
　

元
雑
劇
は
、
中
国
に
お
け
る
戯
曲
の
最
高
峰
と
い
わ
れ
る
。
事
実
、
皇
帝
皇
后

か
ら
物
乞
い
に
至
る
ま
で
、
社
会
の
全
階
層
を
扱
う
題
材
の
幅
の
広
さ
、
白
話
に

よ
る
生
動
し
た
表
現
か
ら
多
く
の
典
故
を
踏
ま
え
た
文
雅
な
曲
辞
に
ま
で
至
る
表

現
方
法
の
幅
の
広
さ
、
そ
こ
に
描
か
れ
る
人
生
の
真
実
、
特
に
、
か
つ
て
文
字
の

世
界
で
扱
わ
れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
庶
民
や
差
別
に
苦
し
む
人
々
の
生
活
を
生
き

生
き
と
描
い
た
こ
と
、そ
し
て
一
部
の
作
品
に
示
さ
れ
て
い
る
尖
鋭
な
社
会
批
判
、

い
ず
れ
も
最
高
峰
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
。

  

で
は
、
な
ぜ
こ
の
時
期
に
突
然
こ
の
よ
う
な
成
熟
し
た
演
劇
が
出
現
し
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
吉
川
幸
次
郎
氏
の
『
元
雑
劇
研
究
』
以
来
、

科
挙
制
度
の
廃
止
も
し
く
は
縮
小
の
結
果
と
し
て
知
識
人
が
立
身
の
道
を
失
い
、

か
つ
て
は
近
づ
こ
う
と
し
な
か
っ
た
演
劇
創
作
に
手
を
染
め
た
か
ら
で
あ
る
と
い

う
説
が
と
な
え
ら
れ
て
き
た
＊
１
。
筆
者
は
更
に
、
モ
ン
ゴ
ル
・
元
の
時
期
（
以

下
便
宜
上
「
元
代
」
と
呼
ぶ
）
に
お
い
て
は
、
知
識
人
に
対
す
る
特
別
待
遇
が
な

く
な
る
一
方
で
、
芸
能
者
に
対
す
る
差
別
が
比
較
的
緩
や
か
で
あ
っ
た
た
め
、
文

学
的
表
現
に
す
ぐ
れ
る
知
識
人
と
演
劇
関
係
者
が
協
力
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

り
、
そ
れ
ゆ
え
に
文
学
的
に
も
演
劇
的
に
も
す
ぐ
れ
た
作
品
が
生
み
出
さ
れ
た
の

で
は
な
い
か
と
論
じ
た
＊
２
。
た
だ
、
い
ず
れ
に
せ
よ
当
時
の
社
会
状
況
や
作
者

の
履
歴
に
基
づ
く
推
論
に
す
ぎ
な
い
。

　

そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
土
壌
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
し
て
雑
劇
は
生
み
出
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
本
論
で
は
、
雑
劇
の
本
文
自
体
に
密
着
し
な
が
ら
、
こ
の
問
題

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

　
「
救
風
塵
」
は
、
元
雑
劇
最
大
の
作
家
と
さ
れ
る
關
漢
卿
の
代
表
作
で
あ
る
。

確
か
に
、
波
乱
に
富
ん
だ
緊
密
な
物
語
の
展
開
、
そ
こ
に
こ
め
ら
れ
た
社
会
性
、

見
終
わ
っ
た
後
に
訪
れ
る
カ
タ
ル
シ
ス
、
ど
れ
を
取
っ
て
も
傑
作
の
名
に
恥
じ
な

い
。
こ
の
雑
劇
の
最
大
の
新
し
さ
は
、
主
人
公
で
あ
る
妓
女
趙
盼
兒
の
性
格
と
言

動
に
あ
る
。
趙
盼
兒
は
、
妓
女
と
い
う
身
の
哀
し
さ
を
嘆
き
つ
つ
、
男
を
手
玉
に

取
る
こ
と
こ
そ
が
稼
業
で
あ
る
そ
の
腕
を
ふ
る
っ
て
、
妹
芸
者
を
救
う
た
め
、
横

暴
な
男
性
原
理
の
権
化
と
も
い
う
べ
き
周
舍
を
罠
に
は
め
る
。

　

従
来
文
学
作
品
に
現
れ
る
妓
女
は
、
基
本
的
に
詞
の
世
界
に
現
れ
る
い
と
し
い

男
を
待
ち
続
け
る
可
憐
な
女
で
あ
っ
た
。ほ
と
ん
ど
唯
一
の
例
外
と
い
う
べ
き
は
、

白
行
簡
の
手
に
な
る
唐
代
伝
奇
「
李
娃
伝
」
の
李
娃
で
あ
る
。
男
を
騙
し
な
が
ら
、

元
雑
劇
を
生
ん
だ
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
散
曲
と
の
関
わ
り
を
中
心
に
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後
に
後
悔
し
て
男
の
た
め
に
尽
く
し
、
科
挙
に
合
格
さ
せ
た
上
で
添
い
遂
げ
る
こ

の
女
性
は
、
確
か
に
独
自
の
個
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
こ

れ
と
て
も
男
に
尽
く
す
道
を
選
ん
だ
妓
女
を
士
大
夫
の
立
場
か
ら
評
価
し
て
や
っ

た
と
い
う
段
階
を
出
る
も
の
で
は
な
い
。「
救
風
塵
」
に
お
い
て
は
、
妓
女
は
男

を
騙
し
て
財
を
巻
き
上
げ
る
こ
と
が
そ
の
生
業
で
あ
り
、
横
暴
な
男
を
欺
く
こ
と

は
当
然
の
権
利
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
男
と
添
い
遂
げ
よ
う
と
し

て
も
、
所
詮
妓
女
の
身
で
は
難
し
い
と
い
う
悲
し
み
、
あ
る
い
は
妓
女
だ
っ
た
と

い
う
理
由
で
ま
と
も
に
扱
っ
て
も
ら
え
な
い
怒
り
も
、
特
に
第
一
折
で
延
々
と
う

た
わ
れ
る
。
男
の
立
場
か
ら
描
く
都
合
の
い
い
女
で
は
な
く
、
生
身
の
妓
女
が
そ

こ
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
、「
救
風
塵
」
の
名
作
た
る
所
以
と
い
っ
て
よ
い
。

な
ぜ
關
漢
卿
は
こ
の
よ
う
な
新
し
い
人
間
像
を
描
き
得
た
の
か
。

　

同
じ
關
漢
卿
に
「
金
線
池
」
と
い
う
作
品
が
あ
る
。
こ
の
作
品
の
主
人
公
杜
蕊

娘
も
妓
女
だ
が
、
男
嫌
い
の
趙
盼
兒
と
は
異
な
り
、
最
初
の
部
分
で
知
識
人
の
韓

輔
臣
と
知
り
合
っ
て
恋
人
に
な
る
。
韓
輔
臣
は
学
問
に
も
遊
芸
に
も
す
ぐ
れ
た
色

男
だ
が
、
杜
蕊
娘
と
結
婚
し
よ
う
と
し
て
、
金
が
な
い
た
め
そ
の
母
に
追
い
出
さ

れ
、
そ
れ
で
も
科
挙
受
験
に
行
こ
う
と
せ
ず
、
杜
蕊
娘
に
執
着
し
続
け
る
。
つ
ま

り
、
韓
輔
臣
は
恋
人
と
し
て
は
非
常
に
誠
実
な
人
間
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
正
旦

の
杜
蕊
娘
は
、
第
二
・
三
折
に
お
い
て
男
の
不
実
を
非
難
し
続
け
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
不
自
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

更
に
、
や
は
り
關
漢
卿
の
「
切
鱠
旦
」（
通
常
『
元
曲
選
』
に
基
づ
い
て
「
望

江
亭
」
と
呼
ば
れ
る
が
、
こ
ち
ら
の
方
が
正
式
名
称
と
思
わ
れ
る
）
の
第
一
折
を

検
討
し
て
み
よ
う
。
こ
の
場
面
に
お
い
て
は
、
正
旦
で
あ
る
出
家
志
望
の
未
亡
人

譚
記
兒
が
、
親
し
く
し
て
い
た
女
道
士
白
姑
姑
の
罠
に
は
ま
っ
て
、
結
局
白
姑
姑

の
甥
白
士
中
と
結
婚
す
る
こ
と
に
な
る
。
前
半
で
は
譚
記
兒
は
独
り
身
の
寂
し
さ

と
出
家
生
活
の
よ
さ
を
う
た
っ
て
お
り
、
後
半
に
お
け
る
突
然
の
心
変
わ
り
は
さ

す
が
に
不
自
然
に
感
じ
ら
れ
る
。
無
論
、
豹
変
ぶ
り
が
面
白
い
と
い
う
評
価
も
可

能
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
こ
の
主
体
性
の
な
さ
は
、
そ
の
後
夫
を
救
う
た

め
に
魚
売
り
に
変
装
し
て
権
力
者
に
接
近
し
、
セ
ク
ハ
ラ
を
誘
発
し
て
相
手
を
逆

に
陥
れ
る
と
い
う
大
活
躍
を
示
す
彼
女
の
性
格
と
は
合
致
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

　

一
方
、作
者
不
明
の
三
国
志
劇
「
博
望
燒
屯
」
元
刊
本
の
第
一
折
に
お
い
て
は
、

劉
備
か
ら
出
馬
を
求
め
ら
れ
た
諸
葛
亮
は
、【
油
葫
蘆
】【
天
下
樂
】
の
二
曲
に
わ

た
っ
て
俗
世
の
名
利
に
関
わ
る
の
は
ご
め
ん
だ
と
退
隠
の
志
を
述
べ
、
更
に
、
功

を
立
て
て
も
用
済
み
に
な
れ
ば
抹
殺
さ
れ
る
だ
け
だ
か
ら
隠
居
す
る
方
が
よ
い
と

【
那
吒
令
】【
鵲
踏
枝
】【
寄
生
草
】【
么
】
の
四
曲
に
わ
た
っ
て
う
た
う
。
出
馬
を

拒
否
す
る
た
め
に
退
隠
が
よ
い
と
い
う
の
は
と
も
か
く
、
そ
う
し
た
側
面
を
ほ
と

ん
ど
持
た
な
い
劉
備
に
対
し
て
功
臣
の
抹
殺
に
言
及
す
る
の
は
、
や
は
り
不
自
然

に
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
も
、
合
計
六
つ
の
曲
牌
に
わ
た
っ
て
こ
う
し
た
本
題
か
ら

か
け
離
れ
た
内
容
を
う
た
う
の
は
い
か
に
も
不
可
解
で
あ
り
、
実
際
明
朝
の
宮
廷

上
演
用
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
内
府
本
で
は
、
後
の
四
曲
は
す
べ
て
カ
ッ
ト
さ
れ
て
い

る
。

　

こ
こ
に
あ
げ
た
の
は
ほ
ん
の
一
例
で
あ
り
、
同
様
の
事
例
は
、
元
雑
劇
に
は
枚

挙
に
暇
な
い
ほ
ど
認
め
ら
れ
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
不
自
然
に
見
え
る
う
た
が
多

数
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、雑
劇
の
制
作
・

上
演
の
背
後
に
あ
っ
た
も
の
に
つ
い
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

京
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二

　

元
雑
劇
の
上
演
状
況
に
つ
い
て
は
、
詳
細
は
不
明
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
た

だ
、
場
と
し
て
は
「
枸
（
构
・
句
・
勾
）
欄
」
と
呼
ば
れ
る
商
業
劇
場
、
そ
れ
に

寺
廟
の
舞
台
が
あ
っ
た
ほ
か
、
戯
文
「
宦
門
子
弟
錯
立
身
」
な
ど
に
見
え
る
よ
う

に
、
高
官
や
富
豪
の
屋
敷
に
お
け
る
上
演
、
つ
ま
り
は
明
清
の
堂
会
演
劇
と
同
様

の
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
い
ず
れ
の
場
合
で
あ
ろ
う
と
、
一

部
の
素
人
演
劇
を
別
に
す
れ
ば
、演
者
は
原
則
と
し
て
楽
戸
で
あ
っ
た
。
楽
戸
は
、

音
楽
・
演
劇
を
担
当
す
る
人
々
、
つ
ま
り
妓
女
・
俳
優
・
楽
師
ら
で
あ
り
、
彼
ら

は
身
分
を
固
定
さ
れ
、
他
の
戸
籍
に
属
す
る
人
間
と
の
自
由
な
婚
姻
を
禁
じ
ら
れ

て
い
た
。
こ
の
状
況
は
歴
代
大
き
く
変
わ
る
こ
と
は
な
い
が
、
元
代
は
、
モ
ン
ゴ

ル
人
の
職
能
主
義
の
発
想
ゆ
え
に
、
他
の
時
代
に
比
較
す
れ
ば
差
別
が
は
る
か
に

緩
や
か
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
固
定
し
た
身
分
で
あ
り
、
あ
る
程
度
の
社
会
的

差
別
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
実
際
、
鄭
思
肖
ら
が
い
う
「
八

娼
、
九
儒
、
十
丐
」（
娼
は
楽
戸
、
丐
は
物
乞
い
）
と
い
う
被
害
妄
想
ゆ
え
の
言

い
回
し
は
、
楽
戸
に
対
す
る
強
い
差
別
意
識
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
に
違
い

な
い
。

　

そ
し
て
、
雑
劇
の
演
者
で
あ
る
楽
戸
の
中
で
も
、
中
核
的
役
割
を
に
な
っ
て
い

た
の
は
妓
女
で
あ
っ
た
。
妓
女
が
多
様
な
役
柄
を
演
じ
て
い
た
こ
と
は
、
元
一
代

の
妓
女
列
伝
で
あ
る
夏
庭
芝
の
『
靑
樓
集
』
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
名
妓
た
ち
の
得

意
と
す
る
役
柄
か
ら
明
ら
か
に
見
て
取
れ
る
。「
雜
劇
爲
當
今
獨
歩
」
と
い
う
珠

簾
秀
は
、「
駕
頭
・
花
旦
・
軟
末
泥
」
す
べ
て
に
通
じ
た
と
い
う
。「
駕
頭
」
と
は

皇
帝
役
、「
花
旦
」
は
妓
女
役
、「
軟
末
泥
」
は
文
弱
な
男
性
、
つ
ま
り
書
生
役
と

い
わ
れ
る
。
こ
の
点
か
ら
考
え
て
、「
駕
頭
」
の
皇
帝
も
、「
漢
宮
秋
」
の
元
帝
の

よ
う
な
軟
弱
な
二
枚
目
役
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
順
時
秀
も
「
閨
怨
」
に
最

も
す
ぐ
れ
、「
駕
頭
・
諸
旦
本
」
に
も
巧
み
で
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
役
柄
は
大

差
な
い
こ
と
に
な
る
。
天
然
秀
も
同
様
で
あ
り
、
美
女
と
二
枚
目
役
を
得
意
と
す

る
妓
女
が
多
か
っ
た
こ
と
は
見
て
取
れ
る
が
、
一
方
で
は
國
玉
第
（
帯
？
）・
天

錫
秀
・
賜
恩
深
・
平
陽
奴
の
よ
う
に
「
綠
林
雜
劇
」、
つ
ま
り
ア
ウ
ト
ロ
ー
役
を

専
門
に
し
た
と
い
う
妓
女
も
い
る
。
美
し
い
妓
女
が
荒
々
し
い
ア
ウ
ト
ロ
ー
に
扮

す
る
こ
と
が
特
殊
な
魅
力
を
醸
し
出
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

と
も
あ
れ
、
他
に
も
趙
偏
惜
・
朱
錦
繡
・
燕
山
秀
の
よ
う
に
「
旦
末
雙
全
」
と

い
う
表
現
が
複
数
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
見
て
、
妓
女
が
男
役
に
扮
す
る
こ
と
が

珍
し
く
な
か
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
無
論
、「
藍
彩
和
」
雑
劇
に
見
ら
れ
る

よ
う
に
、
男
役
は
男
が
演
ず
る
方
が
多
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
や
は

り
『
靑
樓
集
』
に
妓
女
の
夫
が
役
者
（
末
泥
・
副
浄
な
ど
）
で
あ
っ
た
例
が
か
な

り
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
男
た
ち
に
し
て
も
妓
女
同
様
、
楽
戸
に
属
す
る
人
間
で
あ

っ
た
。

　

妓
女
は
原
則
と
し
て
す
べ
て
官
妓
で
あ
り
、
官
僚
の
宴
席
に
侍
る
の
は
そ
の
重

要
な
業
務
で
あ
っ
た
（
こ
の
制
度
は
明
代
に
は
廃
止
さ
れ
、
公
式
の
宴
席
に
官
妓

を
呼
ぶ
こ
と
自
体
が
禁
止
さ
れ
る
に
至
る
）。「
藍
彩
和
」
雑
劇
に
具
体
的
に
描
か

れ
て
い
る
よ
う
に
、「
喚
官
身
」
は
楽
戸
に
と
っ
て
絶
対
の
義
務
で
あ
り
、
こ
れ

に
遅
れ
る
と
「
誤
官
身
」
と
し
て
処
罰
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
宴
席
で
唱
わ
れ
る
の

は
散
曲
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
散
曲
の
作
者
と
雑
劇
の
作
者
は
し
ば
し
ば
同
一
人

物
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

同
一
の
人
物
が
作
っ
た
作
品
を
同
一
の
人
物
が
唱
う
以
上
、
散
曲
と
雑
劇
の
間

元
雑
劇
を
生
ん
だ
も
の

二
一



に
関
係
が
な
い
は
ず
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
雑
劇
と
は
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
た
も
の

な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三

　

雑
劇
の
起
源
を
知
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
。
北
宋
に
は
す
で
に
雑
劇
と
い
う

名
称
が
あ
り
、
金
で
は
院
本
、
南
宋
で
は
雑
劇
と
呼
ば
れ
る
演
劇
が
行
わ
れ
て
い

た
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る
が
、
詳
細
は
も
と
よ
り
不
明
で
あ
る
。
た
だ
、『
東

京
夢
華
錄
』
巻
五
の
「
京
瓦
伎
藝
」
に
は
、「
敎
坊
減
罷

温
習
」、
つ
ま
り
教
坊

が
削
減
・
廃
止
さ
れ
た
時
や
、十
日
に
一
度
一
般
に
公
開
さ
れ
た
練
習
の
際
に
、「
弟

子
」の
薛
子
大
ら
が「
般
雜
劇
」、つ
ま
り
雑
劇
を
上
演
し
た
と
あ
る
。「
弟
子
」は
、

元
来
は
玄
宗
の
「
梨
園
弟
子
」
か
ら
来
た
語
か
と
思
わ
れ
る
が
、
宋
代
以
降
は
妓

女
を
意
味
す
る
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
ま
た
、
同
書
巻
六

「
元
宵
」
に
は
、
元
宵
節
に
宮
城
の
正
門
で
あ
る
宣
德
門
に
向
か
い
合
う
舞
台
に

お
い
て
、「
敎
坊
」
と
「
鈞
容
直
」
つ
ま
り
軍
楽
隊
と
「
露
臺
弟
子
」
が
「
更
互

雜
劇
」、
つ
ま
り
お
そ
ら
く
は
入
れ
替
わ
り
立
ち
替
わ
り
雑
劇
を
演
じ
た
と
あ
る
。

「
露
臺
弟
子
」
と
は
、
お
そ
ら
く
外
教
坊
の
妓
女
の
こ
と
で
な
い
か
と
い
う
＊
３
。

つ
ま
り
、北
宋
に
お
い
て
雑
劇
は
妓
女
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
妓
女
が
公
衆
の
面
前
で
芸
を
披
露
す
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
普
段
は

町
中
の
妓
楼
に
い
た
で
あ
ろ
う
「
露
臺
弟
子
」
に
と
っ
て
は
＊
４
、
重
要
な
宣
伝

の
意
味
も
持
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。

　

こ
う
し
た
状
況
は
、
続
く
金
・
南
宋
の
時
期
に
な
っ
て
も
大
き
く
は
変
わ
ら
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
金
代
の
あ
る
時
期
か
ら
、
北
方
に
お
い
て
北
曲
を

知
識
人
が
制
作
す
る
こ
と
が
始
ま
り
、
そ
れ
が
モ
ン
ゴ
ル
・
元
へ
と
受
け
継
が
れ
、

南
宋
の
滅
亡
と
と
も
に
南
方
に
も
波
及
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
曲
自
体
は
お

そ
ら
く
以
前
か
ら
芸
能
に
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
金
代
後
期
か
ら
知
識

人
が
そ
の
形
式
で
創
作
を
開
始
し
た
と
い
う
の
が
実
態
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
こ

れ
ら
の
状
況
と
、
先
に
見
た
元
の
状
況
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
雑
劇
（
及
び
院
本
）

は
一
貫
し
て
妓
女
と
深
い
関
わ
り
を
持
っ
て
き
た
こ
と
に
な
る
。

　

こ
こ
で
雑
劇
の
内
容
を
確
認
し
て
み
よ
う
。
元
雑
劇
の
内
容
は
極
め
て
多
岐
に

わ
た
る
が
、
ご
く
大
ざ
っ
ぱ
に
分
け
れ
ば
、
日
本
演
劇
の
用
語
で
い
う
と
こ
ろ
の

時
代
物
と
世
話
物
、
そ
れ
に
『
太
和
正
音
譜
』
で
い
う
「
神
仙
衜
化
」、
つ
ま
り

は
神
仙
物
に
分
類
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
世
話
物
は
、
恋
愛
・
公
案
・
悲
歓
離
合

な
ど
に
更
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
で
は
、
こ
れ
ら
は
み
な
同
じ
場
で
生
ま

れ
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

雑
劇
の
内
容
の
多
様
さ
は
、
様
々
な
場
で
生
ま
れ
た
様
々
な
性
格
の
演
劇
が
、

都
市
の
商
業
劇
場
と
い
う
場
で
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
が
元
雑
劇
で
あ
る
こ
と
を
示

す
も
の
で
あ
る
。
田
仲
一
成
氏
が
つ
と
に
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
＊
５
、
世

界
各
地
の
演
劇
と
同
様
、
中
国
演
劇
も
祭
祀
に
そ
の
起
源
を
有
す
る
も
の
と
思
わ

れ
る
。
時
代
物
は
英
雄
鎮
魂
祭
祀
、
公
案
物
や
悲
歓
離
合
物
は
孤
魂
祭
祀
に
そ
の

起
源
を
持
ち
、
世
俗
化
す
る
過
程
で
祭
祀
と
は
無
縁
に
思
わ
れ
る
方
向
に
題
材
を

拡
大
し
て
い
っ
た
と
い
う
方
向
性
は
、
あ
る
程
度
の
例
外
を
持
ち
つ
つ
、
基
本
的

に
は
正
し
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
恋
愛
物
は
豊
饒
予
祝
祭
祀
に
起
源
を
持

つ
と
い
う
点
も
う
な
ず
け
る
。

　

た
だ
、
特
に
恋
愛
物
の
場
合
、
祭
祀
段
階
の
性
格
を
色
濃
く
留
め
る
の
は
、
今

な
お
民
間
に
近
い
演
劇
・
芸
能
に
広
く
見
ら
れ
る
い
わ
ゆ
る
「
一
丑
一
旦
」
形
式

京
都
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術
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の
、
道
化
的
男
女
が
唱
い
踊
り
つ
つ
戯
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
元
雑
劇
に
お

い
て
も
『
西
廂
記
』
の
張
生
と
紅
娘
の
や
り
と
り
な
ど
に
そ
の
名
残
は
認
め
ら
れ

る
も
の
の
、そ
の
大
半
は
祭
祀
性
か
ら
は
す
で
に
遠
ざ
か
っ
て
い
る
。
神
仙
物
も
、

も
と
よ
り
道
教
の
祭
祀
と
無
関
係
で
あ
る
は
ず
は
な
い
が
、
元
雑
劇
に
お
い
て
は

宗
教
性
が
そ
れ
ほ
ど
強
く
は
感
じ
ら
れ
ず
、
よ
り
洗
練
さ
れ
た
、
一
方
で
娯
楽
性

の
強
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
同
様
の
こ
と
は
、時
代
物
や
公
案
物
に
お
い
て
も
、

程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
認
め
ら
れ
る
。

　

こ
れ
は
、
世
俗
化
・
商
業
化
が
進
行
し
た
結
果
と
し
て
、
当
然
起
こ
る
べ
く
し

て
起
こ
る
こ
と
で
あ
り
、
同
様
の
状
況
が
日
本
や
西
欧
の
演
劇
に
お
い
て
も
認
め

ら
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
で
は
、
そ
の
世
俗
化
は
ど
の
よ
う
に
し
て
実

現
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
最
初
に
あ
げ
た
元
雑
劇
は
ど
の
よ
う
に
し

て
生
ま
れ
た
の
か
、
な
ぜ
突
然
成
熟
し
た
演
劇
が
生
ま
れ
え
た
の
か
と
い
う
問
題

と
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
本
来
娯
楽
性
に
乏
し
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
祭
祀
演
劇
の

名
残
を
留
め
た
演
目
や
、
単
な
る
笑
劇
・
歌
舞
劇
の
類
を
、
本
格
的
な
演
劇
へ
と

生
ま
れ
変
わ
ら
せ
る
過
程
で
、
知
識
人
の
関
与
が
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
彼

ら
は
ど
の
よ
う
な
場
で
、
ど
の
よ
う
に
関
与
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四

　

さ
き
に
北
宋
以
降
、
教
坊
の
妓
女
た
ち
が
公
衆
の
前
で
雑
劇
を
演
じ
て
い
た
こ

と
に
ふ
れ
た
。
つ
ま
り
、「
雑
劇
」
と
呼
ば
れ
る
演
劇
は
、
そ
の
初
期
か
ら
妓
女

に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
元
代
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
は
す
で

に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
形
で
雑
劇
を
演
じ
る
こ
と
は
、
同

時
に
妓
楼
の
宣
伝
と
い
う
目
的
を
も
持
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
こ
と
も
さ
き
に
述

べ
た
通
り
で
あ
る
。
で
は
、
彼
ら
が
演
じ
て
い
た
雑
劇
の
内
容
は
ど
の
よ
う
な
も

の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
参
考
に
な
る
の
は
、
日
本
に
お
け
る
歌
舞
伎
初
期
の
状
況
で
あ
る
。
地

域
・
文
化
な
ど
に
違
い
こ
そ
あ
れ
、
状
況
は
著
し
く
類
似
し
て
い
る
。
江
戸
時
代

初
期
、
歌
舞
伎
の
も
と
と
さ
れ
る
か
ぶ
き
踊
り
に
お
い
て
は
、
か
ぶ
き
者
の
茶
屋

遊
び
が
演
じ
ら
れ
、
そ
の
後
発
展
し
た
遊
女
に
よ
る
遊
女
歌
舞
伎
に
お
い
て
も
、

茶
屋
遊
び
は
重
要
な
演
目
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
要
素
が
今
日
の
歌
舞
伎
に
ま
で

受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
＊
６
。
遊
女
歌
舞
伎
が
遊
郭
の

宣
伝
を
兼
ね
て
お
り
、
役
者
が
遊
女
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
以
上
、
そ
こ
で
遊
郭
の

状
況
が
演
じ
ら
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

中
国
に
お
い
て
も
同
様
の
状
況
が
存
在
し
た
に
違
い
な
い
。
妓
女
が
役
者
で
あ

り
、
明
清
の
堂
会
演
劇
と
同
じ
よ
う
な
形
で
、
一
種
の
お
座
敷
芸
と
し
て
妓
楼
で

雑
劇
の
一
部
が
演
じ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
雑
劇
の
曲
辞
が
宴

席
で
う
た
わ
れ
た
可
能
性
は
更
に
高
い
。
雑
劇
と
同
じ
形
式
で
あ
る
套
数
に
よ
る

散
曲
が
存
在
し
、
小
令
に
比
べ
て
白
話
的
な
語
彙
を
多
用
し
て
、
よ
り
卑
俗
か
つ

ス
ト
ー
リ
ー
性
の
あ
る
内
容
を
う
た
う
傾
向
に
あ
る
こ
と
＊
７
は
、
妓
女
が
唱
う

場
に
お
い
て
は
劇
套
（
雑
劇
の
曲
辞
）
と
散
套
（
套
数
に
よ
る
散
曲
）
の
区
別
が

そ
れ
ほ
ど
な
か
っ
た
こ
と
を
想
定
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、明
代
に
刊
行
さ
れ
た『
盛

世
新
聲
』『
詞
林
摘
艷
』『
雍
煕
樂
府
』
と
い
っ
た
曲
選
に
お
い
て
劇
套
と
散
套
が

区
別
な
く
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
傍
証
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
。

　

雑
劇
に
妓
女
と
知
識
人
の
恋
愛
を
主
題
と
す
る
も
の
が
数
多
く
あ
る
こ
と
が
こ

れ
と
無
関
係
だ
と
は
思
え
な
い
。
雑
劇
に
お
い
て
妓
女
の
役
を
演
ず
る
の
は
本
物

元
雑
劇
を
生
ん
だ
も
の

二
三



の
妓
女
で
あ
り
、
妓
楼
の
客
の
多
く
は
知
識
人
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
知
識
人
が

散
曲
を
作
り
、
そ
れ
を
妓
女
が
唱
う
と
い
う
状
況
が
存
在
し
た
。
と
い
う
よ
り
、

知
識
人
が
散
曲
を
作
る
と
い
う
行
為
自
体
、
こ
う
し
た
妓
楼
と
い
う
場
か
ら
発
生

し
た
も
の
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
更
に
、
恋
愛
劇
に
は
も
う
一
つ
、『
西
廂
記
』

に
代
表
さ
れ
る
良
家
の
子
女
と
知
識
人
を
主
役
と
す
る
も
の
も
あ
る
。
こ
こ
で
良

家
の
子
女
を
演
ず
る
の
も
妓
女
で
あ
っ
た
。

　

つ
ま
り
、
妓
女
を
演
ず
る
妓
女
を
観
客
が
見
る
時
、
そ
れ
は
実
生
活
に
お
け
る

妓
女
と
客
と
の
や
り
と
り
と
重
な
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
時
と
し
て
現
実
と
物
語
の

境
目
が
は
っ
き
り
し
な
く
な
る
こ
と
す
ら
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
観
客
が
妓
楼
に

お
け
る
そ
の
妓
女
の
客
で
あ
る
場
合
に
は
、
普
段
の
妓
女
と
の
や
り
と
り
が
芝
居

を
見
る
上
で
の
前
提
と
な
り
、
時
に
は
観
客
と
俳
優
の
間
で
暗
黙
の
や
り
と
り
が

交
わ
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
妓
女
と
直
接
の
交
渉
が
な
い
人
間
、

た
と
え
ば
一
般
庶
民
が
観
客
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
妓
楼
に
上
が
っ
て
客
と
な
る

様
が
再
現
さ
れ
て
い
る
芝
居
を
見
て
、
そ
こ
に
か
な
わ
ぬ
願
望
が
充
足
さ
れ
る
様

子
を
夢
想
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
妓
女
が
令
嬢
に
扮
す
る
時
に
は
、
普
段
と

は
打
っ
て
変
わ
っ
た
貞
淑
ぶ
っ
た
演
技
が
、
そ
の
妓
女
を
知
る
客
た
ち
に
は
新
鮮

だ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、『
西
廂
記
』
の
崔
鶯
鶯
に
典
型
的
に
示
さ
れ

る
よ
う
に
、
貞
淑
で
あ
っ
た
令
嬢
た
ち
が
突
然
変
貌
す
る
の
は
、
演
じ
て
い
る
妓

女
た
ち
の
本
性
が
表
面
化
す
る
よ
う
に
見
え
た
の
で
は
な
い
か
。
い
ず
れ
も
推
定

の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
が
、
恋
愛
物
に
お
い
て
妓
女
が
主
役
を
演
じ
、
舞
台

に
お
い
て
演
じ
ら
れ
る
場
面
が
妓
楼
に
お
け
る
や
り
と
り
の
再
現
と
し
て
受
け
取

ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

そ
し
て
、
妓
楼
で
は
散
曲
が
唱
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
唱
う
の
は
、
雑
劇
の
演

者
で
あ
る
妓
女
そ
の
人
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
散
曲
の
内
容
が
雑
劇
と
か
ぶ
っ

て
く
る
の
は
当
然
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
冒
頭
に
あ
げ
た
一
連
の
雑
劇
に
見
ら
れ

る
不
可
解
な
要
素
は
、
こ
う
し
た
事
情
に
由
来
す
る
も
の
と
考
え
れ
ば
説
明
が
つ

く
の
で
は
な
い
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五

　

散
曲
の
内
容
に
つ
い
て
は
別
論
＊
８
を
参
照
さ
れ
た
い
が
、
数
が
特
に
多
い
の

は
閨
怨
物
（
及
び
男
性
側
か
ら
の
い
わ
ば
逆
閨
怨
物
）
と
退
隠
物
（
世
の
空
し
さ

を
う
た
う
も
の
を
含
む
）
で
あ
る
。
こ
の
二
種
で
散
曲
全
体
の
半
分
程
度
を
占
め

る
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
た
、
こ
の
二
種
以
外
の
中
で
は
か
な
り
大
き
な
割
合
を
占

め
て
い
る
宴
席
の
作
も
、そ
の
多
く
は
妓
女
を
詠
み
込
ん
で
閨
怨
的
要
素
を
含
む
。

更
に
、
閨
怨
物
の
変
形
と
し
て
の
妓
女
生
活
の
つ
ら
さ
を
う
た
う
も
の
や
、
逆
閨

怨
物
の
変
形
と
し
て
の
「
子
弟
収
心
」、
つ
ま
り
遊
び
人
の
改
心
を
テ
ー
マ
と
し

た
も
の
が
か
な
り
の
数
存
在
す
る
。

　

そ
し
て
、
雑
劇
の
多
く
も
、
実
は
こ
れ
ら
の
テ
ー
マ
と
深
く
関
わ
る
内
容
を
持

つ
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
視
点
か
ら
見
直
し
て
み
る
と
、
最
初
に
あ
げ
た
一
見
不

可
解
と
も
見
え
る
雑
劇
の
内
容
も
、
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
く
る
。
以

下
、
雑
劇
の
曲
辞
と
散
曲
を
対
比
し
て
み
よ
う
。
雑
劇
の
曲
辞
に
つ
い
て
は
、
テ

キ
ス
ト
間
の
距
離
が
大
き
い
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
政
治
的
色
彩
の
薄
い
こ

の
種
の
作
品
に
お
い
て
は
、大
幅
な
改
作
を
施
し
た
『
元
曲
選
』
を
別
に
す
れ
ば
、

本
質
的
な
変
化
は
少
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

極
め
て
斬
新
に
感
じ
ら
れ
る
「
救
風
塵
」
に
お
け
る
趙
盼
兒
の
う
た
の
内
容
は
、
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実
は
閨
怨
物
や
妓
女
生
活
の
つ
ら
さ
を
う
た
う
散
曲
と
酷
似
し
て
い
る
。
た
と
え

ば
古
名
家
本
第
二
折
、【
逍
遙
樂
】
の
前
半
。

　
　
　

那
一
个
不
因
循
成
就
。
那
一
个
不
頃
刻
前
程
、
那
一
个
不
等
閑
間
罷
手
。

　
　

他
每
一
做
一
水
上
浮
漚
。

　
　
　

誰
で
も
み
ん
な
適
当
に
で
き
て
し
ま
っ
て
、
誰
で
も
み
ん
な
将
来
の
こ
と

　
　

は
あ
っ
け
な
く
終
わ
り
、
誰
で
も
み
ん
な
い
い
加
減
に
や
め
て
し
ま
っ
て
、

　
　

あ
の
人
た
ち
は
ど
れ
も
水
面
に
浮
く
泡
に
同
じ
。

　

更
に
、
続
く
【
金
菊
香
】
の
後
半
か
ら
【
醋
葫
蘆
】
の
前
半
。

　
　
　

…
…
似
這
般
燕
侶
鶯
儔
。
暢
好
是
容
易
恩
愛
結
綢
繆
。

　
　
【
醋
葫
蘆
】
你
鋪
排
着
天
長
和
地
久
。
指
望
傡
肩
携
素
手
。

　
　
　

…
…
こ
ん
な
燕
鶯
の
カ
ッ
プ
ル
、
こ
れ
が
本
当
の
お
手
軽
な
愛
で
、
い
い

　
　

仲
に
な
る
と
い
う
も
の
ね
。

　
　

 【
醋
葫
蘆
】
天
地
の
続
く
限
り
永
遠
に
と
計
画
し
て
、
肩
を
並
べ
手
を
繋
い

で
い
よ
う
と
し
た
が
。

　

次
に
、
同
じ
關
漢
卿
の
散
曲
【
靑
杏
子
】
套
「
離
情
」
の
【
荼
蘼
香
】
を
あ
げ

て
み
よ
う
（
以
下
散
曲
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
隋
樹
森
編
『
全
元
散
曲
』〔
中
華

書
房
一
九
六
四
〕
を
底
本
と
す
る
）。

　
　
　

記
得
初
相
守
。
偶
爾
間
因
循
成
就
。
美
滿
効
綢
繆
。
花
朝
月
夜
同
宴
賞
、

　
　

佳
節
須
酬
。
到
今
一
旦
休
。
常
言
衜
好
事
天
慳
、
美
姻
緣
他
娘
間
阻
、
生
拆

　
　

散
鸞
交
鳳
友
。

　
　
　

覚
え
て
い
る
の
は
は
じ
め
て
一
緒
に
な
っ
た
時
の
こ
と
、
ふ
と
し
た
こ
と

　
　

で
適
当
に
で
き
て
し
ま
っ
て
、
め
で
た
い
関
係
で
い
い
仲
に
な
っ
て
、
花
の

　
　

朝
に
月
の
夜
を
と
も
に
め
で
、
よ
い
季
節
に
は
飲
み
交
わ
さ
ね
ば
と
暮
ら
し

　
　

て
い
た
の
に
、
今
と
な
っ
て
は
お
し
ま
い
。
下
世
話
に
も
好
事
魔
多
し
と
や

　
　

ら
、
す
ば
ら
し
い
カ
ッ
プ
ル
も
お
っ
か
さ
ん
に
邪
魔
さ
れ
て
、
む
ざ
と
鸞
鳳

　
　

の
交
わ
り
も
引
き
裂
か
れ
た
。

　

更
に
、
馬
致
遠
の
同
じ
く
【
靑
杏
子
】
套
「
姻
緣
」
の
【
淨
瓶
兒
】。

　
　
　

莫
効
臨
岐
柳
。
折
入
時
人
手
。
許
持
箕
帚
。
願
結
綢
繆
。
嬌
羞
。
試
窮
究
。

　
　

博
箇
天
長
和
地
久
。
從
今
後
。
莫
敎
恩
愛
等
閑
休
。

　
　
　

分
か
れ
道
の
柳
が
、
手
折
ら
れ
れ
ば
人
手
に
落
ち
る
の
を
真
似
な
い
で
く

　
　

れ
。
ち
り
取
り
ほ
う
き
を
持
つ
主
婦
の
座
を
約
束
す
る
か
ら
、
い
い
仲
に
な

　
　

り
た
い
も
の
。
か
わ
い
く
恥
じ
ら
っ
て
い
る
が
、よ
く
考
え
て
み
て
お
く
れ
。

　
　

天
地
の
続
く
限
り
永
遠
の
仲
を
勝
ち
取
っ
て
、
今
よ
り
後
は
、
愛
情
を
い
い

　
　

加
減
に
や
め
る
こ
と
は
す
る
ま
い
ぞ
。

　

曲
牌
を
同
じ
く
し
、
内
容
は
表
裏
と
も
い
う
べ
き
關
漢
卿
・
馬
致
遠
の
二
套
の

散
曲
（
同
時
代
に
、
同
じ
曲
牌
で
、
内
容
的
に
も
関
わ
り
が
あ
り
、
し
か
も
同
韻

で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
両
者
の
間
に
は
も
し
か
す
る
と
直
接
的
関
連
が
あ

る
か
も
し
れ
な
い
）
と
語
彙
・
表
現
が
類
似
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
「
金
線
池
」
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
な
ぜ
杜
蕊
娘
は
、
不
実
で
は
な
い
韓

輔
臣
を
不
実
と
い
っ
て
責
め
、
我
が
身
の
不
幸
を
嘆
く
の
か
。
ま
ず
第
二
折
冒
頭

の
【
一
枝
花
】
の
後
半
を
あ
げ
て
み
よ
う
（
以
下
本
文
は
古
名
家
本
に
よ
る
）。

      　

愛
你
箇
殺
才
沒
去
就
。
明
知
道
你
雨
歇
雲
收
。
還
指
望
他
天
長
地
久
。

　
　
　

こ
の
礼
儀
知
ら
ず
の
ろ
く
で
な
し
が
大
好
き
で
、
も
う
私
に
は
気
が
な
い

　
　

こ
と
は
よ
く
分
か
っ
て
い
る
の
に
、
そ
れ
で
も
あ
の
人
と
い
つ
ま
で
も
と
望

　
　

ん
で
し
ま
う
。

　

さ
き
の
「
救
風
塵
」
の
【
醋
葫
蘆
】
と
馬
致
遠
【
靑
杏
子
】
套
の
例
を
見
れ
ば
、

元
雑
劇
を
生
ん
だ
も
の

二
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こ
の
「
天
長
地
久
」
が
こ
こ
に
出
る
理
由
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
「
長
恨
歌
」

を
踏
ま
え
る
句
は
、馬
致
遠
の
散
曲
で
は
永
遠
の
愛
を
誓
う
男
の
言
葉
、「
救
風
塵
」

「
金
線
池
」
で
は
そ
れ
を
空
し
く
期
待
し
て
い
た
と
い
う
妓
女
の
言
葉
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
る
。
關
漢
卿
の
二
つ
の
用
例
は
、
馬
致
遠
の
例
の
裏
返
し
と
い
っ
て

よ
い
。
つ
ま
り
、「
救
風
塵
」「
金
線
池
」
で
は
い
ず
れ
も
男
の
裏
切
り
を
嘆
く
閨

怨
の
定
型
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

更
に
も
う
一
つ
、
楔
子
の
【
么
】
を
見
て
み
よ
う
。

　
　
　

既
不
呵
那
一
片
俏
心
腸
那
里
每
堪
分
付
。
那
蘓
小
卿
不
辨
賢
愚
。

　
　

 　

さ
も
な
く
ば
粋
な
心
を
ま
か
せ
る
相
手
な
ど
い
る
も
の
か
。
な
の
に
あ
の

蘇
小
卿
は
賢
愚
の
区
別
も
つ
か
な
か
っ
た
。

　

蘇
小
卿
は
、当
時
非
常
に
流
行
し
て
い
た
物
語
「
販
茶
船
」
の
主
人
公
で
あ
る
。

こ
の
「
不
辨
賢
愚
」
と
い
う
句
は
、
や
は
り
「
救
風
塵
」
に
も
見
え
る
。
第
一
折

【
鵲
踏
枝
】
の
前
半
。

　
　
　

俺
說
是
賣
虛
脾
。
他
可
得
逞
狂
為
。
一
個
〻
敗
壞
人
倫
、
不
辨
賢
愚
、
出

　
　

来
一
個
〻
綽
皮
。

　
　
　

私
た
ち
が
口
に
す
る
の
は
不
実
な
こ
と
ば
か
り
。
男
の
方
も
や
り
た
い
放

　
　

題
。
ど
い
つ
こ
い
つ
も
人
の
道
を
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
に
し
て
、
賢
愚
の
区
別
も

　
　

つ
か
ず
、
み
ん
な
ろ
く
で
な
し
ば
か
り
。

　

そ
し
て
こ
の
句
は
、大
都
の
妓
女
王
氏
の
作
と
い
う
【
粉
蝶
兒
】
套
「
寄
情
人
」

の
【
耍
孩
兒
】
に
も
見
え
る
。

　
　

  

想
俺
愛
錢
娘
喬
爲
做
、
不
分
些
好
弱
、
不
辨
賢
愚
。

　
　
　

思
え
ば
う
ち
の
お
金
の
好
き
な
お
っ
か
さ
ん
の
馬
鹿
な
振
る
舞
い
と
き
た

　
　

ら
、
善
し
悪
し
も
わ
か
ら
ず
、
賢
愚
の
区
別
も
つ
き
は
し
な
い
。

　

王
氏
の
散
曲
は
、
欲
張
り
な
母
に
縛
ら
れ
て
、
金
稼
ぎ
の
道
具
に
さ
れ
、
想
う

男
と
結
ば
れ
る
こ
と
も
な
ら
な
い
妓
女
の
悲
し
み
を
、
や
は
り
「
販
茶
船
」
の
蘇

小
卿
に
な
ぞ
ら
え
て
う
た
っ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、そ
の
内
容
は
「
救
風
塵
」

の
第
一
・
二
折
や
「
金
線
池
」
に
お
い
て
う
た
わ
れ
て
い
る
も
の
と
重
な
る
。

　

更
に
、
こ
の
二
つ
の
雑
劇
と
語
彙
が
多
く
重
な
る
も
の
と
し
て
は
、
宋
方
壺
の

【
一
枝
花
】「
妓
女
」
が
あ
げ
ら
れ
る
。
次
に
示
す
の
は
そ
の
冒
頭
の
部
分
で
あ
る
。

　
　
　

自
生
在
柳
陌
中
、
長
立
在
花
街
內
。
打
熬
成
風
月
膽
、
斷
送
了
雨
雲
期
。

　
　

只
爲
二
字
衣
食
。
賣
笑
爲
活
計
。
每
日
都
準
備
。
準
備
下
些
送
舊
迎
新
、
安

　
　

排
下
過
從
的
見
識
。

　
　
　

柳
の
小
道
に
生
ま
れ
、
花
街
の
中
で
育
ち
、
色
の
道
の
度
胸
を
鍛
え
上
げ
、

　
　

本
気
の
恋
は
あ
き
ら
め
て
、
た
だ
衣
食
の
二
文
字
の
た
め
に
、
笑
顔
を
売
る

　
　

の
を
生
業
と
す
る
。
毎
日
い
つ
も
支
度
す
る
の
は
、
支
度
す
る
の
は
前
の
客

　
　

を
送
り
出
し
て
新
し
い
客
を
迎
え
る
こ
と
、
め
ぐ
ら
せ
る
の
は
相
手
を
持
ち

　
　

上
げ
る
悪
知
恵
。

　

こ
の
散
曲
は
、
金
の
あ
る
も
の
だ
け
を
相
手
に
し
て
、
金
が
尽
き
れ
ば
容
赦
な

く
棄
て
る
妓
女
の
実
態
を
暴
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
套
数
と
「
救
風
塵
」「
金

線
池
」
は
、
語
彙
・
内
容
の
多
く
に
お
い
て
共
通
す
る
。
宋
方
壺
は
元
代
後
期
の

人
で
あ
り
、そ
の
作
品
は
「
救
風
塵
」「
金
線
池
」
よ
り
後
に
で
き
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
類
似
し
た
内
容
の
作
品
が
多
数
存
在
す
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
宋
方
壺

が
両
作
品
の
影
響
を
受
け
て
散
曲
を
制
作
し
た
と
い
う
よ
り
は
、
こ
の
パ
タ
ー
ン

が
一
般
化
し
て
い
た
結
果
、
類
似
し
た
表
現
が
現
れ
た
可
能
性
の
方
が
高
い
。

　

つ
ま
り
、「
救
風
塵
」
は
散
曲
に
お
け
る
閨
怨
や
妓
女
の
つ
ら
さ
を
訴
え
る
作

品
の
内
容
を
、
そ
の
ま
ま
妓
女
の
本
音
と
し
て
演
劇
化
し
た
作
品
だ
っ
た
の
で
あ
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る
。
宋
方
壺
の
よ
う
に
妓
女
を
批
判
す
る
内
容
も
、
妓
女
の
口
か
ら
出
れ
ば
、
そ

う
し
た
行
為
を
強
い
ら
れ
る
妓
女
の
悲
し
み
を
訴
え
る
内
容
に
な
る
。
そ
し
て
、

そ
の
悲
し
い
立
場
を
逆
手
に
と
っ
て
、
悪
い
男
を
は
め
た
上
で
、「
こ
れ
が
私
た

ち
の
商
売
さ
」
と
開
き
直
る
趙
盼
兒
の
行
為
は
、
観
客
の
み
な
ら
ず
、
演
じ
て
い

る
妓
女
た
ち
に
と
っ
て
も
、
痛
快
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
立
場
に
対
す
る
深
い

悲
し
み
を
も
う
ち
に
秘
め
た
も
の
と
な
っ
た
に
違
い
な
い
。
こ
う
し
て
、
妓
女
の

立
場
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、「
救
風
塵
」
は
真
に
斬
新
な
作
品
と
な
り
え
た
の

で
あ
る
。

　
「
金
線
池
」
の
場
合
は
、
閨
怨
と
妓
女
の
歎
き
に
よ
っ
て
組
み
立
て
ら
れ
た
雑

劇
と
い
っ
て
よ
い
。
恋
人
が
誠
実
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
杜
蕊
娘
は
相
手
を

一
方
的
に
不
実
と
決
め
つ
け
、
怨
み
の
歌
を
唱
い
続
け
る
。
こ
れ
は
、
端
的
に
い

え
ば
こ
の
雑
劇
が
、
妓
女
を
テ
ー
マ
に
し
た
散
曲
と
同
じ
内
容
の
も
の
を
組
み
合

わ
せ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
散
曲
が
閨
怨
を
主
た

る
テ
ー
マ
と
す
る
以
上
、
ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
る
妓
女
は
男
に
対
す
る
怨
み
を
唱
い
続

け
ね
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、「
救
風
塵
」
の
場
合
の
よ
う
に
は
曲
の
内
容
は
劇

情
と
密
着
し
な
い
。
た
だ
、
観
客
は
見
知
り
の
妓
女
が
、
例
の
如
き
う
た
を
雑
劇

の
中
で
唱
っ
て
い
る
だ
け
に
、
格
別
の
違
和
感
を
覚
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
か
も

し
れ
な
い
。
こ
こ
で
は
、
現
実
の
人
物
と
劇
中
の
人
物
に
あ
ま
り
区
別
が
付
か
な

く
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

　

で
は
「
博
望
燒
屯
」
第
一
折
で
、
諸
葛
亮
が
突
然
出
世
の
危
険
性
と
退
隠
願
望

を
唱
い
は
じ
め
る
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
問
題
箇
所
最
初
の
曲
で
あ
る
第
一
折

【
哪
吒
令
】
の
初
二
句
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　

 　

常
想
起
卞
和
般
献
璧
。
能
可
斈
（
學
）
韓
信
般
喫
（
乞
）
食
。
你
也
枉
了

似
張
子
房
進
履
。

　
　
　

卞
和
の
よ
う
に
璧
を
献
上
す
る
こ
と
を
想
う
に
つ
け
、
そ
れ
ぐ
ら
い
な
ら

　
　

韓
信
の
よ
う
に
物
乞
い
を
す
る
方
が
ま
し
。
あ
な
た
も
張
良
の
よ
う
に
靴
を

　
　

差
し
出
し
た
と
て
無
駄
な
こ
と
。

　

こ
れ
を
次
の
二
首
の
小
令
と
比
べ
て
み
よ
う
。
ま
ず
薛
昂
夫
【
朝
天
曲
】。

　
　
　

卞
和
。
抱
璞
。
只
合
荆
山
坐
。
三
朝
不
遇
待
如
何
。
兩
足
先
遭
禍
。
傳
國

　
　

爭
符
、
傷
身
行
貨
。
誰
敎
獻
與
他
。
切
磋
。
琢
磨
。
何
似
偸
敲
破
。

　
　
　

卞
和
は
、
磨
か
ぬ
玉
を
抱
え
て
、
荆
山
に
す
わ
っ
て
い
れ
ば
よ
か
っ
た
も

　
　

の
を
。
三
人
の
王
に
す
べ
て
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
ど
う
す
る
つ
も
り
だ
っ
た

　
　

の
や
ら
。
両
足
が
ま
ず
災
い
に
あ
っ
た
。
伝
国
の
璽
と
な
り
、
帝
た
る
し
る

　
　

し
を
争
っ
て
、
身
を
殺
す
道
具
だ
。
そ
れ
を
誰
が
王
に
献
上
さ
せ
よ
う
と
し

　
　

た
と
い
う
の
か
。
せ
っ
せ
と
磨
き
上
げ
る
よ
り
は
、
こ
っ
そ
り
た
た
き
割　

　
　

っ
た
方
が
よ
か
っ
た
も
の
を
。

　

次
に
、
無
名
氏
【
胡
十
八
】。

　
　
　

吹
簫
的
楚
伍
員
。
乞
食
的
漢
韓
信
。
待
客
的
孟
嘗
君
。
蘇
秦
原
是
舊
蘇
秦
。

　
　

買
臣
也
曾
負
薪
。
負
薪
的
是
買
臣
。
你
道
我
窮
到
老
、
我
也
有
富
時
分
。

　
　
　

簫
を
吹
い
た
楚
の
伍
子
胥
に
、
物
乞
い
を
し
た
漢
の
韓
信
に
、
客
を
も
て

　
　

な
し
た
孟
嘗
君
。
蘇
秦
は
も
と
は
昔
の
貧
乏
蘇
秦
、
朱
買
臣
も
薪
を
背
負
っ

　
　

て
い
た
こ
と
が
あ
る
も
の
、
薪
を
背
負
っ
た
の
は
朱
買
臣
。
お
れ
は
老
い
ぼ

　
　

れ
る
ま
で
芽
が
出
な
い
と
思
う
か
、
お
れ
と
て
金
持
ち
に
な
る
時
は
来
よ
う

　
　

ぞ
。

　
「
博
望
燒
屯
」
が
二
つ
の
散
曲
と
同
じ
故
事
を
同
じ
よ
う
に
用
い
て
い
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
だ
が
、
第
一
句
の
事
例
が
権
力
に
接
近
す
る
こ
と
の
危
険
性

元
雑
劇
を
生
ん
だ
も
の

二
七



を
述
べ
て
い
る
の
は
い
い
と
し
て
、第
二
句
に
共
通
す
る
内
容
を
持
つ
【
胡
十
八
】

は
、
む
し
ろ
立
身
出
世
を
宣
言
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
散
曲
の
通
例
と
は
異

な
る
。
韓
信
と
い
え
ば
、散
曲
の
世
界
で
は
通
常
、汪
元
亨
の
【
朝
天
子
】「
歸
隠
」

二
十
首
連
作
の
第
二
十
首
に

　
　
　

拜
韓
侯
上
壇
。
放
張
良
入
山
。
誰
身
後
無
憂
患
。

　
　
　

韓
信
を
元
帥
任
命
の
壇
に
登
ら
せ
た
り
、
張
良
を
山
へ
と
入
ら
せ
た
り
、

　
　

今
後
の
憂
い
な
き
者
が
い
よ
う
か
。

と
張
良
と
対
比
し
、
張
養
浩
の
【
朝
天
曲
】
に

　
　
　

嚴
子
陵
釣
灘
。
韓
元
帥
將
壇
。
那
一
箇
無
憂
患
。

　
　
　

厳
子
陵
が
釣
り
糸
垂
れ
る
七
里
灘
と
、
韓
元
帥
の
将
軍
任
命
の
壇
、
心
配

　
　

事
が
な
い
の
は
ど
ち
ら
の
方
か
。

と
あ
る
よ
う
に
、
出
世
の
結
果
破
滅
を
招
い
た
事
例
と
し
て
言
及
さ
れ
る
の
が
普

通
で
あ
る
。
一
方
こ
こ
で
は
、
張
良
は
功
名
の
た
め
黄
石
公
に
教
え
を
請
う
人
物

と
し
て
描
か
れ
、
や
は
り
散
曲
の
通
例
と
は
異
な
る
。

　

し
か
し
、
続
く
【
鵲
踏
枝
】
で
は

　
　
　

早
安
排
下
見
識
。
便
剝
官
罷
職
。
早
向
未
央
宮
里
萬
剮
凌
遲
。

　
　
　

は
や
悪
だ
く
み
を
め
ぐ
ら
さ
れ
、
官
職
剥
奪
さ
れ
て
、
未
央
宮
に
て
一
寸

　
　

刻
み
の
刑
受
け
る
。

と
韓
信
が
殺
さ
れ
た
未
央
宮
の
名
を
あ
げ
、
ま
た
【
么
】
で
は
、

　
　
　

張
子
房
知
興
廢
。
嚴
子
陵
識
進
退
。

　
　
　

張
子
房
は
興
廃
を
知
り
、
嚴
子
陵
は
進
退
を
わ
き
ま
え
て
い
た
。

と
、
出
処
進
退
を
わ
き
ま
え
て
巧
み
に
身
を
引
い
た
事
例
と
し
て
張
良
と
嚴
光
を

あ
げ
る
。
こ
れ
ら
が
さ
き
に
あ
げ
た
汪
元
亨
と
張
養
浩
の
事
例
と
合
致
す
る
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
。
で
は
、
な
ぜ
【
哪
吒
令
】
で
は
韓
信
と
張
良
が
あ
え
て
逆

方
向
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
。

　

こ
れ
は
、
韓
信
・
張
良
両
人
の
評
価
が
固
定
し
た
世
界
に
お
い
て
、
あ
え
て
そ

れ
を
逆
転
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
パ
ロ
デ
ィ
的
な
効
果
を
あ
げ
る
こ
と
を
狙
っ
た

も
の
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
つ
ま
り
、「
博
望
燒
屯
」
の
こ
の
く
だ
り
は
、
退
隠

を
テ
ー
マ
と
し
た
散
曲
を
観
客
が
知
っ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
作
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
他
に
も
、続
く
【
寄
生
草
】
な
ど
は
、「
菜
畦
」
は
張
養
浩
【
寨

兒
令
】「
綽
然
亭
獨
坐
」、「
老
猿
野
鹿
」
は
「
山
猿
」「
野
鹿
」
と
い
う
形
で
や
は

り
張
養
浩
の
【
雁
兒
落
兼
得
勝
令
】、「
薬
炉
経
巻
」
は
貫
石
屏
の
【
村
裏
迓
鼓
】「
隱

逸
」、「
竹
籬
茅
舍
人
家
」
は
盧
摯
の
【
沈
醉
東
風
】「
閑
居
」
と
、
す
べ
て
退
隠

を
テ
ー
マ
と
す
る
散
曲
に
見
え
る
句
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
ま
で
来
れ
ば
、
な
ぜ
「
博
望
燒
屯
」
の
こ
の
く
だ
り
で
、
諸
葛
亮
が
不
自

然
に
も
こ
れ
ら
の
曲
を
唱
う
か
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
当
時
流
行
し
て
い

た
散
曲
パ
タ
ー
ン
の
は
め
込
み
な
の
で
あ
る
。
諸
葛
亮
を
唱
う
役
者
（
妓
女
で
あ

っ
た
か
、
男
の
俳
優
だ
っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
楽
戸
）
が
こ

う
し
た
散
曲
を
よ
く
唱
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
普
段
の
姿
と
、
こ
こ
で
演
じ

る
諸
葛
亮
と
が
、
観
客
の
目
に
は
二
重
写
し
に
な
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
も
、

諸
葛
亮
自
身
も
、
散
曲
に
お
い
て
は
、
時
に
は
隠
者
と
し
て
肯
定
的
に
、
時
に
は

隠
者
を
棄
て
て
功
名
を
求
め
た
と
し
て
否
定
的
に
唱
わ
れ
る
お
な
じ
み
の
人
物
で

あ
る
。
そ
れ
が
、
通
常
の
散
曲
の
内
容
を
反
転
さ
せ
た
部
分
を
含
む
退
隠
の
歌
を

唱
う
。
つ
ま
り
こ
の
く
だ
り
は
、
当
時
の
観
客
に
と
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
重
層
的
意

味
を
持
つ
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、「
切
鱠
旦
」第
一
折
の
意
味
も
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
六
十
六
号

二
八



ヒ
ロ
イ
ン
譚
記
兒
が
は
じ
め
に
孤
独
の
つ
ら
さ
を
唱
う
の
は
閨
怨
、
続
い
て
出
家

生
活
の
よ
さ
を
唱
う
の
は
退
隠
の
類
型
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
第
一
折
後

半
で
豹
変
す
る
の
は
、演
じ
る
妓
女
の
本
性
が
表
面
化
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
す
れ
ば
こ
の
場
面
は
、
あ
る
程
度
演
じ
る
役
者
の
こ
と
を
あ
て
こ
ん
で
書
か
れ

た
可
能
性
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六

　

以
上
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
雑
劇
の
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
が
新
た
な
相
貌
を

帯
び
て
見
え
て
く
る
。
原
則
と
し
て
一
人
し
か
曲
を
唱
う
こ
と
が
で
き
な
い
雑
劇

に
は
、
女
性
を
主
唱
者
と
す
る
旦
本
と
、
男
性
を
主
唱
者
と
す
る
末
本
の
区
別
が

あ
る
。
今
ま
で
見
て
き
た
作
品
は
、「
博
望
燒
屯
」以
外
は
す
べ
て
旦
本
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
元
雑
劇
に
お
い
て
は
、
実
際
に
は
末
本
の
方
が
格
段
に
多
い
。
そ
う
し

た
末
本
に
つ
い
て
も
、
妓
女
と
の
関
わ
り
か
ら
そ
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
う
る
も

の
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

部
位
に
よ
り
二
人
の
旦
と
一
人
の
末
が
主
唱
者
を
分
け
合
う
と
い
う
変
則
的
な

形
態
を
持
つ
『
西
廂
記
』
の
中
で
も
、
弘
治
本
の
第
一
巻
（
後
の
テ
キ
ス
ト
で
は

第
一
本
）
は
正
末
の
張
生
が
一
貫
し
て
主
唱
者
で
あ
り
、
こ
の
部
分
だ
け
を
見
れ

ば
雑
劇
の
体
例
に
は
反
さ
な
い
形
態
を
持
つ
。
そ
の
第
三
折
終
わ
り
の
部
分
の
う

た
を
見
て
み
よ
う
。

　
　
【
拙
魯
速
】
對
着
盞
碧
熒
〻
短
檠
燈
。
倚
着
扇
冷
清
〻
的
舊
幃

。
燈
兒
又

　
　

不
明
。
夢
兒
又
不
成
。
窓
兒
外
浙
零
〻
的
風
兒
透
踈
櫺
、忒
楞
楞
紙
條
兒
鳴
。

　
　

枕
頭
兒
上
孤
另
。
被
窩
兒
里
寂
静
。
你
便
是
鉄
石
人
、
鉄
石
人
也
動
情
。

　
　
【
么
】
怨
不
能
。
恨
不
成
。
坐
不
安
、
睡
不
寧
。
有
一
日
柳
遮
花
映
。
霧
障

　
　

雲

。
夜
闌
人
静
。
海
誓
山
盟
。
恁
時
節
風
流
嘉
慶
。
錦
片
也
似
前
程
。
美

　
　

滿
恩
情
。
喒
兩
箇
畫
堂
春
自
生
。

　
　
【
拙
魯
速
】
碧
く
光
る
柄
の
短
い
灯
火
に
向
か
い
、
冷
え
冷
え
と
し
た
古
い

　
　

カ
ー
テ
ン
に
も
た
れ
、
灯
火
も
暗
く
、
夢
も
結
ば
ず
、
窓
の
外
か
ら
は
ヒ
ュ

　
　

ー
ヒ
ュ
ー
と
風
が
隙
間
の
多
い
窓
か
ら
吹
き
込
み
、
バ
タ
バ
タ
と
こ
よ
り
が

　
　

鳴
る
。
枕
の
上
で
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
、
布
団
の
中
は
ひ
っ
そ
り
寂
し
い
、
た
と

　
　

え
鉄
や
石
で
で
き
た
人
間
で
あ
ろ
う
と
、
心
を
動
か
そ
う
。

　
　

 【
么
】
う
ま
く
い
か
ぬ
の
が
つ
ら
く
、
望
み
か
な
わ
ぬ
の
が
恨
め
し
く
、
坐

れ
ど
落
ち
着
か
ず
、
眠
れ
ど
安
ら
か
な
ら
ず
。
い
つ
の
日
に
か
柳
と
花
の
も

と
、
雲
霧
描
く
屏
風
の
中
、
夜
も
更
け
人
も
静
ま
っ
た
時
、
海
山
の
誓
い
を

か
わ
す
、
そ
の
時
に
は
恋
の
喜
び
、
錦
の
如
き
未
来
、
め
で
た
い
恩
愛
、
我

ら
二
人
美
し
い
部
屋
に
て
春
が
お
の
ず
と
訪
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

こ
れ
を
侯
正
卿
の
【
醉
花
陰
】
套
の
後
半
と
比
較
し
て
み
よ
う
。

　
　
【
塞
雁
兒
】
牢
成
。
牢
成
。
一
句
句
罵
得
心
疼
。
據
蹤
迹
疏
狂
似
浮
萍
。
山

　
　

般
誓
、
海
樣
盟
。
半
句
兒
何
曾
應
。

　
　
　

…
…

　
　
【
柳
葉
兒
】
冷
落
了
綠
苔
芳
徑
。
寂
寞
了
霧
帳
雲

。
消
疏
了
象
板
鸞
笙
。

　
　

生
疏
了
錦
瑟
銀
箏
。 

　
　

 【
黃
鍾
】
錦
幃
繡
幕
冷
淸
淸
。
銀
臺
畫
燈
碧
熒
熒
。
金
風
亂
吹
黃
葉
聲
。
沉

煙
潛
消
白
玉
鼎
。
檻
竹
篩
酒
又
醒
。
塞
雁
歸
愁
越
添
、
簷
馬
劣
夢
難
成
。
早

是
可
慣
孤
眠
、
則
這
些
最
難
打
掙
。 

　
　
【
尾
】
痛
恨
西
風
太
薄
幸
。
透
窗
紗
吹
來
殘
燈
。
倒
少
了
箇
伴
人
淸
瘦
影
。

元
雑
劇
を
生
ん
だ
も
の

二
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【
塞
雁
兒
】
嘘
つ
き
め
、
嘘
つ
き
め
。
罵
る
に
つ
け
一
句
ご
と
に
心
は
痛
む
。

　
　

本
当
に
で
た
ら
め
な
振
る
舞
い
と
き
た
ら
浮
き
草
の
よ
う
。
海
山
の
誓
い
、

　
　

半
句
な
り
と
も
守
り
は
し
な
い
。

　
　
　

…
…

　
　

 【
柳
葉
兒
】
苔
に
お
お
わ
れ
た
か
ぐ
わ
し
い
小
道
も
人
の
気
配
な
く
、
雲
霧

描
く
屏
風
は
さ
び
し
く
、
カ
ス
タ
ネ
ッ
ト
や
笙
に
も
縁
遠
く
、
瑟
や
琴
に
も

ご
無
沙
汰
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
　
【
黃
鍾
】
錦
の
カ
ー
テ
ン
に
刺
繡
し
た
と
ば
り
は
冷
え
冷
え
と
、
銀
の
燭
台

　
　

に
模
様
の
あ
る
灯
火
は
碧
く
光
る
。
秋
風
が
黄
葉
を
吹
き
散
ら
す
音
、
沈
香

　
　

の
煙
は
白
玉
の
鼎
に
消
え
る
。
手
す
り
の
竹
に
酒
を
注
が
ん
ば
か
り
に
飲
ん

　
　

で
は
醒
め
、
北
に
帰
る
雁
を
見
れ
ば
愁
い
は
募
り
、
軒
の
風
鈴
が
意
地
悪
く

　
　

夢
も
結
ば
せ
ぬ
。
は
や
独
り
寝
に
も
慣
れ
は
し
た
も
の
の
、
こ
れ
ら
ば
か
り

　
　

は
げ
に
も
堪
え
が
た
い
。

　
　
【
尾
】
腹
が
立
つ
の
は
西
風
が
あ
ま
り
と
い
え
ば
あ
ま
り
に
薄
情
、
窓
に
張

　
　

っ
た
薄
絹
通
し
て
消
え
か
け
た
灯
火
に
吹
き
付
け
、
な
の
に
一
緒
に
い
て
く

　
　

れ
る
ほ
っ
そ
り
し
た
人
の
影
も
あ
り
は
し
な
い
こ
と
。

　

両
者
の
内
容
・
措
辞
が
類
似
し
て
い
る
こ
と
は
一
見
し
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、『
西
廂
記
』
は
恋
に
悩
む
男
、
侯
正
卿
の
散
曲
は
女
性
、
そ
れ
も
お
そ

ら
く
は
妓
女
の
閨
怨
を
う
た
う
も
の
で
あ
る
。

　

さ
き
に
「
逆
閨
怨
」
と
呼
ん
だ
こ
う
し
た
恋
に
悩
む
男
を
テ
ー
マ
と
す
る
う
た

は
、
宋
詞
以
来
珍
し
い
も
の
で
は
な
く
、
曲
に
は
特
に
多
く
見
ら
れ
る
と
い
っ
て

よ
い
。
そ
し
て
、
そ
の
措
辞
は
多
く
女
性
の
閨
怨
の
も
の
と
共
通
し
、
ほ
か
な
ら

ぬ
『
西
廂
記
』
の
粉
本
で
あ
る
金
の
『
董
解
元
西
廂
記
諸
宮
調
』
に
お
い
て
は
、

ほ
と
ん
ど
閨
怨
の
パ
ロ
デ
ィ
と
い
っ
て
よ
い
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
る
＊
９
。
な
ぜ

男
を
う
た
う
も
の
に
、
女
性
を
う
た
う
語
彙
が
そ
の
ま
ま
使
用
さ
れ
る
の
か
と
い

う
点
に
つ
い
て
は
、
詞
曲
の
パ
タ
ー
ン
と
、
そ
う
し
た
パ
タ
ー
ン
の
パ
ロ
デ
ィ
と

い
う
以
上
の
説
明
は
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
演
者
は
誰
で
あ

っ
た
か
と
い
う
視
点
を
導
入
す
る
の
も
無
駄
で
は
あ
る
ま
い
。

　

男
を
主
役
と
す
る
「
逆
閨
怨
」
の
散
曲
で
も
、
歌
い
手
は
妓
女
だ
っ
た
可
能
性

が
高
い
。
そ
し
て
、
張
生
の
よ
う
な
二
枚
目
イ
ン
テ
リ
の
役
は
、『
靑
樓
集
』
に

言
う
と
こ
ろ
の
「
軟
末
泥
」
に
当
た
る
も
の
に
違
い
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
の
演
じ

手
の
多
く
も
妓
女
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
妓
女
が
唱
う
以
上
、
設
定
の
主
体
が
男

で
あ
っ
て
も
、
そ
の
言
葉
が
女
性
の
も
の
に
な
る
こ
と
は
不
自
然
で
は
な
い
。
む

し
ろ
、
妓
女
が
男
装
し
て
、
通
常
閨
怨
の
う
た
と
し
て
唱
う
の
と
同
じ
よ
う
な
内

容
の
う
た
を
、
男
の
素
振
り
で
演
じ
る
こ
と
は
、
独
特
の
演
劇
的
効
果
を
も
た
ら

し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
旦
本
の
み
な
ら
ず
、
末
本
の
恋
愛
劇
も
ま
た
、
妓
女

と
関
わ
り
、
妓
楼
で
唱
わ
れ
て
い
た
散
曲
と
の
密
接
な
関
係
の
も
と
に
作
り
出
さ

れ
た
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七

　

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
元
雑
劇
の
う
ち
、
特
に
恋
愛
物
は
、
演
じ
手
で
あ
る

妓
女
と
お
そ
ら
く
は
深
い
関
係
を
持
ち
、
演
じ
る
人
間
の
個
性
を
前
提
に
、
彼
女

た
ち
が
妓
楼
で
唱
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
散
曲
を
援
用
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
。
作
者
は
あ
る
程
度
演
じ
手
を
想
定
し
て
、
彼
女
た
ち
（
も
し
く
は
彼
ら
）
に

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
六
十
六
号
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当
て
て
作
品
を
書
き
、
観
客
も
役
柄
を
演
じ
手
に
重
ね
て
劇
を
見
、
歌
を
聴
い
た

の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
雑
劇
の
内
容
や
曲
辞
は
、
あ
る
程
度
妓
楼
の
状
況
や
、

そ
こ
で
唱
わ
れ
て
い
た
散
曲
の
内
容
・
措
辞
に
支
配
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
両
者

に
共
通
す
る
語
彙
・
表
現
が
認
め
ら
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

同
様
の
こ
と
は
、退
隠
を
テ
ー
マ
と
す
る
作
品
に
も
い
え
る
。「
陳
摶
高
臥
」「
七

里
灘
」
の
よ
う
な
退
隠
物
、
更
に
は
「
竹
葉
舟
」
の
よ
う
な
神
仙
道
化
物
に
見
え

る
俗
世
を
否
定
し
、
隠
遁
を
よ
し
と
す
る
曲
辞
は
、
当
然
散
曲
の
重
要
テ
ー
マ
で

あ
っ
た
退
隠
物
と
深
く
関
わ
り
、
む
し
ろ
そ
の
内
容
の
具
体
化
と
し
て
演
劇
化
さ

れ
た
と
い
う
側
面
を
持
つ
。
更
に
、
こ
う
し
た
要
素
が
歴
史
物
や
恋
愛
物
に
ま
で

持
ち
込
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
、
さ
き
に
見
た
「
博
望
燒
屯
」
や
「
切
鱠

旦
」
の
例
が
示
す
通
り
で
あ
る
。
演
じ
る
役
者
や
、
演
じ
ら
れ
る
場
（
観
客
の
性

格
も
含
む
）
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
要
素
は
決
定
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。「
博
望

燒
屯
」
の
内
府
本
に
お
い
て
さ
き
に
見
た
く
だ
り
が
す
べ
て
カ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る

の
は
、
劇
場
か
ら
宮
廷
へ
と
い
う
演
じ
ら
れ
る
場
の
変
化
の
反
映
な
の
で
あ
る
。

　

お
そ
ら
く
他
の
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
に
つ
い
て
も
、
あ
る
程
度
ま
で
は
同
様
の
こ

と
が
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
公
案
物
で
も
「
灰
欄
記
」
の
よ
う
な
作
品
で

は
、
な
ぜ
無
実
の
罪
に
落
と
さ
れ
よ
う
と
す
る
主
人
公
は
元
妓
女
と
設
定
さ
れ
て

い
る
の
か
。
こ
れ
は
、「
救
風
塵
」
で
唱
わ
れ
る
よ
う
な
、
堅
気
に
な
っ
た
妓
女

の
運
命
と
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
の
か
。
あ
る
い
は
、
様
々
な
梁
山
泊
物
な
ど
の

「
緑
林
雑
劇
」
で
、
な
ぜ
ほ
と
ん
ど
常
に
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
搽
旦
演
じ
る
悪
女

が
現
れ
、
多
く
は
元
妓
女
と
設
定
さ
れ
て
い
る
の
か
。
主
人
公
の
豪
傑
を
演
じ
る

の
が
『
靑
樓
集
』
に
い
う
よ
う
に
妓
女
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
妓
女
同
士

に
よ
る
絡
み
の
面
白
さ
を
狙
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
可
能
性
は
、

様
々
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
事
実
は
、
最
初
に
提
起
し
た
問
題
、
即
ち
な
ぜ
元
代
に
突

然
こ
う
し
た
す
ぐ
れ
た
演
劇
作
品
が
生
み
出
さ
れ
た
の
か
と
い
う
問
い
に
対
す
る

回
答
の
一
つ
と
も
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
作
品
は
、
妓
楼
に
深
く

関
わ
り
、楽
戸
の
人
々
と
密
接
に
交
わ
っ
た
人
間
に
し
か
作
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

彼
ら
は
、
あ
る
意
味
で
は
妓
楼
の
宣
伝
に
協
力
し
て
い
た
わ
け
で
あ
り
、
い
わ
ば

妓
楼
の
身
内
と
も
い
っ
て
よ
い
存
在
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。「
救
風
塵
」
の
よ
う

な
作
品
は
、そ
う
し
た
意
識
な
く
し
て
は
生
ま
れ
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

別
論
文
で
詳
し
く
論
じ
た
よ
う
に
＊
11

、
特
に
前
期
の
作
者
に
つ
い
て
い
え
ば
、

散
曲
作
家
の
中
で
も
套
数
を
多
く
作
っ
て
い
る
人
物
は
雑
劇
の
作
家
で
も
あ
る
こ

と
が
多
く
、
白
話
を
多
用
す
る
作
風
を
持
ち
、
地
位
は
比
較
的
低
い
傾
向
に
あ
っ

た
。
彼
ら
妓
楼
に
沈
潜
し
た
作
家
た
ち
が
、
楽
戸
の
人
々
と
密
接
な
関
わ
り
の
中

で
こ
れ
ら
の
作
品
を
生
み
出
し
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
に
は
、
妓
楼
で
唱
わ
れ

て
い
た
彼
ら
に
と
っ
て
身
近
な
う
た
、
つ
ま
り
散
曲
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
こ
う

し
た
作
家
群
の
中
で
は
例
外
的
に
比
較
的
高
い
地
位
の
官
僚
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
馬
致
遠
に
、
お
そ
ら
く
連
作
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
小
令
【
四
塊
玉
】
十
首
が

あ
り
、
次
表
の
よ
う
に
、「
巫
山
廟
」
以
外
は
、
馬
致
遠
と
同
時
代
で
あ
り
、
お

そ
ら
く
交
渉
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
關
漢
卿
・
白
仁
甫
・
庾
吉
甫
・
尙

仲
賢
の
雑
劇
と
重
な
る
内
容
を
持
つ
。
こ
れ
は
、
あ
る
い
は
雑
劇
の
内
容
を
散
曲

に
し
て
妓
楼
で
唱
う
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

題
名

主
題

関
連
す
る
雑
劇

天
台
路

劉
晨

馬
致
遠
に
「
劉
阮
誤
入
桃
源
洞
」
雑
劇
あ
り

元
雑
劇
を
生
ん
だ
も
の

三
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紫
芝
路

王
昭
君

馬
致
遠
に
「
孤
雁
漢
宮
秋
」
雑
劇
あ
り

潯
陽
江

琵
琶
行

馬
致
遠
に
「
江
州
司
馬
靑
衫
涙
」
雑
劇
あ
り

馬
嵬
坡

楊
貴
妃

白
仁
甫
に
「
唐
明
皇
秋
夜
梧
桐
雨
」
雑
劇
あ
り

鳳
凰
坡

簫
史
・
弄
玉
尙
仲
賢
に
「
鳳
凰
坡
越
娘
背
燈
」
雑
劇
あ
り
（
た

だ
し
内
容
は
異
な
る
）

藍
橋
驛

裴
航

庾
吉
甫
に
「
裴
航
遇
雲
英
」
雑
劇
あ
り

洞
庭
湖

西
施
と
范
蠡
關
漢
卿
に
「
姑
蘇
臺
范
蠡
進
西
施
」、
趙
明
衜
に

「
陶
朱
公
范
蠡
歸
湖
」
雑
劇
あ
り
。
ま
た
内
容
は

異
な
る
が
尙
仲
賢
に
「
洞
庭
湖
柳
毅
傳
書
」
雑

劇
あ
り

臨
笻
市

卓
文
君

關
漢
卿
に
「
昇
仙
橋
司
馬
題
橋
」
雑
劇
あ
り

巫
山
廟

楚
襄
王

楊
景
賢
に
「
楚
襄
王
夢
會
巫
娥
女
」
雑
劇
あ
る

も
時
代
は
後

海
神
廟

王
魁
と
桂
英
尙
仲
賢
に
「
海
神
廟
王
魁
負
桂
英
」
雑
劇
あ
り

　

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
こ
と
は
恋
愛
や
退
隠
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な

く
な
っ
て
く
る
。
元
雑
劇
は
題
材
の
幅
広
さ
を
特
徴
と
し
、
特
に
「
看
錢
奴
」
や

「
范
張
雞
黍
」
の
よ
う
な
当
時
の
社
会
矛
盾
を
尖
鋭
に
告
発
し
た
作
品
は
、
他
に

多
く
例
を
見
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ど
こ
か
ら
来
た
も
の
な
の
か
。
も
と
よ

り
、「
范
張
雞
黍
」
な
ど
は
明
ら
か
に
作
者
宮
天
挺
の
個
人
的
な
怒
り
が
原
動
力

と
な
っ
て
書
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
＊
11

、
し
か
し
こ
の
よ
う
な
内
容
が
、

元
来
大
衆
的
な
娯
楽
で
あ
っ
た
は
ず
の
雑
劇
と
い
う
形
態
で
現
れ
る
に
は
、
し
か

る
べ
き
要
因
が
あ
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
劉
時
中
の
二
套
か
ら
な
る
【
端
正
好
】
套
「
上
高

監
司
」
を
代
表
と
す
る
社
会
的
散
曲
の
存
在
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
高
い
教
養
と

政
治
意
識
を
持
っ
た
人
々
が
散
曲
の
制
作
に
参
加
し
、
世
俗
的
な
事
柄
に
関
し
て

は
白
話
が
文
言
よ
り
表
現
能
力
に
お
い
て
は
る
か
に
ま
さ
る
こ
と
を
発
見
し
た
結

果
、
こ
う
し
た
作
品
が
出
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
散
曲
と
雑
劇
の
間
に
密
接
な
関

係
を
見
出
し
う
る
と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
散
曲
の
出
現
が
、
雑
劇
に
お
い
て
社
会

劇
を
出
現
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
た
可
能
性
も
想
定
し
う
る
で
あ
ろ
う
（
無
論
逆
の

事
態
も
考
え
ら
れ
る
）。

　

こ
の
よ
う
に
、「
元
曲
」
と
一
括
り
に
さ
れ
な
が
ら
、
し
ば
し
ば
別
個
に
と
ら

え
ら
れ
て
き
た
雑
劇
と
散
曲
は
、実
は
表
裏
一
体
と
も
い
う
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
。

散
曲
の
視
点
か
ら
雑
劇
を
見
直
し
、
雑
劇
の
視
点
か
ら
散
曲
を
見
直
し
、
更
に
は

両
者
を
は
ぐ
く
ん
だ
場
で
あ
る
妓
楼
と
い
う
視
点
か
ら
散
曲
と
雑
劇
を
再
検
討
す

る
時
、
そ
こ
に
は
今
ま
で
考
え
ら
れ
て
き
た
も
の
と
は
異
な
る
姿
が
見
え
て
く
る

は
ず
で
あ
る
。
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岩
波
書
店
一
九
四
八
。
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東
京
大
学
出
版
会
一
九
八
一
）
第

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
六
十
六
号

三
二



　
　

一
篇
「
祭
祀
演
劇
の
発
生
」。

＊
６　

藝
能
史
研
究
会
編
『
日
本
の
古
典
芸
能
８　

歌
舞
伎　

芝
居
の
世
界
』

　
　

凡
社
一
九
七
一
）「
歌
舞
伎
―
構
造
の
形
成
」
の
「
一　

成
立
の
基
盤
と
背

　
　

景　

２
女
歌
舞
伎
の
実
態
」（
服
部
幸
雄
執
筆
）。

＊
７　

小
松
謙
「
元
代
散
曲
考
」（『
和
漢
語
文
研
究
』
第
十
二
号
（
二
〇
一
四
年

　
　
　

十
一
月
）。

＊
８　

＊
７
に
同
じ
。

＊
９　

小
松
謙
『「
現
実
」
の
浮
上
―
「
せ
り
ふ
」
と
「
描
写
」
の
中
国
文
学
史
』

　
　
（
汲
古
書
院
二
〇
〇
七
）
第
六
章
「
白
話
文
学
の
確
立
」「
最
初
の
本
格
的　

　
　

白
話
文
学
作
品
―
『
董
解
元
西
廂
記
諸
宮
調
」。

＊
10　

＊
７
に
同
じ
。

＊
11　

赤
松
紀
彦
ほ
か
『
元
刊
雑
劇
の
研
究
（
三
）
―
范
張
雞
黍
』（
汲
古
書
院

　
　

二
〇
一
四
）「
解
説
」（
小
松
執
筆
）。

　

本
論
文
は
、
平
成
二
十
六
年
度
科
学
研
究
費
助
成
事
業
・
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
課

題
番
号
二
五
三
七
〇
四
〇
一
「
元
・
明
・
清
に
お
け
る
演
劇
と
白
話
小
説
の
関
係

に
関
す
る
研
究
」
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

 

（
二
〇
一
四
年
十
月
一
日
受
理
）

 

（
こ
ま
つ　

け
ん　

文
学
部
教
授
）

元
雑
劇
を
生
ん
だ
も
の

三
三


