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成

『
中
国
垂
系
演
劇
研
究
』

東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所

1
九
九
三
年
三
月

本
文

二

五
三
頁

索
引
三
十
五
頁

本
書
は
t
H

『
中
国
祭
柁
演
劇
研
究
』
､

目『
中
国
の
宗
族
と
演

劇
』
､
日

『中
国
郷
村
祭
紀
研
究
』
に
つ
ぐ

､著
者
の
中
国
演
劇
史

に
関
す
る
第
四
筋
目
の
著
作
で
あ
る
｡
前
三
作
に
お
い
て
著
者
は
'

中
国
演
劇
の
童
生
､
展
開
､
俸
播
な
ど
の
諸
問
題
に
つ
い
て
､
古
代

以
来
の
祭
紀
儀
薩
の
襲
遷
お
よ
び
そ
れ
と
密
接
に
関
連
す
る
共
同
鮭

の
構
造
的
襲
化
の
面
か
ら
メ
ス
を
入
れ
､
劃
期
的
な
成
果
を
収
め
た
o

そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
す
で
に
小
松
謙
氏
と
筆
者
の
共
同
の
書
評
に
お

い
て

(『中
国
文
学
報
』
第
四
十
二
筋
収
)
紹
介
と
論
評
を
行

っ
た
が
､

い
ま
そ
れ
ら
三
作
の
績
斎
た
る
本
書
を
書
評
す
る
に
普
た
-
､
ま
ず

前
作
で
の
著
者
の
理
論
的
枠
組
を
簡
単
に
要
約
し
て
み
る
こ
と
に
し

た
い
｡

中
国
古
代
社
食
の
祭
把
儀
薩
が
蛮
能
'
演
劇

へ
と
脱
皮
し
て
行
-

上
で
大
き
な
韓
機
と
な
っ
た
の
は
､
中
庸
か
ら
五
代
に
か
け
て
準
備

さ
れ
､
北
朱
､
南
末
の
間
に
決
定
的
と
な

っ
た
社
食
構
造
お
よ
び
祭

紀
の
性
格
の
襲
化
で
あ

っ
た
｡
こ
の
時
期
､
俸
統
的
な
農
村
共
同
鰻

と
そ
こ
で
の
祭
柁
形
態
は
､
商
業
経
済
の
妻
達
を
背
景
と
す
る
新
た

な
市
場
経
済
圏
の
成
立
に
よ
っ
て
襲
貌
を
飴
儀
な
-
さ
れ
､
そ
れ
に

伴
い
農
村
を
支
配
す
る
地
主
層
も
新
た
な
封
鷹
､
組
織
化
を
迫
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
｡
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
､
農
民
'
商
人
､
地
主

な
ど
雑
多
な
階
層
を
包
括
L
t
ま
た
い
-
つ
も
の
村
落
を
そ
の
商
業

的
交
易
圏
内
に
も
つ
市
場
地
に
お
い
て
､
ま
ず
祭
紀
儀
薩
の
垂
能
化
'

演
劇
化
が
始
ま
る
｡
そ
の
際
'
古
代
の
垂
と
戸
の
封
舞
封
唱
は
慶
祝

演
劇
に
､
ま
た
孤
魂
超
度
の
儀
薩
は
悲
劇
に
そ
れ
ぞ
れ
特
化
し
た
｡

と
こ
ろ
が
市
場
地
と
い
う
典
型
的
な
地
縁
祉
合
に
お
い
て
誕
生
し
た

蛮
能
､
演
劇
は
､
地
縁
祉
合
か
ら
顎
生
し
た
文
化
が
､
血
縁
社
食
の

権
力
支
配
に
よ
っ
て
不
断
に
は
ぎ
と
ら
れ
て
行
-
と
い
-
中
国
社
骨

特
有
の
現
象
に
よ
っ
て
､
各
レ
ベ
ル
の
地
縁
的
共
同
鮭
に
浸
透
し
て

行
-
と
共
に
､
そ
れ
ら
地
線
的
共
同
鮭
と
重
な
-
つ
つ
そ
れ
を
支
配

す
る
血
縁
的
宗
族
社
食
の
中
に
取
-
こ
ま
れ
､
し
か
も
後
者
が
前
者
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を
抑
歴
す
る
と
い
う
構
造
が
生
じ
る
の
で
あ
る
｡
著
者
は
こ
れ
に
つ

い
て
､
地
線
三
つ
､
血
縁
三
つ
併
せ
て
六
つ
の
段
階
を
想
定
し
て
い

る
｡
以
下
の
如
-
で
あ
る
｡

-

地
線
集
樹
の
祭
柁
演
劇

h

市
場
的
村
落
連
合
の
演
劇

h

共
同
鰹
的
村
落
連
合
の
演
劇

k

畢
猪
の
村
落
共
同
鰹
の
演
劇

Fj

血
縁
集
圏
の
祭
紀
演
劇

Fj<

始
組
を
和
る
宗
族
合
同
祭
紀
の
演
劇

脂

分
支
離
を
柁
る
宗
族
支
涯
の
演
劇

FjU

家
長
私
宴
の
演
劇

詳
し
-
は
省
略
す
る
が
､
要
す
る
に
こ
の
六
つ
の
段
階
が
､
歴
史

的
諸
勢
力
の
消
長
関
係
の
中
で
､
末
代
以
降
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
の

演
劇
を
成
立
さ
せ
て
き
た
と
い
う
の
が
､
著
者
の
主
張
の
根
幹
を
な

し
て
い
る
｡

著
者
の
右
の
仮
説
は
､
地
方
志
を
中
心
と
す
る
魔
大
な
文
献
資
料

お
よ
び
現
存
す
る
演
劇
に
つ
い
て
の
豊
富
な
現
地
調
査
資
料
に
裏
打

ち
さ
れ
て
お
-
､
若
干
の
問
題
鮎
を
含
む
も
の
の
､
そ
の
理
論
的
構

書

評

築
は
き
わ
め
て
堅
牢
で
あ
る
｡
ま
た
第

1
作
は
祭
紀
演
劇
全
般
に
つ

い
て
､
第
二
､
三
作
は
各
々
血
縁
集
園
と
し
て
の
宗
族
と
地
縁
集
圏

と
し
て
の
郷
村
の
演
劇
を
扱

っ
て
お
-
､
三
部
作
は
相
互
に
密
接
に

関
連
し
合
い
､
こ
こ
に
著
者
の
理
論
的
見
通
し
は
完
結
し
て
い
る
の

で
あ
る
O
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
著
者
が
さ
ら
に
盤
系
演
劇
と
い
う

新
た
な
概
念
の
も
と
に
本
書
を
世
に
問
う
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
｡

寛
は
前
三
作
の
内
容
に
は
､
そ
の
墜
賓
な
理
論
構
成
に
も
か
か
わ

ら
ず
､

一
つ
の
大
き
な
弱
鮎
が
あ

っ
た
｡
そ
れ
は
著
者
が
現
地
調
査

を
行

っ
た
演
劇
資
料
が
､
香
港
お
よ
び
東
南
ア
ジ
ア
地
域
の
華
人
社

食
の
そ
れ
に
偏

っ
て
い
る
鮎
で
あ
る
｡
こ
れ
は
本
土
の
紅
禽
主
義
中

国
に
お
い
て
は
､
こ
の
よ
う
な
祭
柁
演
劇
は
禁
止
さ
れ
､
よ
し
や
存

在
し
た
と
し
て
も
そ
の
調
査
が
望
め
な
い
状
況
下
で
は
や
む
を
え
ぬ

こ
と
で
あ

っ
た
が
､
し
か
し
こ
の
鮎
か
ら
は
少
な
-
と
も
二
つ
の
疑

念
が
生
じ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
｡

一
つ
は
､
香
港
'
東
南
ア
ジ

ア
と
い
う
特
殊
な
遥
境
社
食
の
事
例
を

一
般
化
し
て
よ
い
の
か
と
い

う
疑
念
｡
こ
れ
に
つ
い
て
は
､
中
国
の
文
化
が
さ
ま
ざ
ま
な
地
方
的

特
色
を
も
ち
つ
つ
も
有
機
的
統

一
鮭
を
成
し
て
い
る
以
上
､
全
鮭
的

特
長
は
個
別
例
に
反
映
す
る
は
ず
で
あ
-
､
ま
た
遠
境
地
域
な
れ
ば
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こ
そ
よ
-
古
い
特
色
が
保
存
さ
れ
や
す
い
と
い
-
回
答
が
可
能
で
あ

ろ

う
｡
し
か
し
二
つ
目
の
疑
念
は
よ
-
深
刻
で
あ
る
｡
そ
も
そ
も
祭

絶
演
劇
の
原
初
段
階
に
お
い
て
演
劇
を
塘
普
し
た
の
は
､
祭
妃
を
主

催
す
る
共
同
鰹
の
成
員
も
し
-
は
儀
薩
を
行
-
宗
教
者
で
あ

っ
た
は

ず
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
前
記
地
域
で
の
祭
紀
演
劇
は
､
み
な
商
業
化

祉
脅
以
降
の
も
の
で
あ
-
､
た
と
え
郷
村
演
劇
で
あ

っ
て
も
上
演
は

外
部
か
ら
よ
ん
だ
専
門
的
劇
園
の
俳
優
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
｡

祭
絶
演
劇
の
原
初
形
態
と
は
距
離
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
で

あ
ろ
う
｡
む
ろ
ん
こ
れ
は
言
わ
ば
な
い
も
の
ね
だ
-
で
あ

っ
て
､
原

初
的
演
劇
が
そ
の
ま
ま
残
存
し
て
い
る
は
ず
も
な
-
､
徴
す
べ
き
文

願
も
乏
し
い
以
上
､
現
行
の
演
劇
形
態
か
ら
そ
れ
を
再
構
成
し
て
み

る
他
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

し
か
る
に
近
年
､
中
開
本
土
に
お
け
る
開
放
政
策
の
お
か
げ
で
､

各
地
の
祭
柁
演
劇
の
賓
態
が
次
々
と
報
告
さ
れ
､
そ
の

l
部
の
調
査

が
可
能
と
な
っ
た
ば
か
-
で
な
-
､
そ
の
中
に
原
初
的
演
劇
形
態
に

き
わ
め
て
近
い
も
の
が
大
量
に
存
在
す
る
と
い
う
驚
-
べ
き
事
賓
が

明
ら
か
に
な

っ
た
｡
現
在
中
国
で
健
戯
と
線
解
さ
れ
る
､
古
代
の
追

健
儀
薩
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
演
劇
が
す
な
わ
ち
そ
れ
で
あ
-
､

そ
の
多
-
は
今
で
も
祭
紀
に
伴

っ
て
主
催
者
た
る
農
民
も
し
-
は
儀

薩
を
塘
普
す
る
丞
師
､
道
士
な
ど
の
宗
教
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
お

り
､
ま
た
演
劇
の
古
層
に
属
す
る
仮
面
に
よ
る
上
演
形
式
を
保

っ
て

い
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
傑
戯
あ
る
い
は
そ
の
さ
ら
な
る
原
初
段
階
た

る
傑
舞
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
は
､
中
国
演
劇
史
研
究
の
大

問
題
で
あ
る
が
､
著
者
に
と
っ
て
も
そ
の
存
在
は
'
こ
れ
ま
で
の
著

者
の
学
説
を
補
強
す
る
た
め
の
紹
好
の
資
料
で
あ
る
と
共
に
､
そ
の

理
論
鰹
系
の
愛
常
性
が
問
わ
れ
る
試
金
石
と
し
て
､
看
過
す
る
こ
と

の
で
き
ぬ
も
の
で
あ

っ
た
は
ず
で
あ
る
｡
こ
こ
に
著
者
が
前
三
作
に

つ
づ
い
て
本
書
を
著
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
必
然
性
が
あ
る
｡
す
で

に
第
三
作
に
お
い
て
､
安
徽
省
貴
地
の
健
厳
が

一
部
紹
介
さ
れ
て
い

る
が
､
本
書
で
は
さ
ら
に
鹿
範
囲
に
わ
た
る
貴
地
調
査
資
料
に
つ
い

て
'
著
者
の
従
来
の
仮
説
が
全
面
的
に
採
用
さ
れ
'
精
練
な
分
析
が

行
わ
れ
て
い
る
｡
著
者
の
あ
-
な
き
探
求
心
と
学
問
的
良
心
に
対
し

て
､
敬
服
の
念
を
禁
じ
得
な
い
｡
以
下
､
本
書
の
内
容
を
か
い
つ
ま

ん
で
紹
介
し
っ
つ
､
著
者
の
仮
説
の
妥
普
性
を
検
讃
し
て
み
る
こ
と

に
す
る
｡

ま
ず
は
著
者
が
､
い
わ
ゆ
る
健
厳
を
盛
系
演
劇
と
稀
し
て
い
る
鮎
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に
注
目
し
た
い
｡
健
戯
と
い
う
呼
稀
は
､
現
在
こ
の
名
の
も
と
に
絶

解
さ
れ
る
各
地
の
演
劇
の
起
源
を
､
す
べ
て

『
周
蔭
』
の
方
相
氏
の

侯
な
ど
に
見
え
る
古
代
北
方
の
追
健
儀
鰻
に
求
め
よ
う
と
す
る
強
い

意
向
に
よ
る
命
名
で
あ
る
｡
し
か
し
こ
れ
ら
各
地
の
多
様
な
演
劇
を
､

祭
柁
性
と
仮
面
と
い
う
共
通
項
だ
け
で
す
べ
て
迫
健
に
政
敵
さ
せ
る

の
は
､
そ
の
寛
態
が
現
時
鮎
で
は
必
ず
し
も
す
べ
て
解
明
さ
れ
て
い

な
い
以
上
､
慎
重
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
｡
こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
中

国
側
の
研
究
者
の
間
で
も
貴
は
意
見
の
相
違
が
あ
る
が
､
垂
系
演
劇

と
い
う
名
稀
は
､
こ
れ
ら
の
演
劇
が
現
在
主
に
残
存
す
る
南
方
諸
地

域
､
す
な
わ
ち
古
代
の
刑
楚
地
帯
の
基
衡
俸
統
を
も
考
慮
に
入
れ
て

の
命
名
で
あ
-
､
よ
-
現
賓
に
即
し
た
名
稀
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
｡

次
に
著
者
は
､
い
わ
ゆ
る
健
薩
､
億
舞
､
健
戯
を
､
郷
村
共
同
性

を
基
盤
と
す
る
郷
健
と
､
宗
族
､
家
族
を
基
盤
と
す
る
堂
健
に
分
け
､

後
者
は
前
者
を
取
-
こ
ん
だ
上
に
展
開
し
た
形
態
で
あ
る
鮎
を
指
摘

す
る
｡
こ
の
鮎
は
言
う
ま
で
も
な
-
'
地
線
､
血
縁
集
圏
を
め
ぐ
る

著
者
従
来
の
演
劇
モ
デ
ル
理
論
の
援
用
で
あ
-
､
こ
れ
に
よ
っ
て
水

系
演
劇
全
鮭
に
つ
い
て
､
そ
の
襲
展
段
階
と
構
造
が
大
ま
か
に
示
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
｡
ま
た
盛
系
演
劇
が
演
劇
の
原
初
形
態
で
あ
る
以

書

評

上
､
そ
の
核
心
は
郷
健
の
部
分
に
あ
-
､
堂
健
は
附
随
的
な
も
の
に

す
ぎ
な
い
こ
と
も
､
こ
の
分
析
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
｡
本
書

の
主
要
部
分
の
論
述
が
前
者
の
紹
介
分
析
に
費
や
さ
れ
､
後
者
に
つ

い
て
は
わ
ず
か
に
飴
論
で
解
れ
ら
れ
る
に
と
ど
ま
る
の
は
､
こ
の
た

め
で
あ
る
o
近
年
の
中
国
本
土
お
よ
び
墓
湾
の
研
究
者
に
よ
る
傑
戯

に
つ
い
て
の
大
量
の
調
査
報
告
は
､
そ
の
詳
細
さ
と
範
囲
の
磨
き
に

お
い
て
本
書
を
凌
駕
す
る
反
面
'
傑
戯
全
鮭
に
つ
い
て
の
構
造
的
分

析
を
開
い
て
お
-
､
各
地
の
報
告
が
雑
然
と
井
立
し
て
い
る
と
い
う

印
象
を
否
め
な
い
｡
中
国
の

一
部
の
研
究
者
が
､
貴
州
､
湖
南
な
ど

の
少
数
民
族
地
域
に
お
け
る
堂
健
を
中
国
演
劇
の
源
流
と
見
な
す
傾

向
が
あ
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ

っ
て
､
そ
の
鮎
著
者
は
､
限
ら
れ
た

資
料
を
理
論
的
枠
組
に
よ
っ
て
､
構
造
的
立
鮭
的
に
示
す
こ
と
に
成

功
し
て
い
る
｡
従
来
の
仮
説
の
援
用
が
功
を
奏
し
た
結
果
と
言
え
る

で
あ
ろ
う
0

以
上
の
二
鮎
を
踏
ま
え
た
上
で
､
序
篇

｢中
国
盤
系
演
劇
の
類
型
｣

に
お
い
て
､
ま
ず
盛
系
演
劇
の
基
礎
を
な
す
躯
術
儀
薩
と
し
て
､
道

教
儀
薩
の
中
に
潜
在
す
る

｢紅
頭
枢
術
｣
が
取
-
上
げ
ら
れ
る
｡
｢紅

頭
重
術
｣
と
は
､
道
教
儀
薩
の
中
で
主
に
悪
鬼
を
駆
逐
す
る
場
合
に
'
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道
士
が
道
服
を

一
時
的
に
脱
い
で
､
頭
に
紅
布
の
鉢
巻
を
し
て
､
角

笛
を
吹
い
て
五
万
の
陰
兵
を
招
き
よ
せ
､
そ
の
武
力
に
よ
っ
て
邪
気

を
追
い
排
-
躯
術
の
こ
と
で
あ
-
､
贋
東
､
福
建
の
遺
教
儀
薩
を
は

じ
め
'
貴
州
､
湖
南
な
ど
西
南
地
域
の
少
数
民
族
の
堂
健
な
ど
に
､

地
域
差
を
伴
い
つ
つ
そ
の
共
通
の
要
素
が
廉
い
範
囲
で
確
認
さ
れ
て

い
る
O
場
合
に
よ
っ
て
仮
面
を
つ
け
る
ケ
ー
ス
も
あ
-
､
ま
た
そ
れ

が
古
い
形
態
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ

っ
て
､
そ
の
鮎
古
代
の
迫
健
儀

薩
に
お
け
る
方
相
氏
と
も
関
連
す
る
と
想
像
さ
れ
る
｡
こ
れ
が
盛
系

演
劇
の
基
礎
を
な
す
躯
術
儀
値
で
あ
る
｡
次
に
こ
の
儀
薩
が
演
劇

へ

と
韓
化
し
て
行
-
過
程
と
各
敷
型
が
､
先
の
地
線
､
血
縁
モ
デ
ル
に

よ
っ
て
説
明
さ
れ
､
す
で
に
述
べ
た
郷
健
と
堂
健
の
区
別
お
よ
び
そ

れ
ら
の
俸
播
形
態
に
論
が
及
ぶ
｡
特
に
西
南
少
数
民
族
地
域
の
堂
健

が
､
そ
の
上
層
部
に
お
け
る
漢
族
文
化
の
受
容
の
結
果
に
す
ぎ
な
い

こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
｡

第

一
第

｢郷
健
の
原
始
形
態
｣
に
お
い
て
は
､
ま
ず
傑
薩
の
歴
史

的
演
轡
が
文
献
に
よ
っ
て
あ
と
づ
け
ら
れ
､
そ
の
残
存
例
と
し
て
江

西
省
境
内
各
地
の
郷
健
儀
薩
と
そ
れ
に
伴
う
聾
能
､
演
劇
が
考
察
さ

れ
る
｡
こ
れ
ら
の
地
域
で
は
､
主
に
健
紳
廟
と
よ
ば
れ
る
各
村
落
の

両
腕
に
さ
ま
ざ
ま
な
仮
面
が
神
と
し
て
祭
ら
れ
､
紅
頭
枢
術
と
追
傑

儀
値
に
由
来
す
る
騒
邪
が
行
わ
れ
た
後
､
仮
面
に
よ
る
舞
踊
あ
る
い

は
簡
単
な
劇
が
演
じ
ら
れ
る
｡
地
域
に
よ
-
章
展
段
階
に
差
が
あ
-
､

東
部
地
域
は
ど
蛮
能
化
の
度
合
が
深
ま
る
が
､
し
か
し
本
格
的
な
演

劇
に
ま
で
は
至
ら
な
い
｡

第
二
篇

｢郷
健
の
展
開
形
態
-

健
戯
｣
に
お
い
て
は
､
単
純
な

仮
面
舞
踊

(難
舞
)
が
よ
-
高
度
な
仮
面
演
劇

(離
戯
)
に
展
開
し
て
行

-
候
件
と
し
て
､
孤
魂
超
度
観
念
の
介
入
が
畢
げ
ら
れ
て
い
る
｡
す

な
わ
ち

l
般
的
な
悪
鬼
で
は
な
-
､
個
別
的
な
孤
魂

へ
の
恐
怖
が
潜

大
し
､
鎮
魂
の
た
め
に
孤
魂
の
物
語
が
演
じ
ら
れ
る
必
要
が
生
じ
た

と
こ
ろ
に
､
演
劇
展
開

へ
の
契
機
を
見
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
鮎
は
､

幽
鬼
孤
魂
を
鎮
め
る
た
め
の
儀
薩
で
あ
る
超
幽
建
樵
か
ら
鎮
魂
演
劇

と
し
て
の
悲
劇
が
生
じ
た
と
す
る
著
者
従
来
の
主
張
を
援
用
し
た
も

の
で
あ
る
｡
こ
の
段
階
の
演
劇
と
し
て
､
次
に
貴
州
省
安
順
の
地
戯

と
安
徽
省
貴
地
の
傑
戯
が
紹
介
さ
れ
る
が
､
前
者
は
明
初
に
江
西
､

安
徽
方
面
か
ら
移
任
し
た
軍
隊
の
子
孫
の
集
落
に
侍
わ
る
も
の
で
､

戦
死
し
た
先
租
の
英
霊
の
鎮
撫
を
主
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
-
､
ま

た
後
者
に
お
い
て
も

｢新
年
斎
｣
な
ど
の
鎮
魂
儀
鰻
が
重
税
さ
れ
て
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い
る
O
こ
の
よ
-
な
孤
魂
鎮
撫
的
豪
想
と
儀
薩
は
'
江
西
の
健
舞
に

は
見
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
｡
た
だ
し
安
順
の
地
戯
と
貴
地
の

健
戯
と
は
'
共
に
鎮
魂
演
劇
的
な
性
格
を
も
ち
つ
つ
も
､
そ
の
内
容

に
お
い
て
､
前
者
は
も
っ
ぱ
ら

『
三
国
志
演
義
』
な
ど
に
基
づ
-
武

劇
を
､
後
者
は

『劉
文
龍
』

『
孟
妻
女
』
な
ど
の
家
庭
夫
婦
劇
を
多

-
演
じ
る
鮎
で
封
照
的
で
あ
る
｡
こ
れ
は
前
者
が
外
敵
の
侵
入
か
ら

村
を
護
る
た
め
に
死
ん
だ
英
藁
を
､
後
者
は
次
世
代
を
産
み
育
て
る

た
め
他
庭
か
ら
嫁
い
で
来
て
苦
難
の
う
ち
に
死
ん
だ
女
性
の
菟
魂
を

鎮
撫
の
対
象
と
す
る
と
い
う
相
違
に
よ
る
も
の
で
､
さ
ら
に
そ
の
背

景
に
は
､
安
順
の
請
集
落
は
軍
除
と
い
う
特
殊
な
環
境
上
'
薙
多
な

氏
族
の
寄
せ
集
め
で
あ
-
､
宗
族
の
結
束
よ
-
宗
族
の
枠
を
超
え
た

横
の
つ
な
が
-
を
重
ん
じ
る
傾
向
が
強
い
の
に
封
し
､
貴
地
で
は
宗

族
を
中
心
と
す
る
同
姓
集
落
が
大
部
分
で
あ
る
と
い
う
'
祉
合
構
造

の
ち
が
い
が
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

な
お
健
厳
は

1
般
は
仮
面
演
者
が
同
時
に
歌
唱
者
で
あ
る
の
を
通

例
と
す
る
が
'
安
原
地
敵
の
一
部
に
は
両
者
が
分
離
し
て
い
る
ケ
ー

ス
が
見
ら
れ
'
そ
ち
ら
の
方
が
古
い
形
態
と
言
え
る
｡
そ
こ
か
ら
演

者
が
歌
唱
す
る
段
階
に
襲
化
す
る
と
､
今
度
は
仮
面
が
歌
唱
の
障
碍

書

評

と
な
る
た
め
､
貴
地
の
傑
戯
に
見
ら
れ
る
如
-
､
仮
面
を
あ
み
だ
に

か
ぶ
る
形
態
が
生
じ
'
さ
ら
に
は
仮
面
自
腹
が
な
-
な
る
脱
仮
面
の

方
向
に
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
｡

次
の
第
三
篇

｢郷
健
の
襲
容
-

仮
面
の
退
化
｣
は
､
第
二
篇
の

右
の
論
鮎
を
受
け
て
'
仮
面
を
失
っ
た
郷
健
の
健
戯
と
し
て
､
山
西

省
曲
沃
麻
の
扇
鼓
紳
譜
､
江
蘇
省
南
通
称
の
優
子
戯
お
よ
び
貴
州
省

織
金
牌
の
蓮
侯
壇
祭
紀
の
三
例
が
検
討
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
三
例
に

共
通
す
る
の
は
､
第
二
篇
で
指
摘
さ
れ
た
傑
舞
を
健
戯
に
展
開
さ
せ

る
た
め
の
必
要
候
件
と
し
て
の
孤
魂
超
度
的
要
素
が
､
演
劇
を
孝
生

さ
せ
る
ほ
ど
の
成
熟
度
に
達
し
て
い
な
い
と
い
う
鮎
で
あ
る
｡
こ
れ

に
対
し
て
特
に
扇
鼓
紳
譜
と
題
侯
壇
に
お
い
て
は
'
紅
頭
重
術
に
よ

る
駆
邪
儀
薩
を
残
し
っ
つ
も
､
所
福

･
豊
鏡
儀
薩
の
慶
祝
的
要
素
が

強
-
な
っ
て
い
る
.
こ
の
鮎
は
､
鎮
魂
演
劇
と
な
ら
ぶ
演
劇
豪
生
に

つ
い
て
の
著
者
の
も
う

1
つ
の
主
張
で
あ
る
､
古
代
の
垂
の
封
舞
封

唱
か
ら
慶
祝
演
劇

へ
の
展
開
と
い
う
論
鮎
と
関
連
し
ょ
う
｡
た

だ

し

優
子
殿
に
は
こ
の
慶
所
的
要
素
は
見
ら
れ
ず
､
紅
頭
重
師
に
よ

る

原

初
的
な
駆
邪
儀
薩
で
あ
る
と
さ
れ
る
｡
こ
の
第
の
最
後
に
は
､
こ
の

紅
頭
盤
術
の
さ
ま
ざ
ま
な
様
態
が
日
蓮
戯
の
場
合
な
ど
も
含
め
て
幅
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磨
-
検
討
さ
れ
､

そ
れ
が
古
代
の
刑
楚
文
化
と
関
係
す
る
と
い
う
予

測
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡

飴
篇

｢堂
傑
と
そ
の
俸
播
｣
で
は
､
郷
健
に
対
し
て
祉
合
の
上
層

部
の
血
縁
集
圏
を
基
礎
に
成
立
し
た
堂
健
が
考
察
さ
れ
､
漢
民
族
の

例
と
し
て
福
建

(墓
潤
)
と
海
南

(シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
)
の
紅
頭
法
師
､
紅

頭
道
士
の
儀
薩
が
､
少
数
民
族
の
例
と
し
て
貴
州
省
東
部
の
土
家
族

の

｢遇
開
架
｣
お
よ
び
偶
族
の

｢喜
健
紳
｣
が
紹
介
さ
れ
る
｡
少
数

民
族
の
堂
健
は
'
す
で
に
述
べ
た
如
-
､
漢
民
族
の
文
化
と
し
て
の

紅
頭
砿
術
が
俸
播
し
､
そ
の
上
層
部
に
受
容
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
､

漢
民
族
の
堂
健
が
す
で
に
仮
面
を
ほ
と
ん
ど
失

っ
て
い
る
の
に
対
し
､

少
数
民
族
の
そ
れ
に
は
多
-
の
仮
面
演
劇
が
残
さ
れ
て
お
-
､
よ
-

古
い
層
が
保
存
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
O
た
だ
し
そ
れ
ら
は
血
縁
的

閉
鎖
集
圏
内
で
行
わ
れ
る
堂
健
の
性
格
上
､
短
篇
の
慶
硯
劇
､
吉
慶

劇
､
家
庭
劇
に
終
始
し
､
そ
の
枠
を
越
え
て
長
篇
の
物
語
劇
に
展
開

す
る
途
は
閉
ざ
さ
れ
て
お
-
､
健
薩
の
幸
達
史
上
い
わ
ば
終
着
鮎
の

袋
小
路
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

本
書
の
内
容
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
複
雑
で
あ
る
が
'
以
上
お
も
に

演
劇
の
頚
展
経
路
に
焦
鮎
を
常
て
､
著
者
の
従
来
の
候
説
を
参
照
し

つ
つ
要
約
を
試
み
た
｡
中
国
の
水
系
演
劇
研
究
は
､
本
書
に
よ
っ
て

は
じ
め
て
個
々
の
調
査
報
告
の
羅
列
の
域
を
脱
し
､

1
つ
の
理
論
モ

デ
ル
に
よ
っ
て
全
鰻
の
構
造
を
考
察
で
き
る
段
階
に
逢
し
た
と
言

っ

て
よ
い
O
ま
た
著
者
の
従
来
の
仮
説
は
､
こ
れ
ら

l
連
の
盤
系
演
劇

の
研
究
を
通
じ
て
､
特
に
祭
紀
と
塾
能
､
演
劇
が

一
腹
と
な

っ
た
原

初
段
階
の
空
自
が
埋
め
ら
れ
､
よ
-
達
成
度
の
高
い
も
の
に
な

っ
た

と
考
え
ら
れ
る
O
し
か
し
な
が
ら
躯
系
演
劇
の
形
態
は
､
地
域
的
歴

史
的
に
ぎ
わ
め
て
多
様
で
あ
-
t
か
つ
そ
の
寅
態
に
未
解
明
の
部
分

が
な
お
多
い
今
日
に
あ

っ
て
､
限
ら
れ
た
資
料
に
明
快
な
理
論
を
援

用
し
た
本
書
の
内
容
に
い
-
た
の
疑
問
鮎
が
存
在
す
る
こ
と
は
普
然

で
あ
ろ
う
｡
以
下
､
本
書
の
問
題
鮎
お
よ
び
本
書
の
成
果
に
よ
っ
て

今
後
の
研
究
に
お
い
て
濠
想
さ
れ
る
課
題
に
つ
い
て
､
思
い
つ
-
ま

ま
に
述
べ
て
み
た
い
｡

ま
ず
'
越
系
演
劇
の
基
礎
と
し
て
紅
頭
躯
術
を
取
-
上
げ
た
の
は
､

著
者
の
卓
見
で
あ
る
が
､
そ
の
性
格
に
つ
い
て
は
な
お
検
討
の
除
地

が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
｡
紅
頭
重
術
は
五
万
の
陰
兵
の
武
力
に
よ
っ

て
悪
霊
を
駆
除
す
る
も
の
で
､
頭
に
つ
け
る
紅
布
も
､
著
者
の
言
う

よ
-
に
紅
色
の
陽
気
が
陰
気
の
凝
結
と
し
て
の
鬼
を
駆
逐
す
る
と
い
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-
意
味
の
他
に
､
そ
れ
自
腹
が
軍
装
で
あ
っ
た
｡
末
の
『事
物
紀
原
』

巻
九

｢戎
容
兵
械
部

･
抹
額
｣
の
僕
は
､
『
二
儀
賓
録
』
を
引
い
て
､

は
ち
まき

紅
相
の

抹

額

は

｢武
士
の
首
服
｣
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
｡
こ
こ
に

見
ら
れ
る
き
わ
め
て
強
い
軍
事
的
性
格
は
､
農
耕
を
主
と
す
る
郷
村

の
儀
薩
と
は
異
質
で
あ
-
､
郷
村
で
自
然
襲
生
し
た
と
は
考
え
に
-

い
.

一
方
､
現
存
す
る
各
地
の
紅
頭
重
術
は
､
廉
い
範
囲
で
共
通
し

た
性
格
を
示
し
て
お
-
'
道
教
が
普
及
す
る
以
前
の
あ
る
時
期
に
､

こ
れ
ら
の
盤
術
が
､
お
そ
ら
-
軍
隊
の
移
住
を
通
じ
て
各
地
に
廉
ま

っ
た
可
能
性
を
推
測
さ
せ
る
｡
南
末
の
周
去
非

『嶺
外
代
答
』
奄
七

が
､
虞
西
桂
林
の
健
除
に
請
軍
健
と
百
姓
健
が
あ
っ
た
と
述
べ
る
よ

う
に
､
郷
健
は
後
世
ま
で
も
軍
除
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
｡
五

万
陰
兵
に
見
ら
れ
る
五
行
思
想
も
､
『障
書
経
籍
志
』
著
録
の
兵
書

に

｢
五
行
侠
気
占
災
｣
が
あ
る
よ
う
に
､
古
代
の
方
術
的
軍
事
思
考

の
反
映
で
あ
ろ
う
｡
本
書
の
論
述
に
お
い
て
紅
頭
重
術
は
き
わ
め
て

重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
る
だ
け
に
､
そ
の
性
格
の
さ
ら
な
る
探
求

が
望
ま
れ
る
｡

ま
た
こ
れ
に
関
連
し
て
'
著
者
は
紅
頭
重
術
と
剤
楚
文
化
と
の
関

係
を
随
庭
に
お
い
て
暗
示
し
て
い
る
が
'
こ
れ
と
北
方
に
起
源
す
る

書

評

方
相
氏
の
傑
経
基
術
と
の
関
係
は
､
本
書
で
は
必
ず
し
も
明
確
に
は

述
べ
ら
れ
て
お
ら
ず
､
わ
ず
か
に
紅
頭
の
由
来
と
し
て
漢
代
以
来
の

傑
薩
で
振
子
が
用
い
る
赤
帳
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
｡
両

者
は
共
に
仮
面
に
関
連
す
る
駆
邪
儀
薩
で
あ
-
､
江
西
省
西
部
で
の

よ
う
に
井
存
し
て
い
る
例
も
あ
る
が
､
古
代
の
傑
薩
に
は
紅
頭
重
術

に
特
徴
的
な
五
行
思
想
の
反
映
は
見
曹
ら
な
い
.
こ
の
問
題
は
､
盤

系
演
劇
全
般
を
健
戯
と
椎
稀
す
る
こ
と
の
適
否
と
も
か
か
わ
っ
て
お

-
､
そ
の
解
明
は
今
後
に
向
け
て
の
大
き
な
課
題
で
あ
ろ
う
｡

次
に
第
二
篇

｢郷
健
の
展
開
形
態
｣
で
､
傑
舞
が
孤
魂
超
度
儀
薩

を
介
在
し
て
傑
厳
に
展
開
し
て
行
-
過
程
を
述
べ
た
部
分
は
､
本
書

の
中
で
最
も
精
彩
に
富
む
が
､
こ
の
段
階
で
孤
魂
超
度
思
想
と
共
に

重
要
な
役
割
を
果
し
た
と
思
え
る
詩
讃
系
の
説
唱
文
学
の
存
在
に
つ

い
て
は
､
相
対
的
に
記
述
が
物
足
-
な
い
憾
み
が
あ
る
.
安
順
地
厳

の
背
景
に
は
､
地
戯
譜
と
い
う
詩
讃
系
説
唱
文
学
の
書
物
の
存
在
が

あ
-
､
ま
た
貴
池
傑
戯
の
多
-
は
､
明
成
化
刊
の
説
唱
詞
話
シ
リ
ー

ズ
と
深
い
関
係
に
あ
る
｡
著
者
は
､
こ
の
説
唱
文
学
の
存
在
に
つ
い

て
､
そ
の
叙
事
鰻
の
表
現
に
関
連
し
て
､
迎
紳
歌
舞
か
ら
演
劇

へ
の

過
渡
期
と
い
う
見
方
を
示
す
が
､
こ
れ
は
亘
観
的
に
は
正
し
い
も
の
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の
､
唐
代
以
来
大
き
な
顎
展
を
途
げ
た
説
唱
文
学
の
演
劇
化
と
い
う

よ
-
直
接
的
で
重
要
な
事
寛
が
見
落
と
さ
れ
て
い
る
｡
現
存
す
る
詩

讃
系
の
説
唱
文
学
は
'
形
式
題
材
共
に
強
い
共
通
性
を
も
っ
て
お
-
､

安
順
地
戯
と
貴
州
健
戯
の
歌
詞
形
式
が
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
､
ま
た
題

材
的
に
も
『
三
闘
志
演
義
』
や
『
孟
妻
女
』
な
ど
全
図
共
通
の
も
の
で

あ
る
以
上
､
あ
る
時
期
に
孤
魂
超
度
儀
薩
と
共
に
､
詩
讃
系
の
説
唱

文
学
が
､
お
そ
ら
-
は
書
物
の
形
態
に
よ
っ
て
各
地
に
俸
播
し
た
可

能
性
は
き
わ
め
て
大
き
い
で
あ
ろ
う
｡
現
に
江
西
省
寓
載
麻
の

｢飽

三
娘

･
花
閲
索
｣
で
用
い
ら
れ
る
歌
詞

(二
四
六
頁
)
は
､
明
ら
か
に

成
化
本
の

『
花
関
索
俸
』
も
し
-
は
そ
れ
と
同
系
統
の
唱
本
を
踏
ま

え
て
い
る
が
'
本
書
で
は
そ
れ
に
つ
い
て
の
言
及
が
な
-
､
そ
の
た

め

一
部
に
誤
講
が
見
ら
れ
る
｡
た
と
え
ば

｢坐
在
馬
上
筆
頭
大
､
在

在
喉
中
不
□
人
｣
(二
四
八
頁
)
に
つ
い
て
著
書
は
､
前
句
を

｢馬
上

こ
ぷ
し

に
坐
し
て

筆

頭

を

大
き
-
し
｣
と
解
し
､
後
句
を
不
明
と
す
る
が
､

『
花
閑
索
俸
』
後
集
の

｢馬
上
不
比
拳
東
大
､
喉
中
春
弥
十
衆
人
｣

の
二
句
を
参
照
す
れ
ば
､
そ
れ
が
花
開
索
の
保
儒
た
る
こ
と
を
述
べ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
る
は
ず
で
あ
る
｡

安
順
地
戯
に
お
け
る
詩
讃
系
説
唱
文
学
と
演
劇
と
の
関
係
に
つ
い

て
は
､
上
田
望
氏

｢清
代
英
雄
俸
奇
小
説
成
立
の
背
景
｣
(『
日
本
中

開
学
舎
報
』
第
四
十
六
集

1
九
九
四
年
)
に
詳
し
い
の
で
こ
こ
で
は
腐

れ
な
い
｡
貴
地
傑
戯
に
つ
い
て
本
書
で
は
､
複
数
の
村
落
に
俸
わ
る

『劉
文
龍
』
が
取
-
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
､
よ
-
知
ら
れ
る
よ
う
に

こ
の
作
品
は
潮
州
で
学
兄
さ
れ
た
明
宝
徳
本
の
南
戯

『
金
鉄
記
』
と

同
内
容
で
あ
る
｡
む
ろ
ん
傑
戯
は
基
本
的
に
詩
讃
系
の
七
言
､
南
戯

は
楽
曲
系
の
曲
牌
か
ら
な
-
､
両
者
の
単
純
な
比
較
は
難
し
い
｡
し

か
し
貴
地
諸
村
落
で
演
じ
ら
れ
る

『劉
文
龍
』
劇
の
中
で
､
最
も
演

劇
化
が
進
み
､
ほ
と
ん
ど
仮
面
を
用
い
な
い
演
出
の
大
和
華
氏
村
の

劇
本
が
､
他
村
と
異
な
っ
て
禁
曲
系
の
歌
詞
を
も
ち
､
か
つ
内
容
の

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

中
に
主
人
公
の
下
僕
が
主
人
の
旅
立
ち
に
際
し
て
馬
を
洗
う
場
面
が

あ
る
の
は
注
意
を
要
す
る
｡
と
い
う
の
は
､
南
戯

『
金
銀
記
』
の
中

ヽ
ヽ
ヽ

に
は
､
洗
馬
橋
で
主
人
公
夫
婦
が
別
れ
る
場
繭

(第
十
酌
)
が
あ
-
､

両
者
の
暗
合
は
偶
然
と
は
考
え
に
-
い
か
ら
で
あ
る
｡

一
腹
こ
の
劇

に
つ
い
て
､
曹
初
詩
讃
系
で
あ

っ
た
も
の
が
禦
曲
系
に
改
編
さ
れ
た

の
か
､
そ
れ
と
も
そ
の
道
な
の
か
は
､
賛
池
傑
戯
の
性
格
ば
か
-
で

な
-
､
健
戯
全
線
の
演
劇
史
上
の
地
位
を
探
る
上
で
重
要
な
問
題
で

あ

っ
て
､
類
似
例
を
さ
ら
に
虞
-
集
め
て
､
詳
細
に
研
究
さ
れ
る
ベ
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き
で
あ
ろ
-
.
南
戯

『金
鉄
記
』
は
巻
末
に

｢在
勝
寺
梨
園
直
立
｣

の
文
字
が
見
え
る
こ
と
か
ら
､
寺
院
に
展
す
る
俳
優
の
所
持
本
と
考

え
ら
れ
､
演
劇
の
停
播
に
は
宗
教
活
動
が
関
係
し
て
い
た
こ
と
が
推

測
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

な
お
俸
播
の
問
題
は
､
演
劇
の
展
開
を
考
え
る
上
で
き
わ
め
て
重

要
で
あ
-
､
本
書
で
も
大
き
-
敬
-
扱
わ
れ
て
い
る
が
､
俸
播
を
拾

う
人
間
の
移
動
に
つ
い
て
の
本
人
の
陳
述
や
言
い
俸
え
が
､
し
ば
し

ば
信
葱
性
を
闘
-
こ
と
は
注
意
を
要
す
る
o
た
と
え
ば
南
豊
牒
石
郵

相
の
傑
舞
は
､
明
の
宜
徳
年
間
に
潮
州
か
ら
停
え
ら
れ
た
と
言
わ
れ

る
が
､
著
者
は
種
々
の
理
由
か
ら
こ
れ
に
疑
義
を
星
し
て
お
-
､
ま

た
同
じ
南
豊
酢
水
南
村
の
健
舞
は
'
清
末
に
武
術
師
が
湖
北
省
武
漢

か
ら
も
た
ら
し
た
と
言
わ
れ
る
が
'
そ
の
演
目
に
は
却

っ
て
福
建
の

影
響
が
強
-
認
め
ら
れ
る
と
い
う
｡
貴
州
安
順
の
住
民
は
､
明
初
に

安
微
､
江
西
方
面
か
ら
移
任
し
た
軍
隊
の
子
孫
と
解
し
て
お
-
､
た

と
え
ば
昏
家
屯
の
官
民
は
江
西
の
南
豊
か
ら
来
た
と
さ
れ
､

そ
の

『
曾
氏
譜
書
』
に
は
､

｢租
籍
は
山
東
省
曲
旦
願
｣

｢腐
朝
初
年
に
至

-
､
曾
輩
､
南
豊
府
豊
城
牌
上
河
津
に
遷
居
す
｣
な
ど
と
書
か
れ
て

い
る
と
い
う
が

(三
七
五
黄
)､

こ
れ
が
は
た
し
て
事
案
か
ど
う
か
､

書

評

だ
れ
も
が
蹟
賭
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
｡
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
､

よ
-
客
観
的
な
史
料
に
よ
っ
て
県
偽
を
で
き
る
だ
け
確
認
す
る
こ
と

が
望
ま
し
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
｡
た
と
え
ば
右
に
つ
い
て
は
､

明
初
に
雲
南
'
貴
州
方
面
に
出
征
定
任
し
た
軍
戸
の
子
孫
に
よ
る
承

襲
供
状
が
た
ま
た
ま
残
さ
れ
て
い
る
が

(方
図
稔
著

『
雲
南
史
料
目
錬

概
説
』
第
三
珊

二

二
七
真
の
｢雲
南
左
衛
中
千
戸
所
試
百
戸
承
襲
供
状
｣
)

､

そ
れ
に
よ
る
と
こ
の
軍
戸
は
安
徽
南
部
の
安
慶
府
漕
山
願
の
出
身
で
､

元
末
に
江
西
の
九
江
府
に
お
い
て
従
軍
L
t
南
昌
に
移
っ
た
の
ち
､

明
初
の
雲
南
遠
征
に
加
わ
っ
た
こ
と
が
分
-
､
族
譜
な
ど
の
記
述
を

あ
る
程
度
裏
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
の
よ
う
な
史
料
的
裏
付
け

の
な
い
停
承
に
つ
い
て
は
､
憤
重
な
扱
い
が
必
要
で
あ
ろ
う
｡
著
者

は
､
貴
池
の
青
山
廟
の
起
聖
詩
に

｢堆
金
績
玉
蔭
平
陽
｣
と
あ
る
の

を
根
接
と
し
て
､
貴
地
健
戯
と
北
方
古
代
健
鰻
と
の
系
譜
関
係
を
想

定
し
て
い
る
が

(六
三
五
貢
)､
｢平
陽
｣
は
平
地
を
意
味
す
る
説
唱

文
学
の
常
套
語
で
あ
っ
て
､
山
西
の
平
陽
と
は
無
関
係
で
あ
る
｡
貴

州
織
金
解
の
題
侯
壇
祭
紀
で
の
開
壇
詞
に
'
｢卒
院
大
地
好
排
兵
｣

(九
七
入
貢
)
と
あ
る
の
も
同
じ

(こ
ち
ら
に
は
｢平
陽
な
る
大
地
｣
と
正
し

-
解
さ
れ
て
い
る
)
｡
停
播
経
路
の
推
定
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
示
す

153



中
開
文
学
報

第
五
十
三
筋

例
で
あ
ろ
う
｡

次
に
､
健
舞
か
ら
傑
戯

へ
の
演
劇
的
展
開
が
､
つ
い
に
仮
面
の
喪

失
を
も
た
ら
す
と
い
う
本
書
の
も
う

一
つ
の
重
要
な
主
張
の
中
で
､

著
者
は
､
安
順
地
厳
の
古
い
形
態
と
し
て
'
歌
唱
園
と
仮
面
を
つ
け

て
の
演
者
が
分
離
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
が
､

こ
れ
こ
そ
が
ま
さ
に
説
唱
文
学
が
演
劇
化
す
る
最
初
の
段
階
で
あ
ろ

-
｡
ち
な
み
に
地
戯
は
､
演
者
自
身
が
歌
唱
す
る
よ
う
に
な
っ
た
後

も
な
お
合
唱
の
停
統
を
保
持
し
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
捺
常
の
演
者
が

七
言
句
の
歌
詞
を
唱
っ
た
後
､
そ
の
末
尾
の
三
字
を
全
鰹
の
演
者
が

重
複
し
て
合
唱
す
る
形
式
が
､
地
戯
の
中
に
鹿
-
見
ら
れ
る
の
で
あ

る

(王
秋
桂
･
沈
福
馨
著
『貴
州
安
順
地
戯
調
査
報
告
集
』
十
九
頁
に
述
べ
ら

れ
て
い
る
は
か
'
筆
者
も
か
つ
て
貴
州
で
の
調
査
で
こ
の
鮎
を
確
認
し
た
)0

地
戯
は
説
唱
の
俸
銃
を
色
濃
-
残
し
た
演
劇
で
あ
る
と
言
え
よ
う
｡

仮
面
を
失

っ
た
後
の
傭
戯
を
扱

っ
た
第
三
篇

｢郷
健
の
襲
容
｣
は
､

本
書
の
中
で
最
も
問
題
の
多
い
部
分
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
｡
著
者

の
主
張
に
よ
れ
ば
､
仮
面
の
喪
失
は
､
故
事
性
の
樹
加
と
そ
れ
に
伴

う
歌
､
念
白
の
必
要
度
の
埼
大
な
ど
､
演
劇
的
軍
展
の
必
然
的
締
結

で
あ

っ
た
｡
し
か
る
に
第
三
篤
で
紹
介
さ
れ
る
演
劇
は
､
仮
面
こ
そ

用
い
な
い
も
の
の
､
第
二
簾
の
安
順
地
戯
や
貴
地
傑
戯
に
比
べ
て
演

劇
的
に
進
化
し
た
も
の
と
は
必
ず
し
も
認
め
ら
れ
な
い
｡
安
順
地
戯

や
貴
地
傑
敵
の
演
目
が
､
み
な
普
遍
的
な
題
材
に
よ
る
長
篇
の
劇
で

あ
る
の
に
対
し
て
､

山
西
の
扇
鼓
紳
譜
の

｢採
桑
｣､

貴
州
の
遊
侠

壇
祭
紀
の

｢採
木
上
梁
｣
な
ど
､
こ
ち
ら
は
比
較
的
短
-
題
材
的
に

は
ロ
ー
カ
ル
な
慶
秋
色
の
強
い
劇
が
多
数
を
占
め
て
お
-
'
両
者
の

性
格
は
大
き
-
異
な

っ
て
い
る
｡
こ
れ
を
著
者
の
従
来
の
理
論
に
常

て
は
め
る
と
､
前
者
は
孤
魂
超
度
に
よ
る
悲
劇
､
後
者
は
垂
の
封
舞

封
唱
か
ら
生
ま
れ
た
慶
就
劇
と
捉
え
る
方
が
整
合
的
で
あ
ろ
う
.
す

な
わ
ち
本
書
の
構
成
は
､
H
郷
健
の
原
始
形
態
1
日
展
開
形
態
1
日

郷
健
の
襲
容
と

1
直
線
に
展
開
す
る
如
-
に
見
え
る
が
､
寛
は
そ
う

で
は
な
-
､
目
は

⇔よ
-
は
む
し
ろ
H
か
ら
襲
容
し
た
も
の
で
あ

っ

て
､
jU
と
日
は
井
列
の
関
係
と
な
る
.
し
た
が
っ
て
ま
た
､

⇔が
演

劇
的
に
進
化
し
て
仮
面
を
失

っ
た
段
階
は
､
目
で
は
な
-
別
に
あ
る

は
ず
で
､
お
そ
ら
-
は
郁
子
戯
な
ど
晴
代
以
降
の
地
方
劇
の
多
-
が

そ
れ
に
相
普
す
る
で
あ
ろ
う
｡
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
本
書
が
あ
え
て

右
の
よ
う
な
構
成
を
取

っ
て
い
る
の
は
､
健
戯
か
ら
地
方
劇

へ
の
展

開
と
い
-
テ
ー
マ
が
､
丞
系
演
劇
の
範
囲
を
逸
脱
す
る
上
､
従
来
の
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研
究
で
は
未
開
拓
の
分
野
で
あ
る
た
め
で
あ
ろ
う
が
､
そ
の
他
に
､

第
三
第
で
紅
頭
重
術
が
頻
繁
に
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
､

こ
の
時
鮎
で
著
者
の
関
心
が
､
演
劇
自
腹
よ
-
も
そ
の
基
層
に
あ
る

紅
頭
重
術
儀
薩
に
移

っ
た
こ
と
が
関
連
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

想
像
さ
れ
る
｡
そ
も
そ
も
著
者
の
関
心
は
､
演
劇
と
そ
の
背
景
に
あ

る
融
合
構
造
の
相
関
関
係
に
あ

っ
た
の
で
あ
-
'
基
層
文
化
と
し
て

の
紅
頭
重
術
に
著
者
が
惹
か
れ
る
の
は
十
分
に
理
解
で
き
る
こ
と
で

あ

っ
た
｡
こ
の
鮎
は
､
著
者
の
今
後
の
研
究
の
新
し
い
展
開
を
濠
測

さ
せ
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡

最
後
に
､
本
書
の
も
つ
演
劇
史
を
越
え
て
の
よ
-

一
般
的
な
重
要

性
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
｡
本
書
が
紹
介
す
る
演
劇
の
所
在
地
に

は
､
中
国
の
停
統
文
化
に
親
し
ん
だ
者
に
と
っ
て
馴
染
の
あ
る
地
名

が
少
な
-
な
い
｡
た
と
え
ば
江
西
の
南
豊
は
唐
宋
八
家
の

一
人
､
曾

聾
の
故
郷
､
ま
た
肇
源
は
朱
子
の
本
籍
地
で
あ
る
｡
貴
地
の
秋
浦
江

沿
い
の
村
々
と
言
え
ば
､
李
白
の

｢秋
浦
歌
｣
を
多
-
の
人
が
思
い

出
す
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
こ
れ
ら
の
地
域
に
､
本
書
で
述
べ
ら
れ
て

い
る
よ
う
な
原
初
的
な
演
劇
形
態
が
綿
々
と
俸
え
ら
れ
て
い
る
こ
と

を
知
る
人
が
ど
れ
ほ
ど
い
る
で
あ
ろ
う
か
o
こ
の
こ
と
は
､
中
国
政

吉

許

合
に
お
け
る
上
層
文
化
と
基
層
文
化
の
乗
離
の
は
な
は
だ
し
さ
を
物

語
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
'
本
書
を

一
讃
す
れ
ば
､
上
層
文
化
の
影
に

お
お
わ
れ
た
基
層
文
化
が
い
か
に
多
様
で
､
ま
た
い
か
に
強
靭
な
生

命
力
を
も

っ
て
い
る
か
に
驚
嘆
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
｡
た

と

え
ば
傑
薩
に
際
し
て
読
ま
れ
る
祭
詞
の
記
年
に
は
､
清
末
の
天
地
合

の
用
い
た
年
競

｢天
運
｣
や
､
｢民
国
｣
に
混

っ
て
'
｢中
華
人
民
共

和
国
｣
を
用
い
た
も
の
も
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
｡
社
合
主
義
国
家

中
華
人
民
共
和
国
の
名
の
下
に
､
神
々
の
降
臨
を
乞
い
､
稿
を
所
る

と
い
う
の
は
､
ま
こ
と
に
皮
肉
な
光
景
で
あ
る
が
'
そ
こ
に
は
い
-

た
の
戦
乱
や
腔
制
の
襲
化
､
そ
し
て
文
化
大
革
命
な
ど
の
思
想
統
制

を
も
乗
-
越
え
て
今
日
に
脈
t,
と
怠
づ
-
､
基
層
文
化
の
虞
面
目
が

よ
-
あ
ら
わ
れ
て
い
よ
う
｡
李
白
は
と
も
か
-
､
曾
輩
や
朱
子
は
､

本
書
が
述
べ
る
爽
系
演
劇
お
よ
び
垂
能
が
強
い
力
を
も
つ
環
境
の
下

で
､
お
そ
ら
-
は
人
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
｡
特
に
思
想
史
や
政
治

史
､
そ
し
て
古
典
文
学
な
ど
上
層
文
化
の
研
究
に
携
わ
る
人
々
に
'

本
書
を

一
読
す
る
よ
う
推
奨
し
た
い
.

(京
都
大
学

金

文
京
)
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