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中
日
古
典
劇
の
比
較

　
中
国
の
古
典
劇
で
あ
る
京
劇
は
、
一
般
的
に
は
日
本
の
古
典
劇
で
あ
る
歌
舞

伎
と
並
べ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
最
近
の
研
究
に
よ
る
と
、
中
日
と
も
に
研
究

者
の
問
で
は
、
対
比
す
る
の
な
ら
京
劇
は
日
本
の
能
楽
と
す
る
方
が
、
音
楽

劇
・
歌
舞
劇
と
し
て
の
共
通
性
が
は
っ
き
り
し
て
よ
い
と
考
え
ら
れ
始
め
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。
私
も
そ
の
考
え
方
を
支
持
す
る
が
、
舞
台
の
女
性
役
を
男
性

が
演
じ
る
場
合
に
限
定
す
る
と
、
仮
面
劇
の
能
楽
よ
り
も
、
歌
舞
伎
と
京
劇
を

直
接
対
比
し
た
方
が
考
え
や
す
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
歌
舞
伎
と
京

劇
の
女
方
の
比
較
演
劇
学
的
考
察
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
現
代
の
京
劇
と
現
代
の
歌
舞
伎
と
を
直
接
比
較
し
て
、
そ
の
差
異
や
共
通
点

を
問
題
に
し
て
も
実
の
と
こ
ろ
あ
ま
り
意
味
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
に
何
百
年
の

歴
史
が
あ
っ
て
、
独
自
の
展
開
過
程
を
も
っ
て
お
り
、
か
つ
相
互
の
交
流
に
つ
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い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
た
こ
と
が
な
い
。
能
楽
と
中
国
古
典
劇
の
関
係

は
、
影
響
問
題
を
含
め
て
、
す
で
に
多
く
の
研
究
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
が
、
歌

舞
伎
の
方
は
そ
れ
が
鎖
国
の
時
代
の
産
物
で
も
あ
り
、
京
劇
の
歴
史
が
二
百
年

と
、
歌
舞
伎
よ
り
も
短
い
と
い
う
歴
史
的
な
事
実
が
あ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
影

響
関
係
は
余
り
無
い
の
だ
と
、
一
般
的
に
は
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
京
劇
は
た
し
か
に
北
京
で
始
め
ら
れ
て
か
ら
は
二
百
年
の
歴
史
で
あ
る
が
、

中
国
古
典
劇
全
体
で
は
、
例
え
ば
昆
曲
の
五
百
年
を
初
め
と
し
て
、
漢
劇
の
三

百
年
な
ど
、
そ
の
他
の
地
方
古
典
劇
は
そ
れ
ら
に
続
く
長
い
歴
史
を
も
っ
て
お

り
、
一
方
、
絵
画
・
文
献
や
遺
物
・
遺
跡
な
ど
が
一
千
年
を
越
え
る
古
典
劇
の

歴
史
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
か
ら
日
本
が
受
け
た
影
響
関
係
に
っ
い
て

は
、
調
べ
直
す
時
期
に
来
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
隈
取
の
成
立
な
ど

に
つ
い
て
も
、
無
造
作
に
関
係
有
り
と
か
、
関
係
無
し
と
か
言
わ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
ら
を
含
め
て
調
べ
直
す
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三



　
　
　
　
中
国
の
女
方
の
現
状

　
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
演
劇
史
の
流
れ
の
中
で
の
展
開
の
様
相
を
押
さ
え
な
が
ら
、

比
較
演
劇
学
的
研
究
が
進
め
ら
れ
る
時
が
来
て
い
る
。

　
こ
こ
で
は
、
女
方
の
場
合
に
限
っ
て
考
え
て
み
た
い
。
日
本
の
歌
舞
伎
の
女

方
の
も
っ
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
比
較
す
る
と
き
の
日
本
独
自
の
背
景
の

問
題
に
っ
い
て
な
ど
は
、
特
に
は
論
じ
な
い
で
、
中
国
の
女
方
（
中
国
語
で
は

「
旦
角
」
が
こ
れ
に
相
当
す
る
）
の
問
題
を
論
じ
て
、
行
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
一
九
九
三
年
八
月
か
ら
九
四
年
八
月
ま
で
の
一
年
問
、
在
外
研
究
を
許
さ
れ

て
、
主
と
し
て
北
京
に
滞
在
し
て
、
中
国
演
劇
の
世
界
を
存
分
に
楽
し
ん
だ
が
、

中
国
戯
曲
学
院
に
宿
を
借
り
て
、
そ
こ
の
学
生
達
と
交
流
し
て
い
る
と
、
彼
ら

が
中
国
古
典
劇
の
危
機
を
真
剣
に
憂
え
て
い
る
の
に
出
会
い
、
か
つ
て
歌
舞
伎

の
危
機
を
憂
え
て
い
た
自
分
と
重
ね
な
が
ら
、
他
人
事
で
は
な
い
と
い
う
思
い

を
強
く
抱
い
た
体
験
が
、
私
に
手
探
り
な
が
ら
も
、
中
国
古
典
劇
の
危
機
の
問

題
を
考
え
る
契
機
に
な
っ
た
。
中
国
戯
曲
学
院
の
劇
作
コ
ー
ス
の
学
生
達
に
講

義
し
た
「
中
日
古
典
劇
の
危
機
」
（
全
体
の
講
義
内
容
は
、
後
に
李
均
洋
の
翻

訳
で
、
一
九
九
四
年
五
月
刊
行
の
雑
誌
『
当
代
戯
劇
』
季
刊
二
号
に
発
表
し

た
）
の
中
か
ら
、
女
方
の
問
題
を
論
じ
た
部
分
に
限
っ
て
、
こ
こ
で
は
詳
述
す

る
こ
と
に
し
た
い
。

二
　
女
方
と
旦
角

「
女
方
」
は
、

「
女
形
」
と
も
書
く
が
、
演
劇
史
的
に
は
、

女
歌
舞
伎
・
若
衆
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歌
舞
伎
・
野
郎
歌
舞
伎
と
変
え
ら
れ
て
行
く
中
で
、
舞
台
で
の
女
性
受
を
演
じ

る
役
者
に
っ
け
ら
れ
た
役
柄
の
名
称
で
あ
る
。
男
性
で
女
性
役
を
演
じ
る
役
者

の
名
称
と
し
て
固
定
し
た
も
の
で
、
女
性
だ
け
で
上
演
し
て
い
る
の
宝
塚
歌
劇

の
「
男
役
」
や
「
娘
役
」
の
名
称
な
ど
と
比
較
し
て
み
る
と
、
歴
史
的
に
既
に

固
定
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。

　
中
国
の
古
典
劇
で
は
、
日
本
の
「
女
方
」
に
相
当
す
る
の
は
「
旦
角
」
の
語

句
で
あ
る
。
舞
台
に
登
場
す
る
女
性
役
の
全
体
を
指
す
も
の
で
、
そ
れ
が
細
分

化
さ
れ
た
「
花
旦
」
・
「
青
衣
」
・
「
閨
門
旦
」
・
「
武
旦
」
・
「
刀
馬
旦
」
・
「
老

旦
」
・
「
彩
旦
」
な
ど
の
総
称
で
あ
る
。
現
在
で
は
、
女
優
が
女
性
役
を
演
じ
る

こ
と
で
一
般
化
し
て
い
る
の
で
、
男
性
が
こ
の
「
旦
角
」
を
演
じ
る
と
き
に
は
、

わ
ざ
わ
ざ
区
別
し
て
「
男
旦
」
と
い
う
名
称
を
使
用
し
て
い
る
。

　
も
と
も
と
は
、
歌
舞
伎
と
同
じ
で
、
京
劇
の
舞
台
に
は
男
性
し
か
登
場
し
な

か
っ
た
か
ら
、
特
に
「
男
旦
」
と
い
う
単
語
は
、
そ
の
当
時
は
使
用
す
る
必
要

は
無
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
中
華
人
民
共
和
国
の
建
国
以
後
は
女
性
の
舞
台

登
用
を
積
極
的
に
進
め
、
「
男
旦
」
の
廃
止
の
方
向
を
、
国
家
の
文
化
改
革
・

演
劇
改
良
の
方
針
と
し
て
決
定
し
て
い
た
の
で
、
「
男
旦
」
の
廃
止
な
ど
の
古

典
劇
の
改
革
が
外
部
的
な
力
に
よ
っ
て
強
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
中
国
で
は
解
放
以
前
か
ら
、
女
性
の
京
劇
の
舞
台
進
出
は
少
し
は
あ
っ
た
ら

し
い
し
、
上
海
付
近
の
地
方
古
典
劇
『
越
劇
』
の
よ
う
に
女
性
だ
け
で
上
演
す

る
古
典
劇
が
か
な
り
の
歴
史
を
も
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
が
、
舞
台
上
の
女
性
役



を
男
性
が
演
じ
る
の
は
古
い
歴
史
を
も
っ
事
実
と
し
て
、
解
放
ま
で
は
主
流
と

し
て
続
い
て
来
て
い
た
。

　
特
に
八
十
年
程
前
に
「
梅
蘭
芳
」
と
い
う
女
方
の
名
優
が
登
場
し
て
、
京
劇

の
歴
史
を
大
き
く
変
え
た
。
一
九
九
四
年
か
ら
彼
の
生
誕
百
年
の
記
念
行
事
が

数
多
く
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
。
彼
の
登
場
す
る
ま
で
は
、
老
生
．
老
旦
（
壮
年
．

老
年
の
男
女
役
）
の
歌
唱
を
中
心
と
し
た
長
い
京
劇
の
歴
史
が
あ
っ
た
が
、
彼

の
登
場
に
よ
つ
て
舞
台
で
は
脇
役
が
多
か
っ
た
女
性
役
の
花
旦
・
青
衣
が
中
心

に
活
躍
す
る
芝
居
に
大
半
が
書
き
換
え
ら
れ
た
ら
し
い
。
こ
の
近
代
に
お
け
る

京
劇
の
大
き
な
変
化
を
考
え
る
と
、
「
男
旦
」
の
評
価
や
継
続
性
の
問
題
に
関

し
て
は
、
も
つ
と
慎
重
に
扱
う
必
要
が
あ
っ
た
。

　
二
・
三
十
年
ほ
ど
前
は
、
梅
蘭
芳
と
そ
の
子
息
・
梅
裸
玖
の
他
に
は
「
男

旦
」
は
い
な
い
と
言
う
ふ
う
に
日
本
に
は
伝
わ
っ
て
い
た
。
そ
の
政
策
の
た
め

に
「
男
旦
」
は
中
国
の
古
典
劇
か
ら
は
滅
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、

私
な
ど
も
単
純
に
考
え
て
い
た
と
き
が
あ
っ
た
。

　
社
会
主
義
国
家
の
方
針
だ
か
ら
、
京
劇
か
「
男
旦
」
の
伝
統
も
国
策
に
合
わ

な
い
と
い
う
理
由
で
消
さ
れ
た
の
は
事
実
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
、

京
劇
の
伝
統
の
柱
に
な
る
中
心
の
演
技
継
承
の
問
題
を
担
う
「
男
旦
」
が
、
そ

ん
な
に
簡
単
に
外
側
か
ら
の
力
だ
け
で
消
滅
す
る
は
ず
が
無
い
。
伝
統
的
な
芸

術
の
継
承
の
問
題
を
考
え
る
と
、
一
千
年
も
前
か
ら
続
い
て
い
る
男
性
に
よ
る

女
性
役
の
演
技
術
が
、
「
男
旦
」
無
し
で
果
た
し
て
可
能
な
の
か
と
い
う
問
題
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が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
当
然
、
「
男
旦
」
は
引
き
続
い
て
存
在
し
て
い
た
の

で
あ
る
。

　
断
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「
老
旦
」
の
役
者
が
演
ず
る
は
ず
の
老

婦
人
役
や
「
彩
旦
」
の
演
じ
る
道
化
の
要
素
の
あ
る
若
・
中
年
の
女
性
役
を
、

男
性
の
「
丑
角
（
道
化
役
）
」
が
演
じ
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
日

本
の
歌
舞
伎
や
現
代
喜
劇
の
世
界
で
も
、
道
化
役
の
中
老
年
の
婦
人
に
は
同
じ

こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
は
、
日
本
で
も
彼
ら
の
こ
と
を
「
女

方
」
と
は
言
わ
な
い
よ
う
に
、
こ
れ
ら
を
演
じ
る
俳
優
た
ち
を
中
国
で
も
「
男

旦
」
と
は
言
わ
な
い
。
こ
の
種
の
役
柄
は
、
む
し
ろ
「
男
旦
」
専
門
の
俳
優
は

演
じ
な
い
の
が
通
例
で
あ
る
。
こ
の
領
域
の
問
題
に
っ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
触

れ
な
い
こ
と
に
す
る
。

三
　
温
如
華
・
中
国
最
後
の
女
方

　
一
九
八
七
年
六
月
、
私
は
北
京
で
、
当
時
一
番
若
い
世
代
の
「
男
旦
」
の
温

如
華
に
出
会
っ
た
。
小
生
の
名
優
・
劉
雪
涛
と
偶
然
に
知
り
合
っ
た
私
は
、
彼

に
「
誰
か
京
劇
の
俳
優
で
会
い
た
い
人
が
い
る
か
」
と
聞
か
れ
た
時
に
、
す
ぐ

に
京
劇
の
「
女
方
」
が
い
る
の
な
ら
、
そ
の
方
に
会
い
た
い
と
答
え
た
。
当
時

の
知
識
で
は
実
際
に
い
る
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
実
情
を
知

り
た
い
と
い
う
思
い
で
希
望
を
申
し
出
た
。

　
彼
は
翌
日
、
自
分
の
弟
子
の
一
人
だ
と
い
っ
て
、
温
如
華
を
引
き
合
わ
せ
て
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く
れ
た
。
一
目
で
女
方
だ
と
判
る
雰
囲
気
の
三
十
代
後
半
の
俳
優
で
あ
っ
た
。

温
如
華
は
小
生
の
若
い
男
性
役
を
兼
ね
て
い
た
の
で
、
劉
雪
涛
の
小
生
役
の
弟

子
（
芸
術
上
の
養
子
だ
と
も
称
し
て
い
た
）
で
で
も
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
有

名
な
男
旦
の
俳
優
・
張
硯
秋
の
弟
子
で
で
も
あ
り
、
希
少
価
値
の
旦
角
役
の
俳

優
で
あ
っ
た
。

　
彼
は
「
男
旦
」
廃
止
の
理
由
に
、
女
性
に
扮
す
る
よ
う
な
「
軟
弱
な
男
性
」

を
排
斥
す
る
政
治
的
・
社
会
的
な
風
潮
が
あ
り
、
日
常
の
生
活
二
一
一
日
動
は
意
識

的
に
男
性
的
で
あ
る
よ
う
に
努
め
て
い
る
と
語
っ
た
。
彼
が
旦
角
を
自
分
の
役

柄
と
し
て
少
年
時
代
に
選
ん
だ
時
に
は
、
既
に
白
い
目
で
見
ら
れ
る
風
潮
が
出

始
め
て
い
る
と
き
で
、
ご
く
少
数
の
同
じ
役
柄
を
希
望
し
た
仲
問
と
大
変
苦
労

し
た
と
も
言
っ
た
。
第
三
者
の
莚
言
に
よ
れ
ば
、
も
と
も
と
は
温
如
華
も
小
生

の
学
習
し
か
戯
曲
学
校
の
時
代
に
は
許
さ
れ
ず
、
後
に
彼
一
人
が
旦
角
を
希
望

し
て
、
個
人
的
に
学
習
を
始
め
、
そ
の
存
在
が
例
外
的
に
許
容
さ
れ
て
来
た
ら

し
い
こ
と
が
判
っ
た
。

　
一
九
八
七
年
の
当
時
に
は
、
彼
以
外
の
「
男
旦
」
は
存
在
し
て
い
て
も
、
も

う
舞
台
に
活
躍
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
よ
う
な
状
況
で
、
他
の
役
柄
（
若
い

男
役
の
小
生
・
老
人
役
の
老
生
）
に
転
向
し
た
り
、
転
・
廃
業
し
た
り
し
て
い

た
ら
し
い
。
彼
だ
け
が
残
り
得
た
詳
し
い
理
由
に
っ
い
て
は
よ
く
判
ら
な
い
の

だ
が
、
彼
は
上
演
の
回
数
は
少
な
い
が
、
小
生
の
役
や
「
男
旦
」
の
青
衣
役
で

舞
台
に
立
つ
機
会
が
あ
り
、
北
京
京
劇
団
第
一
団
に
所
属
し
て
俳
優
生
活
を
続

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六

け
て
い
た
訳
で
あ
っ
た
。
現
在
は
、
民
問
企
業
が
ス
ポ
ン
サ
ー
に
な
っ
た
新
し

い
北
京
丹
儂
京
劇
団
に
所
属
し
て
い
て
、
外
国
（
台
湾
・
香
港
）
・
国
内
の
地

方
の
公
演
や
映
画
ニ
ァ
レ
ビ
の
出
演
（
青
年
役
が
多
い
）
の
仕
事
を
し
て
い
る
。

　
彼
の
師
匠
に
あ
た
る
有
名
な
「
男
旦
」
の
俳
優
・
張
君
秋
も
、
梅
蘭
芳
の
次

の
世
代
の
名
優
だ
が
、
老
齢
化
の
た
め
に
記
念
公
演
以
外
は
上
演
は
無
く
な
っ

て
は
い
る
が
、
そ
れ
で
も
何
年
か
に
数
度
は
舞
台
に
立
っ
こ
と
は
あ
っ
た
ら
し

い
。

　
一
九
八
九
年
に
、
日
本
で
「
劇
団
四
季
」
の
新
劇
「
Ｍ
・
バ
タ
フ
ラ
イ
」
が

上
演
さ
れ
、
映
画
「
エ
ム
・
バ
タ
フ
ラ
イ
」
や
そ
の
翻
訳
小
説
「
Ｍ
・
バ
タ
フ

ラ
イ
」
な
ど
も
続
い
て
日
本
に
紹
介
さ
れ
た
。
こ
の
芝
居
や
小
説
の
モ
デ
ル
に

な
っ
た
京
劇
の
「
男
旦
」
は
、
事
件
当
時
四
十
代
の
俳
優
で
、
温
如
華
の
仲
間

で
も
あ
り
、
彼
は
こ
の
人
物
を
よ
く
知
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ

は
一
九
八
六
年
、
ス
パ
イ
容
疑
で
フ
ラ
ン
ス
の
外
交
官
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
ブ
ル
シ

コ
と
中
国
の
京
劇
俳
優
シ
ー
・
ペ
イ
・
プ
（
時
侃
撲
）
の
二
人
が
フ
ラ
ン
ス
法

廷
で
裁
判
を
受
け
、
そ
れ
ぞ
れ
に
六
年
の
有
罪
判
決
を
受
け
た
事
件
で
あ
る
。

ブ
ル
シ
コ
は
シ
ー
を
女
性
だ
と
信
じ
て
い
た
が
、
裁
判
で
初
め
て
男
性
で
あ
る

こ
と
を
知
っ
た
と
い
う
。
一
九
六
四
年
に
北
京
で
当
時
十
九
歳
の
シ
ー
に
出
会

い
、
始
め
は
少
年
の
姿
を
し
て
い
る
が
、
本
当
は
女
性
で
あ
る
と
い
う
彼
の
説

明
と
美
し
い
舞
台
姿
に
願
さ
れ
て
、
女
性
だ
と
信
じ
て
い
た
ら
し
い
。

　
し
か
し
、
中
国
で
し
ら
べ
た
と
こ
ろ
、
実
在
の
人
物
で
あ
る
彼
を
知
っ
て
い



る
人
は
た
く
さ
ん
い
た
。
容
姿
は
端
麗
で
、
美
男
子
だ
が
、
女
性
的
と
言
う
程

で
は
な
く
、
日
常
生
活
ま
で
女
性
化
し
て
い
た
と
証
言
す
る
人
は
い
な
い
。
彼

は
北
京
青
年
京
劇
団
に
所
属
し
て
い
た
秘
書
の
よ
う
な
職
員
で
、
俳
優
で
は
な

く
、
わ
ず
か
に
小
生
の
役
を
し
た
こ
と
は
あ
る
が
、
楊
貴
妃
の
役
な
ど
の
旦
角

を
演
じ
た
こ
と
は
一
度
も
な
く
、
舞
台
で
も
ま
た
、
実
生
活
で
も
女
性
の
服
装

を
し
た
こ
と
は
な
い
は
ず
だ
と
い
う
。
解
放
後
か
ら
文
革
に
か
け
て
、
杜
会
的

に
も
そ
う
し
た
状
態
や
行
為
は
許
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
よ
う
に
彼
は
突
出
し

た
俳
優
で
も
な
か
っ
た
ら
し
い
の
で
、
中
国
で
は
今
で
も
彼
の
ス
パ
イ
容
疑
は

信
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
文
革
中
に
外
国
に
出
国
、
外
国
（
国
名
は
不

明
）
の
女
性
と
結
婚
し
、
頭
髪
と
目
の
色
の
違
う
赤
子
を
連
れ
て
帰
国
し
た
と

い
う
事
実
は
あ
っ
た
ら
し
い
。
現
在
の
所
在
は
、
中
国
に
は
帰
国
し
て
い
な
い

ら
し
く
、
知
っ
て
い
る
人
は
い
な
い
。

　
こ
の
事
件
に
対
し
て
、
Ｏ
≧
く
５
＝
■
Ｚ
カ
ｋ
＝
ミ
＞
Ｚ
○
が
歌
劇
『
マ
ダ

ム
・
バ
タ
フ
ラ
イ
』
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
て
戯
曲
化
し
た
の
が
『
Ｍ
・
バ
タ
フ

ラ
イ
』
で
、
一
九
八
八
・
八
九
年
に
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
な
ど
で
上
演
さ
れ
、

評
判
に
な
り
、
劇
団
四
季
の
日
本
公
演
に
な
っ
た
。
こ
れ
を
一
）
≧
＜
冒

○
刃
○
Ｚ
■
Ｚ
巾
向
カ
○
が
一
九
九
三
年
に
ア
メ
リ
カ
で
映
画
化
し
た
。
そ
れ
が
日

本
に
も
紹
介
さ
れ
た
訳
で
あ
る
。
「
男
旦
」
の
現
実
か
ら
は
少
し
離
れ
た
脚
色

が
あ
る
の
で
、
「
男
旦
」
の
存
在
だ
け
を
問
題
に
し
て
お
く
。

　
現
在
で
も
、
「
男
旦
」
の
俳
優
だ
っ
た
老
俳
優
は
か
な
り
存
在
し
て
い
る
が
、

　
　
　
　
　
中
国
の
女
方
の
現
状

著
名
な
俳
優
で
も
舞
台
で
の
活
躍
は
、
特
別
の
節
目
の
公
演
以
外
に
は
な
い
ら

し
い
。
戯
曲
学
校
の
教
員
に
は
男
旦
の
技
術
を
伝
え
る
た
め
に
か
な
り
の
男
旦

が
残
っ
て
い
る
こ
と
も
判
明
し
た
。

　
あ
ま
り
紹
介
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
の
で
、
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
さ
ら
に
若

い
娘
役
の
花
旦
で
、
中
国
で
は
大
変
に
有
名
な
「
男
旦
」
の
俳
優
・
宋
長
栄

（
五
十
代
）
が
地
方
の
京
劇
団
に
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
舞
台
の
市
販
ビ
デ
オ

を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
大
変
に
可
憐
な
侍
女
役
の
「
紅
娘
」
が
持
ち
役
と
し

て
有
名
で
、
舞
台
の
終
了
後
に
彼
の
舞
台
姿
に
憧
れ
た
若
者
達
が
、
そ
の
「
紅

娘
」
の
女
優
の
出
現
を
待
ち
受
け
て
い
た
が
、
劇
場
か
ら
帰
る
彼
に
は
誰
一
人

気
づ
か
ず
に
、
出
て
来
な
い
「
紅
娘
」
役
の
女
優
を
い
つ
ま
で
も
待
ち
続
け
て

い
た
と
い
う
挿
話
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
小
柄
な
姿
態
と
初
々
し
い
演
技
と
高

い
可
愛
い
声
の
歌
唱
と
で
、
現
在
で
も
テ
レ
ビ
な
ど
に
出
演
し
て
お
り
、
ど
う

し
て
日
本
に
紹
介
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
不
思
議
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
「
男
旦
」
は
中
国
の
現
在
の
京
劇
に
存
在
し
な
い
の
で
は
な

く
、
た
だ
、
私
た
ち
の
側
に
情
報
が
不
足
し
て
い
た
だ
け
の
事
で
あ
っ
た
。

四
　
男
旦
の
養
成

た
だ
し
、
温
如
華
以
後
に
は
「
男
旦
」
は
養
成
さ
れ
て
い
な
い
の
は
事
実
で

あ
る
。

　
彼
が
最
後
の
「
男
旦
」
で
あ
る

こ
と
は
、
昨
年
の
七
月
に
放
映
さ
れ
た
「
男

　
　
　
　
　
　
四
七



　
　
　
　
　
中
国
の
女
方
の
現
状

旦
問
題
」
の
特
集
の
中
央
電
視
台
の
番
組
で
、
梅
蘭
芳
以
後
の
男
旦
の
数
十
名

の
登
場
俳
優
名
を
列
記
し
た
タ
イ
ト
ル
の
一
番
最
後
に
温
如
華
の
名
前
が
書
か

れ
て
い
た
事
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　
国
家
政
府
の
方
針
を
受
け
て
、
中
国
各
地
の
戯
曲
学
校
や
中
国
戯
曲
学
院
な

ど
の
後
継
者
の
養
成
コ
ー
ス
で
は
、
「
旦
角
」
の
俳
優
養
成
は
女
性
に
限
ら
れ

て
お
り
、
実
際
に
は
若
者
や
少
年
の
中
に
は
「
男
旦
」
の
希
望
者
も
無
く
、
か

っ
養
成
側
も
意
識
的
に
そ
れ
を
希
望
す
る
学
生
・
生
徒
は
採
用
し
な
い
の
が
方

針
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
私
の
住
ん
で
い
た
中
国
戯
曲
学
院
に
は
、
多
く
の
俳
優
が
教
師
と
し
て
勤
務

し
て
お
り
、
自
分
の
得
意
の
演
目
を
二
・
三
人
の
学
生
に
対
人
方
式
で
教
え
て

い
た
。
そ
の
中
に
は
数
人
の
「
旦
角
」
専
門
の
男
性
教
師
が
い
た
。
全
部
が
六

十
代
以
上
の
男
性
俳
優
・
教
師
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
学
ぶ
生
徒
は
女
性
に
限

ら
れ
て
い
た
。
武
術
を
専
門
に
す
る
「
武
旦
・
刀
馬
旦
」
の
男
性
教
師
が
、
女

性
の
教
師
に
交
じ
っ
て
教
鞭
を
取
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
地
方
劇
団
（
地
方
の

京
劇
・
そ
の
他
の
地
方
古
典
劇
の
両
方
）
に
所
属
し
て
い
る
若
い
俳
優
た
ち
が
、

北
京
の
京
劇
の
技
術
を
習
得
し
よ
う
と
、
北
京
に
あ
る
中
国
唯
一
の
国
立
の
演

劇
専
門
大
学
で
あ
る
「
中
国
戯
曲
学
院
」
に
や
っ
て
く
る
。
彼
ら
は
女
性
の
若

い
教
師
に
学
ぶ
よ
り
は
、
彼
女
の
先
生
で
あ
っ
た
「
男
旦
」
だ
っ
た
老
教
師
に

学
ぽ
う
と
す
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
教
師
の
方
は
高
齢
化
し
て
い
る
た
め

に
、
機
敏
な
行
動
を
要
求
さ
れ
る
武
術
の
具
体
的
な
技
術
を
教
え
る
と
き
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八

弟
子
で
あ
る
若
手
の
女
性
教
師
の
力
を
借
り
な
い
と
で
き
な
い
よ
う
に
な
り
つ

つ
あ
る
。

　
男
性
が
創
造
し
て
来
た
技
術
（
男
旦
に
よ
る
発
声
・
演
技
）
を
一
度
女
性
を

通
過
し
て
伝
え
る
こ
と
に
は
、
や
は
り
問
題
が
残
っ
て
い
る
よ
う
で
、
何
が
と

か
、
ど
こ
が
と
い
う
こ
と
を
私
に
は
明
確
に
出
来
な
い
が
、
「
男
旦
」
の
技
術

は
「
男
旦
」
に
よ
っ
て
伝
え
る
こ
と
を
必
要
と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
部
分
が

あ
り
そ
う
で
あ
る
。

　
「
男
旦
」
の
武
術
の
得
意
な
俳
優
の
演
技
を
、
『
武
松
打
店
』
な
ど
の
ビ
デ
オ

で
見
る
と
よ
く
区
別
が
分
か
る
の
で
あ
る
が
、
女
性
が
「
武
旦
」
で
演
じ
て
い

る
の
と
比
べ
る
と
、
激
し
さ
の
点
で
数
段
の
違
い
が
見
ら
れ
る
。
設
定
と
し
て

女
性
が
男
性
よ
り
も
強
い
と
い
う
演
目
は
、
「
武
旦
」
な
ど
の
武
術
の
演
目
に

多
い
が
、
実
際
に
は
ど
う
し
て
も
芝
居
の
展
開
上
負
け
て
い
る
こ
と
が
歴
然
と

し
て
い
る
場
合
が
多
い
。
体
格
や
体
力
や
武
術
に
明
確
な
段
差
が
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
女
性
が
強
い
の
は
、
芝
居
の
性
格
に
よ
っ
て
は
許
容
さ
れ
る
が
、

「
武
松
」
の
よ
う
な
『
水
瀞
伝
』
の
英
雄
の
場
合
に
は
、
彼
と
対
等
に
戦
え
る

相
手
の
女
性
と
い
う
設
定
の
場
面
に
な
る
の
だ
か
ら
、
普
通
の
女
優
の
「
武

旦
」
で
は
、
そ
の
激
し
さ
が
十
分
に
は
表
現
で
き
な
い
こ
と
が
多
い
が
、
「
男

旦
」
の
「
武
旦
」
の
場
合
に
は
そ
れ
が
可
能
で
、
す
ご
い
迫
力
の
舞
台
を
演
じ

る
こ
と
が
あ
り
う
る
よ
う
で
、
「
男
旦
」
だ
か
ら
作
る
こ
と
の
出
来
た
も
の

（
演
目
・
演
技
）
が
明
ら
か
に
存
在
す
る
こ
と
が
分
か
る
。
も
ち
ろ
ん
、
女
性



の
武
旦
の
技
術
が
男
性
に
比
べ
て
劣
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
可

憐
・
優
美
な
女
性
の
魅
力
を
生
か
し
た
武
旦
の
舞
台
も
数
多
く
作
ら
れ
て
い
る

こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
消
え
っ
つ
あ
る
「
男
旦
」
の
魅
力
を
中
心
に

し
た
演
目
を
残
す
必
要
も
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
「
男
旦
」
の
養
成
問

題
は
急
務
に
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
後
に
ま
た
触
れ
た

い
。

五
　
男
旦
の
技
術

　
例
え
ば
、
中
国
古
典
劇
の
特
徴
は
、
劇
中
の
「
歌
唱
」
・
「
発
声
法
」
に
あ
る
。

中
で
も
花
旦
・
青
衣
の
歌
唱
は
、
も
と
も
と
男
性
が
女
性
に
扮
し
て
歌
う
た
め

に
工
夫
し
た
発
声
法
で
歌
わ
れ
る
。
現
在
の
女
性
の
俳
優
が
歌
う
場
合
で
も
、

そ
の
「
男
旦
」
の
発
声
法
を
取
り
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
女
性
が
地
声
で

歌
え
る
の
は
、
老
婦
人
役
の
「
老
旦
」
な
ど
の
場
合
に
限
ら
れ
て
い
る
。
男
性

の
俳
優
の
場
合
で
も
、
「
老
生
」
の
俳
優
は
地
声
も
よ
く
、
歌
唱
力
に
優
れ
た

人
が
多
く
、
歌
唱
を
中
心
の
演
目
が
京
劇
の
伝
統
的
な
演
目
の
中
心
を
占
め
て

い
た
と
い
う
歴
史
的
な
事
実
が
そ
れ
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。
「
小
生
」
の
発

声
も
女
性
役
の
発
声
法
に
近
い
高
い
発
声
法
を
と
る
の
で
「
老
生
」
の
発
声
と

は
異
な
っ
て
い
る
。

　
女
性
俳
優
は
男
性
「
男
旦
」
の
工
夫
し
た
裏
声
の
伝
統
的
な
発
声
法
で
歌
わ

ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
歌
唱
の
学
習
の
た
め
に
、
始
め
は
男
性
の
教
師
に
学
ぶ

　
　
　
　
　
中
国
の
女
方
の
現
状

必
要
が
あ
っ
た
。
現
在
は
当
然
女
優
の
先
輩
や
教
師
か
ら
学
ぶ
の
が
一
般
的
で

普
通
で
あ
る
が
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
源
流
の
基
礎
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、

中
年
以
上
の
女
優
は
「
男
旦
」
の
先
輩
や
教
師
か
ら
学
び
始
め
た
だ
け
で
な
く
、

現
在
も
学
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
京
劇
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
く
、

中
国
の
古
典
劇
全
部
に
共
通
す
る
問
題
で
あ
る
。

　
日
本
で
は
あ
り
得
な
い
こ
と
だ
が
、
こ
ん
な
例
が
あ
る
。
北
方
昆
曲
劇
院
に

所
属
す
る
有
名
な
女
優
・
洪
雪
飛
が
、
古
典
劇
で
あ
る
自
分
の
「
昆
曲
」
の
歌

唱
の
学
習
に
行
く
の
だ
が
、
そ
の
相
手
は
大
学
の
老
教
授
で
、
音
楽
や
古
典

劇
・
昆
曲
の
専
門
家
で
は
な
い
。
い
わ
ゆ
る
素
人
で
は
あ
る
が
、
若
い
と
き
か

ら
古
典
劇
が
好
き
で
、
専
門
家
と
同
じ
程
度
の
歌
唱
力
と
発
声
法
を
身
に
っ
け

て
い
る
人
で
あ
っ
た
。
中
国
語
で
は
芝
居
が
好
き
で
、
よ
く
芝
居
を
見
て
、
自

分
で
も
演
じ
た
り
、
歌
っ
た
り
す
る
人
の
こ
と
を
「
票
友
」
と
い
う
が
、
そ
の

「
票
友
」
に
つ
い
て
専
門
の
俳
優
が
専
門
の
発
声
の
技
術
を
学
ん
で
い
る
と
い

う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
単
に
そ
の
技
術
が
高
い
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
「
男
旦
」

の
技
術
を
学
ぶ
た
め
に
は
も
う
「
票
友
」
の
優
れ
た
人
に
頼
ら
ね
ば
な
ら
な
い

ほ
ど
、
「
男
旦
」
俳
優
が
い
な
く
な
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

専
門
家
の
意
識
で
、
素
人
に
学
ぶ
姿
勢
に
は
、
俳
優
た
ち
の
謙
虚
さ
の
他
に
、

伝
承
の
状
況
の
逼
迫
し
た
状
態
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
女
性
ら
し
さ
の
表
現
に
つ
い
て
い
え
ば
、
女
性
の
姿
態
は
胸
部
や
腎

部
の
豊
か
さ
に
一
っ
の
特
徴
が
あ
る
。
男
性
が
自
分
の
肉
体
で
、
女
性
の
美
し
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さ
を
表
現
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
男
性
の
自
分
に
は
無
い
も
の
で
あ
る
か

ら
、
歌
舞
伎
の
場
合
な
ど
は
胸
部
や
腎
部
に
膨
ら
み
を
与
え
る
た
め
に
乳
布
団

な
ど
の
「
詰
め
物
」
を
す
る
。

　
京
劇
や
そ
の
他
の
古
典
劇
で
は
、
中
国
の
伝
統
的
な
美
意
識
に
も
深
く
か
か

わ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
胸
部
や
腎
部
の
特
徴
は
、
む
し
ろ
目
立
た
な
い
よ
う

に
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
若
い
女
優
は
当
然
胸
部
に
豊
か
な
膨
ら
み
を
自
然

に
も
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
隠
そ
う
と
せ
ず
に
自
然
に
振
る
舞
う
と
、
指
導

の
教
師
か
ら
は
そ
れ
を
目
立
た
な
い
よ
う
に
し
な
さ
い
、
胸
を
反
ら
さ
な
い
で
、

前
か
が
み
に
な
る
と
か
の
目
立
た
な
い
姿
勢
に
変
え
る
こ
と
を
指
示
さ
れ
る
ら

し
い
。
舞
台
の
女
性
の
服
装
を
見
て
も
、
特
に
女
性
の
胸
や
腰
の
肉
体
的
特
徴

を
誇
示
す
る
よ
う
な
工
夫
の
デ
ザ
イ
ン
や
仕
掛
け
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
ら
は

む
し
ろ
「
男
旦
」
の
美
を
、
そ
の
ま
ま
肯
定
し
た
伝
統
的
な
中
国
の
美
意
識
が

有
効
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
戯
劇
春
秋
」
（
一
九
九
三
・
四
）
の
胡
芝
鳳
の
論
文
は
、
古
典
劇
の
演
技
の

様
式
の
問
題
を
論
じ
て
、
「
男
旦
」
の
演
技
の
伝
統
的
な
様
式
を
批
判
し
て
い

る
。
即
ち
、
「
男
旦
」
の
姿
勢
に
っ
い
て
、
前
か
が
み
に
な
っ
て
膝
関
節
を
曲

げ
て
、
男
性
と
し
て
の
身
長
の
高
い
の
を
隠
す
よ
う
に
す
る
と
い
う
古
く
か
ら

の
方
法
が
あ
る
が
、
胸
を
隠
そ
う
と
す
る
の
と
同
じ
で
、
現
在
の
美
意
識
か
ら

み
て
良
く
な
い
と
い
う
意
見
も
あ
る
。
女
性
ら
し
さ
の
感
じ
方
の
変
化
を
ど
う

捉
え
る
か
の
問
題
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇

　
腕
・
手
先
・
指
の
表
現
も
中
国
古
典
劇
の
演
技
表
現
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る

が
、
そ
の
先
端
や
細
部
は
ほ
と
ん
ど
止
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
な
い
ほ
ど
、
微
妙

に
繊
細
に
動
く
こ
と
で
女
性
の
美
し
さ
を
表
現
し
て
い
る
。
「
蘭
花
指
」
と
名

付
け
ら
れ
た
指
先
の
表
現
は
正
に
蘭
の
花
を
思
わ
せ
る
、
華
麗
で
可
憐
な
美
し

さ
を
表
現
し
て
い
る
。
こ
れ
の
表
現
の
た
め
に
「
男
旦
」
は
特
別
の
訓
練
が
必

要
で
あ
っ
た
。
女
優
の
場
合
で
も
同
じ
で
、
幼
児
の
時
代
か
ら
熱
い
湯
の
中
で

指
を
し
な
や
か
に
曲
げ
る
た
め
の
繰
り
返
し
の
習
練
が
要
求
さ
れ
て
い
た
し
、

い
る
ら
し
い
。

　
歌
舞
伎
や
歌
舞
伎
舞
踊
で
女
方
が
工
夫
し
た
手
や
指
先
の
表
現
も
も
ち
ろ
ん

女
性
ら
し
さ
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
ち
ら
の
方
は
、
な
る
べ
く
小
さ

く
女
性
ら
し
く
見
え
る
事
が
第
一
義
的
表
現
で
あ
り
、
表
現
の
方
向
性
は
少
し

違
う
が
、
共
通
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
「
男
旦
」
の
女
性
ら
し
さ
表
現
の
工

夫
の
一
つ
で
あ
る
。

　
ま
た
、
日
本
の
女
性
の
歩
き
方
の
特
徴
は
、
和
服
の
裾
の
制
約
も
あ
っ
て
、

「
内
股
歩
き
」
で
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
歌
舞
伎
の
女
方

が
女
性
ら
し
さ
を
見
せ
る
た
め
に
工
夫
し
た
も
の
で
、
そ
れ
を
江
戸
時
代
の
若

い
女
性
達
が
真
似
を
し
た
の
だ
と
い
う
の
が
、
武
智
鉄
二
説
の
指
摘
す
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
中
国
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
呉
味
の
あ
る
と
こ
ろ
で
、
調

べ
て
見
た
。
「
旗
抱
」
と
い
う
清
時
代
か
ら
の
中
国
の
伝
統
的
な
女
性
の
衣
服

は
そ
の
裾
に
和
服
に
似
た
制
約
を
も
っ
て
い
る
。
彼
女
た
ち
の
歩
き
方
が
「
内



股
歩
き
Ｌ
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
ず
、
第
一
歩
は
「
左
足
」
か

ら
踏
み
出
し
て
、
「
外
股
歩
き
」
が
男
女
に
共
通
す
る
原
則
的
な
歩
き
方
で
あ

る
。
こ
れ
は
多
分
、
伝
統
的
な
古
い
古
典
劇
・
京
劇
の
舞
台
が
、
日
本
式
に
言

う
と
下
手
一
舞
台
の
向
か
っ
て
左
側
一
に
登
場
口
・
登
場
門
が
あ
り
、
そ
こ
か

ら
幕
を
上
げ
て
登
場
人
物
が
出
て
く
る
の
が
最
初
の
「
出
」
で
あ
る
の
で
、
そ

こ
か
ら
舞
台
に
登
場
す
る
場
合
、
中
央
に
進
も
う
と
す
れ
ば
当
然
左
足
か
ら
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

　
こ
れ
は
能
楽
の
「
橋
懸
か
り
」
か
ら
の
「
出
」
に
共
通
す
る
の
で
、
左
足
は

と
も
か
く
、
左
側
が
登
場
の
位
置
で
あ
る
と
い
う
問
題
は
中
国
に
起
源
を
求
め

る
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
男
女
の
歩
き
方
の
違
い
は
、
花
旦
の
よ
う
な
小
娘
の
「
小
走
り
歩
き
」
の
場

合
や
、
花
瞼
（
隈
取
）
の
あ
る
英
雄
・
豪
傑
・
悪
党
・
妖
怪
・
神
霊
の
大
股
の

「
豪
快
な
歩
き
方
」
の
場
合
な
ど
の
違
い
は
あ
っ
て
も
、
一
般
的
に
は
判
然
と

し
た
男
女
の
違
い
は
無
い
よ
う
で
あ
る
。

　
た
だ
、
中
国
戯
曲
学
院
編
『
戯
曲
把
子
功
』
と
い
う
武
器
な
ど
の
持
ち
物
を

携
え
る
演
技
の
基
本
を
説
明
し
た
書
物
に
よ
る
と
、
持
ち
物
を
持
っ
て
立
つ

「
基
本
姿
勢
」
に
は
、
女
性
は
「
右
足
」
が
前
に
、
男
性
は
「
左
足
」
が
前
に

な
る
の
が
、
男
女
の
違
い
で
あ
る
ら
し
い
こ
と
が
判
明
し
た
。
し
か
し
、
京
劇

な
ど
の
全
部
の
古
典
劇
に
共
通
す
る
も
の
で
は
無
い
ら
し
く
、
そ
の
よ
う
な
違

い
は
無
い
の
だ
と
主
張
す
る
俳
優
た
ち
も
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
「
女
性
が
立
っ
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基
本
姿
勢
」
の
時
に
、
後
ろ
の
左
足
の
「
踵
・
カ
カ
ト
」
を
少
し
上
げ
て
色
気

を
見
せ
る
の
は
決
ま
り
の
よ
う
で
男
性
と
の
明
ら
か
な
違
い
で
あ
る
。
手
に
持

つ
物
（
武
器
・
役
柄
で
決
っ
た
持
ち
物
・
僧
侶
の
沸
子
・
馬
鞭
）
の
種
類
に
よ

っ
て
、
左
右
の
足
の
前
後
が
決
ま
る
と
教
え
て
く
れ
た
人
も
あ
る
。
舞
台
で
は

複
数
の
登
場
人
物
は
左
右
対
称
に
並
ぶ
の
で
、
対
称
の
関
係
か
ら
左
右
の
足
先

の
前
後
は
一
定
し
な
い
と
教
え
て
く
れ
た
俳
優
た
ち
も
い
た
。

　
し
か
し
、
舞
台
で
そ
れ
ら
が
い
っ
も
忠
実
に
守
ら
れ
て
い
た
訳
で
は
な
い
。

規
律
の
厳
し
い
劇
団
や
少
年
時
の
教
育
を
つ
か
さ
ど
る
教
育
機
関
で
あ
る
戯
曲

学
校
な
ど
で
は
、
原
則
が
守
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
う
で
な
い
所
も
多
い
。
花
瞼

の
俳
優
は
隈
取
を
頭
の
上
部
ま
で
描
く
必
要
が
あ
る
の
で
、
頭
髪
を
剃
る
ほ
ど

に
短
く
す
る
の
が
約
束
で
あ
る
。
丑
角
の
道
化
役
の
俳
優
も
「
武
丑
」
と
い
う

武
術
を
主
と
し
て
見
せ
る
者
は
、
頭
を
剃
る
よ
う
な
状
態
を
保
っ
て
い
る
の
が

約
束
ら
し
い
。
そ
れ
を
若
い
俳
優
や
学
生
に
強
制
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
ら

し
く
、
大
半
の
劇
団
や
中
国
戯
曲
学
院
な
ど
は
、
若
者
の
自
由
に
任
せ
て
い
る

の
が
現
状
で
あ
る
。
特
に
気
合
を
入
れ
る
必
要
の
あ
る
コ
ン
ク
ー
ル
（
比
餐
）

の
時
や
卒
業
試
験
の
前
に
は
、
さ
す
が
に
花
瞼
や
武
丑
の
若
者
は
頭
を
剃
っ
て

い
る
。
そ
れ
を
し
て
い
な
い
と
竃
が
外
れ
た
り
、
頭
部
の
冠
り
物
が
外
れ
た
り

し
や
す
い
か
ら
で
、
そ
の
必
要
性
を
彼
ら
は
よ
く
心
得
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　
日
常
生
活
で
は
、
外
見
を
気
に
す
る
の
で
、
丸
刈
り
の
頭
は
著
名
な
康
万
生

（
花
瞼
・
天
津
京
劇
三
団
）
や
朱
世
慧
（
丑
角
・
湖
北
省
京
劇
団
）
の
場
合
を
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除
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
彼
ら
で
も
日
常
生
活
で

は
ベ
レ
ー
帽
の
よ
う
な
帽
子
を
被
る
の
が
常
で
あ
る
。
中
国
戯
曲
学
院
の
教
師

に
来
て
い
る
俳
優
の
中
に
は
、
学
生
が
丸
刈
り
を
嫌
が
っ
て
、
長
髪
に
し
て
い

る
学
生
に
対
し
て
は
指
導
し
た
く
な
い
と
言
い
、
も
う
指
導
に
来
る
の
を
止
め

た
い
と
宣
言
し
、
実
際
に
止
め
て
し
ま
っ
た
俳
優
教
師
を
身
近
か
で
見
た
こ
と

も
あ
る
。
伝
統
的
な
演
劇
の
技
術
や
習
慣
の
見
直
し
を
迫
る
よ
う
な
、
若
者
達

の
古
い
も
の
へ
の
反
援
が
現
れ
て
お
り
、
伝
承
の
危
機
が
迫
っ
て
い
る
こ
と
が

こ
ん
な
部
分
か
ら
も
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
し
か
し
、
コ
ン
ク
ー
ル
に
参
加
す
る
若
い
俳
優
達
が
、
直
前
に
何
人
も
頭
髪

を
剃
り
ス
キ
ン
ヘ
ッ
ド
に
な
っ
た
の
を
見
た
、
い
ざ
と
言
う
と
き
に
は
伝
統
に

帰
る
姿
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
舞
台
の
上
で
の
姿
勢
に
男
女
の
別
の
あ
る
こ
と
は
、
全
部
が
男
性
俳
優
の
場

合
の
過
去
の
時
代
に
は
、
特
に
そ
の
差
異
を
強
調
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
は

ず
で
あ
る
。
正
確
な
調
査
を
完
了
す
れ
ば
、
過
去
の
立
っ
姿
勢
の
基
本
形
の
区

別
は
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
そ
う
で
あ
る
が
、
現
在
は
そ
の
可
能
性
を
指

摘
し
て
お
く
に
止
め
ざ
る
を
得
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
。

六
　
旦
角
の
化
粧

　
中
国
古
典
劇
の
女
性
役
で
あ
る

元
の
回
り
が
紅
色
が
強
調
さ
れ
、

「
旦
角
」
の
化
粧
法
に
は
特
徴
が
あ
る
。
目

日
本
の
歌
舞
伎
の
女
方
の
よ
う
に
「
白
粉
」
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に
よ
る
白
さ
が
強
調
さ
れ
る
の
と
大
変
対
比
的
で
あ
る
。
日
本
人
か
ら
見
る
と

目
元
の
「
赤
い
」
強
調
が
あ
ま
り
に
強
く
感
じ
ら
れ
て
、
個
人
毎
の
違
い
が
判

明
し
難
く
な
る
ほ
ど
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
日
本
の
白
粉
を
強
調
す
る
「
白

い
」
顔
は
、
中
国
人
か
ら
見
る
と
「
死
人
か
幽
霊
」
の
よ
う
に
気
味
が
悪
い
化

粧
法
だ
と
い
う
に
な
る
。
紅
色
が
若
い
生
命
力
の
表
現
で
あ
る
か
ら
生
言
う
の

が
理
由
で
あ
る
。

　
花
旦
・
青
衣
の
女
優
は
扮
装
す
る
個
別
の
人
物
が
異
な
る
場
合
で
も
、
青

衣
・
花
旦
と
い
う
役
柄
の
中
で
は
化
粧
の
型
は
一
定
で
、
女
優
の
一
人
一
人
は

自
分
の
顔
か
た
ち
に
合
わ
せ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
化
粧
法
を
個
人
別
に
変
え
て
は

い
る
が
、
役
柄
の
中
で
の
個
別
の
変
化
は
な
い
の
が
原
則
で
あ
る
。

　
一
度
、
邸
玲
と
い
う
漢
劇
の
女
優
の
青
衣
・
花
旦
・
武
旦
な
ど
四
役
（
『
宇

宙
鋒
』
・
『
貴
妃
酔
酒
』
・
『
轟
王
別
姫
』
・
『
雇
家
荘
』
）
の
扮
装
写
真
を

撮
る
の
に
立
ち
会
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
蔓
や
飾
り
や
衣
装
や
持
ち
物
を
取
り

替
え
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
最
初
に
一
度
し
た
顔
の
化
粧
は
役
の
変
化
が
あ
っ

て
も
、
そ
の
ま
ま
変
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
時
問
の
都
合
な
ど
に
よ
る
で
は
な

く
、
変
え
る
必
要
が
な
い
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
「
仮
面
」
と
同
じ

で
、
近
代
演
劇
の
個
人
別
の
化
粧
法
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
も
ち
ろ
ん
、
「
男
旦
」
の
場
合
で
も
同
様
で
、
写
真
な
ど
を
比
べ
て
も
判
明

す
る
が
、
一
っ
の
自
分
に
あ
っ
た
美
し
い
化
粧
が
確
定
し
て
い
れ
ば
、
そ
の
基

本
が
ど
の
演
目
で
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。



　
さ
ら
に
面
白
い
こ
と
に
出
会
っ
た
。
女
性
の
役
（
花
旦
・
青
衣
）
と
二
枚
目

の
青
年
役
（
小
生
）
と
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
顔
の
化
粧
法
を
し
て
い
る
。
若
い
男

性
の
方
は
額
の
真
ん
中
に
小
さ
な
三
角
形
の
紅
色
を
付
け
る
の
が
、
女
性
の
化

粧
法
と
の
違
い
で
、
眼
の
回
り
の
紅
色
や
頬
の
色
や
唇
の
塗
り
方
は
男
女
の
区

別
が
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
頭
髪
部
の
髪
や
飾
り
が
男
女
の
違
い
を
示
す
の
で
、

顔
の
化
粧
だ
け
が
終
了
し
た
段
階
の
比
較
で
な
い
と
、
こ
の
共
通
性
は
発
見
で

き
な
い
。

　
老
婦
人
役
（
老
旦
）
の
場
合
も
、
日
本
と
の
違
い
が
大
き
い
。
発
声
法
が
他

の
旦
角
と
違
っ
て
、
地
声
で
歌
う
の
が
特
徴
で
、
男
性
の
老
人
役
一
老
生
）
と

同
じ
で
聞
か
せ
る
の
が
中
心
の
役
柄
で
あ
る
が
、
化
粧
法
は
日
本
の
老
婦
の
よ

う
に
ほ
と
ん
ど
破
を
描
い
た
り
は
せ
ず
、
砥
粉
色
の
薄
い
茶
色
が
基
調
で
、
ほ

と
ん
ど
年
寄
り
の
感
じ
が
し
な
い
。
身
振
り
で
も
極
端
に
は
腰
を
曲
げ
た
り
は

し
な
い
。
動
作
が
ゆ
る
や
か
で
あ
る
こ
と
、
頭
髪
部
に
白
髪
を
使
用
し
て
、
髪

飾
り
が
地
味
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
老
人
を
表
し
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
古
典
劇
の
学
習
を
開
始
し
始
め
た
戯
曲
学
校
の
少
年
・
少
女
の
時
代
に
、
そ

れ
ぞ
れ
の
生
徒
の
役
柄
を
声
質
（
地
声
の
善
悪
や
発
声
法
の
可
否
）
に
よ
つ
て

決
定
す
る
の
で
、
十
歳
代
の
前
半
で
老
人
役
の
場
合
な
ど
は
男
女
と
も
に
そ
の

時
点
で
決
ま
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
時
に
は
少
女
の
場
合
な
ど
は
何
日
も
泣
き
続

け
た
と
い
う
話
を
聞
い
た
。
皆
は
当
然
華
や
か
な
青
衣
・
花
旦
な
ど
の
役
柄
を

演
じ
た
い
わ
け
で
あ
る
。
声
が
よ
く
な
い
場
合
、
体
格
や
動
き
に
恵
ま
れ
た
者

　
　
　
　
　
中
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方
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現
状

は
武
生
・
武
旦
に
決
め
ら
れ
る
よ
う
で
、
こ
の
時
点
の
決
定
は
自
分
の
希
望
で

は
な
く
、
教
師
が
そ
の
素
質
や
能
力
に
よ
っ
て
決
め
て
し
ま
い
、
そ
れ
が
い
わ

ば
俳
優
の
一
生
を
決
定
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
途
中
で
役
柄
の
変
更
を
希
望

し
て
も
、
資
質
が
理
由
で
あ
る
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
変
更
は
不
可
能
で
あ
る
。

　
顔
付
き
は
愛
ら
し
く
、
可
愛
ら
し
い
の
だ
が
、
声
質
が
優
先
の
条
件
で
決
ま

る
よ
う
で
あ
る
。
花
旦
・
青
衣
に
相
応
し
い
容
姿
・
容
貌
の
少
女
で
も
、
声
質

に
よ
っ
て
老
旦
が
よ
い
と
決
め
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
、
歌
唱
力
が
特
に
優
れ
て

い
る
少
女
が
多
い
。
始
め
て
の
観
客
に
は
可
愛
ら
し
い
「
お
ば
あ
さ
ん
」
を
見

て
も
年
寄
り
の
母
親
や
老
婆
と
思
う
の
は
困
難
な
と
き
が
あ
る
ほ
ど
で
あ
る
。

　
年
配
の
俳
優
が
老
旦
で
あ
る
場
合
は
、
例
え
ば
代
表
的
な
王
樹
芳
の
よ
う
な

北
京
京
劇
団
所
属
の
有
名
な
俳
優
の
場
合
に
は
、
小
生
の
男
役
も
こ
な
せ
る
し
、

歌
唱
力
は
優
れ
て
い
る
た
め
に
、
「
清
唱
」
と
い
う
衣
装
を
着
け
な
い
で
、
京

劇
の
「
さ
わ
り
」
の
歌
だ
け
を
聞
か
せ
る
独
唱
会
を
し
ば
し
ば
催
す
ほ
ど
で
あ

る
。
女
性
が
花
瞼
や
小
生
の
男
性
の
役
を
こ
な
す
の
は
、
京
劇
に
も
地
方
古
典

劇
に
も
そ
の
例
が
散
見
で
き
る
。
許
容
さ
れ
て
お
り
、
評
判
に
な
る
場
合
も
あ

る
。
反
対
の
「
男
旦
」
に
厳
し
い
の
に
比
べ
れ
ば
、
ゆ
る
や
か
で
、
男
装
の
麗

人
を
登
場
さ
せ
る
演
目
も
い
く
つ
か
存
在
し
て
い
る
ら
し
い
。

　
男
性
の
老
生
の
場
合
で
も
、
そ
の
歌
唱
力
が
特
に
優
れ
て
い
る
場
合
に
は
、

テ
レ
ビ
出
演
も
多
く
、
多
く
の
フ
ア
ン
を
有
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
「
老
生
」

は
老
人
の
役
と
狭
く
限
定
す
る
の
で
な
く
、
歌
舞
伎
の
実
役
．
立
ち
役
を
も
兼
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ね
て
い
る
と
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
。

七
　
小
生
と
旦
角

　
先
に
触
れ
た
が
、
小
生
と
女
性
役
の
化
粧
法
が
共
通
し
て
い
る
こ
と
に
関
し

て
、
面
白
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。
一
九
九
四
年
の
春
に
北
方
昆
曲
劇
院
が
香

港
公
演
に
出
掛
け
る
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
派
遣
す
る
人
数
に
制
限
が
あ
る
た

め
に
、
貴
婦
人
や
女
将
軍
に
は
侍
女
・
女
兵
が
四
人
ず
つ
付
く
の
に
、
そ
の
人

数
が
足
ら
な
く
な
っ
た
。
侍
女
や
兵
士
は
四
人
か
八
人
が
決
ま
っ
た
人
数
で
あ

る
。
そ
の
人
数
を
合
わ
せ
る
た
め
に
、
脇
役
の
俳
優
が
男
女
を
選
ば
ず
に
、
そ

の
役
に
割
り
振
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

　
女
性
が
男
の
兵
士
に
な
る
場
合
も
あ
り
、
男
性
が
侍
女
に
な
る
場
合
も
あ
る
。

女
性
が
兵
士
に
な
る
場
合
は
可
愛
ら
し
い
兵
士
で
す
む
の
だ
が
、
男
性
が
侍
女

に
な
る
場
合
は
、
そ
う
簡
単
で
は
な
い
。
「
男
旦
」
の
存
在
が
日
常
的
な
も
の

で
あ
る
の
な
ら
、
補
充
は
容
易
で
あ
る
が
、
「
男
旦
」
は
い
な
い
の
だ
か
ら
、

日
常
の
訓
練
稽
古
の
な
い
男
性
俳
優
が
、
果
た
し
て
簡
単
に
侍
女
役
を
演
じ
る

こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
不
安
が
私
に
は
あ
っ
た
。

　
北
方
昆
曲
劇
院
の
場
合
は
、
小
生
の
若
い
俳
優
（
温
宇
航
）
が
そ
の
役
を
命

じ
ら
れ
た
。
普
段
か
ら
侍
女
の
役
を
演
じ
た
こ
と
も
な
く
「
男
旦
」
の
経
験
も
、

も
ち
ろ
ん
一
度
も
な
い
若
者
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
周
り
の
先
輩
は
心
配
し

な
い
、
彼
は
小
生
だ
か
ら
簡
単
に
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
ず
化
粧
は
共
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通
し
て
い
る
、
動
作
も
二
枚
目
と
若
い
娘
役
と
は
共
通
し
て
い
る
か
ら
と
言
う

訳
で
あ
る
。

　
本
人
は
恥
ず
か
し
が
っ
て
、
立
ち
稽
古
の
と
き
も
嫌
々
そ
う
に
手
順
を
合
わ

せ
る
だ
け
で
、
衣
装
を
付
け
て
す
る
舞
台
稽
古
（
「
彩
排
」
と
い
う
）
の
と
き

も
、
彼
だ
け
は
侍
女
の
衣
装
を
っ
け
な
い
で
や
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
責
任

者
達
は
許
容
し
て
い
た
。
や
じ
馬
根
性
の
私
に
は
不
安
が
残
っ
た
。

　
し
か
し
、
本
番
の
香
港
公
演
で
は
、
無
難
に
こ
な
し
て
観
客
は
侍
女
の
中
に

男
性
俳
優
が
一
人
交
じ
っ
て
い
た
こ
と
に
気
づ
か
な
か
っ
た
と
い
う
。

　
彼
は
小
生
の
俳
優
の
中
で
も
、
演
技
力
の
優
れ
た
若
者
で
、
若
者
の
中
で
は

指
導
的
な
立
場
に
あ
っ
た
が
、
女
性
の
役
を
演
じ
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
を
嫌
が
っ

て
は
い
な
い
が
、
大
変
に
恥
ず
か
し
が
っ
て
お
り
、
香
港
の
と
き
の
写
真
を
見

せ
て
ほ
し
い
と
い
っ
て
も
、
断
固
拒
否
さ
れ
た
。

　
特
別
の
訓
練
も
な
く
、
ま
た
本
人
も
あ
ま
り
好
ん
で
い
な
く
て
も
、
侍
女
程

度
の
女
性
の
役
は
簡
単
に
こ
な
せ
る
と
こ
ろ
に
京
劇
の
歴
史
や
「
男
旦
」
の
歴

史
の
蓄
積
が
う
か
が
え
る
。

　
「
纏
足
」
と
い
う
清
時
代
か
ら
の
女
性
の
足
を
緊
縛
す
る
特
別
な
習
慣
が
あ

っ
た
。
幼
児
の
と
き
か
ら
、
足
首
か
ら
下
を
布
で
縛
り
成
長
さ
せ
な
い
よ
う
に

し
て
、
小
さ
な
足
に
変
形
さ
せ
て
し
ま
う
習
慣
で
あ
る
が
、
男
性
が
強
制
し
た

女
性
美
の
趣
味
に
よ
る
も
の
で
、
封
建
制
度
の
悪
弊
だ
と
し
て
、
解
放
後
は
禁

止
さ
れ
、
古
典
劇
の
世
界
で
も
そ
れ
を
取
り
入
れ
た
演
目
の
上
演
は
禁
止
さ
れ
、



そ
の
訓
練
も
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
。

　
し
か
し
、
そ
の
幼
児
の
時
の
ま
ま
の
小
さ
な
足
に
は
か
せ
る
小
さ
な
可
愛
い

靴
が
、
実
用
品
と
し
て
で
は
な
く
、
土
産
物
と
し
て
現
在
で
も
作
ら
れ
て
い
る
。

当
時
の
実
物
は
北
京
の
瑠
璃
街
の
古
物
店
で
は
か
な
り
の
高
価
な
土
産
物
と
し

て
売
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
女
性
に
苦
痛
を
押
し
付
け
る
野
蛮
な
習
慣
と
し

て
、
新
中
国
で
は
廃
止
・
禁
止
さ
れ
、
京
劇
の
舞
台
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た

「
纏
足
」
を
再
現
す
る
芸
は
な
く
な
っ
て
い
た
。

　
「
纏
足
」
の
芸
を
京
劇
が
再
現
す
る
た
め
に
は
、
小
さ
な
木
靴
を
作
り
、
そ

れ
に
バ
レ
ー
の
ト
ウ
・
シ
ュ
ー
ズ
を
は
く
よ
う
に
し
て
つ
ま
先
を
く
く
り
付
け

て
歩
く
と
い
う
も
の
で
、
本
物
の
「
纏
足
」
よ
り
も
多
分
苦
し
い
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
高
い
技
術
の
い
る
芸
で
あ
る
。

　
当
然
、
現
在
ま
で
禁
止
さ
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
そ
の
技
術
は
消
え
て
し
ま

っ
た
の
か
と
思
わ
れ
て
い
た
が
、
実
は
残
っ
て
い
た
。
東
北
の
京
劇
団
の
武

旦
・
青
衣
を
兼
ね
た
ベ
テ
ラ
ン
女
優
の
一
人
が
復
活
さ
せ
、
北
京
で
上
演
し
、

評
判
に
な
っ
た
。
テ
レ
ビ
な
ど
で
、
そ
の
訓
練
の
厳
し
さ
が
紹
介
さ
れ
、
中
国

雑
技
を
越
え
る
よ
う
な
曲
技
を
見
せ
ら
れ
て
、
「
男
旦
」
が
開
発
し
た
技
術
が

女
性
の
俳
優
に
よ
つ
て
伝
え
ら
れ
た
実
例
に
感
動
し
た
。

　
一
九
九
四
年
の
春
節
祭
の
京
劇
紹
介
の
中
央
電
視
台
の
テ
レ
ビ
番
組
に
、
今

度
は
若
い
「
武
生
」
（
武
術
専
門
）
の
男
性
俳
優
が
、
こ
の
「
纏
足
」
の
芸
を
、

衣
装
を
着
け
な
い
で
、
足
の
仕
掛
け
を
み
せ
な
が
ら
演
じ
て
い
る
の
を
見
た
。
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彼
は
当
然
「
男
旦
」
で
は
な
い
の
だ
が
、
女
性
役
の
演
じ
る
困
難
な
技
に
自
発

的
に
挑
戦
し
て
見
事
に
成
功
し
た
と
言
う
訳
で
あ
る
。
彼
が
「
男
旦
」
と
し
て
、

実
際
の
舞
台
で
こ
の
技
の
演
目
を
見
せ
る
予
定
は
な
い
と
い
う
が
、
伝
統
的
な

技
術
を
伝
え
た
い
と
い
う
思
い
が
、
こ
の
苦
行
を
克
服
さ
せ
た
ら
し
い
。
「
男

旦
」
を
復
活
さ
せ
る
用
意
が
、
自
然
発
生
的
に
出
来
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
言
え
る
。

八

男
旦
の
養
成
は
可
能
か

　
男
旦
の
滅
亡
を
座
視
し
て
待
つ
の
か
と
言
う
問
題
は
、
中
国
の
京
劇
を
中
心

と
す
る
古
典
劇
の
世
界
で
注
目
さ
れ
始
め
て
い
る
。
一
九
九
四
年
の
七
月
に
二

週
間
に
わ
た
っ
て
「
菊
楽
苑
」
と
い
う
京
劇
専
門
の
番
組
が
特
集
を
行
っ
た
。

男
旦
に
反
対
す
る
人
は
、
男
性
が
女
性
に
扮
す
る
の
は
、
少
女
の
と
き
に
見
た

が
、
そ
れ
以
来
大
変
気
持
ち
の
悪
い
思
い
を
し
た
の
で
反
対
で
あ
る
と
い
う
、
．

体
質
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
言
う
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
す
が
に
女
性
の
権

利
を
主
張
し
て
「
男
旦
」
に
反
対
す
る
と
い
う
文
革
当
時
の
意
見
は
影
を
潜
め

て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
賛
成
の
意
見
は
伝
統
の
保
持
の
た
め
に
今
を
逃
し
て

は
伝
承
の
断
絶
の
危
機
が
訪
れ
る
と
い
う
、
私
な
ど
に
も
思
い
つ
く
こ
と
の
出

来
る
正
論
が
中
心
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
古
典
劇
を
取
り
仕
切
っ
て
い
る
中
国

政
府
文
化
部
を
動
か
す
ほ
ど
の
迫
力
は
な
く
、
危
機
意
識
は
広
が
り
そ
う
に
も

見
え
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五



　
　
　
　
　
中
国
の
女
方
の
現
状

　
一
九
九
三
年
の
秋
に
は
『
轟
王
別
姫
』
と
い
う
香
港
の
映
画
が
中
国
で
評
判

に
な
っ
た
。
日
本
で
は
九
四
年
に
「
さ
ら
ば
、
我
が
愛
」
と
翻
訳
さ
れ
て
上
演

さ
れ
た
が
、
カ
ン
ヌ
映
画
祭
で
騒
が
れ
た
ほ
ど
に
は
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
ら

し
い
。
香
港
の
同
名
の
シ
ナ
リ
オ
（
女
流
作
家
・
李
碧
華
・
一
九
八
一
年
作
・

一
九
九
二
年
改
訂
）
を
映
画
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
「
男
旦
」
問
題
を
考

え
る
よ
い
材
料
を
提
供
し
て
く
れ
て
い
る
。

　
解
放
前
か
ら
の
京
劇
の
世
界
が
舞
台
で
、
少
年
・
程
蝶
衣
が
京
劇
俳
優
に
売

ら
れ
る
よ
う
な
形
で
な
り
、
相
手
役
の
少
年
・
段
小
楼
と
成
長
し
て
中
国
の
現

代
史
の
中
の
五
十
年
を
生
き
続
け
る
物
語
で
あ
る
が
、
幼
年
期
・
少
年
期
・
青

年
期
と
そ
れ
ぞ
れ
に
俳
優
を
代
え
て
、
そ
の
成
長
を
描
い
て
い
る
。
主
人
公
が

「
男
旦
」
で
あ
っ
た
か
ら
、
少
な
く
と
も
三
人
の
俳
優
が
「
男
旦
」
の
成
長
過

程
を
演
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
幼
年
や
少
年
の
「
男
旦
」
は
い
な
い
の
だ
か
ら
、

北
京
な
ど
の
戯
曲
学
校
の
生
徒
が
選
ば
れ
た
ら
し
い
。
特
に
少
年
期
の
俳
優
は

そ
の
ま
ま
成
長
す
れ
ば
、
素
晴
ら
し
い
「
男
旦
」
の
俳
優
に
な
り
そ
う
な
素

質
・
資
質
を
見
せ
て
好
演
し
た
。
青
年
期
以
後
の
蝶
衣
を
演
じ
た
の
は
、
香
港

の
ス
タ
ー
張
國
榮
（
レ
ス
リ
ー
・
チ
ャ
ン
）
で
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
彼
は
現
代

の
歌
手
で
、
「
男
旦
」
で
は
な
い
。

　
昆
曲
の
『
思
凡
』
と
い
う
戯
曲
は
、
若
い
尼
が
親
の
た
め
に
強
制
さ
れ
た
現

在
の
尼
僧
の
身
を
嫌
が
っ
て
、
還
俗
す
る
も
の
（
『
藤
海
記
』
の
一
場
面
）
で

あ
る
が
、
そ
の
中
の
歌
唱
の
部
分
に
「
女
の
身
で
あ
り
な
が
ら
、
ど
う
し
て
こ
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の
よ
う
な
男
の
僧
衣
を
身
に
っ
け
て
い
る
の
か
」
と
嘆
く
所
が
あ
る
。
こ
の

『
轟
王
別
姫
』
の
映
画
で
は
、
少
年
期
の
『
思
凡
』
の
舞
台
の
訓
練
の
時
に
、

そ
れ
を
「
男
の
身
で
あ
り
な
が
ら
、
ど
う
し
て
女
の
衣
装
を
身
に
っ
け
る
の

か
」
と
「
男
旦
」
の
身
の
上
を
嘆
く
よ
う
に
、
い
っ
も
詞
句
を
間
違
え
て
歌
い
、

親
方
に
厳
し
く
折
椎
さ
れ
る
シ
ー
ン
を
創
っ
て
い
る
。
本
意
で
は
な
く
「
男

旦
」
の
修
行
を
さ
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
設
定
で
あ
っ
て
、
効
果
的
で
あ
っ
た
。

男
旦
俳
優
の
温
如
華
の
少
年
期
に
も
周
り
か
ら
は
、
「
男
旦
」
志
望
で
あ
る
こ

と
を
変
人
・
奇
人
扱
い
を
さ
れ
た
と
い
う
か
ら
、
そ
れ
ら
に
似
た
体
験
を
描
い

て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
成
人
し
た
役
は
、
香
港
の
人
気
歌
手
・
張
國
榮
が
演
じ
た
の
だ
が
、
彼
は
京

劇
の
歌
唱
力
が
な
い
の
で
、
『
轟
王
別
姫
』
な
ど
の
歌
唱
の
部
分
は
、
中
国
京

劇
団
所
属
の
男
旦
・
温
如
華
が
吹
き
替
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
い
く
ら
歌
手
で

も
、
速
成
で
は
京
劇
の
男
旦
の
歌
唱
は
出
来
な
い
と
言
う
訳
で
あ
る
。
そ
の
他
、

舞
台
の
振
り
や
動
き
に
も
吹
き
替
え
の
案
が
出
た
ら
し
い
が
、
さ
す
が
に
そ
れ

で
は
主
演
俳
優
の
意
味
が
な
い
と
い
う
の
で
、
張
國
榮
が
頑
張
っ
た
と
い
う
。

こ
れ
ら
の
事
実
は
、
「
男
旦
」
の
温
如
華
の
存
在
が
香
港
や
台
湾
に
ま
で
も
知

ら
れ
て
い
た
証
拠
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
男
旦
」
の
芸
の
難
し
さ
を
示
す
証
拠

の
挿
話
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　
し
か
し
、
一
方
で
は
、
一
九
九
五
年
は
梅
蘭
芳
の
生
誕
百
年
に
あ
た
る
の
で
、

記
念
の
伝
記
映
画
が
作
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
配
役
が
前
年
か
ら
中
国
で



は
話
題
に
な
っ
た
。
幼
年
・
少
年
時
代
の
配
役
は
簡
単
に
決
ま
っ
た
が
、
青
年

期
の
梅
蘭
芳
は
だ
れ
が
演
じ
る
か
は
、
な
か
な
か
決
ま
ら
ず
難
航
し
た
が
、
最

終
的
に
は
「
男
旦
」
の
経
験
の
な
い
武
生
の
若
い
俳
優
に
決
定
し
た
。
私
は
当

然
梅
蘭
芳
の
三
代
目
と
の
評
判
の
あ
る
温
如
華
が
選
ば
れ
る
と
思
っ
て
い
た
の

だ
が
、
晩
年
を
息
子
の
梅
裸
玖
が
演
じ
る
こ
と
が
初
め
か
ら
決
ま
っ
て
い
た
の

で
、
彼
と
の
「
男
旦
」
の
重
複
を
避
け
た
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
問
題
は
「
男

旦
」
の
経
験
の
な
い
俳
優
に
で
も
、
梅
蘭
芳
の
青
年
期
を
演
じ
ら
れ
る
と
判
断

し
た
映
画
関
係
者
の
判
断
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
実
際
に
は
、
横
顔
が
梅

蘭
芳
に
似
て
い
て
好
評
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

　
「
男
旦
」
の
技
術
や
舞
台
を
重
視
す
れ
ば
、
武
生
の
俳
優
で
は
舞
台
の
演
技

は
困
難
な
は
ず
で
あ
る
が
、
梅
蘭
芳
の
日
常
生
活
の
演
技
を
重
視
す
る
の
な
ら
、

問
題
は
な
い
の
だ
ろ
う
。
「
男
旦
」
の
技
術
を
重
く
見
る
の
か
、
軽
く
も
見
る

の
か
は
、
私
な
ど
の
判
断
出
来
な
い
問
題
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

　
も
う
一
っ
興
味
深
い
「
男
旦
」
の
問
題
が
あ
っ
た
。

　
外
国
の
留
学
生
が
京
劇
を
習
得
し
よ
う
と
す
る
傾
向
は
、
近
年
増
え
続
け
て

い
る
。
西
洋
や
ア
メ
リ
カ
の
学
生
の
京
劇
熱
は
大
変
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
知

ら
れ
て
い
た
が
、
日
本
の
学
生
や
若
者
の
京
劇
熱
は
こ
の
数
年
顕
著
に
過
熱
し

て
お
り
、
東
京
に
京
劇
専
門
の
劇
団
が
出
来
た
り
し
て
い
る
。
中
国
戯
曲
学
院

に
も
世
界
中
の
優
秀
な
留
学
生
が
京
劇
の
学
習
に
来
て
お
り
、
彼
ら
が
力
を
っ

け
て
来
て
い
る
の
を
み
て
、
大
変
に
頼
も
し
い
と
い
う
思
い
を
し
た
。
武
術
を
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習
っ
て
、
「
票
友
（
京
劇
フ
ア
ン
）
」
の
京
劇
コ
ン
ク
ー
ル
で
好
成
績
を
収
め
る

も
の
も
い
た
。

　
そ
ん
な
中
に
、
昆
曲
と
い
う
北
京
の
古
典
劇
に
興
味
を
も
っ
日
本
の
留
学
生

も
い
た
。
同
志
社
大
学
の
卒
業
生
の
女
子
留
学
生
も
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
。
彼

女
は
旦
角
の
学
習
を
し
て
、
昆
曲
の
若
者
達
の
コ
ン
ク
ー
ル
（
首
届
全
国
昆
劇

青
年
演
員
交
流
演
出
大
会
・
一
九
九
四
年
六
月
・
北
京
開
催
、
中
国
全
土
の
昆

曲
の
劇
団
が
若
手
の
俳
優
を
鼓
舞
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
第
一
回
目
の
青
年
比

寮
）
に
特
別
参
加
が
許
さ
れ
て
、
一
応
の
評
価
を
う
け
た
。

　
そ
う
し
た
留
学
生
の
一
人
に
「
男
旦
」
に
挑
戦
し
た
日
本
人
留
学
生
が
い
た
。

阿
部
成
浩
君
と
い
う
当
時
二
十
歳
の
大
学
生
だ
が
、
昆
曲
の
「
旦
角
」
の
演
技

と
歌
唱
に
興
味
を
も
ち
、
習
得
に
励
ん
だ
。
昆
曲
の
『
牡
丹
亭
』
と
い
う
有
名

な
戯
曲
の
花
旦
の
令
嬢
役
や
『
思
凡
』
の
尼
僧
役
を
学
ん
だ
の
で
あ
る
。
指
導

し
た
の
は
女
性
の
昆
曲
の
旦
角
の
先
生
（
北
方
昆
曲
劇
院
所
属
の
女
優
）
で
あ

っ
た
が
、
彼
は
裏
声
の
男
旦
の
発
声
法
を
学
び
、
繊
細
な
令
嬢
・
尼
僧
の
振
り

を
身
に
っ
け
て
、
わ
ず
か
一
年
の
間
に
三
種
ほ
ど
の
戯
曲
を
習
得
し
た
。
彼
も

昆
曲
の
青
年
コ
ン
ク
ー
ル
に
参
加
し
、
珍
し
さ
も
あ
っ
て
評
判
に
な
っ
た
。

　
昆
曲
は
蘇
州
辺
り
の
地
方
劇
で
あ
る
が
、
早
く
か
ら
北
京
に
出
て
来
て
、
京

劇
の
源
流
と
し
て
の
古
さ
を
誇
っ
て
い
る
。
梅
蘭
芳
も
昆
曲
に
多
く
を
学
ん
だ

事
で
有
名
で
あ
る
。
北
京
の
昆
曲
は
北
方
昆
曲
劇
院
と
名
乗
り
、
略
称
を
「
北

昆
」
と
い
う
。
南
京
の
江
蘇
省
昆
劇
院
を
「
南
昆
」
、
上
海
昆
劇
団
の
を
「
上
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昆
」
、
江
蘇
省
蘇
昆
劇
団
の
を
「
蘇
昆
」
な
ど
と
い
っ
て
区
別
し
て
い
る
が
、

こ
の
昆
曲
青
年
コ
ン
ク
ｉ
ル
に
日
本
留
学
生
が
参
加
し
た
の
で
、
特
別
に
「
日

昆
」
の
名
称
が
出
来
た
、
「
日
本
昆
曲
」
の
略
称
で
、
日
本
に
数
年
前
か
ら
あ

る
「
日
本
昆
曲
友
社
」
に
敬
意
を
表
し
て
く
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
昆
曲
で
は
あ
っ
た
が
、
中
国
で
は
ま
だ
正
式
に
は
始
ま
っ
て
い
な
い
「
男

旦
」
の
養
成
（
素
人
相
手
だ
か
ら
、
少
し
大
袈
裟
で
は
あ
る
が
）
を
事
も
な
げ

に
許
し
、
か
つ
素
人
の
集
団
に
略
称
の
「
日
昆
」
を
命
名
し
て
く
れ
た
り
し
た

事
は
、
中
国
古
典
劇
の
懐
の
深
さ
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
日
本
の
「
歌
舞
伎
」
を
外
国
人
が
上
演
し
た
例
が
「
カ
ナ
デ
ア
ン
歌
舞
伎
」

な
ど
に
あ
る
が
、
歌
舞
伎
の
一
流
プ
ロ
が
直
接
教
え
た
訳
で
は
な
く
（
ア
メ
リ

カ
や
西
洋
に
派
遣
さ
れ
た
歌
舞
伎
俳
優
に
よ
る
指
導
の
例
は
あ
る
が
）
、
「
歌
舞

伎
」
の
プ
ロ
の
コ
ン
ク
ー
ル
（
日
本
で
は
あ
り
得
な
い
が
）
の
同
じ
舞
台
に
、

素
人
を
立
た
せ
る
事
な
ど
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
中
国
の
京
劇
は
そ
の
意
味
で
は
、
広
く
世
界
に
窓
を
開
い
て
お
り
、
受
け
入

れ
態
勢
が
整
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
一
般
の
受
け
止
め
方
は
厳
し
く
、
子
供

の
と
き
か
ら
十
年
近
い
訓
練
を
受
け
て
基
礎
が
出
来
る
と
考
え
て
い
る
の
で
、

一
年
や
二
年
で
少
し
出
来
る
よ
う
に
な
っ
て
も
「
票
友
」
と
し
て
認
め
て
い
る

だ
け
で
、
プ
ロ
と
は
明
ら
か
に
区
別
し
て
い
る
。
建
前
の
交
流
の
上
で
の
評
価

と
実
際
の
評
価
と
は
別
で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
「
票
友
」
の
世
界
で
「
男
旦
」
の
存
在
を
許
容
し
始
め
た
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こ
と
が
、
全
体
の
「
男
旦
」
復
活
の
導
火
線
に
成
ら
な
い
と
は
言
え
な
い
。
動

き
始
め
て
い
る
も
の
と
期
待
し
た
い
。
こ
う
し
た
さ
さ
や
か
な
動
き
の
中
に
、

中
国
古
典
劇
の
伝
統
継
承
の
た
め
の
新
し
い
変
革
の
息
吹
を
感
じ
る
こ
と
が
で

き
そ
う
で
あ
る
。
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国
文
学
会
機
関
誌
「
同
志
社
国
文
学
」
は
、
会
員
諸
氏
の
研
究
発
表
の

　
場
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
進
ん
で
ご
投
稿
く
だ
さ
い
。
枚
数
は
四
百
字
詰
三

　
十
枚
以
内
。
第
四
十
五
号
の
締
切
は
一
九
九
六
年
九
月
末
日
厳
守
。
た
だ

　
し
、
掲
載
論
文
に
は
限
度
が
あ
り
ま
す
の
で
、
論
文
の
採
択
は
編
集
委
員

　
会
に
一
任
し
て
く
だ
さ
い
。
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