
書

評

田
仲

一
成

『明
清

の
戯
曲
』

(創
文
社

二
〇
〇
〇
年
九
月

本
文
三
六
九
頁

索
引
八
頁
)

田
仲

1
成
氏
に
よ
る

1
連
の
研
究
は
'
戯
曲
史
研
究
と
い
う
山
の

高
さ
と
裾
野
の
贋
さ
を
い
つ
も
数
え
て
-
れ
る
｡

首
り
前
の
こ
と
だ
が
'
芝
居
は

一
種
の
綜
合
蛮
術
で
あ
る
｡
し
た

が
っ
て
'

一
つ
の
墓
本
を
十
分
に
理
解
す
る
た
め
に
は
､
テ
キ
ス
ト

の
内
容
の
み
な
ら
ず
舞
茎
で
の
演
技
､
音
楽
'
美
術
な
ど
さ
ま
ざ
ま

な
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
ま
た
､
こ
れ
も
首
-
前
の

こ
と
だ
が
､
戯
曲
は

一
人
で
行
わ
れ
る
謹
書
と
は
違

っ
て
常
に
観
客
'

聴
衆
を
前
提
と
す
る
｡
し
た
が
っ
て
こ
の
鮎
で
も
'
研
究
者
は
観
客
'

聴
衆
を
動
員
す
る
背
景
'
融
合
的
な
候
件
に
注
意
を
は
ら
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
｡
政
治
'
経
済
を
は
じ
め
､
宗
教
'
民
俗
'
地
理
等
'

お
よ
そ
人
間
の
融
合
生
活
に
か
か
わ
る
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
注
意
を
向

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
｡
田
仲

一
成
氏
の
一
連
の

書

評

研
究
が
そ
れ
ら
の
こ
と
す
べ
て
を
問
題
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡

ま
た
'
戯
曲
文
学
史
が
包
含
す
る
諸
問
題
を
氏
が
う
ま
-
整
理
さ
れ

た
'
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
だ
ろ
う
｡
氏
は
む
し
ろ
'
目
の
前
に
立

ち
は
だ
か
る
山
を
脇
目
も
ふ
ら
ず
駄
々
と
登
-
積
け
ら
れ
た
｡
い

-

つ
か
の
登
山
道
を
た
め
さ
れ
た
と
い
う
よ
-
は
へ
頂
上
に
通
じ
る

と

信
じ
る
道
を

一
人
進
ま
れ
'
し
か
も
寄
り
道
は
さ
れ
な
か
っ
た
｡
氏

の
著
作
を
謹
む
者
は
氏
と
同
じ
ペ
ー
ス
で
山
に
登
る
こ
と
を
強
い
ら

れ
る
｡
そ
の
ペ
ー
ス
は
賓
に
速
-
'
道
は
あ
ま
-
よ
-
知
ら
な
い
'

息
は
切
れ
る
し
回
-
の
景
観
を
禦
し
む
除
裕
も
な
い
｡
だ
が
'
読
み

終
え
て
本
を
閉
じ
て
み
る
と
'
我
々
は
確
か
に
一
つ
の
頂
上
に
立
っ

て
い
る
こ
と
を
悟
ら
ざ
る
を
得
な
い
｡
そ
の
頂
上
か
ら
見
れ
ば
'
道

中
の
岩
や
樹
立
は
す
っ
か
-
姿
を
か
え
て
い
る
L
t
知

っ
て
い
る
は

ず
の
周
-
の
山
々
さ
え
見
知
ら
ぬ
も
の
に
見
え
る
の
だ
｡
氏
の
最
近

作

『明
清
の
戯
曲
』
も
そ
う
い
っ
た
仕
事
の
1
つ
で
あ
る
｡

本
書
は
､
明
清
の
南
戯
や
俸
杏
が
女
性
の
受
苦
を
描
-
家
庭
劇

(氏
は
烈
婦
銘
魂
劇
と
要
約
さ
れ
る
)
に
何
故
傾
斜
す
る
の
か
'
そ
の

答
え
を
江
南
の

｢宗
族
｣
融
合
に
求
め
た
も
の
で
あ
る
｡
あ
る
い
は
'

江
南
の

｢宗
族
｣
融
合
を
概
観
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
｢烈
婦
鎮
魂
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劇
｣
の
意
味
を
検
諾
し
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
｡

明
清
の
戯
曲
は
今
日
あ
ま
-
讃
者
を
も
た
な
い
か
ら
､
た
と
え
ば

有
名
な

『琵
琶
記
』
の
名
を
あ
げ
て
も
､
す
ぐ
に
ピ
ン
と
-
る
人
は

多
-
は
あ
る
ま
い
｡
こ
の
作
品
は
簡
単
に
い
え
ば
次
の
よ
う
な
内
容

で
あ
る
｡
-

察
伯
皆
は
妻
趨
五
娘
に
老
父
母
を
託
し
'
都
の
科
挙

に
赴
い
て
合
格
す
る
｡
時
の
宰
相
牛
僧
籍
に
見
こ
ま
れ
て
そ
の
娘
婿

に
な
る
が
､
彼
の
留
守
中
'
老
父
母
は
あ
い
つ
い
で
み
ま
か
-
'
妻

趨
五
娘
も
苦
難
の
限
-
を
な
め
る
｡
彼
女
は
父
母
の
遺
影
を
措
き
琵

琶
を
背
負

っ
て
都
に
赴
き
'
夫
を
授
L
も
と
め
て
や
が
て
め
ぐ
-
合

う
｡
察
伯
皆
の
新
妻
牛
氏
は
'
趨
五
娘
を
正
妻
と
し
自
ら
は
次
妻
と

な
っ
て
'

一
夫
二
妻
の
形
で
園
固
す
る

(『珪
琶
記
』
の
原
型

『趨
貞

女
察
二
郎
』
で
は
'
趨
五
娘
は
察
伯
皆
に
馬
で
踏
み
殺
さ
れ
､
察
伯
皆
は
雷

に
打
た
れ
て
死
ん
だ
と
さ
れ
る
)｡
I

『琵
琶
記
』
は
四
二
幕
に
及

ぶ
長
篇
で
'
そ
こ
に
包
含
さ
れ
る
テ
ー
マ
は
も
ち
ろ
ん
多
岐
に
わ
た

る
｡
が
'
科
翠
に
赴
-
夫
'
故
郷
に
残
さ
れ
る
父
母
と
糟
糠
の
妻
'

富
み
て
の
後
の
都
で
の
新
妻
､
と
い
う
三
つ
の
要
素
を
軸
に
'
そ
こ

に
さ
ま
ざ
ま
な
曲
折
が
賦
興
さ
れ
た
家
庭
劇
と
い
え
ば
そ
の
通
-
で

あ
-
､
糟
糠
の
妻
趨
五
娘
の
立
場
か
ら
は
貞
節
と
受
苦
の
物
語
で
あ

る
｡
明
清
の
戯
曲
に
は

『琵
琶
記
』
と
同
様
の
主
題
を
同
じ
観
鮎
か

ら
扱
っ
た
作
品
が
賓
に
多
-
'
時
に

｢婚
蟹
劇
｣
な
ど
と

1
括
さ
れ

て
'
戯
曲
史
の
中
で
大
き
な
位
置
を
占
め
て
き
た
｡
氏
は
こ
の

｢婚

撃
劇
｣
が
明
活
時
代
に
な
ぜ
愛
好
さ
れ
た
か
'
そ
の
赦
曾
背
景
を
江

南
の

｢宗
族
｣
を
中
心
に
考
察
さ
れ
た
と
い
え
る
｡

氏
の
結
論
は
き
わ
め
て
ク
リ
ア
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
'
江
南
に
お

け
る
さ
ま
ざ
ま
な
戯
曲
室
間
は

｢宗
族
｣
を
中
心
に
展
開
さ
れ
る
｡

江
南
の

｢宗
族
｣
は
相
互
扶
助
の
組
織
を
充
賓
さ
せ
'
安
定
シ
ス
テ

ム
を
作

っ
た
た
め
'
共
同
髄
の
た
め
に
戦
死
し
た
英
垂
孤
魂
の
祭
紀
'

英
雄
鎮
魂
劇
は
衰
退
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
｡
か
わ
-
に
ク
ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ
さ
れ
た
の
が
烈
婦
鎮
魂
劇
で
あ
-
'
こ
の
烈
婦
鋸
魂
劇
に
よ

っ
て

｢宗
族
｣
は
組
織
理
念
の
強
化
を
は
か
-
'
内
部
の
結
束
を
か

た
め
た
t
と
い
う
の
で
あ
る
｡

氏
が
提
示
さ
れ
た
結
論
が
有
数
な
の
は
何
も
戯
曲
史
の
分
野
に
限

っ
た
こ
と
で
は
な
い
｡
廉
-
明
清
の
文
化
史
全
般
に
あ
て
は
ま
る
だ

ろ
う
｡
た
と
え
ば
'
明
清
時
代
に
出
版
さ
れ
た
日
用
類
書
に
は
な
ぜ

孝
子

･
烈
女
の
物
語
が
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
掲
載
さ
れ
る
の
か
｡

ま
た
､
『明
史
』
は
な
ぜ
あ
の
よ
う
に
お
び
た
だ
し
い
敦
の
烈
女
を
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並
べ
る
の
か
｡
ま
た
､
文
学
史
に
か
か
わ
る
と
こ
ろ
で
は
次
の
よ
う

な
問
題
も
あ
る
｡
明
末
に
陸
棲
と
出
版
さ
れ
た
擬
話
本
に
は
男
女
の

愛
を
描
い
た
も
の
が
多
数
あ
る
が
'
中
に
'
『擬
玉
観
音
』
や

『楊

思
温
燕
山
逢
故
人
』
な
ど
'
女
性
の
幽
鬼
が
愛
す
る
男
性
を
憩
り
殺

す
物
語
が
あ
る
｡
し
か
も
'
そ
う
し
た
小
説
に
限
っ
て
起
源
が
古
い
'

末
代
に
も
遡
-
得
る
作
品
と
考
え
ら
れ
て
い
る
｡
｢婚
蟹
劇
｣
は
'

『琵
琶
記
』
が
そ
う
で
あ

っ
た
よ
う
に
'
養
生
時
に
お
い
て
は
'
裏

切

っ
た
男
を
女
性
が
懲
り
殺
す
物
語
で
あ

っ
た
｡
田
仲

一
成
氏
が
提

示
さ
れ
た

｢烈
婦
銀
塊
劇
｣
に
か
か
わ
る
問
題
は
'
賓
は
こ
の
よ
う

な
明
暗
の
通
俗
文
学
全
般
に
か
か
わ
る
幅
廉
い
文
脈
を
も
つ
｡
む
し

ろ
'
明
清
時
代
を
貫
-
根
本
テ
ー
マ
の
一
つ
と
さ
え
い
え
る
だ
ろ
う
｡

し
た
が
っ
て
'
氏
が
本
書
で
示
さ
れ
た
資
料
､
方
法
論
'
考
え
方
は
'

こ
の
時
代
を
扱
う
す
べ
て
の
研
究
者
に
稗
益
す
る
と
い
っ
て
過
言
で

は
な
い
｡

本
書
は
'
大
き
-
見
れ
ば
全
懐
を
二
つ
の
部
分
に
分
け
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る
｡
｢宗
族
｣
が
い
か
な
る
力
学
で
襲
質
し
'
演
劇
を
い

か
な
る
局
面
で
利
用
し
た
か
'
文
献
資
料
を
ま
じ
え
つ
つ
歴
史
的
に
'

か
つ
詳
細
に
分
析
し
た
前
牛
五
章
'
な
ら
び
に
'
赦
廟
'
宗
紀
へ
家

書

許

庭
内
で
賓
際
に
上
演
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
演
目
を
紹
介
し
て
､
そ
れ
を

分
類
'
整
理
す
る
後
半
五
章
t
の
二
つ
で
あ
る
｡
前
半
は
､
中
で
も

清
朝
時
代
を
論
じ
た
第
三
章
か
ら
第
五
章
が
墜
巻
で
あ
-
'
族
譜
や

地
方
志
'
碑
刻
か
ら
丹
念
に
資
料
が
拾
わ
れ
'
そ
の
含
意
'
性
格
が

論
じ
ら
れ
る
｡

一
例
を
示
そ
う
｡
氏
は

一
四
〇
頁
に
お
い
て

『山
陰
自
洋
朱
氏
宗

譜
』
｢嗣
古
原
禁
約
｣
を
引
-
｡

禁
ぜ
る
よ
-
後
'
竹
木
を
斬
伐
す
る
あ
る
に
遇
わ
ば
'
本
族
な

と
ら

る
と
外
姓
な
る
と
を
論
ず
る
な
-
'
人
あ
-
て
見
て
獲
う
れ
ば

とら

ち

｣よさ

(｢人
あ
-
て
獲
え
見
る
れ
ば
｣
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
)'
首
に
即
ち

i,だち

ゎた

(｢
首

即

に
｣
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
)
董
事

･
族
長
に

交

し

'
値
年

あ

の
家
に
向
か
い
て

(｢向
い
て
｣
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
)
賞
鑓

一
千

文
を
領
す
べ
し
｡
倫
み
伐
る
者
は
'
罰
し
て
戯
を
演
ぜ
し
む
る

こ
と
'

一
重
と
す

(｢戯
一
重
を
演
ぜ
し
む
｣
と
す
べ
き
だ
ろ
う
)｡

氏
以
外
の
ど
の
よ
う
な
中
国
研
究
者
が
､
こ
れ
ま
で
こ
う
い
っ
た
資

料
を
引
き
得
た
だ
ろ
う
｡
こ
こ
に
は
資
料
の
み
が
も
つ
驚
ろ
き
と
迫

力
が
あ
る
｡

こ
の

｢罰
戯
｣
に
つ
い
て
､
氏
は
前
著

『中
国
演
劇
史
』
(東
京
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大
学
出
版
曾
'

一
九
九
八
)
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
た

(二
七
七
頁
)｡

な
お
'
華
南

の
村
落
に
お
い
て

は
'
村
民
の
間
で
山
林
の
樹

木

･
竹
筒
の
乱
伐
･乱
採
や
'
貯

水
池
の汚
染
'
牛
羊
放
牧
に

よ
る
青
苗
の
踏
み
荒

ら
し
な
ど
を
禁
止
す
る
共
同
髄
規
約
が
作

ら
れ
て
い
た
が
'
こ
れ
ら
の
規
約
は
村
落
の
赦
廟
に
お
い
て
神

前
に
誓
約
す
る
形
で
締
結
さ
れ
'
そ
の
際
に
は
演
劇
が
奉
納
さ

れ
た
｡
こ
れ
を

｢約
戯
｣
と
呼
ぶ
｡
こ
の
種
の
規
約
は
'
数
年

に

一
回
へ
更
新
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
'
そ
の
際
に
も
同
じ
-
神

前
演
劇
が
奉
納
さ
れ
た
｡
ま
た
'
こ
の
規
約
の
違
反
者
に
罰
と

し
て
演
劇
の
奉
納
が
課
さ
れ
る
こ
と
が
多
-
､
こ
れ
を

｢罰

戯
｣
と
い
っ
た
｡
そ
し
て
､
江
南
の
同
族
村
落
の
場
合
､
規
約

の
封
象
と
な
る
山
林
'
貯
水
池
な
ど
が
'
墳
墓
や
水
源
地
な
ど

の
形
で
有
力
宗
族
の
所
有
や
管
理
に
蹄
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多

-
､
し
た
が
っ
て
'
こ
の
種
の
規
約
の
締
結
や
演
劇
の
上
演
も

有
力
宗
族
が
主
催
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
｡
-
-
演
劇
を
上
演

す
る
の
は
'
そ
の
強
制
力
を
同
族
だ
け
で
な
-
'
外
姓
に
及
ぼ

そ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
｡
-
-
昔
時
の
宗
族
が
国
家
の
権

力
を
利
用
す
る
立
場
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
｡

本
書
に
お
け
る
氏
の
議
論
は
概
ね
前
著
を
襲
う
と
は
い
え
､
都
合
二

三
種
も
の
資
料
を
引
い
て
右
の
論
鮎
を
ほ
ぼ
完
壁
に
立
謹
さ
れ
た
力

量
に
は
驚
嘆
せ
ざ
る
を
得
な
い
｡
更
に
氏
は
'
本
書
濁
白
の
見
解
と

し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る

(
一
五
三
頁
-

一
五
五
頁
)｡

禁
約
演
劇
は
'
宗
族
の
租
先
つ
ま
-
内
紳
に
捧
げ
た
も
の
で
は

な
-
､
外
榊
に
捧
げ
た
も
の
で
あ
る
｡
た
だ
'
宗
族
の
山
林
保

全
を
目
的
と
し
て
お
-
'
墳
山
の
租
先
に
封
す
る
祭
紀
の
要
素

も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
､
外
紳
演
劇
と
内
紳
演
劇
の
中
間
に
位

す
る
も
の
と
言
え
る
｡

こ
の
よ
う
な
中
間
的
性
格
は
'
禁
約
演
劇
の
強
制
力
の
面
に

も
現
れ
て
い
る
｡
例
え
ば
'
祉
祭
演
劇
の
場
合
は
､
郷
村
の
農

耕
に
関
わ
る
た
め
に
公
的
な
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
'
費
用
の

割
-
普
て
な
ど
に
つ
い
て
も
､
郷
民
に
強
制
す
る
こ
と
が
で
き

る
｡
こ
れ
に
射
し
'
宗
族
の
支
配
す
る
墳
山
の
保
全
規
約
の
締

結
や
違
反
者
に
封
す
る
科
罰
の
場
合
に
は
'
宗
族
は
自
族
に
封

し
て
強
制
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
'
他
姓
の
郷
民
を
強
制
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
｡
他
姓
を
強
制
し
よ
う
と
す
れ
ば
'
府
願
官
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僚
の
告
示
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
-
-
こ
の
面
で
も
､
こ

の
禁
約
演
劇
は
､
公
的
な
融
祭
演
劇
と
私
的
な
宗
両
演
劇
と
の

中
間
に
位
す
る
性
格
の
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
-
-

上
演
の
形
態
と
し
て
は
-
-
外
紳
演
劇
と
し
て
賓
現
さ
れ
て
い

る
｡
-
-
郷
民
に
と
っ
て
は
'
費
用
は
特
殊
な
財
源
か
ら
出
て

い
て
も
'

赦
祭
演
劇
で
あ
る
こ
と
に
饗
わ
-
な
-
'
祉
祭
演
劇

の
延
長
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
｡

こ
こ
に
は
'
｢宗
族
｣
と
他
姓
の
間
に
あ
る
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
が

た
-
み
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
｡
清
朝
期
江
南
の
有
力

｢宗
族
｣
は
官
界
と
結
び
付
き
'
他
姓
に
も
そ
の
強
制
力
を
浸
透
さ

せ
て
'
｢内
軸
祭
紀

(宗
廟
)｣
と

｢外
神
祭
紀

(祉
廟
)｣
の
両
者
を

と
も
に
支
配
し
っ
つ
あ
っ
た
｡
が
､
そ
れ
は
､
有
力

｢宗
族
｣
が
水

面
下
で
進
め
る
目
に
見
え
ざ
る
侵
食
で
あ
-
'
他
姓
に
野
し
て
は
あ

く
ま
で
祉
廟
祭
紀
の
1
環
と
し
て
封
癒
し
て
い
た
へ
と
い
う
の
で
あ

る
｡
社
廟
に
お
け
る

｢禁
約
演
劇
｣
は
'
有
力

｢宗
族
｣
と
他
姓
の

均
衡
を
保
つ
緩
衝
材
と
し
て
機
能
し
た
と
で
も
言
え
よ
う
か
｡
示
唆

に
富
ん
だ
賓
に
有
益
な
指
摘
で
あ
ろ
う

(な
お
､
第
四
章
の
引
用
部
分

に
校
正
ミ
ス
等
の
失
読
が
見
ら
れ
る
の
は
残
念
で
あ
る
｡
た
と
え
ば
一
四
三

書

評

頁

｢切
す
る
に
｣
は
'
｢ひ
そ
か
に
｣
と
謹
ん
で

｢以
｣
｢惟
｣
等
の
脱
字
を

想
定
す
べ
き
だ
ろ
う
L
へ
同
頁

｢但
し
｣
は

｢お
よ
そ
｣'
｢待
つ
こ
と
な
く

し
て
'
日
は
久
し
-
｣
は

｢日
の
久
し
き
を
待
つ
な
-
し
て
｣
で
あ
ろ
う
｡

かさ

ま
た
､
一
四
六
頁

｢議
し
て
申
べ
た
る
禁
約
を
立
つ
｣
は

｢立
議
し
て

申

ね

て
禁
約
す
｣'
｢今
へ
困
る
に
-
-
｣
は

｢今
'
-
-
樹
木
森
森
た
る
に
因
り

て
｣
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
こ
の
他
､
引
用
中
に
し
ぼ
い
し
ぼ
登
場
す
る

｢申
｣
の
多
-
は

｢か
さ
ね
て
｣
と
謹
む
べ
き
だ
し
､
｢佃
｣
も

｢よ
-
て
｣

で
は
な
-

｢な
お
｣
だ
と
思
わ
れ
る
)｡

ま
た
'
後
半
部
分
に
つ
い
て
も
簡
単
に
紹
介
し
て
お
く
な
ら
ば
'

こ
こ
で
も
田
仲
氏
の
見
識
と
工
夫
と
が
遺
憾
な
-
蔑
揮
さ
れ
る
｡
前

半
五
章
が
氏
の
膏
著
と
何
ら
か
の
形
で
重
複
す
る
部
分
を
も
つ
と
す

れ
ば
'
後
半
五
章
は
奮
著
に
は
な
い
全
く
新
し
い
議
論
で
あ
る
｡
そ

の
意
味
で
は
'
氏
の
力
鮎
も
こ
ち
ら
に
傾
い
て
い
る
の
か
も
し
れ
な

l
O

し

後
半
五
章
が
試
み
る
の
は
'
戯
曲
史
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
奨
換
で
あ

る
｡こ

こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
資
料
の
主
た
る
も
の
は
三
つ
｡
寓
暦
二

七
年
に
出
版
さ
れ
た
日
用
類
書

『寓
巻
星
羅
』
'
崇
頑
八
年
に
出
版
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さ
れ
た
陶
爽
齢
の

『小
柴
桑
晴
摘
録
』
'
寓
暦
二
八
年
に
出
版
さ
れ

た
選
駒
集
の

『禦
府
紅
珊
』
で
あ
る
｡
ま
た
選
駒
集
と
は
､
明
末
に

次
々
に
出
版
さ
れ
た
南
戯

･
博
奇
の
選
集
本
を
便
宜
的
に
そ
う
呼
ん

だ
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
選
酌
本
は
'
す
で
に
散
逸
し
た
戯
曲
が
掲
載

さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
て
'
戯
曲
史
の
上
で
重
要
な
の
は
言
う
ま
で
も

な
い
が
'
そ
の
版
式
に
特
徴
が
あ
っ
た
り
､
時
に
戯
曲
と
は
無
関
係

な
記
事
も
あ
っ
て
そ
れ
が
類
書
と
の
共
通
鮎
を
も
っ
た
り
､
さ
ま
ざ

ま
に
お
も
し
ろ
い
特
徴
を
も
っ
て
い
る
｡
他
分
野
か
ら
も
取
-
上
げ

ら
て
よ
い
重
要
な
出
版
物
で
あ
る
｡
し
か
る
に
選
駒
本
は
'
戯
曲
史

の
分
野
で
も
あ
ま
-
敬
-
上
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
｡
し
た
が
っ
て
'

田
仲
氏
が
選
駒
本
を
取
-
上
げ
た
こ
と
自
健
'
今
後
の
研
究
に
大
き

な
刺
激
を
輿
え
る
と
思
わ
れ
る
が
､
し
か
も
そ
の
取
-
上
げ
方
が
賓

に
示
唆
に
満
ち
て
い
る
｡

『楽
府
紅
珊
』
は
'
掲
載
す
る
散
酌
を

｢慶
書
類
｣
｢坑
儒
類
｣

｢
誕
育
類
｣
｢訓
話
類
｣
な
ど
'

一
六
の
類
に
分
類
す
る
｡
氏
は
こ

の
分
類
に
着
日
さ
れ
'
そ
れ
を
､
｢宗
族
｣
内
部
に
お
け
る
戯
曲
上

演
の
契
機
'
主
題
と
捉
え
ら
れ
た
｡
解
-
易
-
い
え
ば
'
『楽
府
紅

珊
』
は
家
庭
内
上
演
の
参
考
書
で
あ
-
'
ど
う
い
う
場
合
に
何
を
上

漬
す
る
か
の
指
針
と
し
て
分
類
が
あ
る
t
と
い
う
の
で
あ
る
｡
こ
の

よ
う
な
分
類
法
を
採
用
す
る
選
駒
本
は
'
評
者
の
知
る
限
-

『楽
府

紅
珊
』
以
外
に
な
い
の
だ
が
､
い
ず
れ
に
し
て
も
'
こ
の
時
代
の
選

駒
集
全
般
の
性
格
を
考
え
る
上
で
は
､
氏
の
提
示
さ
れ
た
観
鮎
'
試

案
は
今
後
の
研
究
の
大
き
な
指
針
と
な
る
で
あ
ろ
う
｡
選
酌
集
全
般

が
も
つ
日
用
類
書
と
の
共
通
鮎
が
'
な
に
よ
-
氏
の
説
を
裏
書
き
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

ま
た
氏
は
'
従
来
ま
っ
た
-
言
及
さ
れ
た
こ
と
の
な
い

『寓
巻
星

羅
』
と
い
う
日
用
類
書
も
取
り
上
げ
て
お
ら
れ
る

(こ
の
本
に
は
内

容
の
異
な
る
複
数
の
版
本
が
あ
る
よ
う
だ
)｡
そ
の
博
覧
に
は
ま
こ
と
に

敬
服
の
ほ
か
な
い
｡
氏
の
紹
介
に
よ
れ
ば

『寓
巻
星
羅
』
巻
三
七

｢調
唇
門
｣
は
戯
曲
の
外
題

1
七
種
を
掲
げ
'
そ
れ
ぞ
れ
に
詞
に
よ

る
寸
評
を
付
す
と
い
う
｡
氏
は
ま
ず
'
こ
の
一
七
種
を
赦
祭
演
劇
な

い
し
市
銀
演
劇
の
演
目
群
と
捉
え
ら
れ
た
｡
更
に
ま
た
､
氏
み
ず
か

ら
が
そ
れ
を

｢節
婦
類
｣
｢孝
子
類
｣
｢忠
臣
類
｣
｢功
名
類
｣
｢風
情

類
｣
｢遊
賞
類
｣
の
六
種
に
分
類
さ
れ
'
廟
曾
演
劇
が
全
般
に
ど
の

よ
う
な
主
題
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
た
か
推
測
さ
れ
た
｡
本
書
の
後

半
五
章
は
､
こ
う
し
た
作
業
を
通
じ
て
'
第
六
章
で
は
廟
曾
演
劇
の
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演
目
､
第
七
章
で
は

｢宗
族
｣
に
お
け
る
冠
婚
葬
祭
時
の
演
目
'
第

八
章
で
は

｢宗
族
｣
内
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
機
合
の
演
目
が
'
具

鰹
的
な
内
容
と
と
も
に
列
挙
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡
聾
憩

は
あ
っ
て
も
資
料
の
壁
に
は
ば
ま
れ
て
こ
れ
ま
で
何
人
も
果
し
得
な

か
っ
た
戯
曲
の
分
類
を
'
氏
は
み
ご
と
に
果
た
さ
れ
た
と
い
え
る
だ

ろ
う
｡
し
か
も
こ
の
分
類
に
は
'
前
半
の
五
章
の
力
が
あ
ず
か
っ
て

大
で
あ
る
｡

南
戯
'
侍
奇
を
論
じ
た
従
来
の
文
学
史
は
'
南
戯
の
尊
生
か
ら
蓉

展
へ
の
過
程
が
'
代
表
作
の
梗
概
や
評
債
の
紹
介
と
と
も
に
'
時
代

順
に
展
開
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
｡
青
木
正
鬼
の

『支
那
近
世

戯
曲
史
』
し
か
り
'
鑓
南
揚
の

『南
戯
概
論
』
し
か
り
で
あ
る
｡
し

か
し
な
が
ら
氏
は
､
｢讃
曲
｣
に
偏
向
し
た
そ
う
し
た
従
来
の
文
学

史
に
こ
こ
で
異
義
を
提
出
し
て
お
ら
れ
る
｡
演
劇
は
'
｢文
学
｣
で

あ
る
以
前
に
祭
紀
の
一
部
で
あ
り
社
交
の
媒
介
で
あ
っ
た
｡
共
同
髄

の
結
束
と
そ
の
構
成
原
理
を
確
認
す
る
紐
帯
の
一
つ
で
も
あ
っ
た
の

だ
｡
し
た
が
っ
て
氏
は
､
本
書
に
お
い
て
演
劇
を
'
人
と
人
と
の
関

係
を
結
ぶ
要
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
｡
前
半
部
に
あ
っ
て
は
､
演
劇
上

演
の
契
機
を
軸
に
､
演
劇
を
必
要
と
す
る
共
同
鰹
が
そ
も
そ
も
い
か

書

評

な
る
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
か
'
構
造
の
愛
化
や
再
編
の
過
程
も
あ

わ
せ
て
論
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡
緯
-
後
半
は
'
や
は
-
演
劇
上
演

の
契
機
を
軸
に
､
作
品
そ
の
も
の
が
分
類
'
整
理
さ
れ
る
｡
こ
こ
で

重
要
な
の
は
'
誰
が
い
つ
ど
ん
な
戯
曲
を
書
い
た
か
で
は
な
い
'
ど

ん
な
場
で
何
を
目
的
に
し
て
戯
曲
が
用
い
ら
れ
た
か
で
あ
る
｡
本
書

は
卓
越
し
た
戯
曲
史
で
あ
る
｡
我
々
が
知
る
文
学
史
と
は
い
さ
さ
か

様
相
を
異
に
す
る
が
'
ど
の
よ
う
な
叙
述
が
最
も
端
的
に
戯
曲
史
の

賓
態
を
俸
え
得
る
か
に
つ
い
て
考
え
ぬ
か
れ
た
､
創
意
に
満
ち
た
文

学
史
と
い
え
る
だ
ろ
う
｡

こ
の
よ
う
に
し
て
'
我
々
は
本
書
に
導
か
れ
て
戯
曲
史
や
融
合
史

の
あ
る
頂
き
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
の
位
置
か
ら
も
う

一
度
下

を
振
-
返
っ
て
'
裾
野
に
ど
の
よ
う
な
景
観
が
贋
が
っ
て
い
る
か
を

確
認
し
'
更
な
る

一
歩
を
踏
み
出
す
の
は
'
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
者
に

課
せ
ら
れ
た
責
務
で
あ
ろ
う
｡
日
用
類
書
や
選
駒
集
は
今
後
に
残
さ

れ
た
重
要
な
研
究
封
象
だ
か
ら
'
そ
ち
ら
に
向
う
の
も
よ
い
｡
政
治

史
と
の
関
連
を
さ
ぐ
つ
て
'
戯
曲
史
を
よ
り
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
も
の

に
襲
え
る
の
も
よ
い
｡
法
制
史
料
や
経
済
史
料
'
文
物
'
美
術
と
の

関
連
を
さ
ぐ
つ
て
'
融
合
史
と
し
て
の
l
面
を
よ
り
充
害
さ
せ
る
の
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も
よ
い
し
､

小
説
や
語
-
物
'

俗
曲
と
の
関
連
を
さ
ぐ
つ
て
'
民
俗

と
の
関
連
を
よ
-
充
害
さ
せ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
｡
本
書
は
､
様
々
な

道
へ
向
う
覆
想
力
を
輿
え
て
-
れ
る
｡
わ
れ
わ
れ
謹
者
は
'
そ
れ
ぞ

れ
に
必
要
な
も
の
を
盗
め
ば
よ
い
｡

そ
し
て
'
私
が
本
書
を
謹
ん
で
得
た
最
も
大
き
な
野
心
の
1
つ
は
'

戯
曲
の
テ
キ
ス
ト
そ
の
も
の
の
中
に
も
う

一
度
深
-
分
け
入
っ
て
み

た
い
と
い
う
も
の
だ
っ
た
｡
氏
の
眺
望
を
保
っ
た
ま
ま
､
明
清
戯
曲

の
テ
キ
ス
ト
を
洗
い
直
し
て
み
る
の
で
あ
る
｡

氏
も
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
､
｢明
清
博
奇
は
長
編
の
割
に
筋
も
人

物
も

｢忠
孝
節
義
｣
の
封
建
道
徳
に
副

っ
て
造
形
さ
れ
'
甚
だ
し
-

類
型
化
し
て
い
て
'
蛮
術
的
債
値
に
乏
し
-

｢面
白
-
な
い
｣
と
言

う
の
が

一
般
の
印
象
で
あ
り
､
許
債
で
あ
る
｣
｡
｢面
白
-
な
い
｣
の

は
内
容
が
類
型
的
だ
か
ら
だ
け
で
な
-
'
そ
の
文
健
に
も
よ
る
｡
明

清
俸
奇
の
多
-
は

｢素
朴
な
文
言
｣
に
基
調
を
置
き
'
屈
折
に
と
ほ

し
-
'
禦
化
が
少
な
い
｡
あ
る
言
い
方
を
す
れ
ば
'
文
髄
と
し
て
は

な
は
だ

｢知
的
｣
で
な
い
の
だ
｡
だ
が
'
こ
う
し
た
文
健
の
特
徴
は
'

一
面
で
､
南
戯

･
博
奇
が
元
雑
劇
以
上
に

｢庶
民
的
｣
な
演
劇
だ
っ

た
こ
と
を
物
語
る
｡
南
戯

･
俸
奇
は
'
全
般
的
に
見
れ
ば
非
常
に
大

衆
的
な
文
学
で
あ
る
｡
類
型
的
で
お
も
し
ろ
-
な
い
と
感
じ
る
の
も
'

要
は

｢知
的
｣
な
元
難
劇
と
同
じ
尺
度
で
見
よ
う
と
す
る
か
ら
に
他

な
ら
な
い
｡
こ
の
文
学
に
封
す
る
従
来
の
捉
え
方
は
､
こ
の
期
で
も

改
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

南
戯

･
倦
奇
に
は
'
そ
の
文
髄
も
含
め
'
元
難
劇
と
は
異
な
っ
た

人
間
観
'
人
生
観
'
債
値
観
が
あ
る
｡
田
仲

一
成
氏
の
成
果
を
も
と

に
'
そ
の
テ
キ
ス
ー
を
詳
細
に
検
討
す
る
な
ら
ば
､
わ
れ
わ
れ
は
明

活
融
合
の
諸
盾
ば
か
-
で
な
-
'
ま
た
別
の

｢文
学
｣
を
尊
兄
す
る

に
違
い
な
い
｡
氏
の
最
近
作
は
そ
の
こ
と
を
我
々
に
暗
示
し
て
-
れ

る
｡明

清
の
戯
曲
は
中
囲
撃
に
残
さ
れ
た
贋
大
な
沃
野
の
一
つ
で
あ
る
｡

本
書
に
導
か
れ
て
'
多
-
の
人
が
そ
の
沃
野
に
踏
み
入
る
こ
と
を
願

っ
て
や
ま
な
い
｡

(大
阪
大
学

高
橋

文
治
)
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