
元
雑
劇
の
祭
紀
的
演
目
に
つ
い
て

小

松

謙

京
都
府
立

大
学

田
仲

一
成
博
士
は
そ
の
著
書

『中
国
演
劇
史
』
に
お
い
て
'
中
国

に
お
け
る
演
劇
の
最
も
重
要
な
起
源
と
し
て
､
非
業
の
最
期
を
と
げ

た
英
雄
の
魂
を
慰
め
る

｢英
霊
鋸
魂
劇
｣
を
あ
げ
､
｢元
代
雑
劇
の

主
流
は
迫
健
系
の
英
雄
劇
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
｣
と
述
べ
て
お

①

ら
れ
る

｡

こ
の
記
述
に
至
る
ま
で
の
田
仲
博
士
の
議
論
は
非
常
に
説

得
力
の
あ
る
も
の
で
あ
-
､
理
論
的
に
は
こ
の
説
に
誤
り
は
な
い
も

の
と
思
わ
れ
る
｡

し
か
し
'
こ
れ
ま
で
元
雑
劇
に
つ
い
て

｢共
産
鎮
魂
劇
｣
的
性
格

が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
｡
こ
れ
は
な
ぜ
で
あ
ろ

う
か
｡
こ
の
鮎
に
つ
い
て
博
士
は
'
従
来
元
雑
劇
は
文
人
的
作
品
を

中
心
に
評
慣
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
'
そ
の
根
接

と
し
て
'
文
人
の
手
を
経
て
い
る
可
能
性
が
乏
し
い
脹
望
館
抄
本
に

元
雑
劇
の
祭
紀
的
演
目
に
つ
い
て

(小
松
)

は
多
-
の
英
雄
劇
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
あ
げ
ら
れ
る
｡
た
だ
'

脹
望
館
抄
本
に
含
ま
れ
る
諸
劇
'
特
に
英
雄
劇
は
'
そ
の
大
部
分
が

明
代
に
入
っ
て
か
ら
宮
廷
に
お
い
て
行
事
の
た
び
に
粗
製
濫
造
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
､
ま
た
英
雄
劇
で
は
あ
る
が
'
鎮
魂
的
要
素
を

認
め
が
た
い
も
の
が
多
-
'
特
に
末
尾
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
む
し
ろ

慶
祝
的
な
内
容
に
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
等
か
ら
考
え
る
と
'
や
は
-

こ
れ
を
も
っ
て
元
雑
劇
が

｢英
塞
鎮
魂
劇
｣
と
し
て
の
性
格
を
持
っ

て
い
た
と
断
言
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
｡

元
雑
劇
に
お
け
る
鎮
魂
的
性
格
が
ほ
と
ん
ど
指
摘
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
こ
と
に
は
'
何
か
他
の
理
由
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
以

下
こ
の
間
題
に
つ
い
て
'
筆
者
な
-
の
見
解
を
示
し
て
み
た
い
｡

現
存
す
る
元
就
劇
の
テ
キ
ス
ト
は
'
大
別
す
る
と

(
一
)
元
刊
本

(『元
刊
難
劇
三
十
種
』)'
(二
)
内
府
本
'
(≡
)
干
小
穀
本
'
(四
)

明
刊
本

(古
名
家
本
･
顧
曲
斎
本
な
ど
)､
(五
)
元
曲
選
本
'
(六
)

②

孟
禰
舜
本
に
分
け
ら
れ
る

｡

こ
の
う
ち
'
(二
)
と

(四
)
は
若
干

の
例
外
を
除
い
て
ほ
ぼ
同
内
容
'
(五
)
は
基
本
的
に

(四
)
を
元
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に
し
て
改
愛
を
加
え
た
も
の
､

(六
)
は

(四
)
と

(五
)
の
折
衷

版
で
あ
-
､
(≡
)
に
つ
い
て
は
確
賓
な
こ
と
は
言
い
難
い
が
'
基

本
的
に

(
二
)
と
大
差
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
つ
ま
-
'
(
二
)

以
下
は
ほ
ぼ
同
系
統
に
属
し
'
特
に

(四
)
以
下
は
'
お
そ
ら
-
原

③

別
と
し
て

(
二
)
に
起
源
を
持
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る

｡

単
純
化
し
て
い
え
ば
'
元
雑
劇
の
テ
キ
ス
ト
は
'
元
刊
本
と
､
内
府

本
の
系
統
に
屠
す
る
明
代
諸
本
の
二
系
列
に
大
別
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
｡こ

の
両
系
統
は
'
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
大
き
-
そ
の
性
格
を
異
に

す
る
｡
ま
ず
形
式
面
か
ら
い
え
ば
'
内
府
本
系
統
の
明
本
が
完
備
し

た
完
全
な
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
の
に
暫
し
､
元
刊
本
に
は
白
が
ほ
と
ん

ど
無
い
か
'
甚
だ
し
い
場
合
に
は
皆
無
で
あ
-
､
誤
字

･
首
て
字
も

非
常
に
多
い
｡
こ
れ
は
元
刊
本
が
白
話
文
学
の
印
刷
物
と
し
て
は
最

初
期
に
層
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
'
ま
だ
完
備
し
た
健
制
を
持
ち
得

④

な
か
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う

｡

し
か
し
そ
う
し
た
膿

裁
の
問
題
以
上
に
重
要
な
の
は
､
そ
の
内
容
面
の
相
違
で
あ
る
｡
後

に
も
ふ
れ
る
よ
う
に
'
同

一
の
劇
目
で
あ
っ
て
も
､
元
刊
本
と
明
本

の
間
で
は
'
字
句
の
異
同
が
甚
だ
し
い
の
み
な
ら
ず
'
曲
牌
の
教
か

⑤

ら
し
て
大
き
-
異
な
る

｡

ま
た
形
式
か
ら
見
て
も
､
元
刊
本
と
明
本

の
相
違
は
大
き
い
｡
そ
の
違
い
は
特
に
幕
切
れ
に
お
い
て
顕
著
に
認

め
ら
れ
る
｡

明
本
は
'
｢断
｣
と
呼
ば
れ
る
長
い
七
言
の
韻
文
で
全
篇
を
結
ぶ

の
が
常
で
あ
る
｡
こ
れ
は
劇
中
で
最
も
地
位
の
高
い
人
物
に
よ
っ
て

詰
ら
れ
る

(あ
る
い
は
唱
わ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
)
も
の
で
'
多
-
は

物
語
に
結
末
を
つ
け
る
た
め
の
裁
き
の
言
葉
か
ら
な
-
'
こ
と
に
内

府
本
系
の
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
は
'
皇
帝
を
諾
え
る
文
句
を
含
む
の

が
常
で
あ
る

(『元
曲
選
』
で
は
'
｢断
｣
の
後
に
'
更
に
主
人
公
が
唱
う

曲
が
存
在
す
る
例
が
多
い
が
'
そ
れ
以
前
の
テ
キ
ス
I
に
例
が
少
な
い
こ
と

か
ら
考
え
て
､
こ
の
曲
は
編
者
成
育
叔
に
よ
る
相
補
の
可
能
性
が
高
い
も
の

と
思
わ
れ
る
)｡
こ
れ
に
封
し
元
刊
本
に
お
い
て
は
'
｢断
出
｣
｢断

⑥

了
｣
と
い
う
形
で

｢断
｣
の
存
在
が
記
さ
れ
て
い
る
例
も
あ
る
が

'

定
例
と
は
い
え
ず
'
む
し
ろ
特
徴
的
な
形
式
と
し
て
'
第
四
折
に
首

⑦

た
る
部
分

の

套
教
に
属
す
る
曲
牌
が
終
わ
っ
た
後
に
'
更
に
曲
が
付

け
加
え
ら
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
こ
と
が
目
に
付
-
｡
｢軍
刀
曾
｣

⑧

｢紫
雲
庭
｣
｢股
夜
郎
｣
｢乗
客
事
犯
｣
が
そ
の
事
例
で
あ
る

｡

｢軍
刀
曾
｣
に
お
い
て
は
'
【
離
亭
宴
常
飲
指
勲
】
つ
ま
り
套
教
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の
終
わ
-
に
来
る
紫
の
後
で
'
韻
を
異
に
す
る

【
活
美
酒
】
【
太
平

令
】
が
唱
わ
れ
る
｡
な
お
､
脹
望
舘
抄
本
の

｢軍
刀
曾
｣
に
は
'
こ

の
二
曲
は
含
ま
れ
て
い
な
い
｡
｢紫
雲
庭
｣
で
は
双
調
の
套
数
の
最

後
､
套
敷
最
後
の
曲
と
し
て
よ
-
用
い
ら
れ
る

【
収
江
南
】
の
後
に
'

通
常
套
数
に
入
ら
な
い
【
鷹
韻
天
】
が
置
か
れ
て
い
る
｡
こ
れ
も
や

は
-
第
四
折
と
は
韻
を
異
に
す
る
｡
｢股
夜
郎
｣
で
も
'
や
は
-

【
収
江
南
】
の
後
に
､
韻
を
襲
え
て

【
後
庭
花
】
【
柳
菓
兄
】
が
付

さ
れ
､
｢東
憩
事
犯
｣
で
は
'
正
官
の
套
教
の
最
後
'
【
紫
尾
】
の
後

に
､
仙
呂
と
い
う
異
な
っ
た
宮
調
で
'
韻
も
異
に
す
る

【
後
庭
花
】

【
柳
葉
鬼
】
が
置
か
れ
て
い
る
｡
た
だ
し
'
｢紫
雲
庭
｣
の
例
は
'

⑨

【
薦
鴻
天
】
と
い
う
曲
牌
の
特
殊
性
か
ら
考
え
て
､
他
の
事
例
と
は

別
個
に
扱
う
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
そ
こ
で
残
っ
た

｢軍
刀
曾
｣
｢定
夜

郎
｣
｢東
患
事
犯
｣
を
並
べ
て
み
る
と
､
三
者
の
間
に
は

1
つ
の
共

通
鮎
が
浮
か
び
上
が
っ
て
-
る
｡

｢軍
刀
曾
｣
第
四
折
の
主
唱
者
は
関
羽
で
あ
る
o
末
尾
の
二
曲
も
､

⑲

異
論
は
あ
る
が
､
や
は
り
関
羽
が
唱
っ
て
い
る
と
見
て
よ
か
ろ
う

.

そ
の
内
容
は
､
定
か
で
は
な
い
も
の
の
'
激
し
い
怒
-
を
示
し
っ
つ
､

魯
粛
の
虞
刑
を
命
じ
て
い
る
も
の
の
如
-
で
あ
る
｡
｢監
夜
郎
｣
の

元
難
劇
の
祭
紀
的
演
目
に
つ
い
て

(小
松
)

正
末
は
'
四
所
通
し
て
李
白
で
あ
る
｡
そ
し
て
李
白
は
'
第
四
折
に

お
い
て
長
江
に
浸
し
て
水
族
の
一
員
と
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

そ
の
第
四
折
の
後
に
附
さ
れ
た
二
曲
の
う
ち
'
【
後
庭
花
】
で
は
､

こ
れ
ま
で
の
物
語
の
総
括
､
そ
し
て
深
夜
に
水
に
浮
か
ぶ
月
を
取
ら

ん
と
し
た
こ
と
が
唱
わ
れ
､
そ
れ
を
受
け
て
最
後
の

【
柳
菓
鬼
】
で

は
こ
う
唱
う
｡

国
此
上
酔
魂
如
燈
滅
｡
中
秋
夜
緑
蓋
衣
絶
｡
再
相
逢
水
底
拶

明
月
｡
生
菟
業
｡
死
離
別
｡
今
番
去
再
那
里
来
也
｡

そ
れ
ゆ
え
に
酔
い
し
魂
は
と
も
し
び
の
消
え
る
が
如
-
'
中

秋
の
夜
､
財
も
こ
と
ご
と
-
失
わ
れ
､
水
に
映
る
月
を
す
-
わ

ん
と
す
る
が
如
-
再
倉
の
望
み
も
あ
-
は
せ
ぬ
｡
生
-
る
は
罪

の
積
み
重
ね
'
死
ぬ
は
別
れ
｡
こ
た
び
行
け
ば
二
度
と
蹄
-
は

せ
ぬ
｡

不
遇
の
中
に
非
業
の
死
を
遂
げ
た
李
白
の
恨
み
の
歌
で
あ
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
ろ
う
｡

｢東
窓
事
犯
｣
は
岳
飛
が
秦
櫓
に
陥
れ
ら
れ
て
非
業
の
最
期
を
遂

げ
る
物
語
を
題
材
と
し
た
雑
劇
で
あ
る
｡
こ
の
作
品
に
つ
い
て
は
'

⑪

田
仲
博
士
が
原
文
を
引
い
て
詳
し
い
説
明
を
加
え
て
お
ら
れ
る

の

で
'
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こ
こ
で
詳
し
-
述
べ
る
こ
と
は
し
な
い
が
'
第
四
折
に
お
い
て
秦
櫓

の
配
下
何
宗
立
に
扮
し
て
い
た
正
末
は
'
最
後
に
附
さ
れ
た
二
曲
に

お
い
て
､
三
折
ま
で
の
正
末
岳
飛
の
亡
霊
と
な
っ
て
再
び
登
場
し
'

【
後
庭
花
】
で
こ
れ
ま
で
の
物
語
を
絶
括
し
た
後
､
【
柳
葉
鬼
】
で

恨
み
を
述
べ
る
｡
こ
れ
は

｢乾
夜
郎
｣
と
同
じ
構
造
と
い
っ
て
よ
い

で
あ
ろ
う
｡
た
だ
し

【
柳
葉
見
】
に
お
い
て
'
自
分
を
陥
れ
た
秦
櫓

に
封
す
る
激
し
い
怒
り
が
示
さ
れ
て
い
る
鮎
は
注
意
さ
れ
る
｡
そ
し

て
そ
の
後
に

｢地
蔵
王
陽
子
｣
'
即
ち
地
蔵
王
を
先
頭
と
す
る
行
列

が
現
れ
'
｢断
出
了
｣
つ
ま
-
秦
槍
に
封
す
る
裁
き
が
下
さ
れ
て
終

わ
る
｡
こ
こ
で
は
､
田
仲
博
士
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
'
祭
紀
儀
確
が

劇
中
に
導
入
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
｡

｢敗
夜
郎
｣
と

｢束
患
事
犯
｣
の
末
尾
の
曲
は
'
と
も
に
物
語
の

線
括
と
恨
み
の
歌
と
い
う
鮎
で
共
通
す
る
｡

1
万
へ
｢軍
刀
曾
｣
の

末
尾
の
曲
は
'
そ
の
激
し
い
怒
り
の
表
現
に
お
い
て

｢東
憩
事
犯
｣

と
共
通
す
る
｡
そ
し
て
三
者
す
べ
て
に
共
通
す
る
の
は
､
そ
の
主
唱

者
た
る
主
人
公
が
す
べ
て
非
業
の
最
期
を
遂
げ
た

(も
し
-
は
そ
う

信
じ
ら
れ
て
い
た
)
著
名
人
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
｡
そ
し
て
関
羽
と

岳
飛
は
'
い
う
ま
で
も
な
-
全
国
的
な
信
仰
の
封
象
で
あ
-
'
李
白

⑫

も

一
部
で
は
細
と
し
て
祭
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る

｡

以
上
の
諸
鮎
と
'
｢乗
客
事
犯
｣
に
お
い
て

【
柳
菓
見
】
の
後
に

｢地
蔵
王
｣
に
よ
る
裁
き
と
､
そ
し
て
お
そ
ら
-
は
救
済
が
付
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
れ
ば
'
こ
の
三
篇
の
雑
劇
の
末
尾
の
部

分
が
持
つ
意
味
は
明
白
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
は
'
雑
劇
の
物
語
本
健
か

ら
離
れ
て
'
柵
で
あ
る
主
人
公
の
魂
を
慰
め
る
儀
頑
の
場
面
で
あ
っ

た
に
違
い
な
い
｡
も
と
よ
-

｢東
憲
事
犯
｣
と

｢定
夜
郎
｣
が
主
人

公
の
非
業
の
死
を
扱

っ
て
い
る
の
に
射
し
'
｢軍
刀
禽
｣
は
む
し
ろ

そ
の
武
勇
を
讃
え
る
物
語
で
あ
る
が
､
直
接
的
に
死
を
描
-
こ
と
な

-
'
そ
の
輝
か
し
い
経
歴
を
語
る
こ
と
に
よ
り
'
関
羽
の
魂
を
慰
め

⑬

よ
う
と
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う

｡

そ
こ
に
現
れ
る
関
羽

の
姿
は
､
前
述
の
よ
う
に
'
岳
飛
に
も
似
た
荒
ぶ
る
軸
と
し
て
の
そ

れ
で
あ
る
｡

｢軍
刀
曾
｣
｢股
夜
郎
｣
｢東
窟
事
犯
｣
が
い
ず
れ
も
鎮
魂
演
劇
と

し
て
の
性
格
を
持
ち
'
そ
れ
が
特
に
幕
切
れ
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い

る
と
す
れ
ば
'
こ
の
よ
う
に
顕
著
な
形
は
取
ら
な
い
ま
で
も
'
他
の

元
刊
本
に
も
同
様
の
性
格
を
持
つ
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

ま
ず
劇
末
に
祭
紀
儀
頑
を
行
う
旨
の
ト
書
き
が
は
っ
き
-
書
か
れ
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て
い
る
作
品
と
し
て
､
青
の
文
公
の
忠
臣
介
子
推
の
焚
死
を
題
材
と

し
た

｢介
子
推
｣
'
前
漢
の
電
光
が
亡
塞
と
な
っ
て
自
ら
の
息
子
た

ち
の
謀
反
を
宣
帝
に
告
げ
る
物
語

｢零
光
鬼
諌
｣
'
そ
れ
に

｢周
公

撮
政
｣
の
三
種
が
あ
げ
ら
れ
る
｡
前
二
者
に
つ
い
て
い
え
ば
'
や
は

⑯

-
田
仲
博
士
が
ふ
れ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に

'

｢介
子
推
｣
は

｢祭
出

了
｣
'
｢零
光
鬼
諌
｣
は

｢安
排
祭
土
了
｣
と
い
う
ト
書
き
を
持
つ
｡

前
者
は
套
数
の
後
に
置
か
れ
て
い
る
が
'
後
者
で
は
こ
の
ト
書
き
の

後
に
最
後
の
一
曲

【
落
梅
風
】
が
置
か
れ
'
そ
こ
で
正
末
は
第
三
者

⑮

の
口
調

で

次
の
よ
う
に
唱
う
｡

滅
九
族
諌
教
了
暫
靴
'
斬
全
家
抄
佑
了
事
産
｡
可
憐
見
二
十

年
公
幹
｡
墓
頂
上
瀧
灘
土
未
乾
｡
這
的
是
承
明
殿
零
光
鬼
謙
｡

九
族
ま
で
滅
ぼ
さ
れ
'
幼
子
も
殺
さ
れ
､

一
家
こ
と
ご
と
-

斬
ら
れ
資
産
は
没
収
｡
あ
わ
れ
公
に
蓋
-
す
こ
と
二
十
年
､
墓

の
土
も
い
ま
だ
乾
か
ぬ
に
｡
こ
れ
ぞ
承
明
殿
に
て
零
光
鬼
と
な

り
て
諌
む
の
物
語
｡

最
後
に
正
名
が
示
さ
れ
て
い
る
鮎
か
ら
考
え
て
も
'
劇
中
人
物
の
立

場
を
離
れ
て
'
第
四
折
ま
で
の
物
語
と
は
断
絶
し
た
立
場
か
ら
全
膿

を
線
括
し
た
も
の
と
考
え
て
差
し
支
え
あ
る
ま
い
｡
つ
ま
-
こ
の
曲

元
難
劇
の
祭
紀
的
演
目
に
つ
い
て

(小
松
)

は
'
套
敦
の
一
部
で
は
あ
る
が
'
機
能
的
に
は
先
の
三
種
に
お
け
る

套
敷
外
に
付
さ
れ
た
曲
と
同
じ
性
格
を
持
つ
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
｡

物
語
は

｢祭
土
｣
を
も
っ
て
終
わ
る
の
で
あ
る
｡
こ
こ
で
の
零
光
は
'

田
仲
博
士
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
､
忠
義
の
た
め
子
孫
を
自
ら
の
手

で
死
に
追
い
や
-
､
自
ら
の
霧
に
封
す
る
祭
死
者
を
失
っ
た
孤
魂
で

あ
る
｡
介
子
推
が
非
業
の
最
期
を
遂
げ
た
人
物
で
あ
-
'
古
-
か
ら

信
仰
の
封
象
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
｡

一
方

｢周
公
構
政
｣
は
'
他
の
二
者
と
は
全
-
性
格
を
異
に
す
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
が
'
や
は
り
末
尾
に

｢祭
出
｣
と
記
さ
れ
て
い
る
｡

も
と
よ
-
鎮
魂
演
劇
で
は
あ
る
は
ず
も
な
い
こ
の
雑
劇
に
'
な
ぜ

｢祭
｣
が
登
場
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
鍵
と
な
る
の
は
そ
の
前
の

｢唐
叔
厭
嘉
禾
上
了
｣
と
い
う
ト
書
き
で
あ
ろ
う
｡
こ
れ
は
､

い
う

ま
で
も
な
-
今
は
失
わ
れ
た
『
蘭

書

』

の

｢蹄
禾
｣
｢嘉
禾
｣
に
記

さ
れ
て
い
た
は
ず
の
故
事
に
基
づ
-
も
の
で
は
あ
る
が
'
こ
こ
で
持

つ
意
義
は
､
革
な
る
古
典
の
舞
量
化
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
あ
る
ま

い
｡
お
そ
ら
-

｢嘉
禾
｣
を
受
け
取
っ
て
行
わ
れ
る

｢祭
｣
と
は
'

収
穫
を
願
う
港
税
行
為
'
も
し
-
は
収
穫
へ
の
感
謝
の
儀
穂
で
あ
ろ

う
｡
つ
ま
-
'
田
仲
博
士
の
用
語
に
従
え
ば
'
慶
祝
劇
の
一
種
と
い
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う
こ
と
に
な
り
'

鎮
魂
劇
で
は
な
い
も
の
の
'
祭
配
演
劇
の
一
種
で

あ
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
｡

二

で
は
祭
配
演
劇
的
性
格
が
ト
書
き
に
明
示
さ
れ
て
い
な
い
作
品
は

ど
う
で
あ
ろ
う
か
｡
こ
れ
ま
で
ふ
れ
て
き
た
も
の
以
外
に
､
田
仲
博

士
が
鎮
魂
劇
的
性
格
の
難
劇
と
し
て
元
刊
本
の
中
か
ら
あ
げ
て
お
ら

⑯
れ
る

の

は
'
｢西
萄
夢
｣
｢趨
氏
孤
見
｣
の
二
種
で
あ
る
｡
こ
の
二
劇

は
と
も
に
白

･
ト
書
き
を
全
-
放
い
て
お
り
､
仮
に
元
来
は
こ
れ
ま

で
見
て
き
た
よ
う
な
祭
紀
演
劇
的
形
態
を
持

っ
て
い
た
と
し
て
も
､

現
存
す
る
テ
キ
ス
ト
か
ら
そ
の
こ
と
を
見
出
す
の
は
不
可
能
で
あ
る
｡

し
か
し
そ
の
内
容
に
つ
い
て
見
れ
ば
､
田
仲
博
士
が
言
わ
れ
る
よ
う

に
'
｢西
萄
夢
｣
は
張
飛
の
霊
が
自
ら
の
非
業
の
最
期
を
訴
え
'
復

讐
を
求
め
る
と
い
う
典
型
的
鎮
魂
劇
の
構
成
を
持
ち
'
｢趨
氏
孤
見
｣

は
､
正
末
が
扮
す
る
人
物
が
次
々
と
孤
晃
を
守
る
た
め
に
生
命
を
捨

て
て
い
-
こ
と
､
そ
し
て
特
に
程
嬰
が
わ
が
子
を
趨
氏
孤
兄
の
身
代

わ
り
に
す
る
こ
と
に
顕
著
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
'
孤
魂
に
封
す

る
鎮
魂
と
し
て
の
意
味
を
持

っ
て
い
よ
う
｡
し
か
も
こ
の
物
語
は
'

末
代
に
お
い
て
は
､
皇
室
た
る
趨
氏
の
先
租
の
受
難
と
再
生
の
記
憶

と
し
て
重
視
さ
れ
､
護
持
者
た
る
程
嬰
や
公
孫
杵
臼
は
神
と
し
て
祭

⑰

ら
れ
て
い
た
こ
と

を

忘
れ
て
は
な
る
ま
い
｡

更
に
祭
紀
演
劇
的
性
格
を
持
つ
雑
劇
と
し
て
'
｢楚
昭
王
｣
｢替
殺

妻
｣
｢焚
見
放
母
｣
の
三
種
の
名
を
も
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡

｢楚
昭
王
｣
に
つ
い
て
は
'
田
仲
博
士
は

｢極
端
な
宗
親
尊
重
の
聾

想
を
鼓
吹
す
る
戯
曲
｣
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
｡
伍
子
背
に
追
わ
れ
て

川
を
渡
ろ
う
と
し
た
楚
の
昭
王
が
､
難
破
に
瀕
し
た
船
を
救
う
た
め
'

弟
の
み
を
残
し
て
'
妻
子
を
川
に
沈
め
る
と
い
う
物
語
の
内
容
か
ら

い
え
ば
'
こ
の
指
摘
は
確
か
に
正
し
い
が
'
た
だ
そ
の
枠
組
み
は
や

は
-
鎮
魂
演
劇
の
形
態
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
そ

れ
を
示
唆
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
が
'
第
四
折
最
後
の
一
曲

【
水

仙
子
】
で
あ
る
｡
そ
の
後
半
'
つ
ま
-
全
劇
の
結
び
で
正
末
は
こ
う

唱
う
｡

近
山
村
建
所
墳
園
｡
蓋
座
賢
妻
褐
'
立
個
孝
子
碑
｡
交
後
代

人
知
｡

山
近
き
村
に
墳
墓
を
築
き
'
賢
妻
の
い
し
ぶ
み
を
作
-
'
孝

子
の
碑
を
立
て
'
後
世
の
人
に
知
っ
て
も
ら
お
う
｡

J2



こ
の
曲
に
先
立
つ

【
雁
見
落
】
【
得
勝
令
】
の
二
曲
に
お
い
て
'
正

末
は
す
で
に
楚
昭
王
の
立
場
を
離
れ
'

一
般
的
な
垂
訓
を
行

っ
て
い

る
趣
が
あ
り
'
そ
れ
を
受
け
て
の
こ
の
言
葉
は
'
お
そ
ら
く
こ
の
芝

居
が
賓
際
の
賢
妻

･
孝
子
の
祭
紀
と
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
疎
想
さ

せ
る
も
の
で
あ
る
｡
こ
こ
で
の
正
末
は
'
や
は
-
半
ば
楚
昭
王
と
い

う
役
柄
を
離
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
｡

｢替
殺
妻
｣
｢焚
見
放
母
｣
の
二
種
は
､
と
も
に
無
名
氏
の
作
で

あ
る
の
み
な
ら
ず
､
版
本
の
形
式

･
内
容
に
お
い
て
も
'
他
の
作
品

と
は
や
や
性
格
を
異
に
す
る
共
通
黙
を
持
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
版

本
に
つ
い
て
い
え
ば
'
｢裁
柏
李
｣
｢花
張
錐
黍
｣
と
並
ん
で
'
誤
字

⑲

が
多
-
､
大
字
で
あ
る
鮎
で
'
他
の
元
刊
本
と
性
格
を
異
に
す
る

｡

そ
し
て
そ
の
内
容
文
辞
に
も
'
テ
キ
ス
ト
の
性
格
に
ふ
さ
わ
し
い
大

⑲

衆
的
性
格
が
強
-
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る

｡

｢替
殺
妻
｣
は
､
員
外

(金
持
ち
)
か
ら
求
め
ら
れ
て
義
兄
弟
の

ち
ぎ
り
を
結
ん
だ
屠
殺
人
張
子
が
､
自
分
を
誘
惑
し
て
員
外
を
殺
さ

せ
よ
う
と
し
た
員
外
の
妻
を
殺
し
､
犯
人
と
し
て
逮
捕
さ
れ
た
員
外

を
救
う
た
め
'
名
乗
-
出
て
刑
場
に
赴
-
と
い
う
物
語
で
あ
る
｡
主

人
公
に

｢張
千
｣
と
い
う
無
名
性
を
示
す
名
を
輿
え
､
屠
殺
人
と
い

元
雑
劇
の
祭
紀
的
演
目
に
つ
い
て

(小
松
)

う
差
別
を
受
け
る
側
の
人
間
の
身
で
高
潔
な
行
動
を
取
ら
せ
る
と
こ

㊨

ろ
や
'
毒
婦
に
封
す
る
警
戒
心
を
あ
ら
わ
に
す
る
と
こ
ろ
は

､
お
そ

ら
-
社
食
か
ら
疎
外
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る

｢江
湖
｣
の
人
々
の
間
で
､

そ
の
代
表
た
る
名
を
持
た
ぬ
人
物
の
物
語
と
し
て
語
-
俸
え
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
｡

さ
て
'
そ
の
結
末
で
あ
る
が
'
正
名
に

｢賢
明
待
制
疑
獄
を
翻

す
｣
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
'
待
制

(包
接
で
あ
ろ
う
)
が
張
千
を
救

う
と
も
見
え
る
が
'
こ
の
場
合
張
千
は
確
か
に
殺
人
を
犯
し
て
お
-
'

包
操
と
い
え
ど
も
彼
を
救
え
る
と
は
思
え
な
い
｡
正
名
に
い
う

｢翻

疑
獄
｣
と
は
､
員
外
が
異
犯
人
で
は
な
い
と
し
て
救
済
す
る
こ
と
な

の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
最
後
に
唱
わ
れ
る

【
水
仙
子
】
は
'
十
分
に

は
意
味
を
取
-
が
た
い
も
の
の
'
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
｡

一
畳
兄
相
伴
着
野
雲
飛
｡
則
聴
得
脳
背
後
何
人
高
叫
起
｡
是

等
寄
共
母
親
傍
連
立
｡
我
間
休
忘
生
来
到
這
里
｡
険
速
了
家
有

賢
妻
｡
殺
捜
索
償
命
､
宜
錦
別
頚
碑
｡
格
我
好
名
兄
寓
古
標
題
｡

魂
は
野
の
雲
に
つ
い
て
飛
べ
ば
'
耳
に
入
る
の
は
背
後
で
誰

か
が
高
-
呼
ぶ
聾
｡
兄
上
と
母
上
は
傍
ら
に
立
つ
｡
お
た
ず
ね
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す
る
が
､

何
故
こ
こ
に
来
ら
れ
た
｡
す
ん
で
の
こ
と
に

｢家
に

は
賢
妻
あ
-
｣
と

い
う
の
も
墓
無
し
に
な
る
と
こ
ろ
じ
ゃ

(
?
)
｡
煙
を
殺
し
た
か
ら
に
は
命
の
償
い
せ
ず
ば
な
ら
ぬ
ゆ

え
'

首
別
ね
ら
れ
し
も
の
の
た
め
碑
を
彫
-
'
わ
が
名
を
と
わ

に
博
え
て
-
だ
さ
れ
｡

と
-
あ
え
ず
こ
の
範
囲
で
は
'
張
千
が
助
か
る
も
の
と
は
思
え
な
い
｡

初
句
の
表
現
か
ら
す
る
と
､
あ
る
い
は
す
で
に
張
千
は
死
ん
で
魂
に

な
っ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
｡
直
前
の

【
折
桂
令
】
の
結
び
に

｢百
忙
裏
地
惨
天
昏
'
霧
鎖
雲
迷
｣
(や
に
わ
に
天
地
は
薄
暗
-
､
雲
霧

に
閉
ざ
さ
れ
た
)
と
あ
る
の
は
'
あ
る
い
は
虞
刑
の
瞬
間
を
描
菊
し

て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
｡
も
し
こ
の
推
定
が
正
し
い
と
す
れ
ば
､

こ
の
雑
劇
は
義
の
た
め
に
生
命
を
捨
て
た
江
湖
の
好
漢
の
壷
を
慰
め

る
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
｡

∴

｢焚
見
放
母
｣
は
'
昔
時
賓
際
に
あ
っ
た
風
習
を

も
と
に
､
母
の

病
を
癒
す
た
め
'
わ
が
子
を
東
山獄
廟
で
犠
牲
に
捧
げ
よ
う
と
し
た
小

張
屠
の
孝
心
を
愛
で
た
軸
が
､
そ
の
子
を
悪
人
王
員
外
の
子
と
す
-

替
え
る
と
い
う
物
語
で
あ
る
｡
こ
こ
で
も
主
人
公
た
る
孝
子
が
屠
殺

人
で
あ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
｡
内
容
か
ら
考
え
て
へ
こ
の
雑
劇
が

顕
著
な
宗
教
性
を
帯
び
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
｡
そ

し
て
最
後
に
唱
わ
れ
る

【
水
仙
子
】
で
'
正
末
は
や
は
-
第
三
者
の

口
調
と
な
っ
て
孝
行
を
宣
揚
し
､
最
後
に
こ
う
言
う
｡

篤
父
的
行
忠
孝
'
馬
子
的
行
孝
順
'
倦
輿
称
常
吉
留
名
.

父
た
る
者
は
忠
孝
に
励
み
'
子
た
る
者
は
孝
行
に
励
め
ば
'

寓
古
に
名
を
痩
せ
よ
う
ぞ
｡

｢楚
昭
王
｣
の
最
後
の
句
と
の
共
通
性
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
｡
そ
し

て
､
こ
れ
ら
三
つ
の
雑
劇
の
末
尾
が
'
共
通
す
る
宗
教
的
性
格
を
帯

び
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
唆
す
る
も
う

1
つ
の
事
賓
が
存
在
す

る
｡
三
劇
す
べ
て
末
尾
で

【
水
仙
子
】
と
い
う
曲
牌
が
用
い
ら
れ
て

㊧

い
る
こ
と
で
あ
る

｡

元
刊
本
の
中
で
は
'
｢楚
昭
王
｣
｢替
殺
妻
｣
｢焚
党
政
母
｣
の
三

種
の
み
が

【
水
仙
子
】
で
終
わ
り
､
そ
し
て
そ
の
三
者
は
い
ず
れ
も

共
通
し
た
祭
紀
演
劇
的
要
素
を
具
備
し
て
い
る
｡
他
方
明
代
の
刊
本

に
日
を
韓
じ
る
と
'
こ
の

【
水
仙
子
】
と
い
う
曲
牌
に
つ
い
て
'
更

⑳

に
興
味
深
い
辛
苦
が
明
ら
か
に
な
る
｡
郵
蕃
氏
の
指
摘
に
よ
れ
ば
'

明
代
の
テ
キ
ス
I
の
中
に
'
第
四
折
の
套
教
が
終
了
し
た
後
に
宮
調

を
異
に
す
る
三
つ
の
曲
牌
が
置
か
れ
て
い
る
例
が
二
つ
存
在
す
る
と
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い
う
｡
即
ち
'
｢気
英
布
｣
と

｢侍
女
離
魂
｣
で
あ
る
｡
そ
し
て
'

㊨

両
者
は
と
も
に

【
水
仙
子
】
で
終
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
鄭
氏
は

こ
れ
を

｢散
場
｣
'
つ
ま
-
さ
き
に
見
た

｢軍
刀
曾
｣
｢股
夜
郎
｣

｢東
憩
事
犯
｣
と
同
様
の
事
例
と
見
な
し
て
お
ら
れ
る
｡

｢気
英
布
｣
｢情
女
離
魂
｣
の
こ
の
部
分
は
'
格
別
祭
紀
演
劇
的

特
質
を
持
っ
て
は
い
な
い
が
'
そ
れ
は
後
述
す
る
明
本
の
性
格
に
関

わ
る
ま
た
別
の
問
題
と
し
て
'
【
水
仙
子
】
が
特
殊
な
性
格
を
持
つ

曲
牌
で
あ
-
'
全
劇
の
末
尾
に
置
か
れ
た
こ
の
曲
牌
は
'
時
に
は
第

四
折
に
お
け
る
物
語
と
は
離
れ
た
と
こ
ろ
で
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
は
､
こ
こ
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
そ
う
考
え
る

と
'
｢楚
昭
王
｣
｢焚
見
放
母
｣
に
お
け
る
こ
の
う
た
の
内
容
が
､
い

ず
れ
も
第
三
者
の
口
調
に
よ
る
孝
の
宣
揚
で
あ
る
こ
と
も
納
得
が
い

-
｡
ま
た

｢替
殺
妻
｣
の
事
例
は
t

T
見
第
四
折
の
物
語
と
密
着
し

て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
が
､
も
し
こ
こ
で
張
千
は
す
で
に
死
ん

で
い
る
と
い
う
さ
き
の
推
定
が
正
し
い
と
す
れ
ば
'
こ
の
う
た
は
'

｢舷
夜
郎
｣
に
お
け
る
李
白
や

｢東
窟
事
犯
｣
に
お
け
る
岳
飛
の
そ

れ
と
似
通
っ
た
性
格
を
持
つ
こ
と
に
な
ろ
う
｡

で
は
そ
の

｢舵
夜
郎
｣
｢東
窓
事
犯
｣
の
末
尾
に
お
い
て
は
､
ど

元
難
劇
の
祭
紀
的
演
目
に
つ
い
て

(小
松
)

の
よ
う
な
曲
牌
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
賓
は
こ
の
両

者
も
'
最
後
の
付
加
さ
れ
た
部
分
に
お
い
て
'
や
は
-
双
方
に
共
通

す
る
曲
牌
'
即
ち

【
後
庭
花
】
と

【
柳
葉
鬼
】
を
用
い
て
い
る
の
で

あ
る
｡
そ
し
て
､
こ
の
二
つ
の
曲
牌
が
セ
ッ
I
で
使
用
さ
れ
て
い
る

事
例
は
元
刊
本
の
中
に
も
う

一
つ
存
在
す
る
｡
｢竹
葉
舟
｣
で
あ
る
｡

｢竹
菓
舟
｣
に
お
け
る

【
後
庭
花
】
【
柳
葉
見
】
の
使
用
例
は
'
劇

末
に
置
か
れ
て
こ
そ
い
な
い
が
'
や
は
-
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
｡

こ
の
劇
は
､
逃
げ
回
る
陳
季
卿
を
呂
洞
賓
が
無
理
矢
理
度
脱
す
る
と

い
う
典
型
的
神
仙
造
化
劇
の
形
態
を
と
る
が
'
そ
の
第
三
折
と
第
四

折
の
間
に
'
正
末

(呂
洞
賓
)
に
よ
る
八
曲
に
及
ぶ
括
曲
が
置
か
れ

て
い
る
｡
こ
の
よ
う
に
､
正
末
が
愚
鼓
を
打
ち
な
が
ら
道
情

(道
教

系
う
た
い
も
の
)
を
模
し
た
括
曲
を
唱
う
と
い
う
の
は
'
神
仙
造
化

劇
に
お
い
て
は

一
般
的
に
認
め
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
が
'
こ
れ
は
そ

の
最
も
大
規
模
な
事
例
と
い
え
よ
う
｡
こ
の
括
曲
の
最
後
の
二
つ
の

曲
牌
が
､
や
は
-

【
後
庭
花
】
と

【
柳
葉
見
】
な
の
で
あ
る
｡
こ
れ

も
'
こ
の
二
つ
の
曲
牌
が
'
雑
劇
を
構
成
す
る
四
つ
の
套
数
と
は
異

な
る
と
こ
ろ
で
､
宗
教
的
性
格
を
持
っ
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
を
示
す

事
例
と
い
え
よ
う
｡
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第
五
十
八
冊

で
は
'
さ
き
に
見
た

1
連
の
元
刊
本
雑
劇
の
中
へ
こ
れ
ま
で
に
曲

牌
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
な
い
も
の
､
つ
ま
-

｢軍
刀
曾
｣
｢電
光

鬼
諌
｣
｢介
子
推
｣
｢遭
氏
孤
兄
｣
｢周
公
掻
政
｣
｢西
萄
夢
｣
に
つ
い

て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
｡
こ
の
中
二
つ
'
｢雀
光
鬼
諌
｣
と

｢周
公

梼
政
｣
は
､
や
は
-
共
通
す
る
曲
牌
'
即
ち

【
落
梅
風
】
で
結
ば
れ

て
い
る
｡
そ
し
て
､
両
者
と
も
に
こ
の
曲
牌
の
前
後
に

｢祭
｣
と
い

う
ト
書
き
が
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
前
述
の
通
-
で
あ
る
｡
や
は

り

【
落
梅
風
】
も
'
｢祭
｣
の
儀
式
と
何
ら
か
の
関
係
を
持
つ
曲
牌

だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
｢趨
氏
孤
見
｣
｢西
萄
夢
｣
は
t
I
書

き

･
白
を
全
く
含
ま
な
い
以
上
'
こ
こ
で
の
吟
味
の
封
象
と
は
し
難

い
の
で
除
外
す
る
と
し
て
'
例
外
と
し
て
残
る
の
は

｢軍
刀
曾
｣
と

｢介
子
推
｣
の
二
種
の
み
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

曲
牌
と
い
う
も
の
は
'
そ
れ
ぞ
れ
が
固
有
の
来
歴
と
メ
ロ
デ
ィ
を

持
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
｡
つ
ま
-
､
宗
教
的
な
と
こ
ろ
か
ら
生
ま

れ
て
き
た
昔
禦
は
宗
教
的
性
格
の
強
い
場
面
に
用
い
ら
れ
た
で
あ
ろ

う
L
t
ま
た
荘
重

･
悲
壮
と
い
っ
た
調
べ
の
特
徴
も
､
各
曲
牌
の
用

い
ら
れ
る
場
を
決
定
し
た
に
違
い
な
い
｡
従
っ
て
'
い
-
つ
か
の
雑

劇
に
お
い
て
曲
牌
の
用
い
方
に
著
し
い
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ

ば
'
そ
れ
は
そ
れ
ら
の
雑
劇
が
持
っ
て
い
た
特
徴
に
相
歴
し
た
も
の

だ
っ
た
に
違
い
な
い
｡
こ
の
推
定
が
正
し
い
と
す
れ
ば
､
少
な
-
と

も

｢東
患
事
犯
｣
｢肢
夜
郎
｣
｢楚
昭
王
｣
｢替
殺
妻
｣
｢焚
見
放
母
｣

｢雀
光
鬼
諌
｣
｢周
公
掃
政
｣
の
七
種
は
'
劇
末
に
祭
紀
に
関
わ
る

音
響
を
演
奏
し
な
が
ら
儀
樽
を
行
う

1
段
が
設
け
ら
れ
て
い
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
｡
そ
し
て
､
や
は
-
明
ら
か
に
劇
末
に
付
加
の
あ
る

｢軍
刀
曾
｣
が
曲
牌
を
異
に
す
る
の
は
'
お
そ
ら
-
功
業
を
語
る
と

い
う
こ
の
劇
の
特
異
性
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡

以
上
の
諸
鮎
か
ら
見
て
'
元
刊
本
三
十
種
の
中
'
右
に
列
挙
し
た

八
種
の
ほ
か
､
内
容
か
ら
見
て
明
ら
か
に
鎮
魂
演
劇
と
思
わ
れ
る

｢西
萄
夢
｣
｢趨
氏
孤
見
｣
と
､
通
常
な
曲
牌
こ
そ
な
い
が
'
や
は

り

｢祭
｣
が
明
記
さ
れ
て
い
る

｢介
子
推
｣
の
三
種
を
加
え
た
合
計

十

一
種
が
'
祭
紀
演
劇
性
格
を
濃
厚
に
持
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
こ

れ
は
全
鰹
の
三
分
の
1
以
上
'
非
常
に
高
い
割
合
と
い
っ
て
よ
い
で

あ
ろ
う
｡
つ
ま
-
､
元
刊
本
に
つ
い
て
見
る
限
り
'
元
雑
劇
が
鋸
魂

祭
紀
演
劇
的
要
素
を
強
-
持
つ
と
い
う
田
仲
博
士
の
説
は
'
全
面
的

に
正
し
い
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
明
本
に
お
い
て
は
､

こ
の
傾
向
は

一
撃
す
る
こ
と
に
な
る
｡
こ
れ
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
｡
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三

前
節
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
'
元
刊
本
に
は
祭
紀
演
劇
的
性
格

を
帯
び
た
作
品
が
多
い
｡
と
こ
ろ
が
明
本
に
は
'
内
府
本
で
あ
れ
､

『元
曲
選
』
で
あ
れ
'
そ
う
し
た
性
格
の
作
品
は
ほ
と
ん
ど
見
出
さ

れ
な
い
の
で
あ
る
｡
も
と
よ
-
'
元
刊
本
に
お
け
る
祭
紀
演
劇
的
作

品
の
比
率
が
､
元
代
に
お
け
る
雑
劇
全
膿
に
お
け
る
比
率
を
忠
賓
に

反
映
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
｡
偶
然
そ

の
種
の
作
品
ば
か
り
が
残
っ
た
可
能
性
や
'
元
刊
本
自
膿
が
宗
教
的

性
格
を
持
っ
た
刊
行
物
で
あ
っ
た
可
能
性

(宗
教
結
社
の
出
資
に
よ
る

な
ど
)
も
否
定
は
で
き
ま
い
｡
し
か
し
原
因
は
よ
-
本
質
的
な
と
こ

ろ
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
元
刊
本
と
明
本
の
間
に
存
在
す
る

落
差
が
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡

元
刊
本
と
明
本
の
差
を
最
も
明
快
に
示
す
の
は
'
そ
の
劇
目
の
違

い
で
あ
ろ
う
｡
元
刊
本
三
十
種
中
'
明
本
を
も
あ
わ
せ
て
残
し
て
い

る
の
は
'
十
六
種
の
み
で
あ
る
｡
つ
ま
り
元
刊
本
の
約
半
数
は
､
明

代
の
テ
キ
ス
ト
を
残
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
し
か
も
'

重
複
す
る
十
六
種
に
つ
い
て
も
'
元
刊
本
と
明
本
を
比
較
し
て
み
る

元
難
劇
の
祭
紀
的
演
目
に
つ
い
て

(小
松
)

と
､
そ
の
間
に
顕
著
な
相
違
を
示
す
も
の
が
非
常
に
多
い
｡

こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
以
前
に
詳
し
い
デ
ー
タ
を
あ
げ
て
論
じ
た
こ

⑮

と
が
あ
る
の
で

'

こ
こ
で
は
要
鮎
を
述
べ
る
に
と
ど
め
た
い
｡
両
者

を
比
較
す
る
と
'
二
つ
の
例
外
を
除
き
'
他
は
す
べ
て
元
刊
本
の
方

⑳

が
曲
牌
数
が
多
い

｡

例
外
に
あ
た
る

｢気
英
布
｣
と

｢鉄
桶
李
｣
は
'

と
も
に
明
本
が

『元
曲
選
』
所
収
の
も
の
の
み
で
'
編
者
戚
晋
叔
に

よ
る
槍
補
の
可
能
性
が
想
定
さ
れ
る
｡
従
っ
て
'
基
本
的
に
は
明
本

よ
り
元
刊
本
の
方
が
曲
牌
敦
が
多
い
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
単

純
に
曲
牌
敷
の
み
を
比
較
し
た
場
合
'
そ
の
差
が
十
以
上
に
及
ぶ
の

⑳

は
'
｢看
財

(鑓
)
奴

｣

｢老
生
晃
｣
｢帝
仁
貴
｣
｢苑
張
難
黍
｣
｢博

望
焼
屯
｣
の
五
種
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
と
'
こ
の
五
種
が

最
も
元
明
間
の
落
差
が
大
き
い
雑
劇
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
'

賓
際
に
は
事
情
は
異
な
る
｡

1
見
曲
牌
教
に
大
き
な
違
い
は
な
い
よ
う
に
見
え
て
も
'
賓
は
元

刊
本
と
明
本
と
の
間
で
曲
の
内
容
が
全
-
異
な
る
例
が
存
在
す
る
の

で
あ
る
｡
｢楚
昭
王

(公
)｣
｢帝
仁
貴
｣
｢趨
氏
孤
晃
｣
の
三
種
が
そ

れ
に
あ
た
る
｡
｢楚
昭
王
｣
の
曲
牌
数
は
'
元
刊
本
四
十
六
㌧
内
府

本
三
十
七
で
､
差
は
九
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
'
賛
際
に
は
元
刊
本
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第
五
十
八
冊

と
内
府
本
の
間
で
'
内
容
的
に
ほ
ぼ

一
致
す
る
曲
牌
は
二
十
三
の
み

に
す
ぎ
ず
'
残
-
十
四
は
元
刊
本
に
は
全
-
存
在
し
な
い
｡
つ
ま
-

元
刊
本
を
基
準
に
す
れ
ば
'
内
府
本
と
共
通
す
る
曲
牌
は
四
十
六
の

中
二
十
三
と
､
半
分
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
｡
し
か
も
共
通
す
る

二
十
三
に
も
'
異
同
は
ほ
と
ん
ど
無
数
に
存
在
す
る
｡
｢薩
仁
貴
｣

に
お
い
て
は
'
元
刊
本
五
十
六
㌧
元
曲
選
本
三
十
七
､
元
曲
選
本
の

三
十
七
中
元
刊
本
と

1
致
す
る
も
の
二
十
四
㌧
つ
ま
-
元
刊
本
の
曲

牌
の
半
分
に
満
た
な
い
こ
と
に
な
る
｡
｢趨
氏
孤
見
｣
に
お
い
て
は
'

元
刊
本
五
十
､
元
曲
選
本
四
十
五
㌧
元
曲
選
本
四
十
五
の
中
元
刊
本⑳

と

一
致
す
る
も
の
三
十
三
㌧
元
刊
本
の
曲
牌
の
六
割
あ
ま
-
で
あ
る

｡

こ
れ
ら
二
種
も
'
｢楚
昭
王
｣
同
様
'
共
通
す
る
曲
牌
に
も
お
び
た

だ
し
い
異
同
が
存
在
す
る
｡
そ
し
て
ス
ト
ー
リ
ー
も
'
特
に

｢楚
昭

王
｣
に
お
い
て
は
'
結
末
が
悲
劇
か
ら
圃
園
へ
と
､
正
反
野
の
方
向

に
蟹
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

で
は
何
故
に
こ
れ
ら
の
雑
劇
に
お
い
て
大
幅
な
愛
化
が
生
じ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
こ
こ
で
元
刊
本
の
う
ち
､
明
本
の
存
在
し
な
い

も
の
と
'
元
刊
本
と
明
本
の
落
差
が
激
し
い
も
の
の
名
稀
を
列
挙
し

て
み
よ
う
｡

･
明
本
の
存
在
し
な
い
も
の

(十
四
種
)

｢西
萄
夢
｣
｢拝
月
亭
｣
｢調
風
月
｣
｢三
奪
契
｣
｢紫
雲
庭
｣

｢股
夜
郎
｣
｢介
子
推
｣
｢東
窓
事
犯
｣
｢零
光
鬼
諌
｣
｢七
里

灘
｣
｢周
公
撮
政
｣
｢迫
韓
信
｣
｢替
殺
妻
｣
｢焚
見
放
母
｣

･
元
刊
本
と
明
本
の
落
差
が
激
し
い
も
の

(七
種
)

0

｢看
財
奴
｣
｢老
生
見
｣
｢辞
仁
貴
｣
｢苑
張
鶏
黍
｣
｢博
望
焼

屯
｣
｢楚
昭
王
｣
｢趨
氏
孤
晃
｣

両
方
を
あ
わ
せ
る
と
､
元
刊
本
全
三
十
種
中
二
十

一
種
に
及
ぶ
｡
そ

し
て
特
に
注
目
す
べ
き
は
､
前
節
で
見
た
十

一
種
の
う
ち
'
賓
に
十

種
ま
で
が
こ
の
二
十

一
種
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
唯

一
の

例
外
と
は

｢軍
刀
曾
｣
で
あ
る
が
､
先
述
の
通
-
こ
の
作
品
は
他
の

十
種
と
は
か
な
-
異
な
っ
た
性
格
を
持
ち
'
ま
た
問
題
と
な
っ
た
末

尾
の
二
つ
の
曲
牌
は
､
前
述
の
通
り
明
本
に
は
存
在
し
な
い
｡
つ
ま

-
元
刊
本
中
の
鋸
魂
劇
は
ほ
と
ん
ど
明
本
を
残
さ
ず
'
わ
ず
か
な
明

本
を
存
す
る
も
の
も
大
幅
な
改
愛
を
経
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

こ
れ
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
｡
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四

先
述
の
通
-
'
明
本
は
基
本
的
に
内
府
本
に
基
づ
-
も
の
と
思
わ

れ
る
｡
で
は
内
府
本
と
は
い
か
な
る
性
格
の
テ
キ
ス
I
で
あ
ろ
う
か
｡

内
府
本
に
つ
い
て
は
'
つ
と
に
孫
棺
第
氏
の
す
ぐ
れ
た
研
究
が
あ
り
'

ま
た
筆
者
も
､
孫
氏
の
業
績
に
基
づ
い
て
'
詳
し
-
論
じ
た
こ
と
が

⑳

あ
る
｡
以
下
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
上
で
'
内
府
本
の
性
格
を
簡
潔
に

述
べ
て
み
よ
う
｡

内
府
本
と
は
'
明
宮
廷
の
内
府
､
即
ち
宵
宮
の
所
轄
官
署
の
う
ち
､

音
楽

･
演
劇
を
つ
か
さ
ど
る
役
所
で
あ
る
鐘
鼓
司
に
あ
っ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
｡
現
存
す
る
内
府
本
は
'
す
べ
て
寓
暦

四
十
-
四
十
五
年

(
l
六
1
二
-
一
六
一
七
)
の
間
に
趨
碕
美
の
も
と

で
抄
菊
さ
れ
た
も
の
｡
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
'
他
の
一
連
の
明
刊

本
は
'
本
文
の
状
態

･
成
立
の
事
情
か
ら
考
え
て
'
『元
曲
選
』
を

も
含
め
て
'
い
ず
れ
も
内
府
本
系
の
テ
キ
ス
-
に
基
づ
い
て
い
る
も

⑳

の
と
思
わ
れ
る
｡
鐘
鼓
司
所
蔵
の
テ
キ
ス
I
は
､
宮
廷
行
事
に
あ
た

り
上
演
さ
れ
た
演
劇
の
薫
演
用
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
｡

元
の
名
家
の
雑
劇
以
外
に
'
無
名
氏
作
の
雑
劇
多
数

(大
部
分
は
歴

元
雑
劇
の
祭
紀
的
演
目
に
つ
い
て

(小
松
)

史
劇
)
を
含
む
が
'
後
者
は
行
事
に
首
た
っ
て
急
造
さ
れ
'
以
後
は

使
い
捨
て
に
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
｡

つ
ま
-
内
府
本
に
は
二
つ
の
大
き
な
特
色
が
あ
る
こ
と
に
な
る
｡

第

一
は
､
賓
漬
用
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
｡
第
二
は
'
宮
廷
で
演

じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
｡
こ
の
二
部
は
'
内
府
本
'
ひ
い
て
は

内
府
本
を
源
流
と
す
る
明
本
全
膿
の
性
格
を
強
-
規
定
せ
ず
に
は
お

か
な
い
は
ず
で
あ
る
｡
そ
の
影
響
は
'
元
刊
本
と
明
本
と
の
相
違
に

お
い
て
'
は
っ
き
り
と
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
｡

賓
演
用
テ
キ
ス
ー
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
'
賛
演
の
た
め
の
加
工

が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
｡
具
僅
的
に
は
､
賓
演
に
つ
き

も
の
の
'
上
演
致
巣
を
あ
げ
､
冗
長
さ
を
避
け
る
た
め
の
カ
ッ
ト
が

な
さ
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
｡
明
本
の
曲
牌
数
が
'
原
則
と
し
て
元

刊
本
よ
-
少
な
い
の
は
'
こ
れ
に
由
来
し
よ
う
｡
事
賓
'
｢看
財
奴
｣

｢老
生
見
｣
に
お
け
る
カ
ッ
ト
の
多
-
は
'
商
業
関
係
の
用
語
を
使

用
し
て
商
人
の
強
欲
さ
を
批
判
し
た
部
分
で
あ
り
'
明
代
宮
廷
に
あ

っ
て
は
､
も
は
や
内
容
的
に
も
言
語
的
に
も
'
共
感

･
理
解
は
困
難

に
な
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
｡

一
方
'
宮
廷
'
即
ち
皇
帝
の
御
前
と
い
う
上
演
の
場
は
､
ま
た
別
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の
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
に
違
い
な
い
｡
皇
帝
の
面
前
に
お
い
て
は
'

政
治
的
楓
刺
や
膿
制
批
判
は
首
然
の
こ
と
な
が
ら
厳
禁
で
あ
ろ
う
｡

に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
う
し
た
事
態
が
し
ば
し
ば
発
生
し
て
い
た
こ
と
､

上
演
用
テ
キ
ス
ト
は
事
前
に

｢史
官
｣
に
よ
-

｢校
訂
｣
つ
ま
-
檎

閲
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
､
と
も
に
後
に
引
-
宋
惣
澄

『九
衛
集
』
巻

十

｢御
殿
｣
に
見
え
る
通
-
で
あ
る
｡
す
べ
て
の
白
を
含
む
と
い
う
'

昔
時
の
難
劇
テ
キ
ス
-
と
し
て
は
特
異
な
性
格
は
'
内
府
本
が
こ
の

検
閲
用
テ
キ
ス
-
に
由
来
し
て
い
る
こ
と
を
像
想
さ
せ
る
も
の
で
あ

る
｡
と
す
れ
ば
､
内
府
本
が
そ
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
も
免
れ
が
た

い
で
あ
ろ
う
｡

例
え
ば
､
｢苑
張
難
黍
｣
の
カ
ッ
ト
は
'
特
に
第
四
折
に
集
中
し

て
お
-
､
九
つ
も
連
ね
ら
れ
て
い
る

｢敦
ご

が

一
つ
に
さ
れ
て
い
る

と
い
う
の
は
'
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
よ
う
に

と
れ
な
-
も
な
い
｡
し
か
し
カ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
部
分
を
仔
細
に
検

討
す
る
と
､
そ
れ
が
膿
制
批
判
を
内
容
と
し
て
い
る
こ
と
は
容
易
に

見
て
取
れ
る
｡
｢薗
仁
貴
｣
に
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
｡
｢博
望
焼

屯
｣
の
場
合
は
､
特
に
髄
制
批
判
こ
そ
な
い
が
'
今
度
は
い
わ
ゆ
る

｢駕
頭
雑
劇
｣
の
禁
止
'
つ
ま
-
皇
帝
が
登
場
す
る
演
劇
に
封
す
る

禁
令
と
関
わ
っ
て
-
る
こ
と
に
な
る
｡
つ
ま
り
'
三
国
志
も
の
で
あ

る
以
上
必
然
的
に
出
て
-
る
帝
王
に
関
わ
る
文
言
'
そ
れ
に
曹
操
の

纂
奪
意
園
へ
の
言
及
が
す
べ
て
削
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
後
者
は
'

初
期
に
永
楽
帝
に
よ
る
纂
奪
を
経
験
し
た
明
朝
に
お
け
る
特
殊
事
情

で
も
あ
ろ
う
｡
｢趨
氏
孤
兄
｣
に
お
け
る
屠
岸
貢
の
纂
奪
意
園
も
'

明
本
で
は
ぼ
か
さ
れ
'
孤
晃
が
首
初
そ
れ
に
荷
塘
し
て
い
る
こ
と
は

⑪

完
全
に
抹
殺
さ
れ
て
い
る

｡

以
上
が
'
内
府
本
の
性
格
に
つ
い
て
筆
者
が
以
前
に
論
じ
た
こ
と

で
あ
る
｡
前
節
で
あ
げ
た
元
刊
本
と
明
本
と
の
間
の
落
差
が
激
し
い

七
種
の
う
ち
､
六
種
ま
で
は
こ
れ
で
説
明
が
可
能
で
あ
る
が
'
残
る

｢楚
昭
王

(公
)｣
に
つ
い
て
は
､
題
名
の
襲
更
が
駕
頭
難
劇
の
禁

に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
除
け
ば
'
何
故
に
全
面
的
改
作
と

も
い
う
べ
き
攻
撃
が
施
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
は
分
か
-
に
-

い
｡
そ
こ
で
も
う

1
度
違

っ
た
覗
鮎
か
ら
こ
の
鮎
を
考
え
て
み
る
こ

と
に
し
た
い
｡

五

先
に
述
べ
た
よ
う
に
'
内
府
本
は
宮
廷
に
お
け
る
賓
演
用
テ
キ
ス
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I
で
あ
っ
た
｡
で
は
'
ど
の
よ
う
な
折
に
､
何
を
目
的
と
し
て
上
演

さ
れ
た
の
か
｡
こ
の
鮎
に
言
及
し
て
い
る
の
は
'
先
に
も
ふ
れ
た
宋

愁
澄
の
記
述
で
あ
る
｡
そ
こ
に
は
こ
う
言
う
｡

毎
賂
進
花
及
時
物
､
則
敦
坊
作
曲
四
摺
'
迭
史
官
校
訂
'
首

御
前
致
詞
呈
使
｡
数
日
後
'
復
有
別
呈
､
奮
本
更
不
復
進
｡

花
や
時
節
の
も
の
が
厳
上
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
'
い
つ
も

致
坊
司
で
四
折
の
曲
を
作
-
'
史
官
に
選
っ
て
校
訂
さ
せ
た
上

で
'
御
前
で
上
演
す
る
｡
数
日
後
へ
別
の
芝
居
が
進
上
さ
れ
る

と
､
前
の
も
の
は
二
度
と
上
演
さ
れ
な
い
｡

つ
ま
り
'
｢花
及
び
時
物
を
進
む
｣
に
あ
た
-
､
お
そ
ら
-
は
儀
頑

に
伴
う
宴
席
で
上
演
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
｢数
日
後
｣
と
あ

る
鮎
か
ら
し
て
も
'
上
演
は
か
な
-
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
た
も
の
と

思
わ
れ
る
｡
｢花
及
び
時
物
｣
の
進
上
と
は
､
お
そ
ら
-
太
廟
に
封

㊨

す
る

｢薦
新
｣

と

関
わ
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
行
事
は
'
元
来
の

意
味
は
と
も
か
-
'
明
代
に
あ
っ
て
は
親
祭
的
性
格
の
強
い
も
の
で

あ
っ
た
に
違
い
な
い
｡
事
賓
､
内
府
本
の
末
尾
に
置
か
れ
た

｢断
｣

に

は

'
そ
う
し
た
傾
向
が
は
っ
き
-
と
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
｡

｢断
｣
は
'
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
'
内
府
本
に
お
い
て
は
劇
末
の

元
雑
劇
の
祭
紀
的
演
目
に
つ
い
て

(小
松
)

定
式
と
な
っ
て
い
る
｡
し
か
し
'
元
刊
本
の
1
部
に
し
か

｢断
｣
を

意
味
す
る
文
字
が
な
い
以
上
'
こ
の
定
式
が
元
代
以
来
の
も
の
で
あ

⑬

る
か
は
疑
問
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い

｡

少
な
く
と
も
そ
の
内
容
か
ら

見
る
限
-
'
内
府
本
の

｢断
｣
は
明
朝
宮
廷
と
い
う
場
を
強
-
意
識

し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
例
え
ば
､
｢三
戦
呂
布
｣
の

｢断
｣
に

｢御
酒
を
賜
-
て
群
臣
慶
賀
し
､
金
埜
殿
に
大
い
に
華
延

を
設
-
｡
斉
し
-
覗
讃
す

千
千
載
皇
都
永
-
固
-
'
寓
高
年
聖
寿

天
に
斉
し
か
ら
ん
こ
と
を
｣
と
言
う
が
如
き
は
'
三
園
の
物
語
と
全

-
断
絶
し
た
と
こ
ろ
で
こ
の
せ
り
ふ
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し

て
い
よ
う
｡
前
の
二
句
は
お
そ
ら
-
賓
際
に
宮
中
で
開
か
れ
て
い
る

安
倉
の
措
寓
で
あ
り
､
後
の
二
句
は
皇
帝
に
封
す
る
祝
儀
の
言
葉
で

あ
る
｡
更
に
一
般
的
に
現
れ
る
結
び
の
句
は
'
｢聖
明
の
主

官
を

加
え
賞
を
賜
る
'

1
斉
に
閥
を
望
み
て
恩
を
謝
せ
｣
(｢袈
度
還
帯
｣

な
ど
)
と
い
う
文
句
で
あ
る
｡
こ
れ
は
劇
中
人
物
が
皇
帝
に
謝
頑
を

述
べ
る
形
式
で
､
役
者
か
ら
皇
帝
へ
の
挨
拶
を
行
っ
た
ケ
ー
ス
で
あ

ろ
う
｡
更
に
明
ら
か
に
皇
帝
の
誕
生
祝
い
を
意
味
す
る
口
上
が
含
ま

⑳

れ
る
事
例
に
つ
い
て
は
'
以
前
詳
し
-
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る

｡

以
上
の
事
賓
か
ら
考
え
て
､
内
府
本
の
大
半
は
'
宮
廷
に
お
け
る
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慶
賀
的
行
事
の
際
に
､

宴
席
で
上
演
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
つ

ま
-
娯
楽
演
劇
と
し
て
､
し
か
も
宗
教
的
色
彩
が
希
薄
な
場
で
上
演

さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
｡
こ
う
し
た
上
演
の
場
の
候
件
か
ら
考
え

れ
ば
'
宗
教
性
の
強
い
雑
劇
'
特
に
慶
賀
の
場
に
そ
ぐ
わ
な
い
陰
惨

な
雰
囲
気
を
持
つ
鎮
魂
劇
が
､
内
府
に
お
け
る
上
演
か
ら
排
除
さ
れ

㊨

て
い
っ
た
の
も
首
然
の
成
-
行
き
と
い
う
こ
と
に
な
る

｡

そ
し
て
明

本
の
大
半
は
内
府
本
を
源
流
と
し
て
い
る
と
す
れ
ば
､
元
刊
本
の
祭

紀
演
劇
系
の
雑
劇
の
ほ
と
ん
ど
が
明
本
を
残
し
て
い
な
い
こ
と
の
原

因
も
自
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
か
ろ
う
じ
て
生
き
残
る
こ
と
の

で
き
た
も
の
も
'
全
面
的
な
改
作
を
受
け
る
こ
と
を
免
れ
な
か
っ
た
｡

｢楚
昭
王
｣
が
､
｢王
｣
の
字
を
嫌
わ
れ
て

｢楚
昭
公
｣
と
題
を
改

㊧

め
た
上
に

'

悲
惨
な
結
末
を
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
に
改
め
ら
れ
て
し
ま

っ
た
の
は
'
そ
の
顕
著
な
賓
例
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
｡

六

以
上
の
分
析
か
ら
､
従
来
元
雑
劇
の
祭
紀
演
劇
的
側
面
が
重
視
さ

れ
て
こ
な
か
っ
た
理
由
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
｡
か
つ
て
元
雑
劇
の
研

究
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
た
の
は
'
『元
曲
選
』
を
は
じ
め
と
す

る
明
本
で
あ
-
'
元
刊
本
は
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
不
完
全
さ
や
､
そ

の
難
解
さ
ゆ
え
に
､
十
分
な
重
税
を
受
け
て
き
た
と
は
い
え
な
い
面

が
あ
る
｡
そ
し
て
'

1
連
の
明
本
は
う
そ
の
大
半
が
内
府
本
に
由
来

す
る
が
ゆ
え
に
'
つ
ま
-
明
の
宮
廷
に
お
け
る
祝
祭
演
劇
と
い
う
特

殊
な
場
の
洗
確
を
経
て
き
て
い
る
た
め
に
'
祭
紀
演
劇
系
の
作
品
は
､

あ
る
い
は
排
除
さ
れ
'
あ
る
い
は
徹
底
的
に
祭
紀
性
を
ぬ
ぐ
い
さ
る

形
で
改
愛
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
か
つ
て
我
々
が

｢元
雑
劇
｣
と

し
て
認
識
し
て
い
た
も
の
は
'
元
代
の
雑
劇
の
う
ち

一
部
分
を
'
し

か
も

l
定
の
基
準
で
改
愛
し
た
も
の
だ

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

元
刊
本
か
ら
考
え
る
限
-
'
元
代
昔
時
の
元
雑
劇
と
は
'
お
そ
ら

-
明
本
に
お
け
る
姿
と
は
全
-
性
格
を
異
に
す
る
'
粗
野
な
力
強
さ

と
'

一
部
の
演
目
に
お
い
て
は
あ
る
種
の
ま
が
ま
が
し
さ
す
ら
備
え
'

一
方
庶
民
的
な
素
朴
な
批
判
精
神
を
持

っ
た
聾
能
で
あ

っ
た
｡
宮
廷

と
い
う
場
を
経
､
教
養
あ
る
士
大
夫
の
手
に
よ
り
文
字
化
さ
れ
刊
行

さ
れ
た
明
本
に
'
そ
う
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な

い
の
は
'
い
わ
ば
首
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
明
本
は
そ
れ
自
髄
で
洗

練
さ
れ
た
文
字
テ
キ
ス
ー
と
し
て
存
在
を
主
張
す
る
債
値
は
十
分
に

あ
る
｡
た
だ
､
そ
れ
が
元
代
昔
時
の
難
劇
か
ら
は
饗
質
し
た
も
の
で
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あ
る
と
い
う
認
識
は
不
可
鉄
で
あ
る
｡

本
営
の
元
難
劇
と
は
'
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
の
か
｡
非
常

に
困
難
な
作
業
で
は
あ
る
が
､
そ
れ
を
問

い
直
す
こ
と
が
今
後

の
課

題
と
な
る
で
あ
ろ
う
｡

注①

凹
仲

l
成

『中
開
演
劇
史
』
(東
京
大
学
出
版
曾

1
九
九
八
)
第
四

章

｢元
代
難
劇
の
形
成
｣
｡

②

こ
こ
で
は

｢元
雑
劇
｣
と
限
る
関
係
上
'
周
憲
王
本

･
雑
劇
十
段
錦

本
は
除
外
す
る
｡
詳
し
く
は
拙
論

｢内
府
本
系
諸
本
考
｣
(
『田
中
謙
二

博
士
頒
蕎
記
念
中
国
古
典
戯
曲
論
集
』
〔
汲
古
書
院

一
九
九

二

参
照
｡

③

こ
の
原
則
は
基
本
的
に
は
正
し
い
も
の
と
思
わ
れ
る
が
へ
す
べ
て
に

あ
て
は
ま
る
か
に
つ
い
て
は
､
更
な
る
検
認
を
要
す
る
｡
こ
の
鮎
に
つ

い
て
は
'
別
稿
で
改
め
て
詳
し
-
論
じ
る
確
定
で
あ
る
｡

④

拙
論

｢講
史
小
説
成
立
考
-

『列
国
志
停
』
を
中
心
に
ー

｣

(
『未
名
』
十
三
髄

二

九
九
五
年
三
月
〕
)
参
照
｡

⑤

｢気
英
布
｣
｢織
拐
李
｣
を
例
外
と
し
て
､
元
刊
本
の
方
が
曲
牌
敦

が
多
い
｡
た
だ
し
こ
の
二
作
の
明
本
は
と
も
に

ヨ
冗
曲
選
J)
本
で
あ
り
､

編
者
戚
晋
叔
に
よ
る
増
補
の
可
能
性
が
あ
る
｡
詳
し
-
は
前
掲
の
拙
論

｢内
府
本
系
諸
本
考
｣
参
照
｡
ま
た

｢莱
英
布
｣
に
つ
い
て
は
'
後
述

す
る
末
尾
に
付
加
さ
れ
た
三
曲
の
問
題
が
あ
る
｡

⑥

｢遇
上
皇
｣
｢雀
光
鬼
諌
｣
｢周
公
播
政
｣
｡
た
だ
し
後
述
す
る
よ
う

に
'
｢周
公
棟
政
｣
で
は

｢断
｣
の
後
に
ま
だ
曲
が
あ
る
｡

元
雑
劇
の
祭
紀
的
演
目
に
つ
い
て

(小
松
)

⑦

元
刊
本
に
は
折
の
甚
分
が
な
い
｡
そ
も
そ
も
元
代
に
お
い
て
'
明
本

と
同
じ
よ
う
な
意
味
で
の
折
と
い
う
も
の
が
意
識
さ
れ
て
い
た
か
は
甚

だ
疑
問
で
あ
る
が
'
こ
こ
で
は
便
宜
上
こ
の
名
桶
を
使
用
す
る
｡
従
っ

て
､
以
下
元
刊
本
に
つ
い
て

｢第
-
析
｣
と
い
う
の
は
､
す
べ
て
-
香

目
の
套
敷
'
明
本
な
ら
ば
第
-
折
に
首
た
る
部
分
と
い
う
意
味
で
あ
る
｡

岩
城
秀
夫

｢元
雑
劇
の
構
成
に
関
す
る
基
礎
概
念
の
再
検
討
｣
(
『中
国

戯
曲
演
劇
研
究
』
〔創
文
社

1
九
七
三
〕
所
収
)
参
照
｡

⑧

｢軍
刀
曾
｣
｢東
憩
事
犯
｣
｢股
夜
郎
｣
と
'
『元
曲
選
』
所
収
の

｢侍
女
離
魂
｣
｢気
英
布
｣
に
お
い
て
､
四
所
末
に
套
数
か
ら
は
ず
れ

る
曲
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
'
鄭
審

｢論
元
難
劇
散
場
｣

(
『景
午
叢
編
』
上
編

〔董
滞
中
華
書
局

一
九
七
二
〕
所
収
)
に
指
摘

が
あ
る
｡
都
民
は
こ
の
部
分
が
元
刊
本
に
見
え
る

｢散
場
｣
に
あ
た
る

と
さ
れ
る
｡

⑨

鄭
蕃

『北
曲
新
譜
』
は
次
の
よ
う
に
言
う
｡
｢
こ
の
曲
は
套
教
本
膿

と
同
じ
韻
を
踏
ま
な
い
｡
と
な
え
る
だ
け
で
唱
わ
な
い
､
套
敦
の
中
の

曲
と
は
性
質
を
異
に
す
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
｣
｡

⑲

詳
し
-
は
徐
氾
君

『新
校
元
刊
雑
劇
三
十
種
』
(中
華
書
局

l
九
八

〇
)
上
竹

｢軍
刀
曾
｣
第
四
折
校
記

[
四
十
五
〕
参
照
｡

⑪

田
仲

1
成

『中
開
祭
紀
演
劇
研
究
』
(東
京
大
学
出
版
曾

l
九
八
1
)

第

1
篇

｢祭
紀
演
劇
の
費
生
｣
第
五
章

｢鎮
魂
演
劇
の
驚
生
｣
及
び
前

掲
書
第
四
章
｡
こ
こ
で
田
仲
博
士
は
'
後
述
す
る
地
蔵
王
に
よ
る
救
済

儀
頑
の
こ
と
も
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
｡

⑫

例
え
ば

『古
今
圏
書
集
成
』
｢職
方
典
｣
巻
八

一
五
の

｢太
平
府
古
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中
国
文
筆
報

第
五
十
八
冊

蹟
考
｣
に
は
'

太
白
桐
の
別
名
を
持
つ
諭
仙
桂
や
､
李
白
の

｢宮
錦
｣

を
保
存
す
る
捉
月
亭

(明
以
降
は
暮
雲
亭
)
と
い
っ
た
李
白
を
配
る
場

所
が
記
録
さ
れ
て
お
-
､
周
連
の
他
州
府
や
銅
陵
願
'
寧
国
府
淫
願
に

も
李
白
の
桐
の
存
在
が
確
認
で
き
る
｡
こ
う
し
た
両
が
必
ず
し
も
知
識

人
の
も
の
で
は
な
-
'
特
に
演
劇
関
係
者
の
間
で
安
徴
に
お
け
る
李
白

信
仰
が
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
の
が
'
秦
腔

｢敬
童
措

洛
｣
(
『駅
西
博
統
劇
巨
費
編
秦
腔
』
第
三
十
四
集

[陳
西
省
文
化
局

一

九
八
二
〕
所
収
)
で
あ
る
｡
こ
こ
で
は
'
朱
元
埠
の
部
将
花
雲
の
妻
が
､

夫
が
太
平
で
討
ち
死
に
し
た
と
の
報
せ
を
受
け
て
金
陵
に
赴
こ
う
と
す

る
と
'
｢太
白
李
郡
仙
｣
が

｢風
火
車
｣
に
乗
せ
て
彼
女
を
迭
-
届
け

て
く
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
｡
隣
西
の
地
方
劇
に
こ
の
名
が

現
れ
る
と
い
う
こ
と
は
'
李
白
が
太
平
の
地
方
神
と
し
て
贋
-
知
ら
れ

て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡

関
羽
の
死
を
舞
菱
で
演
じ
る
こ
と
は
'
少
な
-
と
も
近
代
に
お
い
て

は
忌
ま
れ
て
い
た
ら
し
い
｡
r戯
考
大
全
』
(上
海
書
店

一
九
九
〇
年
影

印
版
に
よ
る
)
に
収
め
る

｢葵
城
昇
天

(走
葵
城
)｣
の
解
題
に
は
次

の
よ
う
に
言
う
｡
｢
こ
の
劇
は
'
以
前
は
迷
信
ゆ
え
に
軽
々
し
-
上
演

で
き
な
か
っ
た
｡
都
で
は
こ
と
に
忌
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
劇
を

上
演
す
る
と
'
そ
の
劇
場
に
必
ず
火
事
が
起
こ
る
と
言
い
俸
え
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
｣
｡

⑪
に
同
じ
｡

徐
:Ji
君
前
掲
書
下
冊

｢震
光
鬼
諌
｣
第
四
折
校
記

〔
十
二
〕
に
こ
の

鮎
に
関
す
る
指
摘
が
あ
る
｡

⑲

⑪
に
同
じ
｡

⑰

赤
松
紀
彦

｢雄
氏
孤
兄
劇
小
論
-

元
雑
劇
に
お
け
る

『悲
劇
』
の

一
断
面
｣
(
『金
棒
大
学
教
養
部
論
集

人
文
科
学
編
』
二
十
五
-

一

二

九
八
七
年
八
月
〕)
参
照
｡

⑲

金
文
京

｢元
刊
雑
劇
三
十
種
序
説
｣
(
『未
名
≡

二
〔
一
九
八
三
年

一

月
〕
)
参
照
｡

⑲

非
常
に
文
雅
な
性
格
を
持
つ

｢花
張
薙
黍
｣
が
同

一
の
形
態
を
持
っ

て
い
る
の
は
'
お
そ
ら
-
同
劇
が
元
代
後
期
か
ら
明
代
初
期
に
か
け
て

非
常
に
流
行
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡
青
木
正
鬼

『元

入
雑
劇
序
説
』
第
六
章

｢中
期
末
期
の
名
家
及
び
無
名
氏
傑
作
｣
(
『青

木
正
鬼
全
集
』
第
四
巻

[
春
秋
社

一
九
七
三
〕
所
収
)
の

｢苑
張
難

黍
｣
の
項
参
照
｡

⑳

『中
国
演
劇
史
』
第
四
章
に
､
｢緑
林
雑
劇
｣
に
お
け
る
こ
の
傾
向

に
関
す
る
言
及
が
あ
る
｡

⑳

『元
典
章
』
五
十
七

｢刑
部

･
難
禁
｣
の

｢禁
投
醍
焼
兄
寮
願
｣
に
､

泰
山
で
起
き
た
賓
例
が
記
録
さ
れ
て
い
る
｡

⑳

こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
'
京
都
壁
止
大
学
卒
業
生
松
尾
菜
穂
子
氏
の
ご

指
摘
に
よ
る
｡

⑳

⑧
所
引
の
論
文
｡

⑳

『北
詞
贋
正
譜
』
｢貰
鐘
宮
｣
に
あ
げ
る

｢信
女
離
魂
｣
第
四
折
の

曲
牌
配
列
で
は
､
【
尾
】
の
後
に
は

【
水
仙
子
】

一
曲
の
み
で
あ
る
が
､

｢時
本
で
は
双
調
の

【
金
山
玉
】
【
竹
枝
歌
】
が

【
水
仙
子
】
の
前
に

置
か
れ
て
い
る
｡
こ
の
三
調
は
す
べ
て

(套
数
と
は
)
別
の
韻
を
用
い
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㊨
て
お
-
'
『散
場
』
を
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る

(原
文

｢作
散
場
｣
)｣

と
注
記
が
あ
る
｡
い
ず
れ
に
せ
よ
､
【
水
仙
子
】
は
必
須
の
要
素
で
あ

る
こ
と
に
な
る
｡

②
所
引
の
拙
論
｡

た
だ
し

｢趨
氏
孤
兄
｣
に
つ
い
て
は
第
五
折
を
除
い
た
数
字
で
あ
る
｡

⑳
参
照
｡

元
刊
本
で
は

｢看
財
奴
｣
'
明
本
で
は

｢看
鑓
奴
｣
で
あ
る
｡
な
お

後
に
出
る

｢楚
昭
王

(公
)｣
も
'
元
刊
本
で
は
鉦
速
の
通
り

｢楚
昭

王
｣
で
あ
る
も
の
が
'
明
本
で
は

｢楚
昭
公
｣
で
あ
る
｡

｢遊
民
孤
鬼
｣
の
元
曲
避
本

･
孟
稀
舜
本
に
は
第
五
折
が
あ
-
'
八

つ
の
曲
牌
が
含
ま
れ
る
が
'
こ
こ
で
は
後
補
と
す
る
通
説
に
従
っ
て
算

入
し
な
か
っ
た
｡
な
お
'

1
句
の
み
共
通
す
る
曲
牌
二
つ
は
'

一
致
し

な
い
も
の
に
含
め
た
｡

孫
棺
第

『也
是
園
古
今
雑
劇
考
』
(上
難
出
版
社

一
九
五
三
)
｢
四

校
勘
｣

一
七
八
頁
及
び
②
に
引
い
た
拙
論
｡

③
参
照
｡

｢昏
仁
貴
｣
と

｢趨
氏
孤
兄
｣
に
つ
い
て
は
'
高
橋
文
治

｢元
刊
本

『帝
仁
貴
衣
錦
還
郷
』
劇
を
め
ぐ
っ
て
｣
(
『束
方
撃
』
第
七
十
六
輯

〔
一
九
八
八
年
七
月
〕
)
と
⑰
所
引
の
赤
松
論
文
参
照
｡

『明
史
』
巻
五
十

一
｢穐
志
五
薦
新
｣
｡

②
所
引
の
拙
論
｡

②
所
引
の
拙
論
へ
周
憲
王
作

｢八
仙
慶
鳶
｣
に
関
す
る
部
分

(百
五

十
二
頁
以
下
)
0

元
難
劇
の
祭
紀
的
演
目
に
つ
い
て

(小
松
)

⑮

た
だ
し
内
府
本
に
も
鎮
魂
劇
的
性
格
を
持
つ
も
の
が
皆
無
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
｡
｢実
存
孝
｣
の
よ
う
に
'
第
四
折
が
丸
ご
と
李
存
孝
の

鍍
魂
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
事
例
も
存
在
は
す
る
｡

⑲

｢楚
昭
公
｣
内
府
本
で
は
'
呉
王
開
腹
は

｢呉
公
子
姫
光
｣
に
改
め

ら
れ
'
呉
王

･
楚
王
へ
の
呼
び
か
け
も

｢公
子
｣
を
用
い
る
な
ど
'
徹

底
的
に
王
旗
が
追
放
さ
れ
て
い
る
｡
『元
曲
選
』
で
は
､
こ
れ
を

｢呉

王
｣
に
改
め
､
呼
び
か
け
も

｢圭
公
｣
に
襲
え
て
'
史
賓
に
近
づ
け
よ

う
と
し
て
い
る
が
､
昭
王
に
つ
い
て
は
'
｢昭
公
｣
が
大
部
分
で
あ
る

1
方
t

l
部
で
は

｢昭
王
｣
も
使
用
さ
れ

(第

l
折
伍
子
背
の
自
)､

混
乱
を
来
し
て
い
る
｡
『元
曲
選
』
が
内
府
本
系
テ
キ
ス
-
を
も
と
に

改
奨
し
た
が
ゆ
え
に
生
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡


