行
-
場
合
は
､
や
は
-
財
政
基
盤
が
弱
い
た
め
､

演
劇
は
上
演
し
え
な
い
の
が
通
常
で
あ
る
｡

柑

相

打

は
第
四
篇

｢宗
族

･
同
姓
の
内
神
祭
紀
｣
で
ま
と
め
て
論

じ
ら
れ
る
O
宗
族
演
劇
は
､
地
線
集
圏
の
祭
紀
の
中
で
学
生

･
展
開

し
て
き
た
演
劇
を
､
支
配
者
た
る
宗
族
が
血
縁
集
圃
内
部
に
と
-
こ

ん
で
し
ま
う
こ
と
か
ら
生
ず
る
｡
宗
族
祭
紀
に
演
劇
が
導
入
さ
れ
る

の
は
､
主
に
江
南
に
お
い
て
､
明
末
以
後
目
立
ち
は
じ
め
る
現
象
で

あ
る
｡
儒
教
モ
ラ
ル
の
象
徴
と
し
て
従
来
儒
薩
で
行
わ
れ
て
い
た
内

神
祭
紀
に
俗
楽
た
る
演
劇
を
導
入
す
る
こ
と
は
､
薩
教
観
念
に
矛
盾

す
る
が
'
こ
れ
は
同
姓
結
合
の
規
模
を
埼
大
さ
せ
る
た
め
'
賓
際
の
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血
縁
を
持
た
な
い
も
の
の
間
で
も
擬
制
血
縁
的
関
係
を
結
ん
で
い
っ

た
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡
こ
う
し
た
集
圏
に
お
い
て
は

血
縁
意
識
が
希
薄
で
あ
-
､
そ
の
感
覚
は
敢
廟
に
お
け
る
祭
把
に
近

か
っ
た
た
め
､
儒
鰻
か
ら
解
放
さ
れ
る
結
果
と
な

っ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
｡

結
局
中
国
に
お
い
て
は
､
祭
紀
は
常
に
地
線
原
理
よ
-
血
縁
原
理

に
強
-
傾
斜
し
て
お
-
､
祭
柁
演
劇
章
生
の
母
鮭
と
な

っ
た
慶
硯
儀

薩
や
超
幽
建
礁
祭
把
も
､
寛
は
宗
族
の
繁
栄

･
安
定
を
望
む
と
こ
ろ

か
ら
出
て
い
る
面
が
強
い
｡
つ
ま
-
､
中
国
に
お
け
る
演
劇
と
は
､

常
に
地
主
宗
族
の
地
方
組
織
の
手
段
で
あ
-
､
鰻
制
的
に
保
護
さ
れ

て
い
る
演
劇
は
､
す
べ
て
地
主
宗
族
の
宗
族
的
観
念
の
下
に
運
督
さ

れ
て
き
た
の
で
あ
る
｡

以
上
が

『中
国
の
宗
族
と
演
劇
』
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
理

論
の
概
要
で
あ
る
｡
本
書
に
お
い
て
田
仲
氏
は
､
前
著
の
第
二
第
で

示
さ
れ
た
見
取
圏
を
宗
族
の
側
か
ら
再
検
討
す
る
と
と
も
に
､
宗
族

演
劇
の
内
容

･
組
織
を
詳
述
す
る
こ
と
に
よ
-
､
前
著
の
第
三
篇
の

内
容
を
も
補
強
し
よ
-
と
さ
れ
た
｡
そ
の
論
按
と
な
る
の
が
､
大
量

に
引
か
れ
て
い
る
香
港

･
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
･
マ
レ
ー
シ
ア
に
お
け
る

調
査
事
例
で
あ
る
｡
そ
の
分
量
は
全
鰹
の
お
よ
そ
九
割
を
占
め
､
結

果
的
に
本
書
は
ほ
と
ん
ど
資
料
集
の
如
き
観
を
星
す
る
に
至

っ
て
い

る
｡
こ
の
よ
う
な
詳
細
な
調
査
は
､
い
ま
だ
か
つ
て
前
例
の
な
い
も

の
で
あ
-
､
急
速
に
古
来
の
習
慣
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
現
在
､
貴
重

な
記
録
と
し
て
､
比
難
な
い
債
値
を
有
す
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は

あ
る
ま
い
｡

た
だ
､
そ
の
貴
重
な
資
料
の
虞
理
の
方
法
に
､
全
-
問
題
が
な
い

と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
田
仲
氏
は
上
述
の
如
き
理
論

を
ま
ず
立
て
ら
れ
､
そ
の
裏
付
け
を
求
め
て
調
査
を
さ
れ
た
｡
し
た

が
っ
て
､
調
査
の
結
果
を
解
揮
す
る
に
あ
た
っ
て
､
ど
-
し
て
も
資

料
の
持
つ
意
味
を
理
論
の
内
容
に
合
わ
せ
て
い
こ
う
と
す
る
傾
向
が

生
じ
が
ち
で
あ
る
よ
-
に
思
え
る
｡
例
え
ば
､
上
演
さ
れ
た
演
劇
の

内
容
に
つ
い
て
､
武
劇
で
あ
れ
ば
古
風
､
才
子
佳
人
劇
で
あ
れ
ば
近

代
的
と
し
､
そ
の
集
圏
の
宗
族
的
統
制
の
あ
る
べ
き
強
さ
に
慮
じ
て

解
揮
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
演
劇
の
出
し
物
の
決
定
に
は
普
然
劇
国

側
の
都
合
な
ど
も
闘
興
し
て
お
-
､
そ
の
内
容
が
宗
族
的
統
制
の
反

映
で
あ
る
か
否
か
を
強
い
て
判
断
し
よ
-
と
す
る
な
ら
ば
､
演
目
決

定
の
過
程
を
劇
圏
の
関
係
者
等
か
ら
聴
い
た
上
で
考
え
る
べ
き
で
あ
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ろ
う
｡
無
論
そ
れ
が

l
外
国
人
に
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
こ
と

は
い
-
ま
で
も
な
い
｡
そ
れ
ゆ
え
､
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
調
査
の
不

備
と
非
難
す
る
資
格
は
評
者
に
は
到
底
な
い
が
､
た
だ
内
容
の
意
味

づ
け
に
あ
た
っ
て
は
い
ま
少
し
慎
重
で
あ

っ
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
惜
し
ま
れ
る
の
で
あ
る
｡

ま
た
宗
族
演
劇
の
出
現
に
つ
い
て
､
｢早
-
と
も
せ
い
ぜ
い
元
代

末
期
で
あ
-
'
そ
れ
が
特
に
盛
ん
に
な
る
の
は
､
明
代
中
期
以
降
で

あ
る
｣
(八
九
一
貫
)
と
さ
れ
る
が
､
そ
れ
以
前
に
宗
族
内
に
お
け
る

演
劇
が
全
-
存
在
し
な
か
っ
た
と
は
考
え
に
-
い
｡
山
西
の
金
代
の

墳
墓
に
､
浮
き
彫
-
や
陶
桶
に
よ
る
演
劇
の
上
演
風
景
が
数
多
-
残

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
-
で
あ
る
が
､
墓
内
の
状
況
か
ら
み

て
､
そ
れ
は
墓
主
の
家
庭
に
お
け
る
上
演
の
さ
ま
を
描
寓
し
た
も
の

の
よ
う
で
あ
る
｡
ま
た
墳
墓
に
措
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
､
宗

廟
祭
把
で
演
劇
が
上
演
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
｡
こ
の
鮎

に
つ
い
て
は
､
高
橋
文
治

｢金
元
墓
の
孝
子
圏
と
元
曲
｣

(『未
名
』

8
)
に
詳
し
い
｡

ま
た
単
純
に
考
え
て
も
'
宮
中
や
大
官
の
屋
敷
で

演
劇
も
し
-
は
そ
れ
に
類
し
た
も
の
が
上
演
さ
れ
た
記
録
が
多
数
残

さ
れ
て
い
る
以
上
､
祭
柁
演
劇
と
い
う
立
場
を
離
れ
た
私
宴
に
お
い

書

評

て
演
劇
が
元
代
以
前
に
上
演
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
は
思
え
な
い
｡

や
は
-
､
祭
把
演
劇
の
導
入
を
儒
薩
に
よ
る
制
約
が
妨
げ
た
と
い
-

圏
式
以
外
の
側
面
も
想
定
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

『中
国
郷
村
祭
柁
研
究
』
は

一
九
八
九
年
の
出
版
､
前
二
者
を
更

に
上
回
る

1
二
三
二
真
に
及
ぶ
文
字
ど
お
り
の
互
筋
で
あ
る
｡
前
二

者
に
お
い
て
演
劇
化
の
完
成
度
と
い
-
観
鮎
か
ら
と
ら
え
た
h
～
加

の
圏
式
を
､
逆
の
立
場
か
ら
､
つ
ま
-
郷
村
演
劇
に
お
け
る
祭
紀
儀

薩
の
癒
着
度

･
残
存
度
か
ら
と
ら
え
な
お
そ
-
と
す
る
｡
そ
の
結
果

と
し
て
､
(Ⅰ
)
基
層
祭
和

(k
に
該
嘗

)

(
Ⅰ

)

複
合
条
紀

(B
に
該
督
)

(Ⅲ
)
高
次
集
配

(k
に
該
普
)
の
三
つ
の
レ
ベ
ル
が
浮
か
び
上
が
っ
て

く
る
｡
本
書
は
こ
の
各
段
階
に
お
い
て
演
劇
化
が
い
か
な
る
役
割
を

果
た
し
た
か
を
､
豊
富
な
童
例
を
援
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
追
跡
し

た
も
の
で
あ
る
｡

田
仲
氏
は
各
段
階
の
代
表
的
な
祭
紀
と
し
て
､
基
層
条
和
に
お
い

て
は
春
所
逐
疫
社
祭
と
中
元
建
昧
祉
祭
､
複
合
祭
把
に
お
い
て
は
英

室
鎮
魂
誕
祭
､
高
次
祭
紀
に
お
い
て
は
所
安
建
礁
各
条
を
あ
げ
ら
れ

る
｡
基
層
祭
紀
の
春
所
逐
疫
赴
祭
を
代
表
す
る
演
劇

･
蛮
能
は
､
呪

術
的
な
仮
面
劇
健
戯
以
下
の
砿
舞
､
中
元
建
醗
敢
祭
を
代
表
す
る
演
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劇
は
亡
魂
超
度
を
扱
う
日
蓮
戯
で
あ
る
が
'
い
ず
れ
も
宗
教
儀
薩
か

ら
は
十
分
に
脱
却
し
き
っ
て
は
お
ら
ず
､
演
劇
の
形
式
に
よ
る
呪
術

儀
薩
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
｡
そ
れ
に
対
し
て
､
複
合
祭
把
を
代

表
す
る
八
仙
劇
は
､
儀
式
性
を
残
す
も
の
の
､
演
劇
と
し
て
も
自
立

し
う
る
も
の
で
あ
-
､
こ
れ
は
紳
誕
祭
紀
に
よ
る
慶
祝
演
劇
成
立
段

階
の
状
況
を
示
し
て
い
よ
う
｡
高
次
祭
紀
に
お
い
て
は
､
祭
紀
の
内

容
が
多
元
的
な
だ
け
に
､
儀
薩
の
中
心
が
は
っ
き
-
せ
ず
､
組
織
化

L
に
-
い
｡
そ
の
た
め
組
織
者
は
､
演
劇
に
よ
っ
て
組
織
を
強
化
し

よ
う
と
す
る
｡
か
-
て
演
劇
の
重
要
性
が
脅
し
､
更
に
宗
族
の

一
流

劇
囲
志
向
が
強
ま
る
に
つ
れ
､
自
立
し
た
地
方
劇
の
成
立
を
見
る
こ

と
に
な
る
｡

は
な
は
だ
乱
暴
な
要
約
に
な
っ
た
が
､
本
書
は
上
記
の
理
論
を
､

や
は
-
豊
富
な
事
例
に
よ
っ
て
肉
づ
け
し
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
こ
で

注
目
さ
れ
る
の
は
､
従
来
香
港

･
東
南
ア
ジ
ア
地
区
に
限
ら
れ
て
い

た
調
査
が
､
こ
こ
で
初
め
て
中
国
本
土
に
及
ん
だ
こ
と
で
あ
ろ
う
｡

い
-
ま
で
も
な
-
､
虞
東
地
区
の
み
の
調
査
で
は
'
贋
東
と
い
-
也

区
の
特
異
性
に
影
響
さ
れ
て
､
中
国
全
鮭
に
通
用
す
る
理
論
と
は
な

り
に
-
い
｡
こ
の
こ
と
は
お
そ
ら
-
田
仲
氏
自
身
が
誰
よ
-
も
深
-

認
識
し
て
お
ら
れ
た
に
違
い
な
い
｡
こ
れ
ま
で
も
､
特
異
性
を
克
服

し
て
普
遍
的
な
理
論
と
す
べ
-
努
力
し
て
お
ら
れ
る
形
跡
が
､
随
所

に
見
て
取
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
と
は
い
え
､
文
化
大
革
命
を
経
た
大

陸
に
昔
の
ま
ま
の
祭
紀
演
劇
が
保
存
さ
れ
て
い
る
と
も
思
え
ず
､
ま

た
調
査
も
容
易
に
許
可
を
得
難
い
以
上
､
香
港

･
東
南
ア
ジ
ア
に
範

囲
が
限
定
さ
れ
て
-
る
の
は
致
し
方
の
な
い
こ
と
で
あ

っ
た
｡
そ
れ

だ
け
に
今
回
､
貴
地
で
貴
重
な
傑
戯
の
調
査
を
す
る
機
合
を
え
ら
れ

た
こ
と
は
､
氏
個
人
に
と
っ
て
の
み
な
ら
ず
､
中
国
演
劇
研
究
全
鰹

の
た
め
に
も
慶
賀
す
べ
き
こ
と
と
い
え
よ
う
｡

本
書
も
､

『中
国
祭
稚
演
劇
研
究
』

で
示
さ
れ
た
理
論
を
別
の
方

向
か
ら
再
検
討
し
､
補
強
す
る
と
い
う
意
味
で
は
､
前
著
と
軌
を

一

に
し
て
い
る
｡
内
容
的
に
は
す
で
に
述
べ
て
き
た
こ
と
と
重
な
る
部

分
も
多
-
､
紙
数
も
残
-
少
な
い
の
で
詳
し
-
ふ
れ
る
こ
と
は
し
な

い
o
た
だ
第

l
篤
の
結
章
で
､
傑
戯
に
つ
い
て

｢天
地
開
鯛
の
由
来

を
語
-
つ
づ
け
る
パ
タ
ー
ン
｣
が
あ
-
'
こ
れ
は

｢神
話
を
か
た
る

こ
と
で
あ
-
､
そ
れ
は
神
の
託
宣
を
の
べ
る
に
等
し
い
｣
と
さ
れ
る

が
､
こ
の
パ
タ
ー
ン
は
田
仲
氏
が
そ
の
前
の
-
だ
-
で
い
っ
て
お
ら

れ
る
よ
-
に
､

｢説
唱
蛮
能
の
常
套
句
｣
な
の
で
あ
る
｡

そ
れ
ゆ
え
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傑
戯
が
説
唱
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
下
敷
に
し
て
い
る
以
上
､
特
に

こ
れ
を
も
っ
て
健
戯
の
呪
術
性
を
い
-
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う

が
､

T
方
で
は
､
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
な
着
想
が
こ
の
パ
タ
ー
ソ
の

根
源
に
あ
る
と
す
れ
ば
､
説
唱
全
般
が
根
源
的
な
と
こ
ろ
で
あ
る
種

の
呪
術
性
を
有
し
て
い
た
可
能
性
も
想
定
で
き
､
興
味
深
い
問
題
を

提
示
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
｡

以
上
'
限
ら
れ
た
紙
幅
で
膨
大
な
量
の
業
績
を
論
じ
よ
う
と
し
た

た
め
､
か
な
-
無
理
な
要
約
を
重
ね
た
上
に
､
理
論
を
主
と
し
て
扱

っ
た
た
め
に
､
す
で
に
出
版
後
九
年
を
経
て
い
る

『中
国
祭
和
演
劇

研
究
』
の
評
債
の
み
に
偏
す
る
結
果
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
｡
こ
の
著

作
に
つ
い
て
は
尾
上
乗
英

(『中
哲
文
学
合
報
』
8
)
･
相
田
洋

(『東
洋

Ⅰ

史
研
究
』
礼
-
2
)
両
氏
の
書
評
が
つ
と
に
車
表
さ
れ
て
い
る
が
､
前

者
は
田
仲
氏
の
東
洋
文
化
研
究
所
に
お
け
る
同
僚
で
あ
る
と
と
も
に
､

調
査
の
一
部
に
も
参
加
さ
れ
た
人
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
-
､
後
者

は
東
洋
史
研
究
者
に
よ
る
許
債
で
あ
っ
て
､
従
来
中
国
演
劇
史
研
究

の
主
鰻
と
な
っ
て
き
た
中
国
文
学
研
究
者
か
ら
､
第
三
者
の
立
場
で

な
さ
れ
た
評
債
は
こ
れ
ま
で
皆
無
で
あ

っ
た
｡
こ
れ
は
田
仲
氏
の
偉

業
に
封
し
て
甚
だ
失
薩
な
状
態
と
い
わ
ざ
る
を
え
ま
い
｡
時
期
の
遅

壱

評

れ
を
も
顧
み
ず
あ
え
て
こ
の
文
章
を
草
し
た
所
以
で
あ
る
｡
ま
た
後

の
二
者
も

『中
国
祭
紀
演
劇
研
究
』
と
は
相
互
に
深
-
闘
聯
し
あ
っ

て
お
-
､
三
者
を
個
別
に
論
じ
た
の
で
は
意
味
を
な
さ
な
い
と
判
断

し
た
こ
と
か
ら
､
あ
え
て
三
者
を
同
時
に
扱
う
と
い
う
無
理
を
犯
し

た
次
第
で
あ
る
｡
後
の
二
者

へ
の
評
債
と
し
て
批
判
め
い
た
こ
と
の

み
記
し
た
の
も
､
そ
の
理
論
の
卓
越
性
に
つ
い
て
こ
れ
以
上
の
許
債

を
加
え
て
も
､
前
の
部
分
で
述
べ
た
こ
と
の
繰
-
返
し
に
終
わ
る
と

判
断
し
た
上
で
の
こ
と
で
あ

っ
た
｡
田
仲
氏
遊
び
に
讃
者
の
方
々
の

御
寛
恕
を
請
い
た
い
｡

と
も
あ
れ
､
再
三
解
れ
て
き
た
よ
う
に
､
こ
の
田
仲
氏
の
業
績
は
､

中
開
演
劇
史
研
究
に
お
い
て
虞
に
喜
期
的
な
意
義
を
持
つ
も
の
で
あ

る
｡
今
後
中
国
演
劇
に
つ
い
て
論
じ
ょ
う
と
す
る
者
は
､
こ
の
業
績

を
避
け
て
通
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
､
精

赦
な
社
合
史
的
分
析
や
綿
密
周
到
な
る
現
地
調
査
な
ど
､
こ
の
三
着

の
根
幹
を
な
す
部
分
は
､
お
そ
ら
-
長
年
の
研
究
蓄
積
と
旺
盛
な
行

動
力
を
持
つ
田
仲
氏
以
外
の
人
間
に
は
決
し
て
達
成
し
え
な
い
も
の

だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
｡
こ
こ
に
､
心
か
ら
な
る
敬
意
と
感
謝
の
念

を
表
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
｡
田
仲
氏
は
こ
こ
に
見
事
な
理
論
鰻
系
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と
膨
大
な
資
料
を
提
示
さ
れ
た
｡
氏
と
と
も
に
､
こ
こ
に
示
さ
れ
た

道
を
充
賓
さ
せ
て
い
-
こ
と
は
､
我
々
後
学
の
務
め
で
あ
ろ
う
｡

(補
注
)

こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
'
岩
城
秀
夫

｢道
化
役
の
扮
装
｣
(『中
国

古
典
劇
の
研
究
』
〔創
文
社

一
九
八
六
〕
所
収
)
に
詳
し
い
｡

(富
山
大
学

小
松

謙
)

中
国
語
と
日
本
語
で
､
同
じ
言
葉
で
あ
-
な
が
ら
意
味
の
異
な
る

場
合
が
あ
る
こ
と
は
､

よ
-
知
ら
れ
て
い
よ
う
が
､

｢戯
曲
｣
が
そ

の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
､
存
外
束
づ
か
れ
て
い
な
い
か
も
し

れ
な
い
｡
日
本
語
の

｢戯
曲
｣
は
､
ふ
っ
-

｢上
演
す
る
目
的
で
書

い
た
演
劇
の
脚
本
｣
(虞
軒
苑
)
の
意
味
で
､
そ
れ
を
も
と
に
章
際
に

上
演
さ
れ
る

｢演
劇
｣
と
は
区
別
さ
れ
る
が
､
少
な
-
と
も
現
代
中

国
語
の
用
法
で
は
､

(戯
曲
)
と
は
､
京
劇
や
尾
劇
な
ど
歌
舞
を
主

鰹
と
す
る
停
統
演
劇
の
謂
で
あ

っ
て
､
(話
劇
)
な
ど
と
共
に

(戯

劇
)
(演
劇
)
の
一
分
野
を
な
す
｡
日
本
語
の

｢戯
曲
｣
は
'
中
国
語

で
言
え
ば

(劇
本
)
で
あ
ろ
う
｡

と
こ
ろ
で
､
こ
の
よ
う
な
日
本
語
の

｢戯
曲
｣
の
意
味
の
ず
れ
が
､

ち
ょ
う
ど
日
本
に
於
け
る
中
国
演
劇
研
究
に
存
在
す
る
偏
向
と

一
致

す
る
こ
と
は
'
偶
然
と
は
い
え
興
味
深
い
｡
つ
ま
-
､
こ
れ
ま
で
の

日
本
の
中
国

｢戯
曲
｣
研
究
は
､
要
す
る
に

(劇
本
)
の
研
究
で
あ

っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
の
で
あ
る
｡
た
と
え
ば
､
青
木
正

兄

『支
部
近
世
戯
曲
史
』
と
吉
川
幸
次
郎

『元
就
劇
研
究
』
は
､
日

本
の
こ
の
分
野
で
の
研
究
の
讐
壁
で
あ
ろ
う
が
､
両
者
は
程
度
の
差

こ
そ
あ
れ
､
い
ず
れ
も

(劇
本
)
お
よ
び
そ
の
作
者
に
つ
い
て
の
文

学
的
研
究
で
あ
る
｡
青
木
博
士
は
演
劇
の
寛
際
の
上
演
に
も
興
味
を

も
た
れ
'
北
京
滞
在
中
は
観
劇
に
つ
と
め
ら
れ
た
よ
-
で
あ
-
､
そ

の
成
果
は

｢劇
場
の
構
造
及
び
南
戯
の
脚
色
｣
(『支
那
近
世
戯
曲
史
』

第
十
五
章
)
な
ど
に
反
映
さ
れ
て
い
る
が
､
博
士
の
興
味
の
方
向
や
時

代
的
制
約
の
た
め
､
演
劇
の
構
造
的
理
解
に
は
結
び
つ
い
て
い
な
い
｡

吉
川
博
士
に
い
た
っ
て
は
､
｢不
観
劇
の
説
｣
(全
集
第
二
十
巻
収
)
香

も
の
さ
れ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
､
演
劇
自
腹

へ
の
関
心
を
抑
制
さ
れ

た
よ
う
で
'

『
元
就
劇
研
究
』
の
重
鮎
が
､

上
筈
の

｢元
薙
劇
の
背

景
｣
で
は
な
-
､
下
第
の

｢元
就
劇
の
文
学
｣
に
あ
る
こ
と
は
､
博

士
自
身
の
強
調
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
さ
え
あ

っ
た
｡
博
士
の
方
法
論
の

主
眼
は
､
経
撃
の
研
究
法
の
元
薙
劇

へ
の
鷹
用
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
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そ
の
後
の
研
究
は
､
ほ
ぼ
右
の
線
に
そ
っ
て
'
時
に
演
劇
の
資
際

や
そ
の
祉
合
的
背
景
に
関
心
が
示
さ
れ
つ
つ
も
､
基
本
的
に
は
あ
-

ま
で
も
文
献
に
よ
っ
て
､
演
劇
の
文
学
性
を
解
明
す
る
こ
と
に
向
け

ら
れ
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
｡
そ
の
他
に
､
辻
聴
花
を
代
表
と
す
る

戦
前
の
い
わ
ゆ
る
支
那
通
の
人
々
に
よ
る
中
国
演
劇
の
紹
介
と
批
評

の
仕
事
が
あ
-
､
そ
れ
は
今
日

1
部
の
人
々
が
考
え
る
ほ
ど
無
意
味

な
も
の
で
は
決
し
て
な
い
が
､
要
す
る
に
あ
る
種
の
文
人
趣
味
の
襲

形
で
あ
っ
て
､
昔
時
の
演
劇
を
客
観
的
に
調
査
し
､
鮭
系
的
に
理
解

し
た
も
の
で
は
到
底
な
か
っ
た
｡

で
は

l
方
の
中
国
で
は
ど
う
か
｡
中
国
で
は
昔
も
今
も
､
日
々
い

た
る
と
こ
ろ
で
演
劇
が
上
演
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
､
こ
れ
に

封
す
る
関
心
と
､
そ
れ
に
も
と
づ
-
研
究
が
存
在
す
る
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
｡
し
か
し
な
が
ら
俸
統
的
に
は
､
そ
の
よ
う
な
関
心
と

研
究
は
､
演
劇
の
中
の
歌
唱
面
､
具
鰻
的
に
は
音
楽
的
要
素
と
そ
の

基
礎
を
な
す
音
韻
的
規
律
に
集
中
し
て
い
た
｡
い
わ
ゆ
る

(曲
学
)

が
そ
れ
で
あ
る
.
中
国
語
の

(戯
曲
)
が
'
古
典
劇
に
限
ら
れ
る
に

せ
よ
､

｢演
劇
｣
自
腹
を
意
味
す
る
背
景
に
は
､

こ
の
よ
う
な
演
劇

に
於
け
る
歌
曲
偏
重
の
停
銃
が
あ
る
で
あ
ろ
う
｡

書

評

こ
れ
に
封
し
て
近
代
的
な
演
劇
研
究
の
噂
矢
と
な
っ
た
王
国
経
の

『宋
元
戯
曲
史
』
は
､

｢元
劇
之
文
章
｣

を
特
に
章
と
し
て
掲
げ
､

｢元
劇
の
最
佳
虚
は
､
そ
の
思
想
結
構
に
在
ら
ず
し
て
､
そ
の
文
章

に
在
-
｣
と
述
べ
る
よ
う
に
'
文
学
志
向
の
強
い
も
の
で
あ
-
､
そ

の
意
味
で
は
の
ち
の
日
本
の
研
究
に
近
い

(ち
な
み
に
王
国
経
が
(
戯

曲
)
と
い
う
語
を
現
代
中
図
譜
と
同
じ
意
味
で
用
い
た
が
ど
う
か
に
つ
い
て

は
'
中
国
で
も
議
論
が
あ
る
｡
詳
し
-
は
『光
明
日
報
』
一
九
八
三
年
十
一

月
1
日
の
査
全
綱
･
漏
健
民

｢論
王
国
維
隣
千
〝

戯
劇
〃

典

〟
戯
曲
〃

二
詞

的
区
分
｣
を
参
照
さ
れ
た
い
)0

こ
の
他
に
も
､
名
優
の
蛮
談
､
劇
界
の
掌
故
､
演
技
に
つ
い
て
の

様
々
な
技
術
面
の
研
究
な
ど
が
あ
る
が
､
演
劇
と
そ
の
背
景
に
あ
る

赴
骨
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
本
格
的
な
関
心
が
生
ま
れ
た
の
は
､
お

そ
ら
-
解
放
後
の
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
た
だ
し
そ
の
よ
う
な
問
題
意
識

が
生
ま
れ
る
契
機
と
な
っ
た
の
が
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
で
あ

っ
た
こ
と
は
､

そ
の
後
の
研
究
を
や
や
も
す
る
と
唯
物
史
観
に
よ
る
圏
式
的
な
見
解

に
陥
ら
せ
､
演
劇
と
宗
教
の
関
係
な
ど
の
重
要
な
側
面
が
無
税
さ
れ
､

正
確
な
理
解
を
か
え
っ
て
妨
げ
る
結
果
を
招
い
た
と
い
わ
ざ
る
を
得

な
い
｡
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以
上
､

要
す
る
に
､

中
国
演
劇
と
そ
れ
を
生
み
出
し
た
社
合
､
あ

る
い
は
宗
教
と
の
相
関
関
係
は
､
せ
い
ぜ
い
演
劇
の
起
源
に
つ
い
て

簡
単
に
言
及
さ
れ
る
程
度
で
､
従
来
の
研
究
で
は

一
度
も
長
剣
に
考

え
ら
れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
､
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
や

日
本
の
演
劇
の
研
究
に
お
い
て
､
こ
の
こ
と
が
-
-
返
し
議
論
さ
れ

て
来
た
状
況
と
､
際
立

っ
た
封
照
を
な
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
O
文
学

と
し
て
の
演
劇
研
究
が
十
分
な
存
在
債
値
を
も
っ
こ
と
は
も
ち
ろ
ん

だ
が
､
演
劇
と
祉
合
と
の
か
か
わ
-
が
'
詩
や
散
文
に
-
ら
べ
て
は

る
か
に
密
接
で
あ
る
以
上
､
演
劇
研
究
が
本
質
的
に
'
文
学
の
わ
-

を
は
み
出
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
｡
い
わ
ん
や
､
中

国
演
劇
の
宗
教
と
の
関
係
は
､
少
な
-
と
も
現
代
に
限

っ
て
い
え
ば
､

ヨ

ー
ロ
ッ
パ
や
日
本
の
演
劇
に
-
ら
べ
て
箕
は
格
段
に
深
い
の
で
あ

る
｡北

京
や
上
海
の
劇
場
で
京
劇
や
越
劇
を
見
物
し
て
い
る
か
ぎ
-
は

決
し
て
分
か
ら
な
い
が
､
奮
中
開
の
習
俗
を
い
ま
だ
に
停
え
る
香
港

･
重
滞
､
そ
れ
に
東
南
ア
ジ
ア
各
地
の
華
人
居
住
地
を
い
さ
さ
か
で

も
旗
行
し
た
人
な
ら
ば
､
街
頭
や
随
虞
に
あ
る
廟
観
で
頻
繁
に
上
演

さ
れ
る
季
節
芝
居
を
見
て
､
中
国
演
劇
の
祭
相
性
の
強
さ
に
､

一
驚

を
喫
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
は
案
頭
で
の
讃
曲
か

ら
思
い
描
い
た
中
国
演
劇
の
姿
と
は
､
あ
ま
-
に
も
か
け
離
れ
た
世

界
で
あ
る
｡
寛
は
､
か
つ
て
筆
者
も
こ
の
鮎
に
大
い
に
嘗
惑
し
た
経

験
が
あ
る
の
だ
が
'
そ
の
時
に
理
解

へ
の
道
を
示
し
て
-
れ
た
の
が
､

田
仲

一
成
氏
の
大
著

『
中
国
祭
紀
演
劇
研
究
』
で
あ

っ
た
｡

こ
の
十
数
年
乗
の
田
仲
氏
の

1
連
の
業
績
は
､
中
国
の
証
合
が
い

か
に
演
劇
を
生
み
出
し
ー
尊
展
さ
せ
た
か
を
構
造
的
に
把
握
L
t
さ

ら
に
は
そ
こ
か
ら
逆
に
中
国
社
合
の
特
色
を
照
ら
し
出
す
と
い
う
､

こ
れ
ま
で
何
人
に
よ
っ
て
も
試
み
ら
れ
な
か
っ
た
演
劇
史
の

一
大
空

自
に
踏
み
入
-
'
し
か
も
驚
-
べ
き
豊
富
な
成
果
を
あ
げ
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
､
た
と
え
て
み
れ
ば
､
人
跡
未
到
の
ジ
ャ
ン
グ

ル
に
革
猪
で
入
-
､
あ
ら
か
た
道
を
つ
け
た
上
､
地
圏
ま
で
作

っ
て

し
ま

っ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
｡

田
仲
氏
が
中
園
演
劇
と
社
食
の
関
係
に
興
味
を
も
た
れ
た
の
は
､

早
い
時
期
か
ら
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
､
氏
も
日
本
の
研
究
者
の
例
に

も
れ
ず
､
営
初
は
文
献
に
よ
る
研
究
か
ら
着
手
さ
れ
て
い
る
｡
し
か

し
そ
の
後
､
お
そ
ら
-
は
文
献
の
み
の
研
究
に
あ
き
た
ら
ず
､
あ
る

い
は
文
献
研
究
か
ら
導
か
れ
た
必
然
的
要
論
に
よ
っ
て
､
氏
は
香
港
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を
主
と
す
る
祭
紀
演
劇
の
現
地
で
の
調
査
を
始
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡

『中
国
祭
柁
演
劇
研
究
』
以
下
三
筋
の
大
著
は
､
す
べ
て
こ
の
現
地

調
査
の
結
果
と
文
献
資
料
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
か
ら
生
ま
れ
た
｡

中
年
に
達
し
た
の
ち
に
､
そ
れ
ま
で
棲
み
な
れ
た
書
斎
を
と
び
出
し

て
､
野
外
調
査
と
い
う
全
-
未
経
験
の
分
野
に
猪
力
で
挑
む
こ
と
の

困
難
は
､
想
像
す
る
に
験
-
あ
ろ
う
.
氏
の
勇
気
と
学
問
に
封
す
る

ひ
た
む
き
な
探
求
心
､
そ
し
て
そ
の
後
の
不
断
の
努
力
を
思
う
時
､

つ
く
づ
-
敬
服
の
念
を
禁
じ
得
な
い
の
で
あ
る
｡

筆
者
は
､
田
仲
氏
の
著
作
か
ら
多
大
の
示
唆
を
受
け
た
結
果
､
自

分
で
も
そ
れ
ら
の
演
劇
を
貴
兄
し
て
み
た
い
と
い
-
願
望
に
駆
ら
れ
､

数
年
前
た
ま
た
ま
重
商
に
滞
在
し
た
折
に
､
ぶ
し
っ
げ
と
は
知
-
つ

つ
､
そ
の
旨
お
手
紙
を
差
し
上
げ
た
と
こ
ろ
､
氏
は
こ
れ
を
快
諾
さ

れ
､
き
っ
そ
-
詳
細
な
地
圏
つ
き
の
返
信
を
寄
こ
さ
れ
た
｡
こ
れ
に

よ
っ
て
､
そ
の
後
二
度
に
わ
た
-
､
筆
者
は
氏
の
調
査
に
随
行
す
る

こ
と
を
得
た
の
で
あ
る
｡
氏
の

『中
国
祭
柁
演
劇
研
究
』
に
封
し
て

は
'
す
で
に
相
田
洋
'
尾
上
乗
英
両
氏
に
よ
る
書
評
が
あ
-
､
今
ま

た
小
松
謙
氏
が
､
そ
の
後
の
二
者
を
も
含
め
て
､
紹
介
と
批
評
を
試

み
ら
れ
た
｡
こ
こ
で
は
趣
向
を
か
え
､
筆
者
が
貴
兄
し
た
香
港
の
演

書

評

劇
と
､
そ
れ
に
封
す
る
田
仲
氏
の
調
査
に
つ
い
て
の
筆
者
の
感
想
を

簡
単
に
記
し
､
氏
の
ご
好
意
に
い
-
ぶ
ん
な
-
と
も
報
い
る
こ
と
に

し
た
い
｡

筆
者
が
み
た
演
劇
は
以
下
の
通
-
で
あ
る
｡

一
九
八
五
年

十
二
月
二
十
六
日

新
界
錦
田
村

太
平
清
酷
祭
紀
の
贋
東
劇

(『中
図
郷
村
祭
柁
研
究
』
九
1
五
頁
以
下
参
照
)

十
二
月
二
十
八
日

九
龍
官
賭

大
王
爺
廟
祭
和
の
潮
州
劇

(『中

国
祭
柁
演
劇
研
究
』
八
三
七
頁
以
下
参
照
)

一
九
八
七
年

二
月

一
日

新
界
三
門
仔

大
王
両
春
箇
条
妃
の
虞
東
劇

(『中

国
郷
村
条
柁
研
究
』
八
五
頁
以
下
参
照
)

二
月
十
二
日

新
界
石
渉
国

元
膏
箇
条
把
の
贋
東
劇

(『中
国
祭

柁
演
劇
研
究
』
六
四
四
頁
以
下
参
照
)

二
月
十
七
日

新
界
金
鏡
村

福
徳
岡
洪
朝
祭
紀
の
床
束
劇

(『中

国
郷
村
祭
柁
研
究
』
四
三
頁
以
下
参
照
)

こ
の
-
ち
､
錦
田
は
歴
代
官
僚
を
輩
出
し
た
新
界
最
大
の
名
族
､

部
氏
の
同
姓
村
落
､
九
龍
官
姥
は
市
街
地
の
潮
州
人
居
住
区
域
､
三
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ハ
ツ
カ

門
仔
は
漁
村
､

石
捗
園
は
典
型
的
な
客
家
の
城
壁
村
'
金
鏡
は
富
裕

な
農
村
で
､
や
は
-
客
家
系
の
侯
氏
の
同
姓
村
落
と
､
現
在
上
演
さ

れ
る
横
合
の
比
較
的
少
い
福
老
集
圏
の
海
陸
盟
劇
を
除
い
て
は
､
鹿

東
劇
､
潮
州
劇
の
主
要
な
上
演
形
式
を
ほ
ぼ
見
聞
す
る
こ
と
が
で
き

た
｡
こ
れ
も
ひ
と
え
に
田
仲
氏
の
配
慮
の
た
ま
も
の
で
あ
る
｡

こ
れ
ら
の
劇
を
通
観
し
て
ま
ず
感
じ
た
こ
と
は
､
現
在
N
I
E
s

諸
園
の

1
巽
を
培
う
近
代
的
都
市
国
家
､
香
港
に
お
い
て
､
俸
銃
的

な
祭
把
と
演
劇
が
､
か
-
も
熱
狂
的
な
住
民
の
努
力
に
支
え
ら
れ
､

大
規
模
か
つ
虞
範
囲
に
毎
年
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と

へ
の
驚
き
で

あ

っ
た
｡
そ
れ
ま
で
す
で
に
何
度
も
鰹
験
し
た
ー
文
献
で
知
る
中
図

と
寛
際
の
中
国
と
の
落
差
を
､
あ
ら
た
め
て
再
確
認
す
る
と
共
に
､

こ
れ
ら

一
切
を
封
建
性
の
残
淳
と
し
て
葬
-
去

っ
た
人
民
中
国
が
､

い
か
に
多
-
の
貴
重
な
も
の
を
失

っ
た
か
に
も
､
想
い
を
致
さ
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
｡

ま
た
こ
れ
ら
の
行
事
に
封
す
る
田
仲
氏
の
調
査
方
法
も
､
筆
者

一

人
で
訪
れ
た
石
捗
圏
の
場
合
を
除
い
て
は
､
ほ
ぼ
随
行
し
て
見
学
す

る
こ
と
が
で
き
､
ま
た
後
日
ー
著
書
の
中
で
そ
れ
ら
が
ま
と
め
ら
れ

た
も
の
を
讃
む
こ
と
に
よ
っ
て
､
氏
の
問
題
意
識
の
所
在
と
､
そ
こ

に
至
る
ま
で
の
過
程
を
あ
る
程
度
想
像
で
き
た
こ
と
は
､
筆
者
に
と

っ
て
こ
と
の
ほ
か
大
き
な
収
穫
で
あ

っ
た
｡
田
仲
氏
の
方
法
は
､
寓

員
､
八
､､､
リ
､
あ
る
い
は
そ
れ
が
か
な
わ
ぬ
場
合
は
筆
寓
に
よ
っ
て
､

そ
の
場
の
す
べ
て
を
記
録
し
壷
-
き
ず
に
は
お
か
ぬ
と
い
う
執
念
に

裏
打
ち
さ
れ
て
お
-
､
そ
の
熱
意
の
ほ
ど
は
､
祭
把
と
演
劇
を
主
催

す
る
住
民
の
情
熱
に
も
､
お
さ
お
さ
ひ
け
を
と
ら
ぬ
も
の
と
見
え
た
｡

寛
際
､
本
来
な
ら
ば
招
か
れ
ざ
る
聞
入
者
と
し
て
住
民
側
か
ら
警
戒

さ
れ
る
べ
き
氏
の
行
動
が
'
な
ん
ら
の
違
和
感
な
-
そ
の
場
に
溶
け

込
ん
で
い
る
様
は
'
奇
観
と
で
も
稀
す
る
は
か
な
い
で
あ
ろ
う
｡
こ

れ
ら
の
祭
紀
は
､
日
本
と
ち
が

っ
て
全
-
観
光
化
さ
れ
て
お
ら
ず
'

そ
の
場
に
い
た
の
は
､
わ
れ
わ
れ
を
除
い
て
す
べ
て
祭
妃
の
参
加
者

と
思
え
た
の
で
あ
る
｡
し
か
し
こ
の
よ
う
な
感
想
は
お
そ
ら
-
､
気

楽
な
傍
観
者
の
皮
相
の
見
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ

っ
て
､
そ
れ
ま
で
に

至
る
に
は
な
み
な
み
な
ら
ぬ
努
力
が
あ

っ
た
で
あ
ろ
-
こ
と
は
､
容

易
に
推
察
さ
れ
た
｡
芝
居
は
し
ば
し
ば
夜
を
徹
し
て
行
わ
れ
る
｡
筆

者
も

一
度
だ
け
官
糖
の
潮
州
劇
を
徹
夜
で
見
た
が
､
い
か
に
温
暖
な

香
港
と
は
い
え
､
虞
冬
の
夜
半
と
も
な
れ
ば
寒
さ
が
身
に
し
み
る
O

こ
の
よ
-
な
調
査
を
十
年
の
長
き
に
わ
た
-
つ
づ
け
る
こ
と
が
､
尋
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常
と
お
り

一
遍
の
興
味
を
も
っ
て
し
て
は
到
底
で
き
る
も
の
で
な
い

こ
と
は
､
夜
風
の
冷
さ
と
共
に
痛
感
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡

筆
者
の
見
聞
は
､
ほ
ん
の
数
日
間
の
､
そ
れ
も
走
馬
看
花
式
の
気

軽
な
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
､
そ
れ
に
よ
っ
て
考
え
さ
せ
ら
れ
た

こ
と
は
寛
に
様
々
で
あ

っ
た
｡
中
で
も
､
も
っ
と
も
大
き
な
興
味
を

惹
い
た
の
は
'
こ
れ
ら
の
祭
稚
演
劇
の
上
演
を
賓
際
に
塘
普
す
る
俳

優
た
ち
の
姿
で
あ
る
｡
彼
ら
は
､
京
劇
の
名
優
な
ど
と
は
異
な
-
､

求
め
ら
れ
る
ま
ま
に
各
地
の
村
々
で
芝
居
を
打

っ
て
ま
わ
る
､
い
わ

ば
無
名
の
役
者
た
ち
に
す
ぎ
な
い
｡
む
ろ
ん
今
日
の
香
港
で
は
'
か

っ
て
の

｢衝
州
撞
府
｣
に
日

々
を遮
っ
た
旗
役
者
の
姿
は
す
で
に
見

ら
れ
な
い
が
､
そ
の
面
影
は
な
お
十
分
に
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡

そ
し
て
､
昔
も
今
も
､
中
国
の
演
劇
を
生
み
出
し
､
そ
れ
を
底
適
で

支
え
た
の
は
､
彼
ら
無
数
の
旗
役
者
た
ち
で
あ

っ
た
に
相
違
な
い
で

あ
ろ
う
｡
彼
ら
の
出
身
と
経
歴
､
彼
ら
が
い
か
な
る
組
織
の
下
に
日

々
の
演
劇
を
上
演
し
て
い
る
の
か
､
そ
し
て
彼
ら
の
生
活
の
中
か
ら

い
か
に
し
て
新
た
な
演
劇
が
生
ま
れ
て
-
る
の
か
を
理
解
す
る
こ
と

は
､
中
国
演
劇
の
核
心
に
解
れ
る
鍵
に
な
る
と
筆
者
に
は
思
え
る
｡

し
か
し
な
が
ら
､
そ
の
よ
う
な
俳
優
の
茸
態
に
つ
い
て
､
歴
代
の

書

評

文
献
資
料
は
､
ほ
と
ん
ど
な
に
も
語

っ
て
い
な
い
に
等
し
い
｡
田
仲

氏
の
著
作
に
は
､
俳
優
と
劇
園
に
つ
い
て
の
記
述
が
随
虞
に
散
見
さ

れ
､
貴
重
な
情
報
を
提
供
し
て
-
れ
て
い
る
が
､
そ
れ
は
決
し
て
鰻

系
的
な
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
｡
氏
の
関
心
は
､
あ
-
ま
で
も
演

劇
の
母
胎
と
し
て
の
祭
紀
､
お
よ
び
そ
れ
を
主
催
し
､
最
終
的
に
は

そ
の
観
客
と
な
る
宗
族
や
郷
村
の
構
造
に
向
け
ら
れ
て
い
る
｡
し
か

し
そ
れ
ら
の
構
造
の
解
明
の
み
を
も

っ
て
し
て
は
､
演
劇
を
ト
ー
タ

ル
に
理
解
し
た
こ
と
に
は
お
そ
ら
-
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡

た
と
え
ば
､
中
国
の
演
劇
が
､
宋
代
以
降
の
社
食
構
造
の
襲
化
に

よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
市
場
地
に
お
い
て
ま
ず
襲
生
し
た
と
い
う
の

が
､
氏
の
論
鮎
の
根
幹
を
な
す
部
分
で
あ
-
､
そ
れ
は
そ
の
と
お
-

に
相
違
な
い
が
､
市
場
地
の
形
成
は
､
い
っ
て
み
れ
ば
演
劇
が
更
生

す
る
た
め
に
必
要
な
僕
件
､
も
し
-
は
そ
の
背
景
に
す
ぎ
な
い
｡
そ

の
よ
う
な
候
件
､
背
景
の
中
か
ら
､
で
は

一
腹
ど
の
よ
う
に
し
て
具

鰻
的
な
演
劇
が
生
み
出
さ
れ
た
の
か
は
､
演
ず
る
側
の
事
情
に
よ
る

で
あ
ろ
う
｡
昔
時
の
俳
優
や
蛮
人
た
ち
が
､
時
代
の
も
た
ら
し
た
祉

合
の
襲
化
に
ど
の
よ
う
に
封
鷹
L
t
そ
こ
か
ら
い
か
に
自
ら
を
組
織

し
､
自
ら
の
垂
を
本
格
的
な
演
劇
に
ま
で
高
め
て
い
っ
た
の
か
､
そ
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の
過
程
こ
そ
が
問
題
な
の
で
あ
る
｡
そ
こ
で
は
常
然
､
宮
廷
演
劇
と

の
関
係
や
外
来
文
化
の
影
響
が
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡

つ
ま
-
主
催
し
､
見
る
側
の
構
造
と
共
に
､
演
じ
る
側
の
構
造
､
ひ

い
て
は
両
者
の
相
互
作
用
の
構
造
が
解
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
具

の
演
劇
史
は
､
そ
の
接
鮎
の
上
に
構
築
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
｡

し
か
し
こ
の
よ
う
な
問
題
の
解
明
は
､
特
に
中
国
の
場
合
､
多
大

の
困
難
を
伴

っ
て
い
る
に
相
違
な
い
｡
す
で
に
文
献
資
料
に
多
-
香

望
み
得
ぬ
以
上
'
現
に
存
在
す
る
俳
優
や
劇
圏
の
調
査
を
通
じ
て
の

ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
ー
に
よ
る
ア
プ

ロ
ー
チ
と
い
う
方
法
が
考
え
ら
れ

よ
う
が
､
筆
者
が
貴
兄
し
た
限
-
で
も
､
資
際
に
俳
優
と
接
解
し
て

な
に
か
を
引
き
出
す
の
は
､
至
難
の
技
と
み
え
た
｡
田
仲
氏
の
調
査

方
法
は
､
す
で
に
述
べ
た
如
-
､
厳
密
な
意
味
で
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ

t
ク
と
い
う
よ
-
は
､
む
し
ろ
現
地
に
赴
い
て
'
現
地
で
し
か
採
集

で
き
な
い
資
料
を
極
力
集
め
る
と
い
-
性
格
が
強
-
'
俳
優
を
含
め

て
そ
の
場
の
人
々
か
ら
話
を
聞
き
出
す
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
少
な

い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
た
｡
こ
れ
は
､
む
ろ
ん
氏
の
問
題
設
定
の
あ

り
よ
う
の
せ
い
も
あ
る
が
､
率
直
な
と
こ
ろ
､
こ
の
遠
が
外
国
人
研

究
者
と
し
て
の
限
界
か
と
い
-
感
も
否
め
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

氏
は
香
港
で
の
調
査
に
先
立
ち
､
贋
東
語
を
相
常
勉
強
さ
れ
た
よ

う
で
あ
る
が
､
人
々
か
ら
自
由
に
話
を
聞
き
出
す
に
は
倉
話
能
力
以

上
の
何
か
が
必
要
で
あ
ろ
-
し
､
こ
の
場
合
は
ま
し
て
'
廉
東
語
だ

け
で
は
な
-
､
潮
州
語
､
客
家
語
な
ど
も
要
求
さ
れ
る
と
な
れ
ば
､

そ
れ
が

T
外
図
人
研
究
者
の
能
力
を
は
る
か
に
越
え
て
い
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
｡
田
仲
氏
の
業
績
は
超
人
的
で
あ
る
が
､
氏
自
身
は

超
人
で
は
む
ろ
ん
な
い
の
で
あ

っ
て
､
現
時
鮎
で
は
､
こ
れ
以
上
の

成
果
は
望
む
べ
-
も
な
い
｡
い
わ
ん
や
こ
の
種
の
研
究
に
於
い
て
は
､

話
を
聞
け
ば
何
か
が
す
ぐ
に
分
か
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
の
で
あ

る
｡
し
か
し
本
来
な
ら
ば
'
こ
の
よ
-
な
調
査
は
'
現
地
の
中
国
人

研
究
者
と
の
共
同
で
行
う
の
が
､
よ
-
望
ま
し
か
っ
た
で
あ
ろ
-
)

だ
が
､
こ
こ
に
賓
は
大
き
な
問
題
が
ひ
そ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
｡

筆
者
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
､
中
国
の
学
界
に
お
い
て
､
田
仲
氏
の

業
績
は
､
高

い
評
債
と
賞
著
を
得
て
い
る
わ
-
に
は
､
あ
ま
-
よ
-

理
解
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
｡
氏
の
著
書
に
は
例
外
な
-
､
ま
ず
冒

頭
に
､
調
査
に
協
力
し
た
現
地
の
学
者
た
ち

へ
の
謝
辞
が
見
え
る
が
､

貴
際
に
氏
の
調
査
に
関
心
を
も
ち
'
ほ
ん
の
少
し
で
も
そ
れ
に
参
加

し
た
人
は
､
中
文
大
学
の
畢
生
な
ど
若
干
の
例
を
除
い
て
は
､
は
と
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ん
ど
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
無
関
心
と
無
理
解
が
､

香
港
だ
け
で
な
-
､
大
陸
や
童
湾
の
学
者
に
も
あ
る
程
度
共
通
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
は
､
筆
者
の
せ
ま
い
接
腐
範
囲
か
ら
も
十
分
に
感

じ
ら
れ
た
｡

も
し
現
地
の
中
国
人
研
究
者
が
､
田
仲
氏
と
同
様
の
問
題
意
識
を

も

っ
て
'
こ
の
問
題
に
取
-
組
ん
で
い
れ
ば
､
田
仲
氏
よ
り
は
る
か

に
有
利
な
候
件
の
も
と
で
､
よ
-
多
-
の
成
果
を
挙
げ
る
こ
と
が
で

き
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
-
な
い
｡
が
現
資
に
は
､
そ
の
よ

う
な
研
究
者
は
あ
ら
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

こ
の
こ
と
は
氏
の
研
究
の
先
駆
性
を
物
語
る
も
の
で
は
あ
ろ
う
が
､

1
面
､
研
究
の
今
後
の
顎
展
の
困
難
さ
を
も
預
見
さ
せ
る
.
考
え
て

み
れ
ば
､
こ
の
よ
う
な
調
査
と
研
究
が

一
外
国
人
た
る
田
仲
氏
の
孤

軍
奮
闘
に
も

っ
ぱ
ら
委
ね
ら
れ
て
い
る
鮎
に
こ
そ
､
現
在
の
中
国
演

劇
研
究
の
最
大
の
問
題
の
一
つ
が
あ
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
｡

し
か
し
な
が
ら
こ
の
数
年
の
状
況
は
､
少
し
ず
つ
な
が
ら
確
資
に

襲
化
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
｡
ま
ず
香
港
で
は
､
お
そ
ら
-
田
仲

氏
の
研
究
が

一
つ
の
刺
激
と
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
､
従
来
の
研
究
と

は
異
な
-
､

貴
地
で
の
見
聞
に
も
と
づ
-
着
安
な
研
究
が
ー
若

い

書

評

世
代
の
研
究
者
か
ら
徐
々
に
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
｡
た
と
え
ば
陳
守
仁

『
香
港
卑
劇
研
究
』
上
巻
(鹿
角
鏡
出
版
社

一
九
八
八
)
は
､
俳
優
か

ら
の
直
接
の
調
査
に
よ
-
､
こ
れ
ま
で
あ
ま
-
知
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
興
味
深
い
事
資
､

一
例
を
あ
げ
れ
ば
､
俳
優
が
即
興
の
歌
を
唱
お

う
と
す
る
場
合
､
そ
の
こ
と
を
禁
師
や
他
の
俳
優
に
ジ

ェ
ス
チ
ャ
ー

で
停
え
る
方
法
を
報
告
し
て
い
る
｡
こ
の
よ
-
な
即
興
の
歌
や
演
技

の
あ
-
方
か
ら
も
､
見
る
側
と
演
じ
る
側
の
接
鮎
を
さ
ぐ
る
こ
と
は

十
分
に
可
能
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
日
本
で
も
､
文
献
の
み
に
た
よ
ら
ず
､

生
の
演
劇
の
様
々
な
側
面
に
関
心
を
も
ち
､
そ
こ
に
鏡
い
メ
ス
を
い

れ
た
研
究
､
た
と
え
ば
松
浦
恒
雄

｢中
国
俸
統
演
劇
に
お
け
る
ア
ク

ロ
バ
テ

ィ
ッ

ク
性
｣
(『
民
族
書
架
叢
書
』
9
東
京
書
籍

一
九
九
〇
)
な

ど
が
あ
ら
わ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
は
､
ま
こ
と
に
よ
ろ
こ
ぼ
し
い
｡

そ
し
て
な
に
よ
-
も
､
近
年
の
中
国
本
土
に
お
け
る
大
量
の
演
劇

関
係
文
物
の
棄
掘
と
ー
健
戯
も
し
-
は
仮
面
劇
の
相
次
ぐ
尊
兄

(し

か
し
な
ぜ
今
頃
に
な
っ
て
よ
う
や
-
こ
れ
ら
の
劇
が
費
見
さ
れ
'
注
目
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
'
全
-
不
可
解
で
あ
る
)
は
､
研
究
者
の
意
識
と

演
劇
観
を
根
本
か
ら
括
-
動
か
さ
ず
に
は
お
か
な
い
で
あ
ろ
う
｡
今

や
中
国
演
劇
の
研
究
は
大
き
な
轄
換
期
を
迎
え
つ
つ
あ
る
と
い
っ
て
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中
開
文
革
報

第
四
十
二
筋

よ
い
｡
そ
の
中
に
あ
っ
て
､

田
仲
氏
の
一
連
の
著
作
は
､
今
後
の
研

究
の
た
め
の
重
要
な
指
針
と
な
る
は
ず
で
あ
-
､
ま
た
そ
う
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡

な
お
田
仲
氏
自
身
の
最
近
の
論
文
に
､
演
劇
と
秘
密
結
社
と
の
関

係
を
さ
ぐ
っ
た

｢卑
東
天
地
合
の
組
織
と
演
劇
｣
(『東
洋
文
化
研
究
所

紀
要
』
第
二

l
筋

一
九
九
〇
)が
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
｡

中
国
社
骨
に
於
け
る
秘
密
結
社
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
今
さ
ら
述
べ

る
ま
で
も
な
い
｡
そ
れ
は
祭
組
と
の
関
連
か
ら
､
演
劇
を
主
催
す
る

重
要
な
母
胎
と
な
っ
て
い
る
ば
か
り
で
な
-
､
ま
た
解
放
前
の
上
海

の
劇
場
が
青
智
の
支
配
下
に
あ
-
､
太
平
天
国
昔
時
'
天
地
合
の
蜂

起
に
多
数
の
卑
劇
俳
優
が
参
加
し
た
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
､

俳
優
と
劇
国
の
組
織
と
も
密
接
な
関
係
を
も

っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
論
文
は
氏
の
研
究
の
新
し
い
方
向
を
示
す
も
の
で
あ
-
､
今
後

の
展
開
が
期
待
さ
れ
る
O

以
上
､
は
な
は
だ
雑
駁
な
感
想
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
'
最
後
に

田
仲
氏
に
封
す
る
筆
者
の
個
人
的
な
要
望
を
二
つ
述
べ
て
､
し
め
-

く
り
と
し
た
い
0

一
つ
は
､
氏
の
こ
れ
ま
で
の
著
作
を
､
よ
-
虞
範
囲
な
讃
者
の
た

め
に
､
コ
ン
パ
ク
ト
な
か
た
ち
に
ま
と
め
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
｡
先
に
､
氏
の
研
究
が
中
国
で
は
あ
ま
-
理
解
さ
れ
て
い

な
い
と
書
い
た
が
､
事
情
は
資
の
と
こ
ろ
日
本
で
も
大
差
な
い
の
で

あ
る
｡
氏
の
研
究
に
い
ち
早
-
興
味
を
示
し
た
の
は
､
む
し
ろ
歴
史

学
界
で
あ

っ
て
､
文
学
研
究
者
の
反
鷹
は
残
念
な
が
ら
今
ひ
と
つ
鈍

い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
｡
こ
れ
が
主
に
文
学
研
究
者
側
の
無
理
解

と
怠
慢
の
せ
い
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
､
氏
の
著
作
が
あ
ま

-
に
も
魔
大
で
あ
る
こ
と
も
､
お
そ
ら
-
は

一
つ
の
原
因
と
な
っ
て

い
る
で
あ
ろ
う
｡
怠
慢
を
た
な
に
上
げ
て
､
こ
の
よ
う
な
お
願
い
を

す
る
の
は
虫
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
が
､
氏
の
研
究
が
単
に
演
劇
だ

け
で
は
な
-
､
小
説
や
詩
文
な
ど
文
学
の
他
の
分
野
に
お
い
て
も
'

そ
れ
ら
と
社
合
と
の
構
造
的
関
連
性
を
考
え
る
上
で
大
き
な
示
唆
を

あ
た
え
る
こ
と
を
信
ず
れ
ば
こ
そ
､
氏
の
著
作
が
い
た
ず
ら
に
盛
名

の
み
を
負
-
現
状
を
あ
き
た
ら
な
-
思
う
の
で
あ
る
｡

も
う

一
つ
､
で
き
れ
ば
氏
に
現
在
の
香
港
の
演
劇
の
特
殊
性
に
つ

い
て
書
い
て
い
た
だ
き
た
い
｡
氏
が
そ
の
理
論
を
検
認
す
る
た
め
の

貴
地
調
査
の
場
と
し
て
香
港
を
選
ば
れ
た
の
は
､
言
う
ま
で
も
な
-
､

中
開
本
土
に
お
い
て
は
俸
銃
的
祭
把
演
劇
が
す
で
に
死
滅
に
瀕
し
､
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た
と
え
残
存
し
た
も
の
が
あ
る
に
し
て
も
､
そ
れ
を
調
査
す
る
こ
と

が
き
わ
め
て
困
難
で
あ

っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
｡
香
港
は
い
わ
ば

中
国
全
鰻
の
縮
圏
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
-
､
さ
れ
ば
こ

そ
香
港
の
済
劇
が
､
中
開
演
劇
の
全
鮭
像
を
扱
う
氏
の
理
論
の
各
部

分
の
寛
例
た
-
得
た
の
で
あ
る
｡

し
か
し
な
が
ら
､
香
港
が

一
世
紀
以
上
に
わ
た
-
英
国
の
植
民
地

支
配
を
受
け
､
さ
ら
に
こ
の
教
十
年
は
急
激
な
近
代
化
の
波
に
洗
わ

れ
て
､
中
国
本
土
と
は
異
な
る
滞
日
の
費
展
を
と
げ
て
乗
た
こ
と
も

ま
た
周
知
の
事
資
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
中
に
あ

っ
て
'
香
港
の
演
劇
が
'

本
土
で
は
見
ら
れ
な
い
特
殊
性
を
お
び
る
に
い
た
っ
た
で
あ
ろ
-
こ

と
は
想
像
に
難
-
な
い
｡
事
賓
'
香
港
の
卑
劇
は
､
こ
の
半
世
紀
の

間
に
､
そ
れ
以
前
に
-
ら
べ
れ
ば
面
目
を

1
新
し
た
と
い
っ
て
よ
い

は
ど
の
奨
化
を
と
げ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
た
だ
し

こ
の
特
殊
性
は
単
な
る
特
殊
性
に
終
わ
る
も
の
で
は
な
-
'
現
在
の

香
港
の
存
在
そ
の
も
の
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
､
中
国
演
劇
の
あ
-

う
べ
き
も
-

一
つ
の
可
能
性
を
呈
示
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
0
香
港
を
は
じ
め
と
す
る
墓
湾
や
東
南
ア
ジ
ア
華
人
地
域
の

書

評

演
劇
は
､
本
土
で
は
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
古
い
俸
続
的
な
演
劇
形
態
を

保
存
し
て
い
る
ば
か
-
で
は
な
く
､
ま
た
未
来
の
中
国
演
劇
の
可
能

性
を
濠
見
す
る
た
め
の
貴
重
な
モ
デ
ル
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
こ
に
､
戒
鮎
を
襲
え
て
､
香
港
演
劇
の
特
殊
性
か
ら
逆
に
中
国
演

劇
全
鮭
を
展
望
す
る
こ
と
の
意
義
が
､
お
そ
ら
く
は
あ
る
で
あ
ろ
う
｡

今
や
高
度
の
資
本
主
義
社
骨
に
達
し
､
さ
ら
に
は
九
七
年
の
返
還

を
目
前
に
ひ
か
え
､
香
港
と
香
港
の
演
劇
は
､
ま
た
し
て
も
大
き
な

襲
化
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
｡
こ
の
時
期
に
あ

っ
て
'
香
港
の
演

劇
を
､
中
国
と
の
共
通
性
と
特
殊
性
､
停
銃
と
革
新
の
撃
方
か
ら
探

る
こ
と
は
､
是
非
と
も
必
要
な
作
業
と
思
え
る
｡
そ
し
て
そ
れ
を
な

し
得
る
の
は
'
田
仲
氏
を
お
い
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
｡
氏
が
こ
の
十

年
の
間
､
困
難
な
調
査
を
績
け
て
こ
ら
れ
た
の
は
'
単
に
学
問
的
関

心
か
ら
ば
か
-
で
は
な
-
､
ま
た
香
港
の
演
劇
に
封
す
る
深
い
愛
着

が
あ

っ
た
れ
は
こ
そ
と
､
筆
者
は
ひ
そ
か
に
推
測
し
て
い
る
の
で
あ

る
｡

(慶
歴
義
塾
大
学

金

文
京
)
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