
近
代
演
劇
に
お
け
る
伝
統
と
変
革

|
|
梅
蘭
芳
の
改
革
を
中
心
と
し
て
ー
ー
ー

は
じ
め
に

中
国
伝
統
演
劇
で
あ
る
京
劇
を
海
外
に
知
ら
し
め
た
先
駆
者
と
し
て
評
さ
れ
る
梅
蘭

芳
(
一
八
九
四
J
一
九
六
一
)
は
、

日
本
で
も
公
演
を
お
こ
な
い
(
一
九
一
九
、

二
回
、

一
九
五
六
〉
、

そ
の
舞
台
表
現
は
当
時
の
歌
舞
伎
を
は
じ
め
と
す
る
演
劇
界
に

少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
あ
た
え
て
い
る
。
そ
し
て
現
代
に
お
い
て
も
伝
統
演
劇
に
た
ず
さ

わ
る
者
の
な
か
で
、
梅
蘭
芳
の
残
し
た
舞
台
創
造
の
芸
術
精
神
を
く
み
と
っ
て
、
自
ら

の
創
造
に
役
立
て
よ
う
と
い
う
動
き
が
絶
え
な
い
。

こ
の
よ
う
に
梅
蘭
芳
の
舞
台
創
造
は
時
代
を
超
え
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
存
在
と

し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
の
芸
術
成
果
や
特
質
を
論
じ
る
た
め
に
は
、

ま
ず
表
現
の

根
幹
に
あ
る
伝
統
に
対
す
る
考
え
方
が
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
い

つ
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
確
立
し
た
の
か
を
と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

梅
蘭
芳
は
一
九

O
四
年
(
清
光
緒
三
十
)
に
初
舞
台
を
踏
み
、
そ
の
舞
台
生
活
は
亡

く
な
る
ま
で
の
お
よ
そ
五
十
五
年
間
(
一
九
三
八

1
一
九
四
五
の
八
年
間
、
抗
日
の
意

志
に
よ
り
自
ら
公
演
活
動
を
停
止
し
た
時
期
を
含
む
)
で
あ
る
。
こ
の
五
十
五
年
間
の

五
O 

有

津

晶

子

舞
台
生
活
を
見
た
場
合
、
創
作
活
動
は
一
九
三
コ
一
年
(
民
国
二
十
二
)
で
ほ
ぼ
終
わ
っ

て
い
る
。
そ
れ
以
降
は
「
穆
桂
英
控
帥
」
(
五
十
九
歳
)

を
除
い
て
は
、

そ
れ
ま
で
手

が
け
た
伝
統
演
目
や
古
典
歌
舞
劇
の
再
演
で
し
め
ら
れ
て
い
る
。
創
作
活
動
を
も
っ
と

一
九

も
活
発
に
お
こ
な
っ
た
の
は
、

一
九
一
四
年
(
二
十
歳
)
か
ら
一
九
一
一
一
一
一
一
年
(
二
一
十
九

歳
)
の
十
九
年
間
に
集
中
し
て
お
り
、
特
に
注
目
す
べ
き
は
そ
の
初
期
に
お
い
て
(
一

九
一
四

l
一
九
一
九
)
、

内
容
も
演
技
方
法
も
異
な
る
四
つ
の
領
域
を
同
時
並
行
で
集

中
的
に
創
作
あ
る
い
は
習
得
し
演
じ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
時
期
と
そ
の
前
後

の
創
作
上
演
の
内
容
を
比
較
し
て
み
る
と
、
梅
蘭
芳
の
伝
統
に
対
す
る
考
え
方
は
こ
の

時
期
に
伝
統
と
変
革
と
の
葛
藤
の
中
で
体
験
的
に
確
立
さ
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

本
稿
で
は
こ
の
時
期
を
梅
蘭
芳
の
芸
術
上
の
転
換
期
と
位
置
づ
け
、
模
索
の
過
程
に

焦
点
を
あ
て
て
創
作
上
演
内
容
を
比
較
し
な
が
ら
梅
蘭
芳
の
伝
統
へ
の
考
え
方
と
そ
の

確
立
の
過
程
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。

梅
蘭
芳
の
伝
統
演
劇
変
革
の
背
景

ま
ず
梅
蘭
芳
を
と
り
ま
く
環
境
を
検
討
し
て
み
る
と
、
祖
父
梅
巧
玲
は
清
の
「
同
光



十
三
絶
」
と
よ
ば
れ
た
名
女
形
で
あ
り
、
父
梅
竹
芥
も
女
形
を
つ
と
め
、
伯
父
梅
雨
田

は
京
劇
の
主
要
伴
奏
楽
器
で
あ
る
京
胡
の
名
手
と
い
う
い
わ
ゆ
る
梨
園
一
家
で
あ
る
。

八
歳
の
時
か
ら
演
劇
の
道
に
は
い
り
、
き
わ
め
て
伝
統
的
な
環
境
の
な
か
で
育
っ
て
き

た。
そ
の
梅
蘭
芳
が
伝
統
演
劇
の
変
革
へ
と
向
か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
、
変
革
へ
の
意
識
を

つ
く
っ
て
い
っ
た
要
因
と
し
て
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
第
一
に
近
代
文
芸
改
革
の
な

か
で
お
こ
っ
た
「
戯
曲
改
良
運
動
」
と
よ
ば
れ
る
伝
統
演
劇
改
革
運
動
の
潮
流
と
い
う

社
会
的
背
景
で
あ
り
、
第
二
に
改
革
運
動
に
お
い
て
演
劇
界
の
な
か
の
急
進
的
改
革
者

で
あ
っ
た
国
際
雲
の
活
動
の
影
響
が
あ
げ
ら
れ
、
第
三
に
は
清
末
の
京
劇
界
を
代
表
す

る
聾
謹
培
、
王
落
卿
の
伝
統
演
劇
内
部
か
ら
の
改
良
、
と
い
う
三
つ
の
要
素
を
あ
げ
る

こ
と
が
で
き
る
。

第
一
に
あ
げ
た
伝
統
演
劇
改
革
運
動
の
中
心
思
想
は
、
次
の
よ
う
に
概
略
さ
れ
る
。

①
伝
統
演
目
を
「
旧
戯
」
と
し
そ
の
弊
害
を
批
判
し
た
。
即
ち
こ
れ
ま
で
の
演
劇
の
主

題
は
富
貴
の
功
名
、
神
仙
の
怪
奇
、
男
女
の
愛
情
と
い
っ
た
も
の
に
偏
り
、
非
進
歩
的

で
あ
る
と
し
た
。
②
演
劇
の
地
位
を
高
め
そ
の
社
会
的
効
用
を
認
識
し
て
、
演
劇
を
構

成
す
る
基
本
的
な
要
素
と
し
て
教
育
効
果
を
組
み
入
れ
る
。

つ
ま
り
演
劇
の
主
題
は
民

族
存
亡
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
現
実
の
社
会
問
題
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
り
、
民

主
や
愛
国
精
神
を
鼓
舞
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
。
③
演
劇
の
対
象
は

限
ら
れ
た
特
権
階
級
の
た
め
の
も
の
で
は
な
く
一
般
庶
民
、
無
学
文
盲
の
者
も
含
め
て

大
衆
の
た
め
の
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
前
提
の
も
と
、
普
及
を
主
た
る
目

的
と
す
る
た
め
曲
調
や
言
葉
の
難
解
な
昆
劇
で
は
な
く
、
京
劇
や
榔
子
劇
と
い
っ
た
大

衆
的
な
演
劇
を
用
い
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
④
人
の
心
を
動
か
す
の
は
悲
劇
で
あ
る

と
し
、
悲
劇
作
品
を
つ
く
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
即
ち
旧
戯
の
最
大
の
欠
点
は
喜
劇
ば

近
代
演
劇
に
お
け
る
伝
統
と
変
革

か
り
で
悲
劇
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
舞
台
の
演
出
の
形
式
は
西
洋
の
劇
中

に
長
丁
場
の
演
説
を
挿
入
す
る
方
式
を
と
り
、

い
か
に
す
れ
ば
社
会
を
救
え
る
か
を
涙

な
が
ら
に
訴
え
る
の
が
効
果
的
で
あ
る
。
⑤
舞
台
装
置
は
西
洋
の
様
式
を
取
り
入
れ
て

照
明
な
ど
の
舞
台
条
件
を
変
え
る
べ
き
で
あ
る
。
⑥
演
劇
に
携
わ
る
も
の
の
地
位
の
向

上
を
は
か
る
。
以
上
の
よ
う
な
主
張
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
気
運
は
辛
亥
草
命
(
一
九

一
一
)
前
後
に
も
っ
と
も
高
ま
っ
た
。
時
期
的
に
み
て
も
梅
薦
芳
は
こ
の
波
及
効
果
を

受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。

改
革
運
動
を
最
初
に
提
示
し
た
の
は
梁
啓
超
だ
が
、
こ
う
い
っ
た
外
か
ら
の
作
用
で

は
な
く
、
演
劇
界
の
な
か
で
こ
の
改
革
に
た
や
す
さ
わ
り
、

な
お
か
つ
梅
蘭
芳
に
と
っ
て

身
近
な
存
在
で
影
響
を
与
え
た
人
物
と
し
て
は
、
第
二
に
あ
げ
た
回
際
雲
(
一
八
六
回

J
一
九
二
五
)
が
い
る
。
梅
蘭
芳
は
国
際
雲
ら
が
中
心
に
な
っ
て
組
織
し
た
演
劇
従
事

者
の
福
利
を
お
こ
な
い
同
時
に
文
化
水
準
を
高
め
て
い
こ
う
と
す
る
組
織
「
正
楽
育
化

会
L

(

一
九
一
二
年
設
立
)

に
積
極
的
に
参
加
し
、

ま
た
そ
の
翌
年
に
は
田
際
雲
の
主

催
す
る
玉
成
班
に
所
属
し
て
お
り
、

回
際
雲
の
影
響
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
回

際
雲
本
人
は
京
劇
の
役
者
で
は
な
く
榔
子
劇
の
女
形
(
且
役
)
で
あ
る
。
改
革
の
急
先

鋒
と
い
わ
れ
た
間
際
雲
が
梅
蘭
芳
へ
あ
た
え
た
で
あ
ろ
う
影
響
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
上
海
か
ら
王
鐘
声
ひ
き
い
る
劇
団
を
招
い
て
「
改
良
新
劇
」
(
の
ち
の
話
劇
〉
で

あ
る
「
禽
海
石
」
「
愛
国
血
」
「
血
手
印
」
な
ど
を
上
演
(
一
九

O
九
、
宜
統
元
年
)
し

た
が
、
こ
の
と
き
十
六
歳
の
梅
蘭
芳
は
こ
れ
を
観
る
機
会
を
得
て
い
る
。
ま
た
、
田
際

雲
は
当
時
の
現
代
演
劇
で
あ
る
「
時
装
戯
L

を
最
初
に
は
じ
め
た
人
物
で
も
あ
る
。
そ
れ

は
清
の
光
緒
年
間
の
半
ば
に
さ
か
の
ぼ
る
が
、
そ
の
と
き
に
は
自
身
で
創
設
し
た
「
小

玉
成
班
」
に
よ
っ
て
上
海
の
老
丹
桂
園
で
「
仏
門
点
元
」
等
の
演
目
を
演
じ
て
い
る
。

社
会
的
反
響
が
大
き
か
っ
た
の
は
当
時
の
事
件
を
題
材
に
し
た
自
作
自
演
に
よ
る
「
恵

五



近
代
演
劇
に
お
け
る
伝
統
と
変
革

輿
女
土
」
の
上
演
(
一
九

O
五
)
で
あ
り
、
そ
の
後
に
は
阿
片
禁
煙
者
を
救
う
目
的
で

の
義
指
公
演
(
一
九

O
八
)
が
あ
る
。
た
だ
し
、
国
際
雲
は
梅
蘭
芳
に
対
し
て
こ
の
よ

う
な
草
新
的
な
舞
台
の
上
演
を
勧
め
た
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
梅

蘭
芳
に
は
伝
統
演
目
を
演
じ
さ
せ
、
そ
こ
で
観
客
を
確
保
し
同
時
に
回
際
雲
自
身
が
力

を
そ
そ
ぐ
「
時
装
戯
」
を
別
の
役
者
に
演
じ
さ
せ
る
と
い
う
方
式
で
公
演
を
運
営
し
て

い
る
。
と
は
い
え
身
近
に
み
る
田
際
雲
の
積
極
的
な
「
時
装
戯
」
の
取
り
組
み
は
、
梅

蘭
芳
の
意
識
に
暗
黙
の
う
ち
に
働
き
か
け
変
革
へ
の
基
盤
を
つ
く
る
こ
と
に
な
っ
た
と

推
測
さ
れ
る
。

第
三
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
芸
術
性
を
深
め
高
め
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
演
技
、

歌
唱
、
衣
裳
と
い
っ
た
表
現
面
で
の
改
革
を
お
こ
な
っ
た
語
議
培
と
主
務
卿
の
影
響
で

あ
る
。
雷
塞
培
は
梁
啓
超
を
し
て
「
四
海
ひ
ろ
し
と
い
え
ど
語
議
培
た
だ
一
人
、
そ
の

名
声
若
干
二
十
歳
に
し
て
雷
の
ご
と
く
と
ど
ろ
く
(
四
海
一
人
語
議
培
、
襲
名
廿
載
轟

如
雷
ど
と
い
わ
し
め
「
演
劇
界
の
帝
王
」
と
よ
ば
れ
て
い
る
。
そ
の
改
良
は
①
ま
ず

そ
の
歌
唱
が
あ
げ
ら
れ
る
。
老
け
役
(
老
生
〉
で
「
曹
の
歌
い
方
を
学
ば
な
い
者
は
い

な
い
(
無
腔
不
皐
曹
と
と
い
う
言
葉
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、

そ
れ
ま
で
の
重
々
し

い
歌
い
方
に
と
ら
わ
れ
ず
軽
快
な

「
倒
板
」

「
閃
板
」

と
い
っ
た
曲
調
を
独
自
に

や

創
作
し
て
お
り
、
そ
の
後
京
劇
の
音
楽
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。
②
こ
れ
ま
で
の
冗
長

な
脚
本
を
大
幅
に
削
除
し
演
技
に
み
あ
う
よ
う
に
改
編
を
お
こ
な
っ
た
。
③
京
劇
の
字

音
の
基
本
を
つ
く
っ
た
。
そ
れ
ま
で
京
劇
が
各
地
の
演
劇
の
融
合
に
よ
っ
て
成
立
し
た

た
め
発
音
の
基
準
、
が
雑
多
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
湖
広
音
に
京
音
を
ま
じ
え
中
州
首
で
発

音
す
る
方
法
を
考
案
し
、
京
劇
の
字
音
の
基
本
を
確
立
し
た
。
④
演
技
面
で
も
歌
唱
を

中
心
に
し
た
老
け
役
の
性
格
の
幅
を
ひ
ろ
げ
、
立
ち
回
り
も
で
き
る
役
作
り
を
お
こ
な

っ
て
い
る
。
梅
蘭
芳
は
こ
う
い
っ
た
謹
議
培
の
舞
台
を
幼
少
よ
り
見
続
け
て
お
り
、
さ

五

ら
に
一
九
一
二
年
か
ら
は
共
演
も
お
こ
な
っ
て
い
る
。

ま
た
壬
洛
卿
(
一
八
八
一

J
一
九
五
四
)
は
女
形
の
役
者
で
あ
り
語
議
培
と
よ
く
共

演
し
そ
の
影
響
を
受
け
て
女
形
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
改
革
を
す
す
め
た
。
王
落
卿
は

早
く
か
ら
(
四
十
歳
)
舞
台
を
や
め
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
の
後
演
劇
教
育
に
と
り
く
ん

で
い
る
。
梅
蘭
芳
も
間
接
あ
る
い
は
直
接
的
に
王
落
卿
の
改
編
し
た
演
目
を
学
び
演
じ

て
い
る
。
王
瑳
卿
の
お
こ
な
っ
た
改
革
は
、
①
ま
ず
役
柄
の
規
制
を
と
り
は
ら
い
多
様

な
演
技
の
で
き
る
「
花
杉
」
と
い
う
新
し
い
役
柄
を
生
み
出
し
て
女
形
の
演
技
の
幅
を

広
げ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
「
青
衣
」
「
花
旦
」
「
万
馬
日
こ
と
い
う
ふ
う
に
細
分

化
さ
れ
て
い
た
役
柄
の
す
べ
て
を
こ
な
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
に
見
合
う
よ
う
に
②
伝
統

演
目
を
自
ら
改
編
し
制
作
し
た
。
女
形
を
中
心
と
し
た
演
目
を
七
、

八
十
本
改
編
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
女
形
の
演
じ
る
場
を
広
げ
る
結
果
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
③
女
形
の
役
柄

の
髪
型
、
化
粧
を
人
物
形
象
に
み
あ
っ
た
も
の
に
作
り
か
え
た
。
伝
統
的
な
霊
は
人
物

に
み
あ
わ
な
い
型
に
は
ま
っ
た
大
き
な
重
で
あ
っ
た
が
そ
れ
を
や
め
て
人
物
の
お
か
れ

た
立
場
や
情
景
を
考
慮
し
た
霊
に
変
え
て
い
る
。
ま
た
必
修
の
演
技
と
さ
れ
て
い
た
纏

足
を
表
現
す
る
「
眠
障
」
を
止
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
共
通
し
て
い
え
る
の
は
人
物
表

現
に
も
と
守
つ
い
て
伝
統
の
き
ま
り
を
い
か
に
適
切
に
変
え
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
そ
の
姿
勢
は
梅
蘭
芳
に
影
響
を
あ
た
え
た
と
推
測
さ
れ
る
。

以
上
み
て
き
た
田
際
雲
を
は
じ
め
と
す
る
演
劇
改
革
運
動
と
い
う
外
的
な
は
た
ら
き

か
け
と
京
劇
内
部
に
お
け
る
芸
術
的
な
上
昇
志
向
と
い
う
内
的
な
動
き
と
が
、
純
粋
に

伝
統
的
な
枠
の
な
か
に
あ
っ
た
梅
蘭
芳
に
作
用
し
て
変
革
を
受
け
入
れ
る
基
礎
を
つ
く

っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。



梅
蘭
芳
の
伝
統
演
劇
変
革
に
至
る
過
程

こ
こ
で
は
先
の
背
景
を
受
け
て
、
梅
蘭
芳
が
変
革
を
は
じ
め
る
直
接
の
動
機
と
な
っ

た
要
因
を
検
討
し
た
い
。
変
革
に
と
り
か
か
る
以
前
、
初
舞
台
以
来
、
北
京
の
舞
台
で

公
演
を
お
こ
な
っ
て
き
た
梅
蘭
芳
は
、

一
九
一
三
年
お
よ
び
翌
一
四
年
に
上
海
公
演
を

お
こ
な
う
が
、
こ
の
上
海
で
の
舞
台
経
験
と
新
し
い
演
劇
の
見
聞
に
よ
り
、
「
生
涯
の
演

劇
活
動
の
発
展
に
と
っ
て
重
要
な
鍵
(
我
一
生
在
戯
劇
方
面
器
展
的
一
個
重
要
闘
鍵
)
」

「
そ
の
後
の
舞
台
生
活
に
き
わ
め
て
大
き
く
作
用
し
た
(
封
我
後
来
的
舞
圭

生
活
，
是
起
了
極
大
的
作
用
的
と
と
の
べ
て
い
る
。

と
な
り
、

で
は
「
重
要
な
鍵
し
と
な
り
「
大
き
く
作
用
し
た
」
い
わ
ば
梅
蘭
芳
の
舞
台
生
活
の

転
機
と
な
り
え
る
ほ
ど
影
響
し
た
も
の
は
何
だ
っ
た
の
か
、
当
時
の
上
海
に
お
け
る
公

演
と
上
海
の
演
劇
状
況
を
分
析
し
て
み
る
と
、
お
よ
そ
次
の
コ
一
点
を
あ
げ
る
こ
と
が
で

き
る
。
第
一
点
は
上
海
公
演
で
観
客
の
噌
好
を
考
慮
し
た
役
柄
の
多
様
化
の
試
み
で
あ

り
、
第
二
点
は
上
海
で
目
に
し
た
話
劇
お
よ
び
「
時
装
戯
」
で
あ
り
、
第
三
点
は
「
海

派
」
特
有
の
草
新
的
な
舞
台
装
置
で
あ
る
。

ま
ず
第
一
点
の
役
柄
の
多
様
化
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
先
の
王
落
卿
の
と
こ
ろ
で

も
述
べ
た
よ
う
に
、
伝
統
演
劇
に
お
い
て
は
役
柄
は
た
い
て
い
一
人
が
生
涯
ひ
と
つ
の

役
柄
を
極
め
る
と
い
う
の
が
現
在
に
お
い
て
も
決
ま
っ
た
や
り
か
た
で
あ
る
。
梅
蘭
芳

も
枠
に
は
ま
っ
た
貞
女
と
い
う
女
性
像
を
基
本
に
し
た
「
青
衣
」
の
役
柄
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
上
海
の
演
劇
界
の
慣
例
で
そ
の
日
の
舞
台
の
締
め
の
舞
台
「
圧
台
戯
」
を
や

る
機
会
を
与
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
一
日
の
最
後
に
演
じ
る
演
目
で
、
質
量
と
も
に
他
の

演
目
を
圧
倒
し
し
か
も
観
客
を
途
中
で
退
席
さ
せ
な
い
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
こ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
演
目
は
何
で
あ
る
か
を
数
日
の
観
客
の
反
応
か
ら
分
析
し

近
代
演
劇
に
お
け
る
伝
統
と
変
革

「
歌
唱
と
所
作
の
両
方
に
同
じ
程
度
の
重
き
が
お
か
れ
、

而
且
要
新
頴
生
動
一
路
的
玩
意
見
)
」

し
か
も
斬
新
な
も
の
(
愛
看

的
是
唱
倣
井
重
，

で
あ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。

し
か
し
「
青
衣
」
の
演
技
の
特
徴
は
「
お
な
か
を
抱
え
て
歌
を
歌
う
だ
け
の
古
い
芝
居

(
抱
庇
子
優
唱
的
老
戯
ど
で
あ
り
、
「
お
そ
ら
く
務
ま
ら
な
い
(
恐
柏
是
匪
不
住
的
)
」

と
い
う
結
論
に
達
す
る
。
こ
こ
で
梅
蘭
芳
自
身
が
指
摘
す
る
「
青
衣
」
の
演
技
の
特
徴

は
、
老
け
役
中
心
の
演
目
の
端
役
と
し
て
演
技
を
軽
視
し
て
棒
立
ち
で
歌
だ
け
歌
う
と

い
う
位
置
づ
け
を
も
っ
、
こ
れ
ま
で
遵
守
し
て
き
た
伝
統
の
あ
り
方
そ
の
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
装
い
も
憧
び
や
か
で
立
ち
回
り
の
あ
る
「
万
馬
旦
」
の
役
柄
で
「
穆
桐
築
」
を

演
じ
る
こ
と
を
決
心
す
る
。

は
宋
の

「
楊
家
将
」
演
義
で
女
傑
穆
桂
英

「
穆
栴
案
」

を
主
役
と
す
る
。

を
身
に
つ
け
て
立
ち
回
る

衣
裳
に
は
鎧
甲
で
あ
る
「
葬
(
カ
オ
〉
」

「
札
集
戯
」
で
あ
る
。
こ
の
必
要
に
迫
ら
れ
た
選
択
に
よ
っ
て
役
柄
の
幅
を
ひ
ろ
げ
、

演
技
に
も
主
眼
を
お
い
た
役
作
り
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
、
が
で
き
よ

〉
内
ノ
。

第
二
点
は
上
海
は
演
劇
改
良
運
動
の
発
祥
の
地
で
も
あ
り
ま
た
、
中
国
で
初
め
て
の

演
劇
に
関
す
る
刊
行
物
で
あ
る
「
二
十
世
紀
大
舞
台
」
(
一
九

O
四
)
が
発
刊
さ
れ
柳

亜
子
を
は
じ
め
と
す
る
演
劇
改
草
提
唱
者
の
活
動
が
さ
か
ん
で
あ
っ
た
こ
と
も
加
わ

り
、
警
世
を
意
図
し
た
演
劇
の
創
作
上
演
が
梅
蘭
芳
の
関
心
を
ひ
い
た
こ
と
で
あ
る
。

上
海
で
梅
蘭
芳
が
見
た
な
か
で
注
目
す
べ
き
も
の
は
自
伝
で
も
述
べ
る
よ
う
に
夏
月
潤
、

夏
月
珊
の
運
営
す
る
「
新
舞
台
」
で
公
演
さ
れ
た
「
黒
籍
寛
魂
」
、
「
椿
姫
」
(
ロ

-
E
C

を
も
と
に
し
た
話
劇
を
さ
ら
に
改
編
し
た
「
新
茶
花
」
、
「
ア
ン
グ
ル
・
ト
ム
ズ
・
ケ
ビ

ン
」
(
出
足
止
え
∞
言
者
与
を
改
編
し
た
「
黒
奴
髄
天
録
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
「
時
装

戯
」
で
あ
る
が
特
に
「
黒
籍
寛
魂
」
は
夏
月
珊
の
手
に
よ
る
も
の
で
、
二
十
三
幕
か
ら

な
る
脚
本
は
新
劇
の
影
響
を
う
け
て
、

ほ
と
ん
ど
せ
り
ふ
で
書
か
れ
て
お
り
、

し
か
も

五



近
代
演
劇
に
お
け
る
伝
統
と
変
革

上
海
語
が
ま
じ
る
と
い
う
形
式
の
も
の
で
あ
る
。
内
容
は
阿
片
の
害
毒
を
テ
l
マ
に
し

て
い
る
。
舞
台
写
真
か
ら
見
る
と
衣
裳
は
当
時
の
日
常
の
衣
裳
で
、
背
景
は
具
象
的
な

背
景
幕
、
が
使
わ
れ
ベ
ッ
ド
な
ど
の
家
具
調
度
を
配
す
る
と
い
う
写
実
的
な
空
間
処
理
で

演
技
も
リ
ア
ル
な
演
技
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
匂
「
新
茶
花
」
も
同
じ
く
京
劇

の
音
楽
を
用
い
な
が
ら
、
「
《
新
茶
室
紹
介
」
か
耐
を
見
る
か
ぎ
り
で
は
、
役
者
の
装

い
は
洋
装
で
あ
り
舞
台
背
景
に
は
多
く
の
装
置
が
置
か
れ
て
お
り
、

一
見
し
て
リ
ア
ル

な
舞
台
に
な
っ
て
い
る
。

「
黒
奴
顧
天
録
」
も
ま
た
同
様
に
洋
装
で
、
銅
鐸
や
板
鼓
を

用
い
て
京
劇
で
歌
う
。
登
場
す
る
と
語
り
も
の
の
「
数
快
板
」
の
方
式
を
用
い
た
り
し

て
い
る
。
当
時
の
「
新
舞
台
」
を
評
し
て
「
形
式
は
改
良
さ
れ
て
先
導
を
い
く
も
の
で

あ
り
『
新
茶
花
』
、
『
里
山
籍
菟
魂
』
な
ど
の
新
し
い
作
品
は
非
常
に
社
会
的
に
貢
献
す
る

(
形
式
改
良
，

も
の
で
あ
る

(
M〉

舎
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
さ
ら
に
春
柳
社
に
よ
る
話
劇
(
こ
の
当
時
は
ま
だ
新

固
其
先
導
，

而
新
茶
花
黒
籍
寛
魂
等
戯
，

亦
頗
有
稗
社

劇
あ
る
い
は
文
明
戯
と
よ
ば
れ
て
い
た
)
「
椿
姫
(
茶
花
女
)
」
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
(
不
如

錦
〉
」
「
陳
お
ば
あ
さ
ん
(
陳
二
妨
坊
と
と
い
っ
た
演
目
も
み
て
い
る
。

そ
の
後
ま
も
な
く
し
て
梅
蘭
芳
は
「
時
装
戯
」
に
と
り
く
む
が
「
こ
の
と
き
の
上
海

で
の
観
劇
の
影
響
を
多
少
な
り
と
も
受
け
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
(
我
不
否
認
，
多

少
是
受
到
這
次
在
上
海
観
摩
他
門
的
影
監
が
ど
と
し
て
い
る
。
こ
の
後
、
「
時
装
一
戯
」

を
や
る
と
決
め
る
ま
で
半
年
の
間
考
え
を
め
ぐ
ら
せ
て
い
る
が
、
伝
統
的
な
教
育
を
受

け
て
き
た
梅
蘭
芳
に
と
っ
て
そ
れ
は
ひ
と
つ
の
葛
藤
を
と
も
な
う
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う

だ
。
し
た
が
っ
て
梅
蘭
芳
の
現
代
演
劇
へ
の
取
り
組
み
は
、
時
代
の
風
潮
と
い
う
社
会

的
条
件
と
梅
蘭
芳
自
身
の
変
革
精
神
と
を
要
因
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

第
三
点
は
「
海
派
」
の
影
響
を
う
け
て
の
新
式
舞
台
へ
の
傾
倒
で
あ
る
。
「
海
派
」
と
は

進
取
の
気
質
に
富
む
上
海
京
劇
界
の
特
質
を
形
容
し
た
も
の
だ
が
、
西
洋
の
演
劇
か
ら

五
四

学
ん
だ
新
式
舞
台
を
取
り
入
れ
た
の
も
上
海
が
最
初
で
あ
っ
た
。
梅
蘭
芳
が
見
た
「
新

茶
花
」
と
い
っ
た
演
目
は
そ
の
新
式
舞
台
「
新
舞
台
」
で
演
じ
ら
れ
て
い
る
。
梅
歯
肉
芳

が
演
じ
た
劇
場
「
丹
桂
第
一
台
」
は
半
円
形
の
額
縁
舞
台
で
、
梅
蘭
芳
に
と
っ
て
は
は

じ
め
て
の
舞
台
形
式
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
大
部
分
の
舞
台
は
元
の
時
代
か
ら
続
い
て
い

る
正
方
形
の
突
き
出
し
舞
台
で
前
方
の
二
本
の
柱
(
台
柱
)
が
舞
台
と
客
席
と
を
遮
る

か
た
ち
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
と
き
舞
台
照
明
と
し
て
舞
台
前
方
に
電
灯
を
一

列
に
配
し
て
お
り
、
梅
蘭
芳
が
登
場
す
る
と
全
部
の
照
明
が
つ
け
ら
れ
「
観
客
の
注
意

を
引
き
つ
け
る
に
は
い
か
ほ
ど
か
の
効
果
、
が
あ
っ
た
(
在
吸
引
観
衆
注
意
的
一
方
面
，

是
多
少
可
以
起
一
罪
静
と
と
あ
る
。
こ
れ
は
そ
れ
ま
で
の
舞
台
の
照
明
と
は
大
き

く
異
な
る
。
清
代
に
は
夜
間
公
演
は
禁
じ
ら
れ
て
い
て
昼
間
の
公
演
が
ほ
と
ん
ど
で
あ

っ
た
が
自
然
光
に
ラ
ン
プ
で
あ
っ
た
か
ら
役
者
の
表
情
、
が
み
え
な
い
く
ら
い
暗
か
っ
た

と
い
う
状
況
が
あ
っ
た
。
こ
の
新
式
舞
台
に
対
し
梅
蘭
芳
は
「
精
神
的
に
限
り
な
い
心

地
よ
き
と
興
奮
を
覚
え
た
(
在
精
神
上
得
到
了
無
限
的
愉
快
和
興
的
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
は
北
京
に
お
い
て
新
し
い
舞
台
を
使
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
舞
台
装
置
へ
の
試
み
を
お

こ
な
っ
て
い
く
直
接
の
動
機
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
梅
蘭
芳
は
自
ら
の
体
験
を
と
お
し
て
役
柄
の
伝
統
枠
の
単
一
性
、
伝
統

演
目
と
現
実
社
会
と
の
断
層
、
古
式
の
舞
台
の
狭
小
な
自
由
度
と
い
っ
た
こ
れ
ま
で
伝

統
に
対
し
て
ほ
と
ん
ど
意
識
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
れ
ら
の
枠
組
み
を
認
識
す
る
に
い
た

り
、
無
意
識
の
う
ち
に
培
わ
れ
て
き
た
変
革
意
識
と
呼
応
し
て
新
た
に
意
欲
的
な
模
索

の
時
期
に
移
行
す
る
に
い
た
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
そ
れ
ま
で
梅
蘭
芳
は
伝
統
的
な

役
者
養
成
所
「
科
班
」
や
師
匠
を
通
し
て
口
承
伝
授
さ
れ
て
き
た
伝
統
の
形
を
そ
の
ま

ま
継
承
す
る
継
承
者
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
だ
が
、
こ
の
後
は
自
ら
創
作
者
と
し
て
大
胆

に
伝
統
の
変
革
に
取
り
組
む
新
た
な
伝
統
の
創
造
者
と
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
が



で
き
よ
う
。梅

蘭
芳
の
伝
統
と
変
革
の
模
索

改
革
の
息
吹
を
実
感
し
た
梅
蘭
芳
は
「
古
い
枠
の
中
に
立
ち
止
ま
っ
た
ま
ま
じ
っ
と

し
て
そ
の
束
縛
を
受
け
る
こ
と
を
望
ま
な
か
っ
た
(
我
不
願
意
還
是
姑
這
個
奮
的
圏
子

里
遺
不
動
，
再
受
官
的
拘
束
ど
と
し
、

そ
し
て
新
し
い
発
展
の
道
を
探
し
求
め
(
我

要
走
向
新
的
道
路
上
去
尋
求
護
展
)
」
て
「
大
胆
な
試
み
〈
大
謄
的
嘗
試
ど
を
「
時
陪

せ
ず
に
や
っ
て
い
く
(
下
了
決
心
放
手
去
倣
)
」

こ
と
を
決
心
し
、

伝
統
演
劇
へ
の
変

草
に
着
手
し
、
伝
統
と
変
革
と
の
な
か
で
さ
ま
ざ
ま
な
模
索
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
梅

蘭
芳
は
自
伝
の
な
か
で
は
、
第
一
固
め
の
上
海
公
演
の
一
年
後
、

一
九
一
四
年
(
民
国

一
二
)
に
お
け
る
二
度
目
の
上
海
公
演
後
に
こ
の
決
意
を
し
、
そ
の
後
の
一
八
ヶ
月
間
を

特
に
区
切
っ
て
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
区
切
り
か
た
は
ち
ょ
う
ど
梅
蘭
芳
が
「
双

慶
社
」
で
公
演
活
動
を
お
こ
な
っ
て
い
た
と
い
う
分
け
方
に
す
ぎ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

梅
蘭
芳
が
自
分
の
劇
団
を
も
つ
の
は
一
九
二
二
年
の
承
華
社
が
は
じ
め
だ
が
、
梅
蘭
芳

に
か
ぎ
ら
ず
役
者
は
ひ
と
つ
の
公
演
組
織
に
長
く
身
を
置
く
こ
と
が
少
な
く
、
次
々
に

所
属
を
変
え
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
十
八
ヶ
月
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
梅
蘭
芳
の
創
作
公
演
内
容
に

も
と
づ
い
て
そ
の
活
動
を
と
ら
え
、
第
一
回
上
海
公
演
の
翌
年
一
九
一
四
年
(
民
国

四
)

J
一
九
一
八
年
(
民
国
九
)
の
五
年
間
の
創
作
活
動
を
特
に
と
り
あ
げ
る
こ
と
と

す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
こ
の
時
期
に
梅
蘭
芳
は
同
時
並
行
で
四
つ
の
領
域
、
即
ち
現
代
演

劇
(
時
装
戯
)
、
毘
劇
、
古
典
歌
舞
劇
(
古
装
戯
)
、
古
典
伝
統
劇
の
創
作
上
演
を
お
こ

な
い
、
そ
の
後
に
前
者
の
現
代
演
劇
(
時
装
戯
)
の
創
作
も
上
演
も
や
め
、
古
典
歌
舞

劇
の
創
作
上
演
お
よ
び
古
典
伝
統
劇
の
改
編
上
演
へ
と
活
動
内
容
が
集
約
さ
れ
て
い
く

近
代
演
劇
に
お
け
る
伝
統
と
変
革

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
四
つ
の
領
域
を
比
べ
た
場
合
、
現
代
演
劇
(
時
装
戯
)
は
昆
劇
の

対
局
に
あ
り
、
昆
劇
と
古
典
伝
統
劇
、
古
典
歌
舞
劇
(
古
装
戯
)
は
ひ
と
つ
の
流
れ
の

な
か
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
こ
の
五
年
間
を
梅
蘭
芳
の
伝

統
意
識
が
確
立
し
た
時
期
と
と
ら
え
て
ど
の
よ
う
に
、
ど
ん
な
伝
統
意
識
を
確
立
し
て

い
っ
た
の
か
を
現
代
演
劇
(
時
装
戯
〉
と
見
劇
に
お
け
る
と
り
く
み
の
推
移
を
比
較
し

な
が
ら
考
察
し
て
い
く
。

(

一

)

「
時
装
戯
」
の
創
作

「
時
装
戯
」
と
は
当
時
の
演
劇
改
良
運
動
に
象
徴
さ
れ
る
時
流
の
影
響
を
受
け
て
と

り
く
ん
だ
現
代
劇
の
こ
と
で
あ
り
、
伝
統
演
劇
の
範
障
の
な
か
で
創
作
さ
れ
た
も
の

で
、
内
容
的
に
は
当
時
の
社
会
を
反
映
し
そ
れ
を
受
け
て
形
象
の
上
で
も
当
時
の
風
俗

を
用
い
て
い
る
。
当
時
は
、
そ
の
衣
裳
に
よ
っ
て
命
名
さ
れ
て
お
り
、
時
流
に
乗
っ
た

衣
裳
と
い
う
こ
と
で
「
時
装
戯
」
と
呼
称
さ
れ
た
。

「
時
装
戯
」
の
創
作
で
は
ま
ず
そ
の
戯
曲
の
題
材
が
伝
統
演
目
と
は
異
な
る
こ
と
が

第
一
に
あ
げ
ら
れ
る
。
梅
蘭
芳
自
身
、
上
海
の
体
験
後
は
じ
め
て
「
新
し
い
認
識
が
あ

っ
た
(
有
了
新
的
理
解
)
」
と
し
て
こ
れ
ま
で
演
じ
て
き
た
も
の
は

「
す
べ
て
古
代
の

史
実
か
ら
と
っ
て
い
る
(
都
是
取
材
子
古
代
的
史
貫
〉
」

こ
と
に
気
づ
き
、

現
代
の
時

事
か
ら
直
接
と
っ
て
芝
居
を
つ
く
れ
ば
観
客
の
こ
こ
ろ
を
も
っ
と
捉
え
ら
れ
る
の
で
は

な
い
か
と
し
て
い
る
。
で
は
実
際
に
梅
蘭
芳
の
創
作
し
た
「
時
装
戯
」
と
そ
れ
ま
で
梅

蘭
芳
が
演
じ
て
き
た
上
演
内
容
の
ち
が
い
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
、
梅
蘭
芳
、
が
現
代

演
劇
創
作
以
前
に
演
じ
て
き
た
演
目
を
内
容
の
傾
向
に
即
し
て
分
類
し
て
み
る
と
以
下

の
よ
う
に
な
る
。

ま
ず
時
代
的
に
は
初
舞
台
を
ふ
ん
だ
十
一
歳
の
一
九

O
四
年
(
清
光
緒
三
十
)
か
ら

五
五



近
代
演
劇
に
お
け
る
伝
統
と
変
革

二
十
歳
の
一
九
一
一
一
一
年
(
民
国
一
一
)
上
海
公
演
前
ま
で
の
十
年
間
に
関
し
て
で
あ
る
。

演
目
は
梅
蘭
芳
の
死
後
に
梅
蘭
芳
の
歴
代
の
資
料
を
整
理
し
た
成
諭
言
に
よ
る
と
「
こ

の
限
り
で
は
な
い
こ
と
は
確
か
だ
が
(
雷
然
肯
定
不
合
止
有
此
数
〉
」

六
十
七
演
目
を
あ
げ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
資
料
は
公
演
演
目
を
列
記
し
て
あ
る
だ
け

と
し
な
が
ら
百

で
、
上
演
時
期
は
不
明
な
の
で
、
梅
蘭
芳
の
演
じ
た
役
柄
に
つ
い
て
は
こ
の
資
料
を
も

と
に
し
、
演
自
に
関
し
て
は
自
伝
と
年
譜
に
掲
載
の
も
の
を
取
り
上
げ
て
分
類
し
た
。

(
幻
)

演
目
の
出
典
に
関
し
て
は
「
京
劇
劇
目
辞
典
」
を
参
考
に
し
た
。

題
材
の
時
代
お
よ
び
出
典

演
目
名
お
よ
び
梅
蘭
芳
の
演
じ
た
役

周
、
秦

漢
劉
向
『
列
女
伝
』

「
桑
園
舎
」
の
羅
敷
女

漢

東
漢
故
事
「
戦
蒲
関
」
の
徐
艶
貞

晋

東
晋
演
義
「
桑
園
寄
子
」
の
金
氏

国

「
孝
義
節
」
の
孫
尚
呑

唐

陪
唐
演
義
「
頭
本
虹
寛
関
」
の
東
方
氏
「
二
本
虹
寛
関
」
の
Y
環

征
東
全
伝
「
扮
河
湾
」
の
柳
迎
春

「
武
家
坂
」
「
彩
楼
配
」
「
探
索
、
客
」
の
主
宝
釧

「
妊
コ
一
関
」
の
代
戦
公
主

宋

北
宋
志
伝
「
四
郎
探
母
」
の
鉄
鏡
公
主
「
雁
門
関
」
の
青
蓮
公
主

説
岳
全
伝
「
岳
家
荘
」
の
岳
雲
之
姐

劉
宗
鶴
『
胡
喜
禄
専
記
』

「
五
花
洞
L

の
溶
金
蓮

一元

雑
劇

「
六
月
雪
」
の
賓
蛾

関
漢
卿
『
感
天
動
地
賓
蛾
寛
』

明

呑
蓮
柏
鼓
詞
「
二
進
宮
」
の
李
艶
妃

警
世
通
言

「
玉
堂
春
」
の
蘇
三

清
蘭
苦
館
外
史
『
呈
乗
』

「
梅
玉
配
」
の
蘇
玉
蓮

五
六

時
代
不
明

西
京
雑
記
「
天
河
配
」
の
織
女

以
上
の
よ
う
に
梅
蘭
芳
の
演
じ
て
き
た
演
目
が
、
歴
史
物
か
ら
題
材
を
と
っ
た
伝
統

演
目
で
あ
り
、
役
柄
は
ほ
と
ん
ど
「
青
衣
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
次
に
梅
蘭
芳
の
創
作
上
演
し
た
「
時
装
戯
」
を
列
挙
し
て
く
ら
べ
て
み
よ

ぅ
。
「
時
装
戯
」
の
分
け
方
と
し
て
は
百
科
全
書
に
よ
る
と
題
材
を
外
国
に
と
っ
た
「
洋

装
新
戯
」
、
時
事
ニ
ュ
ー
ス
に
題
材
を
と
っ
た
「
時
事
新
戯
」
、
清
代
の
衣
裳
を
も
ち
い

た
「
清
装
戯
」
と
い
う
分
類
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
分
類
の
視
点
が
統
一
さ
れ

て
い
る
と
は
言
い
難
い
の
で
、
こ
こ
で
は
具
体
的
に
五
作
品
に
つ
い
て
、
①
描
か
れ
て

い
る
時
代
②
出
典
③
作
者
④
内
容
⑤
初
演
時
期
⑥
衣
裳
の
順
に
列
記
し
て
み
る
。

1
「
寧
海
波
欄
」
①
清
末
②
当
時
の
北
京
の
実
話
③
買
潤
田
(
田
際
雲
主
催
の
胡
文
社

の
提
供
)
④
虐
げ
ら
れ
て
い
る
妓
楼
の
女
達
の
不
遇
⑤
一
九
一
四
年
一

O
月
@
清
装

2
「
霞
海
潮
」
①
清
末
③
王
鐘
声
の
脚
本
を
改
編
、
「
富
連
成
」
「
維
徳
坤
社
」
が
す
で

に
上
演
済
み
④
裁
き
の
場
の
陰
謀
と
不
正
⑤
一
九
一
五
年
四
月
@
清
装

3
「
部
霞
姑
」
①
民
国
当
時
②
小
説
「
周
延
弼
」
③
路
三
宝
の
口
述
、

李
寿
峰
、

李

寿
山
、

李
敬
山
の
脚
色
で
す
べ
て
役
者
に
よ
る
④
婚
姻
問
題
で
悪
徳
勢
力
に
果
敢

に
い
ど
む
旧
社
会
の
女
性
⑤
一
九
一
五
年
四
月
@
民
国
初
年
に
流
行
し
た
衣
裳
と

童
4
「
一
纏
麻
」
①
民
国
当
時
②
当
時
の
実
話
@
同
時
代
の
包
天
笑
の
同
名
の
小
説
を
斉

如
山
が
改
編
④
封
建
道
徳
の
も
と
で
の
婚
姻
の
不
自
由
が
も
た
ら
し
た
悲
劇
⑤
一
九

一
六
年
四
月
@
民
国
初
年
に
流
行
し
た
衣
裳
と
童

5
「
童
女
斬
蛇
」
①
民
国
当
時
②
実
話
を
題
材
に
晋
の
干
宝
「
捜
神
記
」
を
底
本
と
し

て
北
京
通
俗
教
育
研
究
会
が
編
集
し
た
③
斉
如
山
改
編
④
迷
信
に
ま
ど
わ
さ
れ
る
大

衆
の
悲
劇
と
迷
信
を
う
ち
破
る
少
女
の
勇
気
@
一
九
一
八
年
二
月
@
当
時
流
行
の
衣



裳
と
お
さ
げ
、
前
髪
、
髪
(
水
髪
)
と
い
う
流
行
の
髪
型

こ
れ
ら
五
作
品
と
前
述
の
そ
れ
以
前
に
演
じ
て
き
た
演
目
の
内
容
を
く
ら
べ
て
み
る

と
共
通
し
次
の
よ
う
な
傾
向
が
わ
か
る
。
同
時
代
の
社
会
や
人
物
批
判
を
行
う
場
合
、

従
来
の
演
目
で
は
直
接
同
時
代
の
事
柄
や
人
物
を
描
く
こ
と
は
な
く
、
時
代
と
人
物
の

設
定
を
過
去
に
変
え
て
批
判
を
カ
モ
フ
ラ
l
ジ
ュ
し
な
が
ら
描
く
の
が
従
来
の
伝
統
演

目
の
常
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
「
時
装
戯
」
の
場
合
は
現
実
社
会
へ
の
批
判
を
こ
め
な

が
ら
当
時
の
社
会
に
お
け
る
女
性
の
地
位
の
低
さ
や
封
建
的
道
徳
、
盲
目
的
な
迷
信
な

ど
に
よ
っ
て
抑
圧
、

翻
弄
さ
れ
る
悲
劇
的
女
性
像
が
浮
か
び
上
が
る
よ
う
に
描
い
て
い

る
。
梅
蘭
芳
自
身
は
「
社
会
の
暗
部
の
一
端
を
え
ぐ
る
こ
と
が
で
き
た
だ
け
(
只
能
針

対
着
社
会
某
些
方
面
的
黒
暗
加
以
動
ザ
」
と
の
べ
て
い
る
が
、

少
な
く
と
も
時
代
に

合
致
し
た
題
材
を
演
じ
る
と
い
う
初
期
の
意
図
は
達
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
結
末
は
、

ご
鰻
麻
」
を
の
ぞ
く
と
す
べ
て
大
団
円
で
終
わ
っ
て
い

る。

「
一
纏
麻
」
は
小
説
で
は
結
末
は
林
初
芥
が
夫
の
あ
と
を
追
っ
て
殉
死
す
る
が
、

脚
本
で
は
「
素
朴
な
正
義
感
か
ら
封
建
礼
教
に
わ
ず
か
な
風
刺
を
加
え
た
(
只
能
従
朴

素
的
正
義
感
出
議
給
封
建
礼
教
一
点
調
刺
町
下
)
」

に
す
ぎ
ず
、

自
己
の
境
遇
に
失
望

し
自
害
す
る
こ
と
に
な
お
し
た
と
し
て
い
る
も
の
の
、
実
際
の
脚
本
か
ら
は
や
は
り
殉

死
と
い
う
ふ
う
に
と
れ
る
描
き
方
を
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
最
後
の
歌
詞
は
「
あ
あ
、

あ
な
た
(
夫
)
、
私
は
あ
な
た
と
共
に
あ
の
世
で
つ
ら
か
っ
た
浮
き
世
の
悲
し
み
を
語
り

(
施
)

我
県
伊
悶
宙
日
叙
苦
情
)
」
で
終
わ
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て

ま
し
ょ
う
(
町
明
夫
明
，

い
ず
れ
も
伝
統
的
な
結
末
の
あ
り
か
た
を
踏
襲
し
て
お
り
、
梅
蘭
芳
の
「
時
装
戯
」
に

お
け
る
創
作
内
容
の
革
新
性
に
対
す
る
限
界
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

次
に
表
現
に
関
し
て
み
て
み
よ
う
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
そ
の
後
梅
蘭
芳
自
身
も
演
じ

な
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
上
演
さ
れ
た
か
は
文
献
資
料
か
ら
推
察
す
る
ほ

近
代
演
劇
に
お
け
る
伝
統
と
変
革

か
な
い
。
上
演
台
本
も
正
規
に
出
版
さ
れ
て
い
る
の
は
「
童
女
斬
蛇
」
の
み
で
あ
る
。

そ
れ
は
一
九
一
五
年
か
ら
一
九
二
五
年
に
わ
た
っ
て
出
版
さ
れ
た
当
時
の
上
演
台
本
集

「
戯
考
」
の
京
劇
台
本
を
中
心
に
し
て
六
百
本
あ
ま
り
あ
る
台
本
の
な
か
の
ひ
と
つ
と

し
て
収
め
ら
れ
て
い
]
か
。
「
一
纏
麻
」
(
全
二
十
一
場
)
の
脚
本
は
完
全
版
は
残
っ
て
お

ら
ず
、
各
配
役
ご
と
に
せ
り
ふ
と
歌
を
取
り
出
し
た
「
単
本
」
と
よ
ば
れ
る
形
態
の
脚

本
の
写
し
で
、
梅
蘭
芳
が
所
蔵
し
て
い
た
も
の
が
一
本
あ
り
「
中
国
近
代
文
学
大
系
」

に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
文
体
で
あ
る
が
、
伝
統
演
目
の
通
常
の
形
態
で
あ
る
七
言
ま
た
は
十
言
の
斉
言

体
の
形
式
で
は
な
く
、
詩
と
い
う
よ
り
も
そ
の
ま
ま
台
詞
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

な
口
語
の
平
易
な
文
体
で
、
十
言
あ
る
い
は
一
二
言
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば

「
一
一
纏
麻
」
の
第
七
場
、
梅
蘭
芳
扮
す
る
林
籾
芥
の
歌
唱
の
一
部
を
抜
粋
し
て
み
る
と

次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
板
式
名
称
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。

恨
之
恨
我
園
中
婚
姻
黒
暗
，

(
恨
む
べ
き
は
こ
の
国
の
婚
姻
の
蒙
昧
さ
)

懐
抱
中
定
親
事
不
問
愚
暗
。

(
生
ま
れ
ぬ
前
か
ら
嫁
、
ぎ
先
を
決
め
る
愚
か
し
さ
)

我
自
幼
人
間
学
堂
志
向
高
速
，

(
私
は
幼
少
よ
り
こ
こ
ろ
ざ
し
高
く
〉

想
在
這
女
子
界
倣
事
一
番
。
(
世
の
女
子
の
為
に
何
か
を
成
そ
う
と
思
っ
て
き
た
)

第
十
六
場
の
林
籾
芥
の
歌
唱

想
他
人
，
訂
婚
姻
，
是
雨
府
情
願

(
他
人
を
慕
い
、

婚
姻
の
約
束
む
す
ぶ
は
互
い

の
心
あ
っ
て
の
こ
と
)

信
比
得
，
我
圏
中
，
強
迫
因
縁
。

(
婚
姻
を
強
い
る
こ
の
国
で
は
考
え
ら
れ
ぬ
〉

常
言
道
，
嫁
鶏
随
鶏
嫁
犬
随
犬
，

(
鶏
に
嫁
げ
ば
そ
れ
に
従
い
犬
に
嫁
げ
ば
そ
れ

に
従
う
と
は
よ
く
い
わ
れ
る
が
)

時
児
女
，
好
比
禽
獣
一
般
。

(
女
に
生
ま
れ
て
き
た
ら
家
畜
と
同
じ
)

五
七



近
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這
婚
姻
，
不
自
由
，
害
人
不
浅

(
婚
姻
は
不
自
由
で
深
く
ひ
と
た
傷
つ
け
る
)

一
般
的
，
小
女
子
，
無
有
人
拾
。

(
世
間
で
は
だ
れ
も
女
に
は
同
情
せ
ず
)

「
童
女
斬
蛇
」
の
場
合
を
次
に
示
す
。

看
道
姑
，
他
局
人
，
異
常
凶
狼
，

(
道
姑
は
ど
う
や
ら
ひ
ど
く
凶
悪
の
よ
う
)

只
恐
柏
，
這
件
事
，
難
以
栓
心
。

(
う
ま
く
逆
げ
お
お
す
は
難
し
い
か
も
し
れ
な

し、
¥ーノ

そ
し
て
歌
唱
と
せ
り
ふ
の
割
合
も
従
来
の
演
目
で
は
歌
唱
が
中
心
に
な
る
が
「
時
装

戯
」
で
は
、

せ
り
ふ
が
多
く
歌
唱
が
き
わ
め
て
少
な
い
。
「
『
せ
り
ふ
が
多
く
歌
唱
が
少

な
い
』
と
い
う
原
則
を
ぬ
き
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
(
離
不
了
H

念
多
唱
少
μ

(
況
〉

的
原
則
的
)
」
と
梅
蘭
芳
が
い
う
よ
う
に
た
と
え
ば

「
童
女
斬
蛇
」

で
は
歌
唱
の
割
合

は
一
割
程
度
で
あ
る
。
し
か
も
従
来
の
伝
統
演
目
に
お
い
て
用
い
る
「
前
白
」
方
式
の

せ
り
ふ
で
は
演
技
に
は
不
適
当
と
し
て
試
行
錯
誤
の
う
え
「
京
白
」
を
用
い
て
い
る
。

梅
蘭
芳
は
そ
れ
ま
で
た
と
え
ば
「
穆
桐
案
」
の
穆
桂
英
役
や
「
四
郎
探
母
」
の
鉄
鏡
公

主
役
で
こ
の
「
京
白
」
を
つ
か
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
も
異
な
り
「
実
生
活
に
近
く
一

字
一
句
力
を
い
れ
て
観
客
に
は
っ
き
り
聞
こ
え
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
要

接
近
現
貫
生
活
，
又
須
字
字
着
力
，
使
観
衆
署
長
)
」
と
し
て
お
り
、

京
劇
の
範

鳴
で
自
然
で
現
実
に
近
い
表
現
へ
の
模
索
が
み
ら
れ
る
。

さ
て
、

で
は
演
技
は
ど
の
よ
う
な
手
法
で
お
こ
な
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
演
技
に
対

し
て
は
、
「
す
べ
て
完
全
に
リ
ア
リ
ズ
ム
に
の
っ
と
っ
た
動
き
(
身
段
方
面
，

作
完
全
寓
買
)
」
で
お
こ
な
い
、
「
袖
を
払
っ
た
り
、
髪
を
整
え
る
技
は
す
べ
て
使
え
な

か
っ
た
(
那
些
科
袖
，
整
髪
的
玩
意
見
，
全
都
使
不
上
了
と
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
従

切
動

来
の
伝
統
演
目
で
は
音
楽
が
役
者
の
動
作
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
リ
ズ
ム
を
あ
た
え
、
舞

台
が
展
開
し
音
楽
と
の
共
生
で
成
り
立
っ
て
い
る
の
だ
が
、

「
時
装
戯
」
の
場
合
の
音

五
八

楽
は
「
情
景
に
応
じ
て
銅
鐸
と
単
皮
鼓
を
加
え
て
い
く
(
按
着
劇
情
把
鐸
鼓
家
伏
加
進

去
ど
と
い
う
か
ら
、

音
楽
は
単
な
る
情
景
の
効
果
音
と
し
て
の
み
用
い
ら
れ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
伝
統
演
劇
の
う
え
で
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
る

「
沈
黙
の
場
が
た
び
た
び
あ
る
〈
却
常
有
冷
場
ど
と
い
う
展
開
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
創
作
の
動
機
か
ら
創
作
過
程
を
み
て
き
た
が
、

「
演
劇
の
前
途
の
趨
勢

要は
和観
時客
代の
而需
慶要
イ七♀ と
的ぢ時
と代

の
と 変
し、化

2 と

Ei 
代あ
表る

れ長
る 劇
よ 前
う途
に 的

趨
勢
是
眼
着
観
衆
的
需

梅
蘭
芳
は
題
材
を
現

代
に
と
っ
て
社
会
参
画
を
し
た
い
と
い
う
意
図
に
熱
心
な
あ
ま
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
お

こ
る
表
現
の
問
題
、
即
ち
現
代
を
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
で
発
生
し
た
リ
ア
リ
ズ
ム
と

伝
統
と
の
矛
盾
を
、
実
際
に
創
作
に
と
り
か
か
る
ま
で
は
は
っ
き
り
と
意
識
し
て
い
な

か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
「
時
装
戯
」
へ
の
取
り
組
み
わ
ず
か
五
年
に
し
て
梅
蘭
芳
は
そ
の
上
演
を
や

め
て
い
る
。
そ
れ
は
、
他
の
「
時
装
戯
」
が
比
較
的
な
が
く
演
じ
ら
れ
た
の
と
き
わ
だ

っ
た
違
い
を
み
せ
て
い
る
。
た
と
え
ば
も
っ
と
も
長
い
期
間
に
わ
た
っ
て
「
時
装
戯
」

を
創
作
上
演
し
た
楊
前
譜
ひ
き
い
る
歪
徳
社
の
場
合
は
、
劉
喜
歪
(
女
〉
に
よ
る
一
九

一
九
三
七
年
の
麓
溝
橋

(
お
)

事
件
後
解
散
す
る
ま
で
に
二
百
本
余
り
の
新
作
「
時
装
戯
」
を
創
作
上
演
し
て
い
る
。

一
コ
一
年
天
津
東
天
仙
戯
園
で
の
「
新
茶
花
」
に
は
じ
ま
っ
て
、

こ
う
い
っ
た
状
況
か
ら
考
え
る
と
、
社
会
的
あ
る
い
は
観
客
動
員
か
ら
い
う
と
梅
蘭
芳

は
「
時
装
戯
」
を
や
れ
な
い
状
況
に
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
梅
蘭
芳
は
や
め
た
理

由
の
ひ
と
つ
と
し
て
「
年
齢
を
重
ね
て
い
く
に
つ
れ
『
時
装
戯
』
の
若
夫
人
や
少
女
の

役
が
す
で
に
合
わ
な
く
な
っ
て
き
て
し
ま
っ
た
」
と
す
る
が
や
め
た
時
点
で
は
ま
だ
ニ

十
五
歳
で
あ
る
。

理
由
に
つ
い
て
馬
明
捷
は
時
装
新
戯
を
は
ば
む
も
の
は
な
か
っ
た
し
、
劇
団
の
団
長



(
班
主
)
の
支
持
、
同
行
の
支
持
、
文
人
の
支
持
、
世
論
の
支
持
、
観
客
の
支
持
が
あ

っ
た
も
の
の
、

や
め
た
の
は
自
己
の
特
徴
に
き
づ
か
ず
盲
目
的
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
京
劇
の
芸
術
性
を
傷
つ
け
る
と
考
え
て
決
断
し
た
た
め
だ
と

〈
叩
岬
〉

の
べ
る
。
ま
た
、
賂
正
は
演
劇
表
現
の
な
か
で
直
感
の
美
を
表
現
す
る
こ
と
に
対
す
る

制
限
が
大
き
か
っ
た
か
ら
だ
と
し
、
そ
れ
は
梅
蘭
芳
の
す
べ
て
に
美
の
条
件
を
考
慮
す

(
鈎
)

る
と
い
う
創
作
原
則
に
合
致
し
な
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
す
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず

れ
も
梅
蘭
芳
の
心
理
の
一
部
を
代
弁
し
て
い
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
「
時
装
戯
」
の
停
止
に
対
し
て
注
目
し
た
い
の
は
梅
蘭
芳
の
伝

統
へ
の
発
見
で
あ
る
。
梅
蘭
芳
が
あ
げ
る
も
う
ひ
と
つ
の
理
由
は
「
内
容
と
形
式
の
矛

盾
の
た
め
に
創
作
上
の
限
界
が
あ
っ
た
(
由
子
内
容
輿
形
式
的
矛
盾
，
在
塾
術
慮
理
上

(

M
叫

)

受
到
局
限
〉
」
た
め
と
し
て
い
る
。
内
容
と
は
現
代
の
リ
ア
ル
な
事
柄
を
題
材
と
し
た

戯
曲
の
こ
と
で
あ
り
、
形
式
の
矛
盾
と
は
そ
れ
を
リ
ア
ル
に
表
現
し
よ
う
と
し
て
伝
統

演
劇
の
特
徴
で
あ
る
型
の
き
ま
っ
た
象
徴
的
表
現
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
。
そ
こ
で
あ
げ
て
い
る
の
が
「
音
楽
と
動
作
の
矛
盾
(
音
楽
輿
動
作
的

矛
盾
)
」
で
あ
る
。

「
時
装
戯
」
の
場
合
、
役
者
と
音
楽
と
は
孤
立
し
、
表
情
や
動
き
、

せ
り
ふ
に
い
た
る
ま
で
「
す
べ
て
の
リ
ズ
ム
を
自
分
で
制
御
(
都
要
自
己
控
制
節
奏
)
」

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
伝
統
表
現
の
場
合
に
は
、
舞
台
上
の
役
者
の
動
き
は

音
楽
に
よ
っ
て
統
制
が
と
ら
れ
て
い
て
そ
の
う
え
で
、

「
き
ま
っ
た
様
式
の
な
か
か
ら

劇
中
人
物
の
生
活
を
表
現
(
従
規
定
的
程
式
中
表
現
劇
中
人
的
生
活
と
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
即
ち
こ
こ
に
は
長
い
伝
統
の
な
か
で
精
錬
さ
れ
様
式
化
さ
れ
た
伝
統
の
演
技
に

対
す
る
認
識
が
あ
る
。

そ
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
結
論
を
見
い
だ
し
て
い
る
。

「
役
作
り
で
は
実
際
の
生
活
の

な
か
か
ら
人
物
像
を
類
型
化
し
て
そ
の
言
葉
や
し
ぐ
さ
の
特
徴
を
つ
か
み
そ
れ
を
精
錬

近
代
演
劇
に
お
け
る
伝
統
と
変
革

し
『
規
則
性
を
も
っ
た
自
由
な
動
き
』
を
つ
く
り
だ
し
て
は
じ
め
て
京
劇
の
風
格
が
保

持
で
き
る

創
造
魚

“色
看時

雨必
的須
白 悦
由現
動買

作書
中

ま吸
佐取
問、各
持

種
京師
劇 Z;
曽丈
2242物
巴}的
」 習

と慣
し語
て言

動
作
，
加
工
組
織
成

る
。
こ
こ
に
は
伝
統
の
演
技
が
様
式
化
さ
れ
て
い
く
過
程
と
そ
の
意
義
へ
の
認
識
が
表

わ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
れ
が
書
か
れ
た
の
は
「
時
装
戯
」
を
や
め
て
か
ら
す
で
に
三

十
年
近
く
時
を
へ
だ
て
て
お
り
、
当
時
こ
こ
ま
で
認
識
し
え
た
の
か
は
疑
問
が
の
こ
る

が
、
少
な
く
と
も
伝
統
の
様
式
動
作
の
創
造
に
は
長
い
年
月
と
多
く
の
人
の
力
が
か
け

ら
れ
て
磨
か
れ
て
き
た
の
だ
と
い
う
こ
と
と
、
様
式
化
さ
れ
て
は
じ
め
て
京
劇
の
表
現

に
な
り
得
る
の
だ
と
い
う
こ
と
は
は
っ
き
り
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
伝
統
演
劇

が
音
楽
に
貫
か
れ
た
様
式
性
を
基
幹
に
し
た
総
合
芸
術
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
体
得
す

る
に
至
っ
た
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
だ
ろ
う
。

た
だ
し
こ
の
よ
う
な
結
論
は
た
だ
「
時
装
戯
」
の
創
作
を
と
お
し
て
で
て
き
た
も
の

で
は
な
く
、

っ
、
ぎ
に
あ
げ
る
昆
劇
や
「
古
装
戯
」
の
創
作
と
相
互
に
作
用
し
て
結
論
づ

け
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(

一

一

)

昆
劇
の
伝
統
演
技
か
ら
の
受
容

先
に
述
べ
た
「
戯
曲
改
良
運
動
」
に
お
い
て
は
、
音
楽
、
歌
唱
の
形
式
と
し
て
音
楽

は
現
代
的
で
平
易
な
も
の
が
よ
し
と
さ
れ
、
伝
統
が
あ
り
難
解
さ
を
と
も
な
う
「
曲

牌
」
形
式
の
昆
劇
の
音
楽
や
歌
唱
は
敬
遠
さ
れ
、

リ
ズ
ム
も
歌
詞
の
長
さ
も
自
由
に
変

え
ら
れ
る
「
板
腔
体
」
形
式
の
京
劇
音
楽
で
あ
る
「
皮
黄
」
や
初
子
劇
の
音
楽
で
あ
る

「
榔
子
」
の
形
式
が
提
唱
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
が
梅
蘭
芳
は
、
こ
れ
に
反
し
て
、

「
時
装
戯
」
の
創
作
を
始
め
る
数
ヶ
月
ま

え
か
ら
、
本
格
的
に
昆
劇
を
学
び
は
じ
め
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
一
見
す
る
と
時
代
に

五
九
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る
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逆
行
す
る
と
も
思
わ
れ
る
取
り
組
み
は
、
梅
蘭
芳
が
伝
統
演
劇
に
対
す
る
表
現
の
美
に

敏
感
な
感
覚
を
も
っ
て
い
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

実
際
の
昆
劇
の
状
況
を
み
て
み
る
と
、
昆
劇
は
一
九

O
四
年
(
光
緒
三

O
〉
に
は
劇

団
組
織
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
昆
劇
の
歴
史
の
う
え
で
も
も
っ
と
も
凋
落
し
た
時
期

を
十
数
年
迎
え
て
い
る
。
し
か
し
梅
蘭
芳
は
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
期
に
、
昆
劇
の
芸
術
的

価
値
を
高
く
評
価
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

昆
劇
に
傾
倒
す
る
理
由
を
梅
蘭
芳
は
、

ひ
と
つ
に
は
京
劇
役
者
に
と
っ
て
「
学
び
取

り
た
い
と
こ
ろ
が
た
く
さ
ん
あ
る

(
供
我
岡
山
釆
取
的
地
方
的
確
恨
多
ど
と
し
、

も
う

ひ
と
つ
に
は
昆
劇
の
凋
落
に
よ
っ
て
学
び
た
く
て
も
数
年
後
に
は
「
学
ぶ
機
会
が
な
く

な
っ
て
し
ま
う
(
没
有
機
舎
島
初
ど
と
い
う
思
い
か
ら
だ
っ
た
と
の
べ
て
い
る
。

梅
蘭
芳
、
が
学
ん
だ
昆
劇
の
う
ち
そ
の
後
も
長
く
自
身
が
上
演
し
つ
づ
け
た
も
の
を
以

下

刀t

す

出
典

演
目
名
お
よ
び
梅
蘭
芳
の
演
じ
た
役

(
『
』
出
典
、
「
」
演
目
名
)

一万

王
実
甫
『
西
廟
記
』

「
佳
期
」
「
拷
紅
」
の
紅
娘

清

『
白
蛇
博
』

「
水
闘
」
「
金
山
寺
」
と
「
断
橋
」
の
白
蛇

明

湯
顕
祖
『
牡
丹
亭
』

「
遊
園
」
「
驚
夢
」
の
杜
麗
娘

(
同
右
)

「
間
学
」
の
春
呑

明

高
禄
『
玉
響
記
』

「
琴
挑
」
「
像
詩
」
「
問
病
」
の
陳
妙
常

清

李
魚
『
風
等
誤
』

「
驚
醜
」
「
前
親
」
「
逼
婚
」
「
後
婚
」
の
俊
小
姐

明

『
撃
海
記
』

「
思
凡
」
の
趨
色
空

明

無
名
氏
『
金
雀
記
』

「
寛
花
」
「
庵
会
」
の
井
文
驚

「
酔
圏
」
の
亙
彩
鳳

明

在
廷
前
『
獅
札
記
』

「
硫
装
」
「
脆
池
」
「
一
二
伯
」
の
柳
氏

六
O

明

湯
顕
祖
『
南
桐
夢
』

「
落
蚕
」
の
金
枝
公
主

清

朱
佐
朝
『
魚
家
業
』

「
蔵
舟
」
の
郎
飛
霞

清

洪
昇
『
長
生
股
』

「
鵠
橋
」
「
蜜
誓
」
の
楊
玉
環

清

無
名
氏
『
鉄
冠
園
』

「
刺
虎
」
の
費
貞
蛾

こ
の
時
期
、
一
ニ
十
演
目
以
上
を
集
中
的
に
学
ん
で
、

一
九
一
四
年
か
ら
こ
こ
に
あ
げ

た
演
目
を
上
演
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
昆
劇
は
梅
蘭
芳
の
総
演
目
の
一
割
強
を
占
め
て

お
り
そ
の
傾
倒
の
度
合
い
が
う
か
が
え
る
。

こ
の
よ
う
に
傾
倒
し
た
理
由
を
梅
蘭
芳
は
昆
劇
の
演
技
表
現
に
も
と
め
て
い
る
。
梅

蘭
芳
は
昆
劇
の
演
技
を
「
歌
と
舞
と
が
一
体
化
し
芦
と
動
作
が
融
合
す
る
(
歌
舞
合
一
，

唱
倣
井
重
ど
も
の
で
あ
り
、

そ
の
精
錬
さ
れ
た
演
技
を
梅
蘭
芳
は
「
一
切
の
細
か
く

複
雑
な
身
体
の
う
ご
き
が
す
べ
て
歌
詞
の
な
か
に
収
ま
っ
て
い
る
(
所
有
各
種
細
致
繁

重
的
身
段
，
都
安
排
在
唱
詞
里
面
)
」

と
す
る
。

歌
詞
そ
の
も
の
は
難
解
で
あ
っ
て
も

そ
の
歌
詞
は
動
作
に
よ
っ
て
す
べ
て
表
現
さ
れ
解
釈
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
い

う
の
で
あ
る
。
昆
劇
の
振
り
付
け
と
構
成
の
優
れ
て
い
る
点
と
し
て
梅
蘭
芳
は
「
春
呑

悶
学
」
を
例
に
し
て
、
人
物
の
性
格
や
身
分
が
演
じ
る
も
の
の
歌
唱
、

せ
り
ふ
、
動
作
、

表
情
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。

こ
う
い
っ
た
昆
劇
の
表
現
の
特
徴
を
見
た
場
合
、
そ
れ
は
先
の
「
時
装
戯
」
と
は
表

現
形
態
に
根
本
的
な
違
い
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
ふ
た
つ
を
同
時
並
行
で
演
じ

る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
は
っ
き
り
と
伝
統
演
劇
の
特
徴
で
あ
る
演
技
の
様
式
性
へ
の
理

解
を
深
め
て
い
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

お

わ

り

に

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
梅
蘭
芳
は
、
伝
統
的
な
演
劇
表
現
形
態
を
代
表
し
な
が
ら
も



滅
び
去
ろ
う
と
し
て
い
た
昆
劇
と
、
変
革
の
代
名
詞
と
も
い
え
る
破
竹
の
勢
い
で
あ
っ

た
「
時
装
戯
」
と
に
同
時
進
行
で
と
り
く
ん
だ
。
こ
の
積
極
的
な
試
行
錯
誤
の
改
革
を

と
お
し
て
は
じ
め
て
、
梅
蘭
芳
は
伝
統
演
劇
と
い
う
も
の
を
明
確
に
捉
え
る
こ
と
が
で

き
た
の
だ
と
い
え
る
。
そ
し
て
古
典
歌
舞
劇
の
創
作
お
よ
び
古
典
伝
統
劇
の
改
編
へ
の

取
り
組
み
は
そ
の
伝
統
演
劇
へ
の
認
識
の
上
に
た
っ
て
進
め
ら
れ
た
も
の
と
位
置
づ
け

ら
れ
る
。

こ
の
時
期
に
は
ま
だ
、

い
ま
一
般
に
い
わ
れ
る
よ
う
な
伝
統
演
劇
理
論
は
確
立
さ
れ

て
は
い
な
か
っ
た
。
近
代
に
お
い
て
王
国
維
が
は
じ
め
て
現
在
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
伝

統
演
劇
の
意
味
で
「
戯
曲
」
と
い
う
こ
と
ば
を
つ
か
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
著

「
戯
曲
考
原
」
で
「
伝
統
演
劇
は
歌
舞
に
よ
っ
て
物
語
を
演
じ
る
も
の
で
あ
る
(
戯
曲

者
，
謂
以
歌
舞
演
故
静
ど
と
定
義
づ
け
伝
統
演
劇
の
基
本
的
遣
を
あ
ら
わ
し
た

の
は
一
九

O
二
年
の
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
現
在
で
は
伝
統
演
劇
の
特
徴
と
し
て
一
般
的
に
、
歌
唱
、

か
た
り
、

し
ぐ
さ
、

舞
、
立
ち
回
り
(
唱
、
念
、
倣
、
打
)
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
「
総
合
芸
術
」
で
あ
る

と
い
わ
れ
る
。
ま
た
、
舞
台
表
現
に
か
ん
し
て
は
、
演
技
の
様
式
や
型
あ
る
い
は
音
楽

の
定
型
の
規
範
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
か
ら
「
程
式
性
」
が
特
徴
と
し
て
定
義
さ

れ
る
。
そ
し
て
舞
台
空
間
や
時
間
の
処
理
お
よ
び
演
技
の
象
徴
性
、
抽
象
性
を
総
括
し

た
定
義
が
「
虚
擬
性
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
伝
統
演
劇
の
特
徴
の
概
念
を

あ
ら
わ
す
言
葉
は
、

ち
ょ
う
ど
一
九
二

0
年
代
か
ら
三

0
年
代
に
か
け
て
演
劇
研
究
者

の
あ
い
だ
で
、

西
洋
の
演
劇
形
態
の
移
入
と
派
生
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
「
話
劇
」
に
相

対
す
る
概
念
と
し
て
い
わ
れ
は
じ
め
、
そ
の
後
次
第
に
現
在
の
よ
う
に
定
義
づ
け
ら
れ

て
き
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
梅
蘭
芳
に
と
っ
て
は
伝
統
演
劇
は

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
な
変
革
の
試
み
を
と
お
し
て
は
じ
め
て
体
得
し
結
論
守
つ
け
て

近
代
演
劇
に
お
け
る
伝
統
と
変
革

い
っ
た
も
の
に
外
な
ら
ず
、

お
そ
ら
く
は
こ
う
い
っ
た
定
義
の
成
立
に
少
な
か
ら
ぬ
影

響
を
与
え
て
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

今
回
見
て
き
た
の
は
梅
蘭
芳
が
伝
統
演
劇
の
特
徴
の
大
枠
を
捉
え
て
出
発
点
に
た
っ

た
と
こ
ろ
ま
で
に
す
ぎ
な
い
。
梅
蘭
芳
が
そ
の
伝
統
演
劇
に
対
す
る
認
識
の
う
え
に
立

っ
て
、
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
こ
れ
ら
の
特
徴
を
深
め
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
の
か
は
、
古

典
歌
舞
劇
お
よ
び
古
典
伝
統
劇
へ
の
取
り
組
み
を
検
討
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
時
代
の
流
れ
と
逆
行
す
る
よ
う
に
こ
の
よ
う
な
伝
統
へ
の
と
り
く
み
を
方
向
づ

け
推
進
し
て
い
く
う
え
で
、
そ
の
多
く
の
作
品
の
創
作
に
携
わ
っ
た
斉
如
山
の
役
割
も

詳
細
に
考
察
し
て
い
き
た
い
。
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