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中
国
伝
統
演
劇
教
育
に
お
け
る
科
班
の
成
立
と
そ
の
展
開

は
じ
め
に

中
国
伝
統
演
劇
は
、
表
現
者
の
音
声
言
語
表
現
で
あ
る
歌
唱
、
念
(
せ
り
ふ
)
、
身

体
表
現
で
あ
る
倣
(
所
作
)
、
打
(
立
廻
り
)

い
ず
れ
を
と
っ
て
も
極
め
て
高
度
に
磨

か
れ
た
様
式
美
す
な
わ
ち
型
を
も
っ
た
表
象
で
あ
る
。
型
は
完
成
さ
れ
た
独
自
の
表
現

様
式
を
も
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
社
会
の
美
意
識
や
時
の
試
練
を
経
て
伝
承
さ
れ
る
。

こ
の
芸
の
伝
承
は
本
質
的
に
、
口
伝
心
授
あ
る
い
は
口
伝
身
授
と
い
う
不
立
文
字
に

近
い
方
法
が
と
ら
れ
て
き
た
。
た
だ
し
そ
の
伝
授
の
し
く
み
は
、
宮
中
の
組
織
的
な
制

度
を
除
く
と
、
師
匠
と
弟
子
と
い
う
徒
弟
制
度
が
長
く
つ
づ
い
た
後
、
清
の
時
代
に
は

じ
め
て
科
班
と
い
う
専
門
の
教
育
組
織
が
で
き
、
そ
の
後
学
校
制
度
が
と
っ
て
代
わ
る
。

本
稿
で
は
組
織
的
な
教
育
機
関
と
し
て
存
在
し
た
科
班
の
成
立
過
程
を
た
ど
り
な
が

ら
、
科
班
の
教
授
法
の
し
く
み
と
そ
の
内
容
お
よ
び
特
徴
を
検
討
し
た
い
。
そ
し
て
一

対
一
を
基
本
形
と
し
た
徒
弟
制
を
や
め
、
組
織
の
中
で
伝
統
の
継
承
者
を
養
成
す
る
科

班
が
、
伝
統
の
伝
承
に
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
役
割
り
を
は
た
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
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伝
統
演
劇
教
育
に
お
け
る
科
班
の
成
立

「
科
班
」
と
い
う
名
称
が
、
養
成
機
関
を
示
す
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
経
緯
は
、
科
挙
の
権
威
を
借
用
し
命
名
し
た
と
も
い
わ
れ
る
が
、
管
見
の
お
よ
ぶ
か

ぎ
り
で
は
未
だ
特
定
で
き
な
い
。
科
の
意
味
は
明
確
に
定
義
づ
け
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、

遡
れ
ば
元
曲
等
の
中
で
動
作
や
し
ぐ
さ
の
意
味
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
班
は
組

織
の
意
味
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
科
班
と
は
、
伝
統
演
劇
を
学
ぶ
た
め
の
権
威
あ
る
組

織
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

科
班
の
成
立
要
因
を
と
ら
え
る
と
、
そ
れ
は
演
劇
史
の
う
え
で
京
劇
の
誕
生
と
密
接

に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
京
劇
は
中
国
伝
統
演
劇
の
中
で
も
、
そ
の
成
立
は
遅
く
、

九

世
紀
初
頭
の
清
の
光
緒
年
間
に
盛
ん
と
な
っ
た
。
た
だ
し
そ
の
後
の
伝
播
は
早
く
、
し

か
も
広
範
囲
に
わ
た
っ
た
。

清
の
前
半
期
に
北
京
で
盛
ん
で
あ
っ
た
演
劇
は
、
明
の
時
代
か
ら
雅
さ
を
特
徴
と
し

て
伝
承
さ
れ
て
き
た
昆
劇
で
あ
っ
た
。
し
か
し
京
劇
が
輿
り
北
京
の
舞
台
を
席
巻
す
る

勢
い
を
呈
し
、
公
演
組
織
で
あ
る
「
戯
班
」
は
必
然
的
に
多
く
の
演
者
を
必
要
と
す
る

よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
個
人
単
位
で
の
伝
承
方
式
の
許
容
範
囲
を
こ
え
る
状
態
を
ひ



き
お
こ
し
、
組
織
的
な
養
成
を
お
こ
な
わ
な
け
れ

ば
運
営
が
難
し
い
状
況
に
迫
ら
れ
た
。
そ
の
こ
と

は
京
劇
の
興
っ
た
北
京
に
限
定
し
て
み
る
と
科
班

と
京
劇
の
戯
班
と
の
推
移
と
の
対
比
か
ら
裏
づ
け

ら
れ
る
。
(
表
1
)

尚
、
表
に
お
け
る
「
見
乱
」
と
は
見
劇
、
乱
弾

の
併
合
を
意
味
し
、
皮
糞
と
二
賓
は
い
ず
れ
も
京

劇
の
前
身
の
呼
称
で
あ
る
。
ま
た
民
間
時
代
の
戯

班
の
多
さ
は
一
人
の
役
者
が
複
数
の
戯
班
を
兼
ね

る
な
ど
の
特
殊
な
状
況
が
あ
る
た
め
で
、
戯
班
の

あ
り
方
が
異
質
な
た
め
比
較
対
照
か
ら
は
除
く
。

表
か
ら
は
京
劇
の
発
展
と
科
班
の
数
の
増
幅
に

は
相
関
関
係
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
こ
と

は
、
科
班
が
伝
統
の
継
承
教
育
に
必
要
不
可
欠
で

あ
っ
た
こ
と
を
裏
づ
け
る
と
同
時
に
、
科
班
が
実

践
直
結
型
の
役
者
養
成
機
関
の
性
格
の
強
い
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
を
も
示
唆
し
て
い
る
。

科
班
は
歴
史
的
に
み
れ
ば
戦
禍
の
つ
づ
く
不
安

定
な
社
会
情
勢
の
中
で
、

一
九
四
八
年
(
民
国
三

七
年
)
劇
場
(
戯
園
)
の
閉
鎖
と
と
も
に
終
罵
を

(
2
)
 

迎
え
る
。
そ
の
後
の
伝
承
教
育
は
、
新
た
な
社
会

体
制
の
も
と
で
、
国
の
統
一
し
た
学
校
制
度
の
な

か
に
く
み
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

一方、

中
国
伝
統
演
劇
教
育
に
お
け
る
科
班
の
成
立
と
そ
の
展
開

新興科班と新興戯班の推移(清嘉慶年間~民国)2-

言-------主里 嘉慶 道光 成豊 同治 光緒 宣統 民国

科班「l他京劇劇種
1 (皮貸) 12 4 8 

ーーーーーーーーー ーーーーーーーーーー一一 - - 明 白一一----- 自ーー---ー---ー- ーー一一一ーー一一一

2 (昆乱) 2 (見乱 1) 1 (見乱) 5 (乱弾 1 13 3 2 
見乱 2)

戯班l尽劇(含他 1 (皮糞) 1 (皮賛) 21 2 101 
|劇種併合) 5 (二隻) 9 (二賞)

「他劇種(含
一一ーー一一一一ー 一一一一ー一一一一ー一一 --司ー-ーーーー- 司自ー-ーーー一一ー一一 ーーー一一ーーー一一 --_-ー ーーーーーー一

15 7 9 6 13 8 29 
l劇種不明)

表 1

科
車
で
育
っ
た
役
者
は
、
演
劇
界
の
骨
幹
と
し
て
舞
台
に
た
ち
、
あ
る
い
は
学
校
制
度

に
参
与
し
て
い
く
が
、
同
時
に
各
々
自
己
変
革
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と

は
科
班
が
技
芸
偏
重
型
の
制
度
で
あ
っ
た
が
た
め
に
、
伝
統
演
劇
が
社
会
的
な
作
用
を

担
わ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
一
九
四
九
年
以
降
の
時
代
の
要
請
に
は
応
え
き
れ
な
か
っ
た

も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

科
班
以
前
の
徒
弟
制
度
の
伝
承

伝
統
演
劇
の
継
承
は
、
科
班
が
で
き
る
以
前
は
、
長
ら
く
個
人
的
レ
ベ
ル
で
の
徒
弟

制
度
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。
ま
ず
、
徒
弟
制
度
の
具
体
的
な
方
法
と
特
性
を

検
討
し
、
そ
の
可
能
性
と
限
界
と
を
指
摘
し
た
い
。

民
間
に
お
け
る
徒
弟
関
係
す
な
わ
ち
師
匠
と
弟
子
と
の
関
係
に
は
二
つ
の
形
態
が
あ

る
。
ひ
と
つ
は
血
縁
関
係
の
な
い
個
人
が
戯
班
で
活
躍
し
て
い
る
役
者
を
師
と
拝
す
る

も
の
で
、
「
投
師
学
芸
」
と
よ
ば
れ
る
。
そ
の
師
匠
の
門
下
生
と
な
る
た
め
こ
れ
を

「
手
把
弟
子
」
と
よ
ぶ
。
も
う
一
つ
は
、
師
匠
と
弟
子
と
の
聞
に
血
縁
関
係
の
あ
る
場

合
で
、
演
劇
一
家
す
な
わ
ち
「
梨
園
一
家
」
と
よ
ば
れ
る
役
者
あ
る
い
は
楽
師
の
家
系

に
お
け
る
師
弟
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
は
代
々
相
伝
の
形
を
と
る
の
で
「
芸
学
家
伝
」
と

よ
ば
れ
、
弟
子
は
梨
園
一
門
と
い
う
こ
と
で
「
門
里
出
身
」
と
よ
ば
れ
る
。
い
ず
れ
の

場
合
も
、
師
匠
対
弟
子
の
一
対
一
の
継
続
的
な
関
係
が
基
本
形
と
し
て
あ
る
。

師
か
ら
弟
子
へ
の
伝
承
す
な
わ
ち
芸
を
授
け
る
「
授
芸
」
は
、
「
口
伝
心
授
・
口
伝

身
授
」
に
よ
っ
て
身
を
も
っ
て
教
え
、
身
を
も
っ
て
体
得
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
そ
の
特
徴
の
ひ
と
つ
は
、
「
演
技
は
そ
の
道
の
プ
ロ
が
専
門
に
学
ぶ
も
の
で
、
軽
々

(
3
)
 

し
く
人
に
伝
え
よ
う
と
は
し
な
い
」
と
い
う
よ
う
に
、
特
定
の
弟
子
に
段
階
的
に
教
え

る
秘
伝
と
い
う
こ
と
が
重
視
さ
れ
る
点
に
あ
る
。
し
か
も
、
「
絶
版
本
や
秘
本
は
火
の

七
七



中
国
伝
統
演
劇
教
育
に
お
け
る
科
班
の
成
立
と
そ
の
展
開(

4
)
 

中
に
投
げ
入
れ
て
灰
に
し
た
と
し
て
も
次
世
代
に
は
伝
え
な
い
」
と
い
う
状
況
も
あ
り
、

さ
ら
に
「
名
役
者
に
い
た
っ
て
は
教
え
を
受
け
る
な
ど
さ
ら
に
で
き
な
い
。
多
く
の
絶

(
5
)
 

妙
な
演
技
や
多
く
の
芸
術
上
の
成
果
は
人
と
と
も
に
絶
え
墓
穴
に
葬
ら
れ
た
」
と
も
い

わ
れ
る
。
芸
は
秘
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
伝
承
は
特
定
さ
れ
た
者
に
だ
け
伝
え
る
も

の
で
あ
っ
た
。

明
の
文
人
李
開
先
(
一
五

O
二
j
一
五
六
人
)
に
よ
る
『
詞
譜
」

の
記
載
か
ら
は
、

当
時
の
そ
う
い
っ
た
伝
承
方
法
の
様
子
の
一
端
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
当
時

活
躍
し
て
い
た
名
芸
人
で
あ
る
周
全
ら
と
直
接
交
流
し
て
見
聞
し
た
こ
と
を
も
と
に
記

(
6
)
 

述
し
た
も
の
で
、
「
天
下
に
名
だ
た
る
」
周
全
が
二
人
の
弟
子
に
口
伝
心
授
の
方
法
で

教
え
て
い
る
様
子
が
順
を
お
っ
て
克
明
に
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
こ
で
は
身
体
演

技
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
お
ら
ず
、
歌
唱
に
つ
い
て
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

ま
ず
弟
子
に
一
、
二
曲
を
試
し
に
唱
わ
せ
、
各
人
の
音
の
領
域
と
音
色
に
も
と
づ
い
て

役
柄
を
決
め
る
。
そ
し
て
次
に
そ
れ
ぞ
れ
の
役
柄
の
歌
唱
を
教
え
て
い
く
。

「
教
え
る
の
は
必
ず
夜
に
な
っ
て
か
ら
で
、
師
と
弟
子
は
相
対
し
て
座
り
、
線
香
を

一
本
点
す
。
師
は
こ
れ
を
執
っ
て
、
高
く
挙
げ
れ
ば
声
は
之
に
随
っ
て
高
く
な
り
、
線

(
7
)
 

香
が
止
ま
れ
ば
声
も
止
ま
り
、
低
い
場
合
も
同
様
で
あ
る
」
。
こ
れ
に
よ
っ
て
「
抑
揚

の
中
に
あ
っ
て
節
を
と
り
」
、
唱
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
線
香
を
用
い
な
い
場
合

は
、
口
で
説
き
、
「
一
心
に
説
く
を
聞
き
、

一
心
に
詞
を
唱
い
、
相
奪
う
こ
と
免
れ
ず
」

と
い
う
真
剣
勝
負
の
様
子
が
う
か
が
え
る
。
こ
れ
ら
を
経
て
は
じ
め
て
「
も
し
目
で
線

香
を
見
れ
ば
、
唱
う
詞
は
心
と
口
と
が
相
応
ず
」
と
い
う
ほ
ど
身
に
つ
い
て
自
然
と
心

情
が
こ
も
り
口
を
つ
い
て
で
て
く
る
境
地
に
ま
で
到
達
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
歌
調
は

あ
っ
て
も
曲
の
譜
面
は
な
く
、
単
に
詞
の
傍
ら
に
一
筆
加
え
る
だ
け
で
曲
調
は
も
っ
ぱ

ら
身
体
で
覚
え
る
、
と
い
う
歌
唱
の
習
得
方
法
も
そ
の
一
端
を
示
し
て
い
る
。

七
J¥ 

夜
と
い
う
時
開
設
定
も
、
静
寂
を
も
と
め
る
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
師
と
弟
子
の
真
剣

勝
負
の
よ
う
な
緊
迫
し
た
雰
囲
気
の
中
で
、
視
覚
聴
覚
と
い
っ
た
感
覚
を
と
ぎ
す
ま
し
、

身
を
も
っ
て
一
字
一
句
を
身
に
つ
け
て
い
く
と
い
う
口
伝
心
授
、
口
伝
身
授
の
方
法
の

一
端
が
知
れ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
排
他
的
、
秘
技
的
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
こ

と
は
同
時
に
こ
の
方
法
の
有
効
性
を
も
示
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
師
匠
が
伝
え
よ

う
と
す
る
芸
を
確
実
に
弟
子
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
、
師
匠
は
そ
の
弟
子
の
習
得
を
直

接
見
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
伝
統
演
劇
教
育
に
お
け
る
徒
弟
制
度
の
伝
承
方
法
の
特
徴
と
し

て
、
以
下
の
三
項
目
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
第
一
に
そ
の
伝
承
単
位
は
、
師
と
弟
子
と
い
う
一
対
一
を
基
本
と
す
る
。
こ
の

場
合
、
必
ず
し
も
血
縁
は
問
わ
れ
な
い
が
、
弟
子
は
師
に
身
を
投
じ
運
命
共
同
体
の
よ

う
な
性
格
を
も
っ
。

第
二
に
、
芸
の
伝
授
に
お
い
て
は
秘
伝
を
基
本
と
す
る
。
師
匠
の
芸
風
を
確
実
に
弟

子
に
伝
承
さ
せ
、
自
ら
の
芸
を
途
絶
え
さ
せ
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
効
果
的
な

し
く
み
で
あ
る
。

第
三
に
芸
の
伝
授
の
方
法
は
口
伝
心
授
・
口
伝
身
授
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
そ
れ
は
本

来
、
少
人
数
の
育
成
に
も
っ
と
も
み
あ
っ
た
方
法
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

以
上
あ
げ
た
伝
承
方
法
の
特
徴
は
、
同
時
に
そ
れ
ぞ
れ
反
面
的
要
素
も
抱
え
て
い
る
。

第
一
に
対
し
て
は
、
師
に
身
を
投
じ
る
弟
子
は
、
師
匠
の
意
図
や
意
志
に
支
配
さ
れ
、

役
柄
も
芸
風
も
学
ぶ
内
容
は
固
定
さ
れ
る
と
い
う
不
自
由
さ
を
免
れ
な
い
。
弟
子
は
師

の
教
え
の
と
お
り
を
真
似
る
と
い
う
こ
と
が
前
提
で
あ
り
、
個
人
の
勝
手
な
解
釈
や
独

創
性
の
は
い
る
余
地
は
な
い
。

第
二
に
対
し
て
は
、
秘
伝
の
伝
承
如
何
は
師
が
決
定
す
る
た
め
、
そ
の
伝
承
範
囲
は



極
め
て
小
さ
く
少
人
数
に
と
ど
ま
り
、
し
か
も
す
べ
て
の
弟
子
が
そ
の
享
受
を
受
け
る

と
は
限
ら
な
い
。

第
三
に
対
し
て
は
、
文
字
に
残
さ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
な
い
で
消
滅
し
て

し
ま
う
危
険
性
を
避
け
ら
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
徒
弟
制
度
の
も
つ
特
性
は
、

一
方
で
は
京
劇
の
勃
興
に
よ
る
役
者
の
需

要
の
急
増
に
応
え
ら
れ
な
い
と
い
う
限
界
を
示
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
多

く
の
役
者
を
短
期
間
で
養
成
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
、
そ
の
社
会
的
要
求
が
組
識
的
な
伝

統
の
養
成
機
関
で
あ
る
科
班
を
う
み
だ
し
た
の
だ
と
い
え
る
。

科
班
に
お
け
る
芸
の
伝
承

清
の
光
緒
年
間
に
は
需
要
に
応
え
て
科
班
は
急
速
に
数
多
く
誕
生
し
た
が
、
そ
の
維

持
期
間
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
わ
ず
か
数
年
で
廃
止
と
な
っ
た
も
の
も
あ
っ
て
、
必
ず

し
も
役
割
り
を
果
た
し
得
た
と
は
い
え
な
い
科
班
も
少
な
く
な
い
。
そ
う
い
っ
た
な
か

で
富
連
成
杜
は
光
緒
三

O

(
一
九
O
四
)
年
に
設
立
さ
れ
、
(
当
初
は
「
喜
連
陵
」
と

命
名
)
民
国
三
十
六
(
一
九
四
八
)
年
ま
で
、
そ
の
存
続
期
間
は
四
四
年
間
と
最
も
長

く
、
し
か
も
優
れ
た
人
材
を
最
も
多
く
輩
出
し
成
果
を
あ
げ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
ま

た
、
科
班
の
な
か
で
も
富
連
成
社
だ
け
が
、
そ
の
建
学
の
三

O
年
を
経
た
時
点
で
自
ら

の
歴
史
「
富
連
成
一
二

O
年
史
』
(
芸
術
出
版
社

中
華
民
国
二
二
年
二
月
)
を
明
文
化

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
も
富
連
成
社
を
科
班
の
典
型
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
こ
で
科
班
の
伝
承
教
育
の
具
体
的
な
方
法
を
富
連
成
社
の
教
育
内
容
を
通
し
て
検
討

し
て
い
く
。

(
一
)
教
育
内
容

科
班
に
は
短
期
間
で
多
く
の
役
者
を
養
成
す
る
こ
と
が
急
務
と
し
て
求
め
ら
れ
た
。

中
国
伝
統
演
劇
教
育
に
お
け
る
科
班
の
成
立
と
そ
の
展
開

富
連
成
社
で
は
第
一
期
生
は
七
三
名
に
達
し
て
い
る
。
こ
の
規
模
は
個
人
ベ

1
ス
で
の

徒
弟
制
で
は
不
可
能
で
あ
り
、
単
独
で
大
型
の
演
目
を
作
る
こ
と
が
十
分
可
能
な
、
し

か
も
一
つ
の
戯
班
を
形
成
す
る
だ
け
の
人
数
的
要
素
を
満
た
し
て
い
る
。

教
育
理
念
や
目
標
に
関
し
て
は
、
開
設
期
間
を
と
お
し
て
か
か
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ

た
。
富
連
成
社
の
長
で
あ
る
葉
春
義
は
創
設
当
初
、
建
学
に
あ
た
っ
て
の
宣
言
と
し
て

(
8
)
 

「
た
だ
伝
統
演
劇
界
の
後
の
世
代
を
養
成
し
、
長
く
絶
や
さ
ぬ
」
た
め
で
あ
る
と
述
べ

る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
業
盛
長
の
回
想
で
は
、
「
て
心
に
た
だ
祖
師
に
替
わ
っ

て
道
を
伝
え
、
戯
芸
を
代
々

(
9
)
 

相
続
し
て
い
く
」
こ
と
に

あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
つ

ま
り
、
芸
を
絶
や
さ
ず
伝
承

し
て
い
く
と
い
う
実
践
に
そ

の
目
的
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。

教
育
内
容
と
し
て
具
体
的

に
は
、
伝
承
者
と
し
て
ふ
さ

わ
し
い
人
間
性
を
培
う
戯
徳
、

舞
台
実
践
を
重
視
し
た
専
門

教
育
が
あ
り
、
そ
れ
に
比
重

は
小
さ
い
が
途
中
か
ら
文
化

教
育
が
加
わ
っ
て
い
る
。
そ

の
教
育
シ
ス
テ
ム
を
富
連
成

社
史
お
よ
び
当
時
教
育
に
従

事
し
た
役
者
の
回
想
録
、
卒

①基礎訓練としての
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中
国
伝
統
演
劇
教
育
に
お
け
る
科
班
の
成
立
と
そ
の
展
開

業
し
役
者
に
大
成
し
て
い
っ
た
出
身
者
の
回
想
録
な
ど
を
も
と
に
図
示
す
る
と
図
1
の

よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

こ
の
図
が
示
す
よ
う
に
、
伝
承
は
、
ま
ず
そ
れ
を
伝
え
る
師
と
受
け
る
弟
子
と
の
人

間
性
が
重
要
に
な
る
。
そ
し
て
、
戯
徳
と
専
門
教
育
と
い
う
二
本
柱
に
よ
っ
て
こ
の
シ

ス
テ
ム
は
成
り
立
っ
て
い
る
。
以
下
こ
の
シ
ス
テ
ム
を
詳
細
に
み
て
い
く
。

(
一
ー
一
)
戯
徳

富
連
成
社
で
は
ま
ず
、
芸
を
お
こ
な
う
主
体
で
あ
る
人
聞
の
品
格
形
成
が
重
視
さ
れ

て
い
る
。
葉
盛
長
に
よ
る
と
富
連
成
社
は
開
設
の
第
一
日
め
か
ら
「
科
班
は
芸
を
伝
え

(
刊
)

る
の
み
な
ら
ず
、
人
を
育
て
る
も
の
で
あ
る
」
と
明
言
さ
れ
、
「
芸
が
高
け
れ
ば
さ
ら

に
徳
は
高
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
よ
く
認
知
さ
れ
て
い
た
と
あ
る
。

役
者
に
と
っ
て
の
人
間
的
な
徳
、
す
な
わ
ち
「
戯
徳
」
を
重
視
し
、
教
育
に
反
映
さ
せ

て
い
た
こ
と
は
、
そ
れ
に
関
す
る
訓
辞
を
富
連
成
社
の
長
で
あ
る
葉
春
善
が
、
三

O
年

来
か
わ
ら
ず
、
数
日
お
き
に
課
外
時
間
に
全
学
生
を
集
め
て
お
こ
な
っ
て
い
た
こ
と
か

ら
も
わ
か
る
。
(
日
本
で
は
こ
の
年
齢
層
の
呼
称
は
児
童
及
び
生
徒
に
あ
た
る
が
、
富

連
成
社
で
は
生
徒
よ
り
学
生
の
呼
称
を
多
用
し
て
い
る
た
め
、
本
稿
で
は
以
下
「
学
生
」

で
統
一
す
る
。
)

「
戯
徳
」
を
養
う
に
は
日
常
の
中
で
基
本
的
習
慣
と
し
て
身
に
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
の
た
め
、
訓
辞
は
口
調
の
よ
い
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
、
大
書
し
貼
り
付
け
ら

れ
て
い
た
。
葉
盛
長
に
よ
る
と
「
幼
い
頃
に
は
写
し
た
も
の
を
身
辺
に
も
ち
あ
る
き
、

(
日
)

常
に
読
み
返
し
て
は
自
戒
し
て
い
た
」
と
い
う
か
ら
、
生
徒
の
心
得
を
培
、
つ
効
果
を
あ

げ
る
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

そ
れ
は
、
「
四
要
、
四
戒
」
す
な
わ
ち
四
つ
の
遵
守
す
べ
き
こ
と
と
四
つ
の
戒
め
を

連
ね
て
い
る
。
四
要
は
「
身
体
を
養
う
べ
し
」
、
「
教
訓
を
遵
守
す
べ
し
」
、
「
技
芸
を
学

人
0 

ぶ
ベ
し
」
、
「
名
誉
を
保
つ
ベ
し
」
な
ど
で
、
四
戒
は
「
光
陰
の
遺
棄
を
戒
め
る
」
「
小

利
を
貧
る
を
戒
め
る
」
「
飲
酒
喫
煙
賭
博
を
戒
め
る
」
「
朋
友
と
の
乱
交
を
戒
め
る
」
な

(ロ)

ど
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
後
の
後
継
者
で
あ
る
葉
盛
長
は
こ
れ
に
対
し
て
、
当
時
の
社
会
状
況
の
な
か
で

(
日
)

は
、
「
個
人
の
人
生
に
対
す
る
善
悪
是
非
を
基
準
と
す
る
理
解
と
体
験
に
よ
っ
て
」
学

生
に
求
め
る
こ
と
し
か
で
き
・
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
評
価
を
し
て
い
る
。

徳
育
に
関
し
て
は
、
富
連
成
社
の
創
設
か
ら
の
主
幹
教
師
で
あ
っ
た
粛
長
華
も
「
芸

(
比
)

世
間
き
は
徳
高
き
に
如
か
ず
」
と
常
に
明
言
し
て
い
た
。

戯
徳
の
教
育
は
、
学
生
が
道
を
ふ
み
は
ず
き
な
い
よ
う
に
と
い
う
単
な
る
配
慮
に
と

ど
ま
ら
ず
、
芸
を
学
ぶ
こ
と
へ
の
心
構
え
を
培
う
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
ひ

い
て
は
将
来
の
役
者
の
芸
質
や
芸
品
に
も
か
か
わ
っ
て
く
る
も
の
で
も
あ
り
、
芸
の
成

就
と
社
会
的
評
価
に
は
必
要
不
可
欠
な
教
育
だ
と
す
る
考
え
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な

戯
徳
教
育
の
強
調
は
、
富
連
成
社
の
教
育
の
特
徴
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

役
者
の
現
状
は
、
徐
慕
雲
が
「
改
良
中
国
戯
劇
意
見
書
」
の
中
で
批
判
し
た
「
役
者

は
学
ば
ず
術
も
な
く
、
世
界
の
趨
勢
に
対
し
て
は
も
と
よ
り
無
知
と
い
え
る
。
す
な
わ

(
日
)

ち
国
家
の
政
体
の
如
何
な
る
も
の
か
を
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
」
と
い
う
状
況
が
一
般
的

で
あ
っ
た
。
ま
た
「
一
部
の
良
か
ら
ぬ
役
者
の
演
技
は
放
蕩
き
わ
ま
り
な
く
、
勝
手
気

ま
ま
で
あ
る
べ
き
上
演
の
範
曙
を
こ
え
て
い
る
。
情
愛
物
語
と
な
れ
ば
表
情
は
露
わ
で
、

勝
手
に
ア
ド
リ
ブ
を
い
れ
、
少
し
も
配
慮
が
な
く
社
会
教
育
へ
の
影
響
は
浅
か
ら
ぬ
も

(
時
)

の
が
あ
る
」
と
い
っ
た
芸
品
、
戯
徳
に
対
す
る
指
摘
は
頻
繁
で
あ
っ
た
。

富
連
成
社
の
戯
徳
教
育
は
意
識
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
う
い
っ
た
社
会
の
批
判

や
要
請
に
こ
た
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

(一

l

二
)
専
門
教
育



富
連
成
社
で
は
、
創
設
後
か
ら
三

0
年
間
は
、
役
者
養
成
を
目
的
と
し
た
専
門
教
育

が
主
な
教
育
内
容
で
あ
る
。
そ
れ
は
科
班
の
一
般
的
な
状
況
で
あ
り
、
科
班
以
前
の
役

者
が
徒
弟
制
に
お
い
て
や
は
り
専
門
だ
け
を
学
び
、
そ
れ
を
即
舞
台
実
践
に
結
び
つ
け

て
き
た
と
い
う
慣
習
を
温
存
し
て
い
る
。

専
門
教
育
の
内
容
は
、
大
き
く
分
類
す
る
と
三
つ
の
柱
か
ら
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

伝
承
を
演
じ
る
た
め
の
身
体
の
条
件
を
つ
く
る
基
礎
訓
練
と
、
具
体
的
な
演
目
を
演
じ

る
た
め
の
実
践
的
な
専
門
実
技
、
そ
し
て
舞
台
実
践
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
七
年
開
通
し

て
お
こ
な
わ
れ
る
が
、
そ
の
学
習
比
率
は
学
習
歴
に
よ
っ
て
異
な
る
。
最
初
の
二
年
間

は
、
基
礎
訓
練
に
重
き
が
お
か
れ
、
そ
の
後
は
実
技
と
実
践
に
比
重
を
お
い
た
時
間
配

分
と
な
る
。
以
下
、
そ
の
柱
と
な
る
三
つ
の
各
内
容
の
詳
細
か
ら
科
班
の
伝
承
教
育
方

法
を
検
討
す
る
。

①
基
礎
訓
練
と
し
て
の
身
体
づ
く
り
(
基
本
功
)

高
度
な
身
体
表
現
が
求
め
ら
れ
る
伝
統
演
劇
で
は
、
基
礎
訓
練
と
は
い
っ
て
も
す
べ

て
は
身
体
を
演
技
の
で
き
る
条
件
に
整
え
る
た
め
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
特
殊
な
身
体
づ

く
り
の
メ
ニ
ュ
ー
で
構
成
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
武
行
の
教
師
二
人
の
監
督
の
下
、
全

員
に
課
さ
れ
る
。
重
点
的
に
お
こ
な
わ
れ
る
の
が
「
越
子
功
」
で
あ
り
、
特
に
足
腰
の

柔
軟
性
を
つ
く
る
伝
統
的
な
身
体
訓
練
方
法
を
そ
の
内
容
と
す
る
。
同
時
に
そ
れ
は
、

古
代
の
戦
闘
や
格
闘
と
い
っ
た
実
際
の
演
技
描
写
の
場
で
の
立
廻
り
や
踊
り
に
常
用
さ

れ
る
基
本
の
型
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
手
や
足
の
訓
練
で
あ
る
「
手
法
」
、
「
腿
功
」
な

ど
も
同
時
に
お
こ
な
っ
た
。
こ
の
訓
練
の
特
徴
は
、
伝
統
を
演
じ
る
た
め
の
身
体
を
つ

く
る
こ
と
と
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
型
の
伝
授
で
も
あ
る
こ
と
だ
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
れ

とま
を で
可 の
能 徒
に 弟
し 制
て で
い は

る z
身能
体だ
ぼ つ
か た
りパ
でフ
会ン

'/ス

発り

宗主
習ん

身

声空

五{
持 リ

を

函ぞ
空海
「つ
吊 こ

中
国
伝
統
演
劇
教
育
に
お
け
る
科
班
の
成
立
と
そ
の
展
開

喋
」
と
い
っ
た
訓
練
も
毎
日
お
こ
な
わ
れ
た
。

ま
た
、
身
体
づ
く
り
は
、
「
武
功
は
三
六

O
の
朝
よ
く
練
習
す
べ
し
」
「
挙
は
手
を
離

(
げ
)

れ
ず
、
曲
は
口
を
離
れ
ず
」
と
さ
れ
、
型
の
練
習
、
歌
唱
の
練
習
を
片
時
も
怠
ら
な
い

よ
う
に
と
戒
め
ら
れ
、
継
続
的
で
不
断
の
練
習
が
求
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
そ
れ
は
、

「
人
を
驚
か
す
芸
を
練
る
に
は
須
く
昔
練
す
べ
し
」
と
い
わ
れ
、
厳
格
な
練
習
に
よ
っ

て
は
じ
め
て
身
体
の
自
由
を
獲
得
で
き
る
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
練
習
の
厳
し
さ
に
は

定
評
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
訓
練
は
、
集
団
で
の
組
織
的
な
場
が
あ
っ
て
は
じ
め
て

可
能
に
な
る
。

①
実
践
的
専
門
実
技
(
排
戯
)

基
礎
訓
練
の
過
程
で
、
各
自
の
条
件
に
あ
わ
せ
て
専
攻
す
る
役
柄
が
き
め
ら
れ
た
あ

と
、
教
師
は
学
生
に
対
し
て
芸
を
伝
授
す
る
「
授
芸
」
を
お
こ
な
う
。
そ
の
方
法
は
、

一
演
目
づ
っ
完
結

任
意
の
演
目
を
選
定
し
、
そ
の
演
目
の
役
作
り
を
す
る
か
た
ち
で
、

(
児
)

さ
れ
「
芸
の
多
さ
は
身
を
圧
せ
ず
」
と
し
て
蓄
積
し
て
い
く
。
演
目
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー

の
蓄
積
は
、
す
な
わ
ち
芸
の
蓄
積
で
も
あ
る
。
演
目
選
定
の
順
序
は
学
生
の
身
体
づ
く

り
の
完
成
度
、
芸
の
習
熟
度
、
理
解
度
な
ど
を
考
え
て
構
成
さ
れ
る
。
最
初
は
「
折
子

戯
」
す
な
わ
ち
長
編
か
ら
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
を
と
り
だ
し
た
短
編
か
ら
は
じ
ま
り
、
次
第

に
中
型
の
長
さ
と
規
模
の
演
目
、
さ
ら
に
ス
ト
ー
リ
ー
の
複
雑
で
登
場
人
物
も
多
い
大

型
の
演
目
、
と
い
う
よ
う
に
段
階
を
ふ
ん
で
い
る
。
最
初
に
演
目
の
内
容
や
人
物
像
を

教
え
(
説
戯
)
、
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
役
の
芸
を
伝
授
す
る
。

一
一
演
目
に
要
す
る
時
間

は
十
数
日
か
ら
一
ヶ
月
あ
ま
り
で
、
武
戯
の
大
が
か
り
な
も
の
は
一
ヶ
月
か
ら
二
ヶ
月

(
ゆ
)

か
け
る
。
「
台
上
の
一
秒
は
台
下
の
十
年
の
功
」
と
さ
れ
て
、
芸
の
習
熟
度
が
要
求
さ

れ
た
。
こ
の
他
、
京
劇
の
演
技
の
も
と
に
な
る
昆
劇
の
教
育
も
お
こ
な
っ
て
お
り
、
速

成
で
は
な
い
芸
の
本
質
を
学
ば
せ
よ
う
と
い
う
意
図
が
み
え
る
。人



こ
の
段
階
で
の
教
育
の
特
徴
は
、
全
員
に
対
し
て
主
役
脇
役
す
べ
て
の
役
に
習
熟
さ

中
国
伝
統
演
劇
教
育
に
お
け
る
科
班
の
成
立
と
そ
の
展
開

に
あ
る
。

せ
る
配
慮
が
な
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
幅
広
い
芸
と
応
用
力
と
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と

①
舞
台
実
践
(
演
唱
)

伝
授
継
承
さ
れ
た
演
目
は
、
実
際
の
舞
台
で
実
践
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
れ
は
「
学
ん

(
初
)

で
は
演
じ
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
実
践
が
重
ん
じ
ら
れ
、
練
習
即
実
践
と
い
う
直
結
型

の
方
法
が
と
ら
れ
た
。
劇
場
公
演
に
い
く
こ
と
を
「
上
館
子
」
と
よ
び
、
隊
列
を
組
ん

で
足
を
運
ん
だ
。
毎
日
正
午
の
開
演
で
夕
方
六
時
ま
で
長
時
間
の
公
演
が
お
こ
な
わ
れ

て
い
る
。
大
型
の
通
し
演
目
か
、
あ
る
い
は
お
よ
そ
七

1
九
本
の
異
な
る
演
目
を
演
じ

る
「
老
七
出
」
と
よ
ぶ
構
成
で
演
じ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
以
下
に
示
す
よ
う
に
多
岐

(
幻
)

に
わ
た
っ
て
い
る
。

第
一
演
目

第
二
演
目

第
三
一
演
目

第
四
演
目

第
五
演
目

第
六
演
目

第
七
演
目

小
武
戯
(
立
廻
り
の
あ
る
少
人
数
の
演
目
)

老
生
戯
(
老
け
役
の
歌
唱
を
中
心
と
し
た
演
目
)

閥
妖
戯
(
異
界
の
も
の
に
扮
す
る
武
旦
の
立
廻
り
が
多
用
さ
れ
る
演
目
)

玩
笑
戯
(
道
化
の
演
目
)

武
生
戯
(
武
生
役
の
立
廻
り
中
心
の
演
目
)

青
衣
老
生
戯
(
青
衣
と
老
生
の
歌
唱
を
中
心
に
し
た
演
目
)

こ
れ
を
み
る
と
、
生
、
日
寸
津
、
丑
の
い
ず
れ
の
役
柄
も
主
役
と
な
る
演
目
が
配
置

大
武
生
、
群
戯
(
多
人
数
の
大
型
立
廻
り
演
目
)

さ
れ
、
文
と
武
す
な
わ
ち
歌
唱
と
立
廻
り
の
比
率
は
お
よ
そ
均
等
で
あ
り
、
ど
の
生
徒

に
と
っ
て
も
実
践
の
場
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
舞

台
実
践
は
、
教
学
面
か
ら
だ
け
で
は
な
く
科
班
の
場
合
に
は
そ
の
維
持
の
た
め
に
も
毎

日
公
演
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
を
負
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
古
い
演
目
だ
け
で
は
レ

人

パ
ー
ト
リ
l
の
数
が
間
に
合
わ
ず
、
競
っ
て
新
し
い
演
目
を
練
習
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

(
忽
)

か
っ
た
と
あ
る
。
た
と
え
ば
富
連
成
社
の
長
で
あ
る
葉
春
善
の
第
二
一
子
で
自
ら
も
武
五

の
役
者
で
あ
っ
た
葉
盛
章
は
多
く
の
演
目
を
脚
色
し
て
い
る
。
富
連
成
杜
が
演
じ
て
蓄

積
し
た
演
目
は
三
二
五
本
に
も
及
ん
で
い
る
。
葉
盛
長
は
、
科
班
時
代
の
七
年
間
で
二

三
O
本
に
の
ぼ
る
演
目
を
学
ん
だ
と
い
う
。
こ
れ
は
お
よ
そ
一
ヶ
月
で
平
均
三
本
の
新

演
目
を
学
ん
だ
こ
と
に
な
り
、
極
め
て
高
い
速
修
度
を
示
し
て
い
る
。

粛
長
華
は
こ
の
舞
台
実
践
の
効
果
を
「
千
回
学
ぶ
は
一
見
に
如
か
ず
、
千
四
見
る
は

(
お
)

一
回
の
練
習
に
如
か
ず
、
千
聞
の
練
習
は
一
回
の
公
演
に
如
か
ず
」
と
の
べ
て
お
り
、

実
際
の
舞
台
に
た
つ
と
い
う
体
験
の
重
要
性
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
舞
台
体
験
が
効
果

(
泌
)

的
な
の
は
、
演
技
者
と
観
客
と
の
聞
に
、
「
観
客
は
役
者
の
鏡
と
喰
え
る
」
と
い
う
関

係
即
ち
、
役
者
は
観
客
の
反
応
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
芸
の
完
成
度
や
表
現
の
習
熟
度
へ

の
評
価
を
鏡
効
果
の
よ
う
に
明
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

(一

l

三
)
文
化
教
育
の
増
設

富
連
成
社
開
設
か
ら
三

0
年
間
は
、
専
門
の
教
育
が
す
べ
て
で
あ
っ
た
が
、
民
国
二

O
(
一
九
三
二
年
九
月
に
「
教
育
科
」
即
ち
、

増
設
に
関
す
る
宣
言
に
よ
る
と
こ
の
科
を
設
け
る
契
機
は
、
社
会
の
変
化
に
あ
り
、
芸

に
対
し
て
社
会
が
求
め
る
も
の
が
多
様
化
し
て
お
り
、
そ
の
時
勢
の
需
要
に
応
え
る
た

一
般
教
育
の
増
設
を
お
こ
な
っ
た
。

め
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
蓋
し
学
識
が
進
ま
ず
ば
則
ち
芸
術
は
精
通
し
難

(
お
)

し
」
と
の
考
え
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
社
会
の
変
化
と
は
演
劇
改
革
や

社
会
的
地
位
の
改
善
と
い
っ
た
改
良
運
動
の
各
地
で
の
勃
興
と
、
同
時
に
伝
統
演
劇
の

価
値
を
見
直
し
、
理
論
づ
け
よ
う
と
す
る
社
会
的
気
運
の
高
ま
り
を
指
し
て
い
る
。

そ
の
内
容
は
、

一
年
め
の
学
生
に
対
し
一
律
に
二
時
間
を
あ
て
、
国
語
や
一
般
常
識

な
ど
を
必
修
科
目
と
し
て
い
る
。
卒
業
間
近
な
学
生
に
は
特
別
ク
ラ
ス
を
設
け
、
毎
日



一
時
間
の
自
由
選
択
科
目
で
、
国
語
、

一
般
常
識
、
千
字
文
な
ど
を
学
ば
せ
た
。
こ
の

千
字
文
と
い
う
の
は
、
随
の
時
代
か
ら
伝
統
的
な
初
学
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
あ
る
一
般

的
知
識
を
千
文
字
で
著
し
た
も
の
だ
が
、
韻
文
調
で
あ
る
た
め
、
こ
の
当
時
の
学
生
に

と
っ
て
は
古
典
の
常
識
を
学
ぶ
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

そ
の
四
年
後
に
富
連
成
社
の
長
を
つ
い
だ
葉
龍
章
は
科
班
制
度
の
改
革
を
お
こ
な
う

な
か
で
文
化
関
連
授
業
を
さ
ら
に
重
視
し
、
識
字
と
文
化
の
授
業
を
担
当
す
る
専
門
の

教
師
を
招
い
て
い
る
。
こ
こ
で
特
徴
的
な
の
は
、
そ
の
題
材
に
演
目
に
関
連
す
る
史
料

を
使
っ
て
お
り
、
あ
く
ま
で
も
伝
統
を
継
承
す
る
た
め
の
補
助
的
役
割
り
を
担
っ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
、

一
般
の
学
校
で
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
な
公
民
会
一
民

主
義
)
、
算
数
、
簡
明
歴
史
な
ど
の
授
業
も
加
え
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
文
化
科
目
は
、

役
者
の
教
育
水
準
の
向
上
を
は
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ひ
い
て
は
社
会
的
地
位

(
お
)

の
向
上
に
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。

以
上
富
連
成
社
の
教
育
内
容
を
み
て
き
た
が
、
全
体
を
と
お
し
て
、
伝
統
を
実
質
的

に
継
承
し
て
い
く
実
技
実
践
者
の
養
成
教
育
を
め
ざ
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
そ
の
特
徴
は
次
の
三
つ
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

ひ
と
つ
に
は
、
個
人
の
適
正
や
能
力
を
試
み
る
機
会
が
幅
広
く
も
う
け
ら
れ
て
お
り
、

適
材
適
所
の
選
択
が
お
こ
な
い
や
す
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

そ
し
て
二
つ
め
は
、
伝
承
教
育
は
、
伝
承
さ
れ
た
身
体
づ
く
り
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、

特
に
演
技
と
歌
唱
の
伝
承
に
お
い
て
は
、
段
階
的
に
難
易
度
を
み
き
わ
め
た
教
育
が
ほ

ど
こ
さ
れ
て
い
る
。

三
つ
め
は
、
組
織
の
特
徴
を
生
か
し
て
、
構
成
メ
ン
バ
ー
を
学
生
に
よ
っ
て
構
成
で

き
る
た
め
、
練
習
は
舞
台
上
演
と
い
う
実
践
と
直
結
し
て
お
り
、
早
く
か
ら
舞
台
を
体

験
で
き
る
。
ま
た
戯
徳
の
教
育
と
一
般
教
育
は
、
主
に
芸
を
演
じ
る
学
生
の
人
間
形
成

中
国
伝
統
演
劇
教
育
に
お
け
る
科
班
の
成
立
と
そ
の
展
開

を
め
ざ
し
、
伝
統
の
伝
承
者
の
芸
品
に
通
じ
る
も
の
と
と
ら
え
ら
れ
る
。

(
二
)
指
導
方
法

科
班
に
お
け
る
教
師
と
学
生
の
関
係
は
、
学
生
は
科
班
に
は
い
る
と
ま
ず
最
初
に

(
幻
)

「
例
外
な
く
ぬ
か
ず
い
て
師
を
拝
す
る
大
礼
を
お
こ
な
う
」
と
あ
り
、
意
識
の
上
で
は
、

徒
弟
制
の
師
と
弟
子
の
厳
格
な
関
係
を
踏
襲
し
て
い
る
。

富
連
成
社
の
五
期
に
わ
た
る
教
師
と
学
生
の
比
率
は
、
教
師
対
学
生
の
人
数
比
で
、

第
一
期
は
一
六
対
七
三
、
第
二
期
は
二

O
対
六
五
、
第
三
期
は
一
八
対
九
四
、
第
四
期

は
一
五
対
一

O
三
、
第
五
期
は
一
七
対
一
三
三
と
な
っ
て
お
り
、
平
均
し
て
学
生
三
人

か
ら
九
人
に
一
人
の
教
師
が
つ
く
と
い
う
割
合
で
、
比
較
的
少
人
数
教
育
が
な
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
武
戯
の
教
師
の
割
合
が
多
く
、
そ
の
他
の
役
柄
の
教

師
は
不
足
す
る
と
い
っ
た
か
た
よ
り
は
あ
っ
た
よ
う
だ
。
こ
の
よ
う
な
比
率
は
、
旧
来

の
徒
弟
制
に
あ
っ
た
密
着
型
の
指
導
を
可
能
に
し
て
い
る
。

伝
統
の
伝
承
の
道
を
修
め
る
た
め
の
人
材
の
選
抜
は
、
種
々
の
方
法
で
お
こ
な
わ
れ
、

適
正
が
判
断
さ
れ
る
。
ま
ず
入
学
に
お
い
て
は
、
六
歳
以
上
一

O
歳
以
下
と
い
う
年
齢

制
限
を
設
け
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
よ
い
役
者
と
い
う
の
は
、
幼
少
時
の
訓
練
効
果
の

(
お
)

も
た
ら
す
才
能
の
結
実
が
な
け
れ
ば
成
功
し
な
い
」
(
粛
長
華
)
と
い
っ
た
考
え
方
に

も
と
づ
い
て
い
る
。

さ
ら
に
、
入
学
時
に
二
段
階
方
式
で
そ
の
資
質
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
る
。

ま
ず
第
一
段
階
は
、
容
貌
、
体
格
、
健
康
状
態
が
諮
ら
れ
る
。
梨
園
の
子
弟
で
す
で

に
学
習
経
験
の
あ
る
者
に
対
し
て
は
、
歌
唱
を
唱
わ
せ
る
。
そ
う
で
な
い
場
合
は
、
発

声
に
よ
り
声
の
条
件
を
見
る
。
せ
り
ふ
を
復
諦
さ
せ
発
音
の
正
確
さ
、
口
の
形
、
樹
、

舌
に
問
題
は
な
い
か
を
見
る
。
動
作
を
模
倣
さ
せ
、
足
腰
の
柔
軟
性
を
み
る
。
こ
こ
を

通
過
し
て
暫
定
入
学
と
な
る
。
科
班
の
伝
承
は
、
す
で
に
家
単
位
の
伝
承
を
こ
え
て
、

人



中
国
伝
統
演
劇
教
育
に
お
け
る
科
班
の
成
立
と
そ
の
展
開

社
会
の
需
要
に
こ
た
え
る
た
め
に
門
戸
を
ひ
ろ
げ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
伝
承
継
承
者
へ

の
登
竜
門
と
し
て
将
来
へ
の
展
望
の
有
無
を
見
定
め
る
資
質
を
重
視
し
た
こ
の
よ
う
な

徹
底
し
た
選
抜
を
お
こ
な
っ
た
。

次
の
第
二
段
階
は
、
三
ヶ
月
か
ら
半
年
を
か
け
て
資
質
の
有
無
が
厳
し
く
チ
ェ
ッ
ク

さ
れ
、
入
学
の
可
否
が
き
ま
る
。
こ
う
い
っ
た
厳
格
な
選
抜
は
、
高
度
化
し
た
伝
統
の

伝
承
を
可
能
に
す
る
た
め
の
前
提
条
件
と
し
て
不
可
欠
の
要
素
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

し
か
も
科
班
と
い
う
組
織
の
中
で
の
選
抜
は
、
複
数
の
目
に
よ
っ
て
お
こ
な
う
た
め
、

よ
り
客
観
的
に
適
切
な
道
を
選
択
さ
せ
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
。

在
学
の
こ
と
を
「
座
科
」
と
よ
び
、
そ
の
期
間
は
、
梨
園
の
家
系
の
子
息
で
あ
れ
ば

三
年
か
ら
五
年
と
い
う
例
外
は
あ
る
が
、
契
約
に
は
「
梨
園
(
演
劇
)
を
修
学
し
て
生

計
を
た
て
七
年
を
満
期
と
す
る
こ
と
を
言
明
す
る
」
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
「
在
科
期

問
中
は
一
切
の
衣
食
住
は
す
べ
て
科
班
が
負
担
し
、
故
な
く
帰
宅
す
る
こ
と
を
禁
ず
、

(
m
U
)
 

ま
た
中
途
退
学
を
禁
ず
」
と
明
言
さ
れ
て
い
る
。
社
中
の
規
則
や
訓
戒
の
遵
守
が
も
と

め
ら
れ
る
集
団
教
育
は
、
生
活
全
般
に
わ
た
り
、
心
身
の
形
成
す
べ
て
を
科
班
に
ゆ
だ

ね
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
は
じ
め
て
、
短
期
間
で
高
度
な
伝
承
を
身
に
つ

け
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
。

そ
の
習
得
は
段
階
的
に
お
こ
な
わ
れ
、
大
き
く
三
段
階
の
ス
テ
ッ
プ
を
ふ
ん
で
い
る
。

第
一
段
階
は
、
入
学
直
後
か
ら
の
お
よ
そ
半
年
間
で
、
最
も
重
要
な
時
期
と
さ
れ
る
。

そ
れ
は
、
資
質
を
見
抜
き
役
柄
を
決
定
す
る
時
期
に
あ
た
る
た
め
だ
。
そ
れ
に
よ
っ
て

学
ぶ
内
容
は
も
と
よ
り
将
来
の
方
向
性
が
決
定
さ
れ
る
。

ま
ず
、
全
学
生
は
武
功
(
掌
頂
、
胞
虎
跳
、
種
子
)
を
練
習
し
、
そ
の
脚
力
が
験
さ

れ
る
。
半
年
後
に
教
師
は
学
生
の
各
自
の
体
型
、
容
貌
、
声
質
な
ど
資
質
に
よ
っ
て
専

攻
す
る
役
柄
の
生
、
旦
、
浄
、
末
、
丑
を
き
め
る
。
全
員
に
同
様
の
基
礎
訓
練
が
ほ
ど

人
四

こ
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
個
別
の
徒
弟
制
よ
り
も
よ
り
選
択
の
幅
を
ひ
ろ
げ
る
こ
と
が
で

き
る
。
教
師
に
は
各
自
の
資
質
や
適
正
を
見
抜
く
だ
け
の
目
が
求
め
ら
れ
る
。

第
二
段
階
は
専
攻
学
習
で
、
特
定
の
役
柄
を
専
門
と
す
る
教
師
に
従
う
。
個
別
の
演

目
を
練
習
素
材
と
し
て
役
柄
の
演
技
を
学
ぶ
の
だ
が
、
演
目
内
で
の
配
役
は
す
べ
て
教

師
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
振
り
あ
て
ら
れ
る
。
最
初
は
役
柄
が
適
当
か
否
か
を
試
す
た
め

に
そ
れ
ぞ
れ
に
歌
詞
と
せ
り
ふ
を
教
え
、
次
に
歌
唱
を
教
え
る
。
不
適
当
と
さ
れ
れ
ば

役
柄
を
か
え
る
こ
と
に
な
る
。

演
目
の
習
得
の
過
程
を
み
て
み
る
と
、
ま
ず
、
配
役
を
教
師
が
掲
げ
る
。
(
題
綱
)

そ
し
て
歌
詞
を
読
め
る
よ
う
に
し
、
音
読
し
、
節
回
し
を
習
い
、
そ
の
上
で
演
技
を
つ

け
る
。
熟
練
し
て
き
た
ら
鍵
鼓
の
伴
奏
を
つ
け
て
リ
ズ
ム
を
と
り
、
化
粧
衣
裳
な
し
の

ア
テ
レ
コ
を
お
こ
な
う
。
(
響
排
)
こ
の
間
は
、
そ
れ
ぞ
れ
役
柄
ご
と
に
個
別
に
練
習

す
る
。全

員
あ
わ
せ
る
リ
ハ
ー
サ
ル
の
時
期
は
教
師
が
随
時
決
め
る
。
こ
の
よ
う
な
個
別
練

習
と
全
体
練
習
と
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
時
期
を
み
な
が
ら
お
こ
な
っ
て
全
体
を
統
括
す
る

に
は
、
科
班
と
い
う
組
織
的
な
場
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
。
個
人
的
な
徒

弟
制
の
場
合
、

一
般
に
は
演
者
同
士
が
演
技
を
合
わ
せ
た
り
舞
台
に
た
つ
前
の
リ
ハ

l

サ
ル
な
ど
は
な
く
、
人
の
舞
台
を
見
て
覚
え
る
こ
と
が
多
い
。
科
班
で
は
、
リ
ハ

l
サ

ル
に
よ
っ
て
、
間
違
い
の
な
い
と
こ
ろ
ま
で
練
習
を
積
ん
で
舞
台
に
た
つ
の
で
、
舞
台

の
水
準
を
飛
躍
的
に
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。

ま
た
、
従
来
の
徒
弟
制
で
は
、
特
定
の
師
が
演
じ
る
範
囲
で
教
わ
り
真
似
て
演
じ
る

し
か
な
か
っ
た
が
、
科
班
で
は
こ
の
よ
う
に
自
分
に
適
切
な
役
柄
の
な
か
で
、
多
様
な

人
物
像
を
演
じ
る
機
会
が
得
ら
れ
、
演
技
の
幅
も
ひ
ろ
が
る
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
科
班
で
は
特
定
の
流
派
を
学
ぶ
の
で
は
な
く
、
正
統
的
な
演
技
を
身
に
つ
け
る



と
い
う
方
向
性
が
強
く
示
さ
れ
て
い
る
。

第
三
段
階
は
、
舞
台
で
の
実
際
の
公
演
と
な
る
。
公
演
は
初
期
の
こ
ろ
に
は
演
目
が

完
成
す
る
た
び
に
ま
ず
堂
会
で
演
じ
た
。
堂
会
は
公
開
公
演
と
い
う
よ
り
私
的
な
小
規

役
は
、
入
学
当
初
は
全
員
が
群
衆
役
(
抱
龍

模
上
演
で
試
演
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
劇
場
(
戯
園
)

套
)
を
担
当
す
る
。
そ
の
後
主
役
、
脇
役
、

に群
よ 衆

モ82
結ず
果れ
と を
し担
て 当
各 す
自る
がか
「は
配そ
役 の
で力
で 量

き
な
い
も
の
は
な
く
、
演
目
で
で
き
な
い
も

(
剖
)

の
は
な
い
」
と
い
う
芸
の
幅
の
広
さ
を
身
に

つ
け
る
教
育
効
果
を
あ
げ
て
い
る
。

以
上
の
専
門
教
育
の
シ
ス
テ
ム
を
図
示
す

る
と
図
2
の
よ
う
に
な
る
。

こ
の
ほ
か
、
科
班
で
も
徒
弟
制
で
も
そ
の

後
批
判
の
対
象
に
な
っ
た
の
が
、

一
般
的
に

お
こ
な
わ
れ
て
い
た
体
罰
式
で
覚
え
さ
せ
る

「
打
戯
」
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
た
と
え
ば

武
功
の
場
合
、
動
作
が
ま
ち
が
っ
て
い
れ
ば

勿
論
打
た
れ
る
の
だ
が
、
「
怠
け
て
い
る
か

ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
だ
れ
も
が
み
な
打

(
認
)

た
れ
た
」
と
あ
る
。
ま
た
文
戯
の
場
合
も
師

匠
が
口
伝
身
授
に
よ
っ
て
歌
調
、
節
回
し
な

ど
を
教
え
覚
え
さ
せ
る
に
あ
た
っ
て
、
少
し

で
演
じ
た
。
配

1一一 |小配役(主役、脇役、群衆役)は能力による I

|第二段階 演目づくり、全員のリハーサル I 
| 役柄ごとの個別練習、演目習得による演技づくり I 7年制

| ;ー弟は第一段階役柄(生、旦、母、末、丑)決定 I 3年 5年)

武功による脚力訓練、基礎訓練 I 

;半年間 第二段階 ;資質の有無→淘汰される | 

:入学時 第一段階 :容貌、体格、健康、発声(歌唱): 111 
・圃 .L-__一一ーー」草ー

図 2 専門教育のシステム

中
国
伝
統
演
劇
教
育
に
お
け
る
科
班
の
成
立
と
そ
の
展
開

は
ず
れ
た
り
忘
れ
た
り
す
る
と
打
た
れ
て
い
る
。
「
打
っ
て
教
え
る
の
は
口
で
教
え
る

(
お
)

に
知
か
ず
」
と
い
う
考
え
方
が
支
配
的
だ
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
身
体
で
覚
え
る
こ
と

の
大
切
さ
と
同
時
に
「
梨
閤
界
は
文
学
知
識
が
あ
ま
り
に
浅
く
、
あ
て
字
や
批
っ
た
音

(
弘
)

は
そ
れ
に
従
っ
た
ま
ま
で
改
め
ず
、
文
意
さ
え
も
通
ら
な
く
な
る
」
と
い
う
批
判
に
み

ら
れ
る
よ
う
な
、
教
師
の
側
の
知
識
学
識
の
欠
知
も
一
因
に
あ
り
、
旧
来
の
弊
習
を
踏

襲
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
科
班
の
教
育
方
法
は
、
最
大
限
に
個
人
の
資
質
を
の
ば
し
、
個
別
の
伝

承
の
芸
を
、
総
合
的
に
組
み
合
わ
せ
、
身
体
づ
く
り
、
専
門
性
い
ず
れ
に
も
偏
り
の
な

い
正
統
的
な
伝
承
教
育
を
受
け
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

(
お
)

寓
連
成
杜
の
教
育
は
、
「
三
多
一
少
」
と
い
わ
れ
る
。
一
二
多
と
は
、
学
生
の
学
ぶ
演

日
の
数
の
多
い
こ
と
、
観
劇
の
多
い
こ
と
、
こ
れ
は
す
な
わ
ち
舞
台
実
践
の
さ
い
に
、

他
の
先
輩
の
演
技
を
観
察
し
習
い
と
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
さ
ら
に
演
技
実
践
の
多
い

こ
と
の
三
点
を
教
育
の
特
色
と
自
認
し
て
い
る
。

一
少
と
は
、
中
途
で
修
学
を
放
棄
す

る
学
生
の
少
な
い
こ
と
を
指
す
。

こ
れ
ら
は
ち
ょ
う
ど
徒
弟
制
に
お
け
る
不
足
を
補
う
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
徒
弟
制

か
ら
科
班
へ
の
移
行
に
よ
っ
て
、
芸
の
習
得
の
幅
の
広
さ
を
獲
得
で
き
、
同
時
に
量
的

に
も
飛
躍
的
な
数
の
演
目
を
演
じ
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
こ
の
よ
う
な
効
率
の
高
い

組
織
的
な
教
育
は
、
「
皆
身
を
以
て
手
本
と
な
り
、
専
心
し
て
志
を
致
し
、
余
す
と
こ

(
お
)

ろ
な
く
後
続
の
芸
術
の
人
材
を
育
成
」
す
る
と
い
う
姿
勢
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
て
お

り
、
徒
弟
制
の
特
徴
で
あ
っ
た
特
定
の
者
へ
の
秘
技
伝
授
と
い
う
性
格
を
一
変
さ
せ
た
。

こ
の
こ
と
は
伝
統
演
劇
の
伝
承
に
お
い
て
、
人
数
的
に
も
内
容
的
に
も
よ
り
幅
の
広

い
芸
の
普
及
を
可
能
に
し
た
と
い
え
る
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
は
ま
た
、
制
約
も
つ
い

て
い
る
。
学
生
は
せ
り
ふ
、
歌
唱
、
動
作
、
立
廻
り
す
べ
て
を
教
師
が
教
え
た
そ
の
通

入
五



中
国
伝
統
演
劇
教
育
に
お
け
る
科
班
の
成
立
と
そ
の
展
開

り
に
踏
襲
せ
ね
ば
な
ら
ず
「
少
し
も
そ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
さ
も
な
く
ば
打
た
れ

る
」
と
い
う
状
況
が
あ
っ
た
。
教
学
は
、
「
た
だ
正
統
な
歌
唱
、
正
統
な
調
子
が
求
め

(
幻
)

ら
れ
、
そ
の
他
の
流
派
を
学
ぶ
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
科
班

が
特
定
の
個
性
よ
り
も
堅
固
で
正
統
な
基
礎
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
重
点
を
置
い
た

こ
と
の
結
果
で
あ
り
、
正
統
的
な
演
技
を
着
実
に
身
に
つ
け
、
将
来
そ
こ
か
ら
応
用
で

き
る
利
点
を
見
い
だ
そ
う
と
し
た
。
そ
れ
は
反
面
、
独
自
性
や
個
性
を
生
み
出
す
た
め

に
は
、
卒
業
後
に
あ
ら
た
め
て
旧
来
型
の
師
を
拝
す
る
方
法
で
、
さ
ら
な
る
技
芸
を
学

ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
状
況
を
も
生
む
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
科
班
の

限
界
を
示
し
て
も
い
る
。

以
上
、
富
連
成
社
を
と
お
し
て
科
班
の
伝
承
教
育
を
考
察
し
て
き
た
が
、
そ
の
特
徴

を
ま
と
め
て
み
る
と
以
下
の
よ
う
に
集
約
で
き
る
。

第
一
に
、
科
班
の
誕
生
の
歴
史
的
必
然
性
は
、
京
劇
と
い
う
新
興
伝
統
演
劇
の
盛
行

に
よ
り
、
旧
来
の
徒
弟
制
度
で
は
、
そ
の
伝
承
の
範
囲
や
効
率
面
で
の
限
界
を
認
識
せ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
伝
承
の
幅
を
よ
り
広
く
、
し
か
も
全
体
の
質
を
総
合
的
に
高
め

る
た
め
に
は
、
組
織
だ
っ
た
教
育
が
不
可
欠
で
あ
り
、
科
班
は
そ
の
需
要
に
応
え
た
も

の
と
い
え
る
。

第
二
に
、
科
班
は
、
七
年
制
と
は
い
え
ど
も
、
幼
少
時
か
ら
の
舞
台
実
践
第
一
主
義

の
立
場
を
と
り
、
役
者
を
世
に
お
く
り
だ
す
た
め
に
、
少
人
数
教
育
と
実
践
教
育
に
よ
っ

て
体
系
的
に
組
織
化
さ
れ
た
役
者
養
成
機
関
で
あ
る
。

第
三
に
、
科
班
の
教
育
内
容
は
、
戯
徳
と
よ
ん
だ
人
格
形
成
と
、
専
門
教
育
と
の
こ

本
の
柱
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
の
心
身
両
面
で
の
育
成
を
お
こ
な
う
基
本
的
な
考

え
方
は
、
人
格
形
成
の
面
で
は
そ
の
目
的
が
個
人
レ
ベ
ル
か
社
会
的
レ
ベ
ル
か
の
違
い

は
あ
る
が
、
科
班
か
ら
学
校
制
度
へ
移
行
す
る
際
の
伝
承
シ
ス
テ
ム
の
土
台
と
な
っ
た
。

八
六

第
四
に
、
徒
弟
制
に
お
い
て
は
秘
伝
伝
授
が
そ
の
中
心
的
伝
承
方
法
で
あ
っ
た
が
、

科
班
と
い
う
組
織
化
さ
れ
た
養
成
機
関
に
お
け
る
伝
承
は
、
芸
を
幅
広
く
全
面
的
に
発

展
さ
せ
る
こ
と
に
重
点
が
お
か
れ
、
正
統
的
な
演
技
の
伝
承
を
旨
と
し
た
。

第
五
に
、
組
織
的
で
し
か
も
正
統
的
な
演
技
の
伝
承
を
重
ん
じ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

演
技
の
幅
の
広
き
や
全
面
的
な
発
展
に
は
す
ぐ
れ
た
効
果
を
見
せ
た
が
、
独
自
性
や
個

性
と
い
っ
た
創
造
性
の
面
で
は
、
科
班
の
外
で
更
に
研
績
を
積
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
限
界
も
存
在
し
た
。

お
わ
り
に

科
班
は
個
人
レ
ベ
ル
で
の
人
間
形
成
と
組
織
化
さ
れ
た
専
門
教
育
に
よ
っ
て
、
民
間

に
お
い
て
初
め
て
伝
統
の
伝
承
教
育
機
関
と
し
て
時
代
の
要
請
に
応
え
る
も
の
と
な
っ

た
。
科
班
に
お
け
る
伝
統
演
劇
の
教
育
は
、
伝
統
の
伝
承
の
流
れ
か
ら
み
る
と
、
秘
伝

の
公
開
を
促
し
、
伝
承
を
よ
り
幅
広
い
教
育
シ
ス
テ
ム
へ
と
発
展
さ
せ
て
い
く
契
機
と

な
っ
た
。

た
だ
一
方
で
、
科
班
の
方
法
だ
け
で
は
創
造
性
を
の
ば
す
に
は
制
約
が
あ
り
、
徒
弟

制
の
も
つ
個
性
重
視
の
手
法
を
取
り
入
れ
る
こ
と
の
必
要
性
も
無
視
で
き
な
い
。

こ
う
い
っ
た
利
点
と
欠
点
と
を
抱
え
な
が
ら
も
、
科
班
は
、
次
に
つ
づ
く
学
校
制
度

へ
と
移
行
し
て
い
く
た
め
の
重
要
な
起
点
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
伝
統
の
伝
承
教
育
の
組

織
化
の
可
能
性
を
明
示
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
ま
だ
不
完
全
と
は
い
え
ど
も
、

文
化
教
育
を
重
ん
じ
る
方
向
性
も
示
唆
し
て
い
た
。

そ
の
後
、
学
校
教
育
制
度
の
中
に
お
け
る
伝
承
教
育
が
、
ど
の
よ
う
に
科
班
の
長
所

と
限
界
を
く
み
と
っ
て
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
稿
を
あ
ら
た
め
明
ら

か
に
し
て
い
き
た
い
。



註

(
1
)
『
中
国
戯
曲
志
』
北
京
巻
(
下
)
中
国
I
S
B
N
出
版
中
心

九
1
八
二
四
頁

(
2
)
葉
龍
章
「
喜
(
富
)
達
成
科
班
的
始
末
」
「
京
劇
談
往
録
』
北
京
出
版
社

六
月
二
五
頁

(
3
)
陳
彦
衡
「
旧
劇
叢
談
」
張
次
渓
編
纂
『
清
代
燕
都
梨
園
史
料
』
正
績
編
中
国
戯
劇
出

版
社
一
九
八
八
年
二
一
月
八
五
二
頁
「
身
段
為
内
行
専
門
之
撃
，
不
肯
軽
易
偉
人
。
」

(
4
)
薫
長
華
口
述
鉦
擦
筆
記
『
粛
長
華
戯
曲
談
叢
』
中
国
戯
劇
出
版
社
一
九
八

O
年

一
六
頁
「
寧
願
把
絶
本
、
秘
本
拠
之
火
盆
，
焚
成
死
灰
，
也
不
肯
惇
給
后
人
」

(
5
)
前
掲
書
(
4
)
「
至
子
名
家
大
師
就
更
搬
請
不
動
。
許
許
多
多
的
驚
人
絶
技
，
許
許
多
多

的
芸
術
清
口
問
，
随
人
而
死
，
葬
子
墓
穴
」

(
6
)
李
関
先
「
詞
譲
」
『
中
国
古
典
戯
曲
論
著
集
成
』
三
中
国
戯
劇
出
版
社
一
九
八
O
年

七
月
三
五
三
石
貝
「
名
聞
天
下
」

(
7
)
前
掲
書
(
6
)
一
一
一
五
三
頁
「
教
必
以
昏
夜
，
師
徒
封
坐
，
勲
一
位
香
，
姉
執
之
，
高
奉
則

整
随
之
官
同
，
香
住
則
聾
住
，
低
亦
如
之
。
」
、
「
惟
在
抑
揚
中
節
」
、
「
一
心
聴
説
，
一
心
唱

詞
，
未
免
相
奪
」
、
「
若
以
目
視
香
，
詞
則
心
口
相
藤
也
」

(
8
)
葉
龍
章
「
喜
(
富
)
達
成
科
瑳
的
始
末
」
「
京
劇
談
往
録
』
北
京
出
版
社
一
九
九
一
年

六
月
五
七
頁
「
只
為
培
養
教
育
梨
歯
後
一
代
，
永
続
香
姻
」

(
9
)
葉
盛
長
口
述
陳
紹
武
記
述
吋
梨
園
一
葉
』
中
国
戯
創
出
版
社
一
九
九
八
年
三
月

二
四
三
頁
「
一
心
只
為
替
祖
師
爺
停
道
，
譲
戯
義
代
代
相
停
永
績
香
姻
。
」

(
叩
)
前
掲
書
(
9
)
一
九
七
頁
「
科
班
不
促
要
惇
妻
、
市
且
要
育
人
。
」
「
察
官
同
更
要
徳
高
」

(
日
)
前
掲
書
(
9
)
一
九
八
頁
「
幼
時
命
固
有
抄
本
存
子
身
辺
，
時
常
翻
閲
借
以
自
警
。
」

(
ロ
)
前
掲
書
(
9
)
一
九
八

1
二
O
四
頁
「
要
養
身
体
」
「
要
遵
教
訓
」
「
要
撃
技
芸
」
「
要
保
名

誉
」
、
「
戒
地
棄
光
陰
」
「
戒
貧
図
小
利
」
「
戒
畑
酒
賭
博
」
「
戒
乱
交
朋
友
」

(
日
)
前
掲
書
(
9
)
二

O
四
頁
「
依
拠
個
人
封
人
生
善
悪
是
非
標
準
的
理
解
奥
体
験
」

(
日
)
前
掲
書
(
4
)
一
四
五
頁
「
萎
高
不
如
徳
高
」

(
日
)
前
掲
書
(
1
)
一
二
九
八
頁
「
伶
人
不
挙
無
術
，
針
子
世
界
趨
勢
固
属
不
悉
，
郎
国
家
政

治
若
何
，
一
概
拒
然
。
」

(
同
)
前
掲
書
(
1
)
「
中
華
民
国
三
十
四
年
北
京
特
別
市
政
府
社
会
局
令
演
劇
須
守
規
範
，

不
得
任
意
形
露
致
傷
風
化
」
一
二
二

O
頁
「
経
一
部
不
良
伶
人
演
来
，
則
放
蕩
不
鴇
，

任
意
演
唱
佼
出
範
囲
之
外
。
備
遇
色
情
故
事
，
表
情
愈
為
顕
露
，
随
意
揺
料
，
打
諸
，

一
九
九
九
年
九
月

一
九
九
一
年

中
国
伝
統
演
劇
教
育
に
お
け
る
科
斑
の
成
立
と
そ
の
展
開

七
九

選
不
顧
忌
，
影
響
社
会
教
育
者
殊
非
浅
鮮
。
」

(η)
前
掲
書
(
4
)
一
四
六
頁
「
武
功
要
練
好
二
二
百
六
十
本
l

早
」
、
「
挙
不
離
手
，
曲
不
離
口
」
、

「
若
得
驚
人
妻
，
須
下
苦
工
夫
」

(
時
)
前
掲
書
(
4
)
一
四
七
頁
「
喜
多
不
圧
身
」

(
日
)
蘇
移
編
注
『
中
国
京
劇
劇
諺
選
注
』
中
国
戯
劇
出
版
社
一
九
九
九
年
九
月
一
一
四

頁
「
台
上
一
分
鐘
，
台
下
十
年
功
」

(
却
)
前
掲
書
(
9
)
一
三
二
頁
「
拳
了
就
演
」

(
幻
)
前
掲
書
(
9
)
一
一
二
七
頁

(
詑
)
丁
乗
縫
「
菊
壇
旧
聞
録
』
中
国
戯
劇
出
版
社
一
九
九
五
年
五
月
一
一
一
一
八
頁

(
お
)
前
掲
書
(
1
)
一

O
一
一
一
頁
「
千
撃
不
如
一
看
，
千
看
不
如
一
一
練
，
千
練
不
如
一
串
」

(
担
)
前
掲
書
(
ゆ
)
一
一
一
頁
「
界
内
人
常
把
観
客
比
喰
是
演
員
的
一
面
鏡
子
」

(
お
)
唐
伯
我
編
著
『
富
達
成
三
十
年
史
』
嚢
術
出
版
社
簿
備
慮
中
華
民
国
二
二
年
二
月

一
四
頁
「
蓋
挙
識
不
進
，
則
禁
術
難
精
」

(
部
)
前
掲
書
(
8
)
一一一一

1
二
七
頁

(
幻
)
前
掲
書
(
9
)
一二

O
二
頁
「
不
例
外
地
行
了
憧
頭
奔
師
的
大
礼
」

(
却
)
梅
蘭
芳
口
述
許
姫
俸
筆
記
「
舞
台
生
活
四
十
年
』
第
一
集
中
国
戯
劇
出
版
社
一

九
八
O
年
一
一
月
六
二
頁
「
一
個
好
演
員
，
没
有
不
是
葬
幼
工
結
実
才
能
成
功
的
」

(
却
)
前
掲
書
(
8
)
三
九
頁
「
習
挙
梨
閤
生
計
，
言
明
七
年
為
満
」
、
「
在
科
期
間
，
一
切
食
住

衣
履
均
由
科
班
負
担
，
無
故
禁
止
問
家
，
亦
不
准
中
途
退
拳
」

(
却
)
前
掲
書
(
8
)
四
O
頁

(
担
)
劉
関
昇
「
京
劇
表
演
義
術
家
侯
喜
瑞
』
中
国
戯
劇
出
版
社
一

O
八
頁
一
九
九
六
年

九
月
「
無
色
不
能
，
無
戯
不
会
」

(
担
)
前
掲
書
(
8
)
六
二
頁
「
不
論
体
是
否
像
傾
，
毎
人
都
要
敵
打
一
下
」

(
お
)
前
掲
書
(
日
)
九
九
頁
「
打
倒
了
不
如
問
倒
了
」

(
出
)
前
掲
書
(
3
)
八
五
七
頁
「
梨
圏
内
行
文
皐
知
識
太
浅
，
白
字
説
音
相
、
沿
不
改
，
遂
至
文

義
不
通
」

(
お
)
前
掲
書
(
9
)
三コ一
O
頁

(
部
)
前
掲
書
(
8
)
六
二
頁
「
都
是
以
身
作
則
、
専
心
致
志
、
無
保
留
地
培
養
後
輩
義
術
人
材
」

(
幻
)
前
掲
書
(
8
)
六
二
頁
「
不
敢
走
跡
一
点
，
不
然
就
要
挨
打
」
、
「
教
戯
撃
戯
時
，
只
要
求

字
正
腔
園
，
満
腔
満
調
，
不
准
撃
習
其
他
流
派
」
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