
宗
教
か
ら
初
期
演
劇

へ

―
―
中
国
演
劇
を
中
心
に
―
―

は
じ
め
に
―
―
演
劇
と
宗
教

人
間
の
文
化
の
最
古
に
し
て
最
大
の
テ
ー
マ
は
「
死
」
で
あ
る
。
無
窮
の
大
自
然
に
比
べ
「
わ
れ
」
の
な
ん
と
小
さ
な
こ
と
か
。
「死
」

と
い
う
限
界
ま
で
が
架
せ
ら
れ
て
い
る

「
わ
れ
」
に
、
救
い
は
あ
る
の
か
。
宗
教
も
、
文
学
も
、
音
楽
も
、
人
間
の
文
化
的
営
為
の
淵

源
は
、
こ
の
間
い
に
解
答
を
見
出
だ
そ
う
と
す
る
試
み
と
結
び
つ
い
て
い
た
。

宗
教
と
は
、
「
わ
れ
」
が
永
遠
な
る
も
の
と
出
会
う
た
め
の
一
連
の
手
続
き
の
こ
と
で
あ
る
。　
一
般
に
宗
教
で
は
、
日
に
見
え
る
現
実

界
の
背
後
に
は
目
に
見
え
ぬ
永
遠
の
霊
的
世
界
が
存
在
す
る
、
と
説
く
。
宗
教
の
招
魂
儀
礼
は
、
現
実
界
の

「
わ
れ
」
た
ち
に
永
遠
の

霊
的
世
界
を
垣
間
見
せ
る
た
め
の
演
出
で
あ
っ
た
。
演
劇
は
、
こ
の
招
魂
儀
礼
を
母
胎
と
し
て
生
ま
れ
た
再
現
芸
術
で
あ
る
。

世
界
の
初
期
演
劇
は
、
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
も
、
日
本
の
能
楽
も
、
欧
州
の
受
難
復
活
劇
も
、
中
国
の
機
戯
も
、
本
質
的
に
よ
く
似
た
基

本
構
造
を
も
っ
て
い
た
。
登
場
人
物
の
多
く
は
、
神
話
な
り
歴
史
な
り
で

「実
在
」
し
た
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
人
物
で
あ
る
。
今
は
霊

的
世
界
に
去
っ
た
そ
れ
ら
の
人
物
を
、
招
魂
儀
礼
の
影
を
ひ
く
呪
術
的
演
出
に
よ
っ
て
、
現
世
の
劇
的
空
間
に
再
現
す
る
。
呼
び
出
さ

加

藤
　
徹
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れ
た
英
霊
的
人
物
は
、
か
つ
て
自
分
を
見
舞
っ
た
運
命
を
ド
ラ
マ
と
し
て
再
現
す
る
。
そ
し
て
、
現
実
界
で
不
幸
づ
く
め
の
人
間
に
も

霊
的
再
生
と
い
う
救
済
の
道
が
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
暗
黙
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
現
世
の
人
々
に
伝
え
、
舞
台
を
去
っ
て
霊
界
に
帰
る
。

初
期
演
劇
は
、
お
お
む
ね
こ
の
よ
う
な
パ
タ
ー
ン
を
も
ち
、
通
常
、
「祭
り
」
の
一
部
と
し
て
聖
域
の
近
く
で
行
わ
れ
た
。
演
者
と
観

衆
の
区
別
は
、
い
ま
だ
曖
味
で
あ
っ
た
。
演
劇
の
現
場
に
居
合
わ
せ
た
人
々
は
、
「
わ
れ
」
の
不
安
や
苦
悩
が
決
し
て
自
分
ひ
と
り
の
も

の
で
は
な
い
こ
と
、
そ
の
吉
悩
に
意
味
を
与
え
て
く
れ
る
世
界
が
現
実
界
と
は
別
に
存
在
す
る
ら
し
い
こ
と
を
、
身
体
感
覚
の
レ
ベ
ル

で
感
じ
取
り
、
そ
こ
に
一
瞬
の
救
い
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。

注
意
す
べ
き
は
、
宗
教
は
人
類
に
普
遍
的
な
現
象
で
あ
る
が
、
演
劇
は
そ
う
で
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
類
の
歴
史
を

振
り
返
る
と
、
詩
や
歌
舞
を
も
た
ぬ
民
族
は
い
な
い
が
、
自
前
の
演
劇
を
も
た
ぬ
社
会
は
珍
し
く
な
か
っ
た
。
紀
元
前
五
世
紀
の
ギ
リ

シ
ア
、
紀
元
前
四
世
紀
の
イ
ン
ド
は
、
す
で
に
立
派
な
演
劇
を
も
っ
て
い
た
が
、
中
国
で
の
自
前
の
演
劇
の
成
立
は
未
代

九^
六
〇
―

一
二
七
九
）
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
イ
ス
ラ
ム
圏
に
至
っ
て
は
、
高
度
な
文
明
を
も
ち
な
が
ら
も
、
自
前
の
世
俗
的
演
劇
は

つ
い
に
完
成
を
見
な
か
っ
た
。

こ
う
し
た
社
会
や
文
明
圏
の
状
況
を
比
較
検
討
し
て
み
る
と
、
ど
う
や
ら
、
「演
劇
」
が
順
調
に
開
花
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
社
会
が

以
下
の
三
条
件
を
満
た
す
必
要
が
あ
る
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。

①
宗
教
の
世
俗
化
が
あ
る
程
度
進
ん
で
い
る
こ
と
。
す
な
わ
ち
、
民
衆
が
儀
礼
に
参
加
し
た
り
、
宗
教
儀
礼
に
芸
能
的
要
素
を
も
ち

込
め
る
余
地
が
あ
る
こ
と
。

②

「横
死
者
」
の
慰
霊
や
鎮
魂
の
必
要
性
が
高
ま
る
こ
と
。
す
な
わ
ち
、
戦
乱
や
疫
病
の
流
行
、
女
性
差
別
な
ど
の
社
会
不
安
の
要

素
が
あ
る
こ
と
。

③
社
会
的
基
盤
が
あ
る
こ
と
。
す
な
わ
，
都
市
生
活
の
発
達
や
農
村
共
同
体
の
組
織
化
な
ど
、
演
劇
を
支
え
う
る
社
会
的
　
経
済
的

′″ 宗教から初期演劇ヘ

条
件
が
整
っ
て
い
る
こ
と
。

念
の
た
め
に
付
言
す
れ
ば
、
あ
る
社
会
が
自
前
の
演
劇
を
も
た
ぬ
か
ら
後
進
的
だ
と
は
言
え
な
い
。
演
劇
の
発
生
は
、
む
し
ろ
そ
の

社
会
の
不
幸
の
現
れ
と
さ
え
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
母
親
の
影
響
力
が
強
す
ぎ
る
と
子
の
自
立
が
遅
れ
る
よ
う
に
、
宗
教
が
強
す
ぎ
て
も
演
劇
は
生
ま
れ
な
い
。
初
期
演
劇
は
、

ギ
リ
シ
ア
悲
劇
や
日
本
の
能
の
作
品
を
見
て
も
わ
か
る
が
、
神
や
英
霊
が
活
躍
す
る
作
品
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
、
初
期
演
劇
が
生
ま

れ
る
最
低
条
件
と
し
て
、
生
身
の
人
間
が
神
や
英
霊
を
演
じ
て
も
よ
い
と
い
う
黙
契
が
、
そ
の
社
会
に
確
立
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な

い
。た

と
え
ば
、
イ
ス
ラ
ム
圏
の
演
劇
不
振
の
理
由
は
、
宗
教
が
厳
格
で
、
も
と
も
と
享
楽
的
行
為
を
罪
悪
視
す
る
土
壌
が
あ
っ
た
う
え

に
、
生
身
の
人
間
が

「神
」
や

「預
言
者
」
を
演
ず
る
の
は
容
認
し
が
た
い
不
敬
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ム
圏
の
演
劇

で
世
界
的
に
有
名
な
の
は
、
ト
ル
コ
の
影
絵
芝
居

「
カ
ラ
ギ
ョ
ー
ズ
」
と
イ
ラ
ン
の
宗
教
劇

「
テ
ア
ズ
ィ
レ
ー
劇
」
で
あ
る
が
、
両
者

の
あ
り
よ
う
は
、
か
え
っ
て
イ
ス
ラ
ム
圏
の
演
劇
不
振
を
象
徴
し
て
い
る
。
前
者
は
、
生
身
の
役
者
が
登
場
せ
ず
、
上
演
場
所
も
劇
場

で
な
く
茶
館
だ
っ
た
。
後
者
は
、
シ
ー
ア
派
の
宗
教
儀
礼
で
あ
る
自
鞭
征
運
か
ら
派
生
し
た
厳
格
な
宗
教
劇
で
、
成
立
も
遅
く
、
最
初

の
台
本
が
書
か
れ
た
の
は
や
っ
と
十
八
世
紀
だ
っ
た
。

同
じ

一
神
教
圏
な
が
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
圏
で
は
、
ず

っ
と
早
い
段
階
で
、
同
様
の
自
鞭
行
進
が
演
劇
に
開
花
し
た
。
十
三
世
紀
、
大

衆
の
自
然
発
生
的
な
自
鞭
行
進
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
席
巻
し
た
と
き
は
、
教
皇
が
こ
れ
を
禁
上
し
た
た
め
、
運
動
は
終
息
し
た
。
し
か
し

十
四
世
紀
中
葉
の
ペ
ス
ト
大
流
行
で
、
コ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
で
自
鞭
行
進
の
熱
狂
が
再
燃
し
た
と
き
、
こ
れ
を
阻
む
教
会
勢
力
は
崩
壊
し

て
い
た
。
か
く
て
、
こ
の
自
鞭
行
進
で
自
然
発
生
し
、
唱
い
継
が
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

「歌
謡
」
（̈
営
８
３

は
、
そ
の
後
し
だ
い
に
変

化
を
被
っ
て
内
容
も
劇
的
に
な
り
、
そ
れ
が
神
秘
劇
に
変
容
し
て
、
イ
タ
リ
ア
舞
台
芸
術
の
重
要
な

一
部
門
を
構
成
す
る
よ
う
に
な
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３^
）

っ
た
。

自
鞭
運
動
が
演
劇
に
結
実
し
た
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
が
、
そ
う
で
な
か
っ
た
イ
ス
ラ
ム
社
会
よ
り
幸
福
だ
っ
た
と
は
、
決
し
て
言

え
ま
い
。

日
本
で
も
、
宗
教
が
強
す
ぎ
た
王
朝
時
代
に
は
、
自
前
の
演
劇
は
生
ま
れ
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
、
太
陽
神
の
死
と
再
生
を
テ
ー
マ

と
す
る
「天
の
岩
戸
」
神
話
の
ド
ラ
マ
は
、
初
期
演
劇
の
恰
好
の
題
材
と
な
り
う
る
が
、
そ
の
ド
ラ
マ
の
再
現
は
、
大
嘗
祭
の
一
部
「鎮

魂
祭
」
の
秘
儀
と
し
て
、
禁
裏
に
独
占
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
、
「天
の
岩
戸
」
の
ド
ラ
マ
を
儀
礼
化
し
た
鎮
魂
祭
と
は
、
平
安
朝
の
記
録

類
か
ら
窺
う
に
、
ホ
コ
を
手
に
し
た
巫
女
が
宇
気
槽
の
上
に
立
ち
、
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
ノ
ミ
コ
ト
の
子
孫
で
あ
る
猿
女
が
歌
舞
を
す
る
な

ど
、
劇
的
要
素
に
富
む
宗
教
儀
礼
だ
っ
た
ら
し
い
。

日
本
で
の
初
期
演
劇
の
成
立
は
、
宗
教
の
大
衆
化
が
進
み
、
社
会
体
制
が
乱
れ
、
多
く
の
横
死
者
が
出
た
武
家
政
治
の
時
代
で
あ
る
。

「天
の
岩
一戸
」
の
ド
ラ
マ
も
、
能

「絵
馬
」
の
中
で
劇
中
劇
と
し
て
再
現
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
能
の
登
場
人
物
に
は
、
西
国
で
滅

ん
だ
平
家
の
亡
霊
、
人
買
い
に
誘
拐
さ
れ
て
死
ん
だ
子
供
の
霊
な
ど
の
横
死
者
や
、
仏
の
歯
を
盗
ん
だ
足
疾
鬼
、
神
話
時
代
の
威
光
を

失
っ
て
凋
落
し
た
葛
城
山
の
神
な
ど
が
い
る
。
こ
れ
は
、
生
身
の
役
者
が
神
や
幽
霊
を
演
じ
ら
れ
る
ほ
ど
中
世
日
本
の
宗
教
緩
和
が
進

ん
で
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

演
劇
の
萌
芽
―
―
巫
Ｆ
の
歌
舞
対
唱

筆
者
の
専
攻
は
中
国
の
伝
統
演
劇
で
あ
る
。
い
さ
さ
か
前
置
き
が
長
す
ぎ
た
が
、
以
下
、
中
国
に
お
い
て
宗
教
か
ら
演
劇
が
成
立
し

″θ 宗教から初期演劇べ

た
過
程
を
、
他
国
の
事
例
も
参
考
に
し
な
が
ら
概
観
し
て
み
た
い
。

中
国
は
昔
か
ら
人
間
中
心
主
義
の
文
明
で
あ
り
、　
一
神
教
圏
と
比
較
す
る
と
、
宗
教
の
力
は
弱
い
よ
う
に
見
え
る
。
が
、
そ
れ
で
も
、

宗
教
の
演
劇
に
対
す
る
拘
束
力
に
は
驚
く
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
。
近
世
に
入
っ
て
か
ら
で
さ
え
、
儒
教
の
祖
　
孔
子
を
俳
優
が
演
ず
る

こ
と
は
忌
避
さ
れ
た
し
、
ま
た
、
道
教
の
有
力
な
神
で
あ
る
関
羽
や
玄
宗
を
演
ず
る
に
は
種
々
の
宗
教
的
制
約
が
あ
っ
た
。
中
世
、
古

代
に
湖
れ
ば
、
こ
う
し
た
宗
教
的
制
肘
は
な
お
さ
ら
強
力
だ
っ
た
。

中
国
で
も

「演
劇
の
萌
芽
」
は
、
な
か
な
か
開
花
で
き
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
悠
久
の
昔
か
ら
存
在
し
て
い

た
。
た
と
え
ば

「鬼
」
の
甲
骨
文
字
は

「招
魂
の
た
め
仮
面
を
か
ぶ
っ
た
霊
媒
」
を
か
た
ど
っ
た
象
形
文
字
で

あ
る
と
い
う

下^
図
）。
と
す
れ
ば
、
遅
く
と
も
今
か
ら
三
十
数
百
年
前
の
殷
代
に
は
、
後
世
の
仮
面
劇
の
萌
芽

が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

ま
た
春
秋
戦
国
時
代
の
文
献
記
録
類
を
窺
う
に
、
他
国
の
場
合
と
同
様
、
古
代
中
国
で
も
、
招
魂
儀
礼
と
し
て
、
神
を
招
く
巫

か^
ん

な
ぎ
）
と
、
神
を
自
分
の
体
の
上
に
憑
依
さ
せ
た
Ｆ

か^
た
し
ろ
）
の
対
話
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
こ
の
巫
Ｆ
の
歌

舞
対
唱
こ
そ
、
演
劇
に
お
け
る
俳
優
間
の
舞
踊
、
歌
唱
、
科
自
な
ど
の
起
源
で
あ
る
と
い
う
説
が
あ
る
。

巫
Ｆ
対
唱
の
一
例
と
し
て
、
紀
元
前
三
〇
〇
年
こ
ろ
に
成
立
し
た

『楚
辞
」
「九
歌
」
か
ら
、
神
と
人
間
の
対
話
を
掲
げ
よ
う
。
（　
）

内
の
卜
書
は
原
文
に
は
無
い
が
、
脚
韻
の
変
換
等
を
も
と
に
推
定
し
た
。

（Ｆ
、
大
司
命
の
神
に
扮
し
て
登
場
、
歌
う
）

広
開
，
天
門
　
　
　
天
の
扉
を
広
く
開
い
て

紛
吾
乗
今
玄
雲
　
　
わ
れ
は
黒
い
む
ら
雲
に
乗
る
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令
諷
風
分
先
駆
　
　
つ
む
じ
風
に
命
じ
て
先
駆
け
を
さ
せ

使
凍
雨
分
鷹
塵
　
　
夕
立
に
命
じ
て
塵
を
洗
い
清
め
さ
せ
よ
う

（巫
、
神
を
見
上
げ
な
が
ら
伴
唱
）

君
廻
翔
今
以
下
　
　
神
は
飛
び
舞
い
、
下
り
た
も
う

鍮
空
桑
分
従
女

箋
発
の
山
を
越
え
、
あ
な
た
に
つ
い
て
行
こ
う

（Ｆ
、
下
界
を
見
お
ろ
し
な
が
ら
歌
う
）

紛
総
総
分
九
州
　
　
世
界
に
ひ
し
め
く
人
間
た
ち

何
寿
夭
分
在
予
　
　
い
か
で
、　
一
人

一
人
の
寿
命
を
予
が
関
知
し
き
れ
よ
う

大
司
命
は
星
の
名
で
、
古
代
中
国
で
は
人
間
の
寿
命
を
司
る
神
と
さ
れ
た
。
夕
暮
ど
き
、
天
空
を
飛
翔
し
は
じ
め
た
星

（神
）
と
、

自
分
の
長
寿
を
祈
ろ
う
と
す
る
人
間
の
、
二
人
の
対
唱
。
人
間
は
必
死
で
神
な
る
星
を
追
い
か
け
る
。

（巫
、
神
を
見
上
げ
な
が
ら
伴
唱
）

高
飛
分
安
翔
　
　
　
一高
く
飛
び
、
安
ら
か
に
翔
け

乗
清
気
分
御
陰
陽
　
清
ら
か
な
風
に
乗
り
、
陰
陽
を
統
御
し
た
も
う

吾
与
君
今
斉
速
　
　
私
は
あ
な
た
と
同
じ
速
さ
で
走
り

導
帝
之
今
九
坑
　
　
天
帝
を
九
坑
の
山
に
ご
案
内
し
た
い

（Ｆ
、
飛
翔
の
し
ぐ
さ
を
舞
い
つ
つ
歌
う
）

霊
衣
分
被
被
　
　
　
神
の
衣
は
ひ
ら
め
き

′
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玉
侃
今
陸
離
　
　
　
身
に
侃
び
た
宝
石
は
き
ら
め
く

萱
陰
今
萱
陽
　
　
　
個
々
人
の
寿
命
で
な
く
、
大
自
然
の
陰
と
陽
の
循
環
こ
そ
が

衆
莫
知
今
余
所
為
　
余
の
職
掌
で
あ
る
こ
と
を
、
人
間
ど
も
は
知
ら
ぬ

（巫
、
神
を
見
上
げ
な
が
ら
伴
唱
）

折
疏
麻
今
咤
華
　
　
聖
な
る
疏
麻
の
美
し
い
花
を
手
折
り

将
以
遺
分
離
居
　
　
離
れ
ゆ
く
神
に
贈
ろ
う
と
し
た
の
に
‥
‥

老
書
↓
今
既
極
　
　
老
い
は
じ
わ
じ
わ
忍
び
よ
り
、
も
う
限
界
だ

不
寝
近
，
態
疏
　
　
な
の
に
祈
る
べ
き
神
は
、
近
づ
く
ど
こ
ろ
か
離
れ
て
ゆ
く

（層
、
舞
い
つ
つ
歌
う
）

乗
龍
今
鱗
鱗
　
　
　
立電
車
に
乗
っ
て
鱗
麟
と

高
馳
今
沖
天
　
　
　
天
頂
た
か
く
馳
せ
の
ぼ
る

（月
、
退
場
。
巫
、
ひ
と
り
仕
み
、
歌
う
）

結
桂
枝
今
延
仕
　
　
捧
げ
も
の
の
香
木
の
東
を
手
に
、
仕
む
ば
か
り

売
念
思
今
愁
人
　
　
あ
あ
、
思
え
ば
思
う
ほ
ど
切
な
い

愁
人
分
奈
何
　
　
　
で
も
、
は
か
な
ん
で
、
ど
う
な
る
の
だ

願
若
今
，
無
腐
　
　
せ
め
て
今
こ
の
瞬
間
が
完
全
で
あ
れ
と
願
お
う

固
人
命
分
有
当
　
　
も
と
よ
り
人
の
寿
命
は
天
命
だ

執
離
合
今
可
為
　
　
霊
肉
の
離
合
を
、
誰
が
自
由
に
作
為
で
き
よ
う
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こ
う
し
た
巫
Ｆ
の
歌
舞
対
唱
が
順
調
に
発
展
す
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
初
期
演
劇
の
演
出
の
祖
型
と
な
り
う
る
。
ギ
リ
シ
ア
悲
劇

「
ペ
ル

シ
ア
の
人
々
」
で
は
、
巫
は
舞
唱
隊
に
、
Ｆ
は
グ
レ
イ
オ
ス
エ
の
亡
霊
に
な
る
。
日
本
の
夢
幻
能
で
は
、
巫
は
旅
僧
を
演
す
る
フ
キ
に
、

Ｆ
は
幽
霊
を
演
ず
る
ン
テ
に
な
る
。

中
国
で
は
巫
層
の
歌
舞
対
唱
が
宗
教
の
範
疇
に
と
ど
ま
っ
た
期
間
が
長
く
、
な
か
な
か
演
劇
に
開
花
で
き
な
か
っ
た
。
強
力
な
宗
族

支
配
の
存
在
と
い
う
社
会
的
構
造
が
、
宗
教
儀
礼
の
演
劇
化
を
阻
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
古
代
の
演
劇
の
萌
芽
は
、
早
い
段
階
で
有
力

宗
族
の

「廟
祭
」
に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
い
、
有
力
宗
族
に
よ
る
村
落
支
配
の
道
具
と
し
て
秘
儀
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
、
古

代
日
本
で

「天
の
岩
戸
」
の
ド
ラ
マ
が
鎮
魂
祭
に
吸
収
さ
れ
秘
儀
化
し
た
経
緯
を
想
起
さ
せ
る
。

か
く
し
て
中
国
で
は
演
劇
の
無
い
時
代
が
長
く
続
い
た
が
、
そ
の
補
償
作
用
と
し
て
、
劇
的
ス
ト
ー
リ
ー
を
も
つ
長
編
叙
事
詩
の
名

作
が
輩
出
し
た
。
「凱
諦
影
駆
征
」
■
沿
買
難
離
熟
」
「恭
敵
静
」
３
ヽ
慨
距
」
な
ど
の
古
詩
や
、
「変
文
」
と
呼
ば
れ
る
韻
文
型
式
の
語

り
物
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
叙
事
詩
は
、
後
世
、
中
国
演
劇
が
生
ま
れ
た
あ
と
演
日
の
題
材
を
提
供
し
た
だ
け
で
な
く
、
叙
事
詩

の
ス
タ
イ
ル
自
体
が
、
演
劇
の
歌
詞
の
ス
タ
イ
ル
の
祖
型
の
一
つ
に
な
っ
た
。

〓
●

し
　
　
　
　
　
　
（ｎ
）

祭
祀
演
劇
の
発
生

中
国
で
演
劇
発
生
を
阻
む
社
会
構
造
の
緩
和
が
進
ん
だ
の
は
、
律
令
国
家
体
制
が
崩
れ
る
中
晩
唐
期
以
降
か
ら
で
あ
る
。
農
村
で
は

「社
」
の
組
織
が
宗
教
色
を
失
い
、
祭
祀
儀
礼
の
芸
能
化
が
進
ん
だ
。
そ
し
て
五
代
十
国
の
動
乱
期
を
経
て
未
代
に
入
る
と
、

①
宗
教
的
長
怖
心
の
緩
和
。
産
業
経
済
が
飛
躍
的
に
向
上
し
た
こ
と
で
、
豊
作
祈
願
な
ど
呪
術
的
祭
祀
に
頼
る
度
合
い
が
減
っ
た
。

″7 宗教から初期演劇ヘ

②
社
会
構
造
の
変
化
。
北
宋
期
、
多
数
の
客
戸
遊
民
が
農
村
に
流
入
し
た
結
果
、
農
村
の
成
員
は
多
様
化
し
、
量
的
に
も
膨
脹
し
た
。

地
主
層
は
変
質
し
た
農
村
を
再
び
掌
握
す
る
た
め
、
旧
来
の
社
祭
組
織
に
代
え
て
、
芸
能
　
娯
楽
的
要
素
を
含
む
新
し
い
形
の
祭
祀

儀
礼
を
模
索
し
た
。

③
演
劇
を
支
え
う
る
経
済
的
基
盤
が
整
っ
た
こ
と
。
都
市
の
基
本
的
性
格
が
、
そ
れ
ま
で
の
政
治
都
市
か
ら
経
済
都
市
へ
と
変
貌
し
、

都
市
内
に

「盛
り
場
」
が
形
成
さ
れ
た
。
ま
た
、
貨
幣
経
済
の
発
展
に
伴
い
、
農
村
の
自
給
自
足
体
制
が
崩
れ
、
農
村
市
場
圏
が
形

成
さ
れ
た
。

な
ど
の
演
劇
発
生
の
素
地
が
整
い
、
中
国
で
も
よ
う
や
く
演
劇
が
発
生
し
た
。

昔
の
日
本
語
で
役
者
を

「河
原
乞
食
」
と
呼
ぶ
蔑
称
が
あ
っ
た
が
、
中
国
で
も

「河
市
」
と
い
う
水
路
沿
い
の
市
に
芸
能
者
が
集
ま

り
、
芸
を
売
る
生
活
を
し
て
い
た
。
社
の
祭
り
の
演
劇
化
が
最
初
に
実
現
し
た
の
は
、
こ
の
河
市
だ
っ
た
ら
し
い
。
河
市
は
、
市
成
大

（
一
一
二
六
―

一
一
九
二
）
の
詩
に
、

豊
是
従
容
唱
渭
城
　
　
ゆ
っ
た
り
と

「陽
関
三
畳
」
の
曲
を
歌
っ
て
る
よ
う
に
見
え
て
も

箇
中
当
有
不
平
鳴
　
　
そ
の
中
に
は
不
平
の
調
べ
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
に
違
い
な
い

可
憐
日
晏
忍
飢
面
　
　
あ
わ
れ
む
べ
し
、
日
が
暮
れ
て
も
飢
え
を
顔
色
に
出
さ
ず

強
作
春
深
求
友
声
　
　
春
深
く
し
て
友
を
求
め
る
鷲
の
声
を
、
し
い
て
出
し
て
い
る

と
詠
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
、
下
級
遍
歴
俳
優
が
集
ま
る
場
所
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た

「市
」
で
芸
能
化
し
た
社
の
祭
り
は
、
再
び
農
村
に
帰
り
、
村
落
演
劇
と
な
っ
た
。
村
落
の
祭
り
の
日
、
小
市
場
地
の
寺

廟
で
演
じ
ら
れ
て
い
た
当
時
の
演
劇
に
つ
い
て
は
、
脚
本
も
残
っ
て
い
な
い
。
た
だ
、
演
劇
上
演
に
対
し
て
役
所
が
出
し
た
禁
令
と
か
、
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当
時
の
村
落
演
劇
を
観
劇
し
た
文
人
が
書
い
た
随
筆
や
詩
な
ど
の
文
献
資
料
が
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
総
合
す
る
に
、
当
時
の
演
劇

は
、
現
在
で
も
中
国
の
辺
境
や
朝
鮮
半
島
で
演
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
仮
画
劇
で
あ
っ
た
。

楊
万
里

（
一
一
二
四
―
一
二
〇
工０

は
、
当
時
の
農
村
の
祭
り
に
お
け
る
村
落
演
劇
の
様
子
を
、

作
社
朝
祠
有
足
観
　
　
祠
に
向
か
っ
て
献
ず
る
社
の
祭
り
は
見
ご
た
え
が
あ
る

山
農
祈
福
更
迎
年
　
　
片
回
舎
の
農
夫
は
福
を
祈
り
、
豊
か
な
実
り
を
迎
え
た

忽
然
鋪
鼓
来
何
処
　
　
突
然
、
ど
こ
か
ら
か
笛
と
鼓
の
音
が
聞
こ
え
て
く
る
と

走
殺
児
童
最
可
憐
　
　
子
供
た
ち
が
駆
け
て
行
く
の
も
可
愛
ら
し
い

虎
面
豹
頭
時
自
顧
　
　
虎
や
豹
の
仮
面
を
か
ぶ
っ
た
者
た
ち
は
時
お
り
互
い
に
見
か
わ
し

野
謳
市
舞
各
争
妍
　
　
農
夫
の
歌
と
市
の
俳
優
の
舞
が
互
い
に
妍
を
競
い
あ
っ
て
い
る

工
侯
将
相
饒
尊
貴
　
　
工
侯
貴
族
は
上
流
の
生
活
に
飽
食
し
て
い
る
が

不
博
渠
濃

一
鋼
嶽
　
　
彼
や
私
の
よ
う
な
お
祭
り
騒
ぎ
の
醍
醐
味
は
味
わ
え
ま
い

と
詠
じ
て
」
型

。
「市
」
の
芸
能
が
農
村
に
流
入
し
、
仮
面
を
か
ぶ
っ
た
役
者
が
笛
と
鼓
の
里
神
業
に
乗
っ
て
舞
う
様
子
が
、
日
に
見
え

る
よ
う
で
あ
る
。

′′, 宗教から初期演劇べ

初
期
演
劇
の
特
徴
―
―
宗
教
性
ゆ
え
の
写
実
性
の
抑
制

こ
う
し
た
宋
代
の
仮
面
劇
そ
の
も
の
を
見
る
こ
と
は
現
代
で
は
不
可
能
だ
が
、
幸
い
、
中
国
の
辺
境
の
農
村
部
に
は
、
当
時
の
面
影

を
し
の
ば
せ
る
仮
面
劇
が
地
方
劇
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
「灘
戯
」
と
総
称
さ
れ
る
そ
れ
ら
の
仮
面
劇
は
、
む
ろ
ん
未
代
そ
の
ま
ま
の
形

で
は
な
い
が
、
本
質
的
部
分
は
文
献
資
料
か
ら
窺
わ
れ
る
宋
代
の
仮
面
劇
と
、
あ
ま
り
変
化
し
て
い
な
い
。

筆
者
は
大
学
で
、
中
国
の
伝
統
演
劇
に
つ
い
て
の
講
義
を
受
け
も
っ
て
い
る
。
受
験
戦
争
を
経
て
き
た
学
生
の
中
に
は
、
中
国
演
劇

は
お
ろ
か
日
本
の
舞
台
演
劇
す
ら
見
た
こ
と
の
な
い
人
も
多
い
。
そ
こ
で
講
義
の
際
、
筆
者
は
自
分
で
撮
影
し
た
中
国
劇
の
上
演
ビ
デ

オ
を
放
映
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
中
国
の
伝
統
演
劇
は
、
現
在
、
約
二
百
種
に
の
ぼ
る
地
方
劇
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
中
か

ら
各
発
展
段
階
の
面
影
を
残
す
代
表
的
な
劇
種
を
選
び
、
順
番
に
ビ
デ
オ
を
放
映
し
な
が
ら
中
国
演
劇
史
の
説
明
を
す
る
と
、
話
を
わ

か
っ
て
も
ら
い
や
す
い
の
で
あ
る
。

現
存
の
地
方
劇
の
う
ち
、
饉
戯
や
高
腔
は
、
初
期
演
劇
の
面
影
を
濃
厚
に
残
す
劇
種
で
あ
る
。
良
劇
、
秦
腔
は
そ
の
次
に
古
い
形
を

残
す
。
外
国
で
も
有
名
な
京
劇
は
、
実
は
二
百
年
程
度
の
歴
史
し
か
な
い
比
較
的
新
し
い
劇
種
で
あ
る
。

ま
ず
饉
戯
の
ビ
デ
オ
を
放
映
す
る
。
画
面
に
立
回
り
の
場
面
が
映
る
と
、
学
生
の
中
か
ら
く
す
く
す
と
笑
い
声
が
起
こ
る
。
戦
士
の

仮
面
を
装
着
し
た
男
た
ち
が
、
原
色
の
衣
装
を
着
て
、
雉
尾
冠
を
か
ぶ
り
、
背
中
に
小
旗
を
負
い
、
手
に
槍
を
も
ち
、
喚
声
を
あ
げ
つ

つ
、
ぐ
る
ぐ
る
走
り
回
り
続
け
る
。　
一
見
す
る
と
、
演
劇
と
い
う
ょ
り

「
子
供
の
戦
争
ご
っ
こ
」
と
い
う
感
じ
に
近
い
。

そ
の
あ
と
、
京
劇
の
「自
蛇
伝
」
の
立
回
り
場
面
を
放
映
す
る
。
学
生
は
、
と
た
ん
に
回
唾
を
の
ん
で
画
面
を
見
入
る
よ
う
に
な
る
。

連
続
数
十
回
の
と
ん
ぼ
返
り
や
、
槍
を
使
っ
た
荒
技
の
数
々
に
、
学
生
諸
君
は
圧
倒
さ
れ
て
し
ま
う
。
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京
劇
は
、
典
型
的
な
世
俗
的
演
劇
で
あ
る
。
そ
の
移
し
日
で
擬
戯
の
よ
う
な
初
期
演
劇
を
見
る
と
、
素
朴
　
古
拙
と
い
う
印
象
は
否

め
な
い
。
学
生
の
反
応
は
、
素
直
で
あ
る
。

た
だ
し
、
素
朴
は

「粗
末
」
と
は
違
う
。
世
俗
的
演
劇
に
比
べ
る
と
、
初
期
演
劇
は
娯
楽
性
や
写
実
性
に
乏
し
い
。
が
、
そ
れ
は
宗

教
性
ゆ
え
の
奈
欲
の
結
果
で
あ
っ
て
、
貧
困
や
手
抜
き
の
せ
い
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
、
＋
〓
世
紀
以
来
上
演
さ
れ
て
き
た
ス
ペ
イ
ン
の

「
エ
ル
チ
ェ
の
神
秘
劇
」
は
、
聖
母
マ
リ
ア
の
死
と
昇
天
を
扱
っ
た
典

礼
劇
で
あ
る
が
、　
マ
リ
ア
を
演
ず
る
の
は
女
優
で
は
な
い
。
生
前
の
マ
リ
ア
を
演
ず
る
の
は

一
人
の
少
年
で
あ
り
、
死
後
の
マ
リ
ア
を

演
ず
る
の
は
人
間
で
す
ら
な
く
、
聖
母
像
そ
の
も
の
で
あ
型

。
も
し
目
先
の
写
実
性
を
追
い
、
女
優
を
使
っ
た
と
し
た
ら
、
ド
ラ
マ
全

体
の
高
度
な
緊
張
感
は
失
わ
れ
る
だ
ろ
う
。

傷
戯
の
仮
面
は
、
「
エ
ル
チ
ェ
の
神
秘
劇
」
の
聖
母
像
に
あ
た
る
。
仮
面
そ
の
も
の
が
御
神
休
な
の
で
あ
り
、
饉
戯
は
仮
面
を
祭
る
た

め
の
儀
礼
な
の
だ
か
ら
、
世
俗
的
演
劇
の
よ
う
な
意
味
で
の
写
実
性
は
排
除
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

世
界
の
仮
面
劇
の
多
く
は
、
故
意
に
仮
面
の
サ
イ
ズ
を
狂
わ
せ
た
り
、
造
型
を
歪
め
た
り
し
て
、
写
実
性
を
抑
制
し
て
い
る
。
日
本

の
能
面
は
、
造
型
こ
そ
リ
ア
ル
だ
が
、
仮
面
の
下
か
ら
役
者
の
あ
ご
が
は
み
出
る
ほ
ど
小
さ
く
作
る
こ
と
で
、
日
先
の
写
実
性
を
抑
制

し
て
い
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
以
前
の
宗
教
画
で
人
体
比
が
故
意
に
破
壊
さ
れ
て
い
る
の
と
、
同
じ
心
理
で
あ
る
。
逆
に
、
宋
代
の
仮
面
劇

は
、
桶
の
よ
う
に
大
き
な
仮
面
を
使
用
し
て
い
た
ら
し
い
。
現
在
の
衡
戯
の
仮
面
は
、
ル
キ
ア
ン
ス
が
描
写
し
た
と
こ
ろ
の
ギ
リ
シ
ア

悲
劇
の
仮
面
と
同
じ
く
、
誇
張
的
造
型
で
目
先
の
写
実
性
を
抑
制
し
て
い
る
。
現
代
人
は
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
性
ゆ
え
の
抑
制
を
、
「下

手
」
「粗
末
」
と
誤
解
し
や
す
い
。

私
見
に
よ
れ
ば
、
演
劇
の
場
合
、
こ
う
し
た
抑
制
は
、
視
覚
的
要
素
よ
り
も
、
実
は
む
し
ろ
聴
覚
的
要
素
に
お
い
て
強
く
あ
ら
わ
れ

て
い
る
。
初
期
演
劇
の
劇
音
楽
の
抑
制
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
研
究
者
が
あ
ま
り
触
れ
な
か
っ
た
点
で
あ
る
の
で
、
以
下
に
や
や
詳
し

′2′ 宗教から初期演劇べ

く
述
べ
よ
う
。

初
期
演
劇
の
音
楽
に
つ
い
て
の
謎
―
―
な
ぜ
弦
鳴
楽
器
を
使
わ
な
い
の
か

擁
戯
や
能
の
伴
奏
音
楽
で
は
、
弦
鳴
楽
器
を
使
わ
な
い
。
声
楽
、
気
鳴
楽
器
、
打
楽
器
の
三
種
類
の
み
で
あ
る
。
毘
琶
や
筆
な
ど
の

弦
鳴
楽
器
は
、
か
た
く
な
に
排
除
さ
れ
て
い
る
。
能
が
弦
鳴
楽
器
を
排
除
す
る
理
由
は
不
明
と
さ
れ
て
い
る
が
、
筆
者
は
、
日
本
と
中

国
の
初
期
演
劇
が
と
も
に
弦
鳴
楽
器
を
使
用
し
な
い
と
い
う
符
合
に
、
謎
を
説
く
ヒ
ン
ト
が
あ
る
と
考
え
る
。

「能
」
は
中
国
語

「擬
」
の
転
訛
だ
、
と
い
う
ジ
ョ
ー
ク
が
あ
る
ほ
ど
、
中
国
の
仮
面
劇
は
能
と
似
て
い
る
。
も
し
能
と
灘
戯
だ
け
の

こ
と
な
ら
、
草
の
根
レ
ベ
ル
で
の
文
化
の
水
平
伝
播
が
両
者
の
本
質
的
類
似
の
原
因
で
あ
る
可
能
性
も
、
排
除
で
き
な
い
。
し
か
し
、

弦
鳴
楽
器
排
除
の
傾
向
は
、
実
は
、
広
く
世
界
の
初
期
演
劇
に
見
ら
れ
る
傾
向
な
の
で
あ
る
。
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
典
礼
劇
や
神
秘
劇

で
も
、
劇
音
楽
は
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
や
パ
イ
ア
オ
ル
ガ
ン
な
ど
で
行
わ
れ
、
弦
鳴
楽
器
は
使
用
を
抑
制
さ
れ
て
い
た
。
ギ
リ
シ
ア
悲
劇

も
、
伴
奏
は
笛
吹
き

（ア
ウ
レ
ー
ア
ー
ス
）
の
吹
く

一
本
の
ア
ク
ロ
ス
の
笛
で
す
べ
て
を
ま
か
な
っ
て
い
た
。

ち
な
み
に
、
初
期
演
劇
の
つ
ぎ
の
世
俗
的
演
劇
の
段
階
に
な
る
と
、
三
味
線
を
使
う
歌
舞
伎
、
胡
弓
を
使
う
京
劇
、
バ
イ
オ
リ
ン
を

使
う
オ
ペ
ラ
の
よ
う
に
、
劇
音
楽
は
弦
鳴
楽
器
中
心
に
な
っ
て
し
ま
う
。

初
期
演
劇
の
気
鳴
楽
器
中
心
主
義
の
謎
は
、
裏
を
返
せ
ば
、
世
俗
的
演
劇
の
弦
鳴
楽
器
中
心
主
義
の
謎
な
の
で
あ
る
。

再
び
中
国
の
初
期
演
劇
の
劇
音
楽
を
見
て
み
よ
う
。
灘
戯
以
外
に
は
、
宋
元
雑
劇

（笛
と
打
楽
器
）、
南
戯

（笛
と
打
楽
器
）
な
ど
が
初

期
演
劇
と
言
え
る
が
、
こ
れ
ら
は
お
し
な
べ
て
弦
鳴
楽
器
を
排
除
し
て
い
た
。
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未

・
金
代
の
雑
劇
に
つ
い
て
は
脚
本
も
残
っ
て
お
ら
ず
、
文
献
記
録
も
乏
し
い
が
、
当
時
の
上
演
の
様
子
を
描
い
た
彫
樽
や
石
刻
な

ど
が
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
年
代
順
に
並
べ
て
み
る
と
、
ま
だ
教
坊
音
楽
の
影
響
が
残
っ
て
い
た
北
宋
期
は
弦
鳴
楽
器
も
入
れ
て
い
た

が
、
南
未

・
金
期
に
入
る
と
弦
鳴
楽
器
が
洵
汰
さ
れ
、
楽
隊
が
整
理
さ
れ
て
い
く
過
程
を
追
う
こ
と
が
で
き
る
。

元
山
の
場
合
、
歌
の
旋
律
や
リ
ズ
ム
は
ま
っ
た
く
同
じ
山
調
で
あ
る
の
に
、
謡
い
も
の
と
し
て
室
内
楽
的
に
演
奏
す
る

「散
曲
」
の

と
き
は
琵
琶
や
寧
な
ど
の
撥
弦
楽
器
を
使
用
す
る
が
、
こ
れ
を
演
劇
と
し
て
上
演
す
る

「雑
劇
」
の
と
き
は
笛
を
伴
奏
楽
器
と
す
る
、

と
い
う
念
の
入
り
よ
う
で
あ
っ
た
。
あ
た
か
も

「初
期
演
劇
の
上
演
で
は
弦
鳴
薬
器
を
使
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
規
則
が
存
在
し

て
い
た
か
の
よ
う
な
徹
底
ぶ
り
で
は
な
い
か
。

南
中
国
の
初
期
演
劇
で
あ
る
南
戯
も
、
弦
鳴
楽
器
を
排
除
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
こ
ん
な
エ
ピ
ツ
ー
ド
も
生
ま
れ
た
。
明
の
大
祖

は
南
戯
の

『琵
琶
記
』
を
大
変
に
気
に
入
り
、
脚
本
を
入
手
す
る
と
早
速
、
宮
中
の
伶
人
に
演
じ
さ
せ
た
。
し
か
し
、
南
戯
ゆ
え
弦
鳴

楽
器
を
使
え
ぬ
の
を
物
足
り
な
く
思
い
、
伶
人
に
命
じ
て
、
琵
琶
や
争
な
ど
を
伴
奏
に
加
え
る
よ
う
試
み
さ
せ
た
。
が
、
木
に
竹
を
継

ぐ
よ
う
な
皇
帝
の
素
人
考
え
は
、
結
局
、
成
功
し
な
か
っ
た
。
南
戯

へ
の
弦
鳴
楽
器
導
入
は
、
魏
良
輔
の
星
腔
（南
戯
四
大
唱
腔
の
一
３

改
革
ま
で
成
功
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
中
国
の
初
期
演
劇
は
、
徹
底
的
に
弦
鳴
楽
器
を
排
除
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
明
確
な

説
明
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
せ
い
ぜ
い

「散
由
は
狭
い
場
所
で
す
る
弾
き
語
り
な
の
で
、
音
量
の
小
さ
な
琵
琶
が
使
わ
れ
た
。
雑

劇
は
広
い
場
所
で
上
演
す
る
演
劇
な
の
で
、
音
量
の
大
き
い
笛
が
使
わ
れ
た
」
云
々
の
説
明
が
な
さ
れ
る
程
度
だ
っ
た
。

こ
れ
は
、
質
の
問
題
を
量
で
説
明
し
よ
う
と
す
る
一
種
の
す
り
か
え
論
法
で
は
な
い
か
。
当
時
、
劇
音
楽
で
使
用
さ
れ
て
い
た
笛
の

音
量
が
、
琵
琶
よ
り
は
る
か
に
勝
る
大
音
量
だ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
よ
し
ん
ば
当
時
の
琵
琶
が
音
量
不
足
だ
っ
た
と
し
て
も
、
音

量
だ
け
の
問
題
な
ら
、
排
除
さ
れ
る
必
然
性
は
無
い
。
む
し
ろ

「枯
れ
木
も
山
の
賑
わ
い
」
の
喩
え
ど
お
り
、
琵
琶
を
笛
と
合
奏
さ
せ

′な 宗教から初期演劇べ

た
方
が
伴
奏
全
体
の
音
量
は
増
し
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
仮
に
、
琵
琶
の
音
量
だ
け
増
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
歌
舞
伎
の
三
味
線
の
よ

う
に

「合
奏
」
と
い
う
手
段
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

初
期
演
劇
の
気
鳴
楽
器
中
心
主
義
は
、
招
魂
儀
礼
の
な
こ
り

初
期
演
劇
の
劇
音
楽
以
外
で
み
る
と
、
祭
礼
音
楽
（特
に
そ
の
送
葬
音
楽
）
、
軍
楽
な
ど
も
、
世
界
的
に
気
鳴
楽
器
中
心
主
義
で
あ
る
。

筆
者
は
、
こ
こ
に
問
題
を
解
く
鍵
が
あ
る
と
考
え
る
。
こ
れ
ら
弦
鳴
楽
器
を
排
除
す
る
傾
向
の
強
い
音
楽
に
は
、
み
な
、
宗
教
の
影
が

さ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

初
期
演
劇
の
本
質
は

「疑
似
再
出
生
体
験
」
で
あ
っ
た
。
中
国
劇
で
は
、
役
者
が
舞
台
に
登
場
す
る
と
き
の
出
入
口
は
、
そ
の
名
も

ず
ば
り

「鬼
門
道
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
そ
の

「幽
霊
の
出
入
口
」
か
ら
死
者
を
現
世
に
一
時
的
に
復
活
さ
せ
る
た
め
に
、
劇
音
楽

に
よ
る

「疑
似
再
出
生
体
験
」
の
演
出
作
業
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

打
楽
器
は
、
心
臓
の
鼓
動
の
象
徴
だ
っ
た
。
単
旋
律
に
よ
る
声
楽
は
、
産
声
の
再
現
で
あ
る
。
気
鳴
楽
器
の
音
色
は
、
古
代
人
が
生

命
そ
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
呼
吸
を
連
想
さ
せ
る
。
そ
ん
な
音
楽
演
出
に
お
い
て
、
生
命
の
表
象
と
直
接
の
関
係
を
も
た
な
い

弦
鳴
楽
器
は
、
邪
魔
に
な
る
だ
け
で
あ
る
。

一
言
で
い
え
ば
、
初
期
演
劇
が
弦
鳴
楽
器
を
排
除
す
る
傾
向
を
も
つ
の
は
、
古
代
の
招
魂
儀
礼
の
技
術
を
継
承
し
た
結
果
な
の
で
あ

る
。
死
者
を
冥
界
か
ら
舞
台
上
に
迎
え
る
と
い
う
非
日
常
的
体
験
を
、
観
衆
に
自
然
に
受
け
入
れ
さ
せ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
な
り
の
心

理
的
演
出
が
必
要
だ
っ
た
。
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鳩
笛
や
オ
カ
リ
ナ
の
音
を
聞
く
と
、
別
に
子
供
時
代
そ
れ
ら
を
吹
い
た
わ
け
で
な
く
と
も
、
な
ん
と
な
く
懐
か
し
い
気
持
に
な
る
。

こ
れ
も
気
鳴
楽
器
の
心
理
効
果
で
あ
る
。
ま
た
打
楽
器
の
連
打
を
聞
く
と
気
分
が
高
揚
す
る
が
、
こ
れ
は
、
深
層
心
理
に
眠
る

「胎
児

体
験
」
が
刺
激
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
夜
泣
さ
す
る
赤
子
も
、
母
親
が
お
ぶ
っ
て
や
る
と
、
胎
内
で
聞
き
慣
れ
た
母
親
の
心
臓
の
鼓
動

を
肌
で
感
じ
、
す
や
す
や
と
眠
る
。
実
は
、
こ
の
よ
う
な
胎
児
期
の
原
著
楽
体
験
の
記
憶
は
、
成
人
の
深
層
心
理
の
最
古
層
に
も
眠
っ

て
い
る
。
楽
音
と
深
層
心
理
の
関
係
に
つ
い
て
、
筆
者
は
別
の
場
所
で
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
以
上
は
く
り
返
さ
な
い
。

宗
教
音
楽
や
初
期
演
劇
の
劇
音
楽
は
、
楽
音
が
人
間
の
深
月
心
理
に
与
え
る
こ
う
し
た
効
果
を
、
巧
み
に
応
用
し
て
い
る
。

吉
神
道
の
石
笛
、
仏
教
声
明
音
楽
の
法
螺
貝
、
虚
無
僧
の
尺
八
、
教
会
音
楽
の
パ
イ
′
オ
ル
ガ
ン
、
中
国
の
衷
楽
に
お
け
る
チ
ャ
ル

メ
ラ
、
西
洋
の
葬
送
楽
に
お
け
る
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
．
宗
教
音
楽
の
多
く
は
気
鳴
楽
器
中
心
主
義
で
あ
る
。
人
間
の
声
楽
も
、
科
学
的
に

見
れ
ば

一
種
の
気
鳴
楽
器
で
あ
る
の
で
、
コ
ー
ラ
ン
の
朗
詠
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
、
黒
人
生
歌
の
よ
う
な
純
粋
声
業
も
宗
教
音
楽
に
は

多
い
。
日
本
語
の

「笛
」
の
語
源
が

「振
え
」
で
あ
る
こ
と
が
端
的
に
示
し
て
い
る
が
、
気
鳴
楽
器
は
、
本
来
、
呼
吸
に
よ
り
常
的
波

動
を
高
め
る
魂
振
の
呪
具
で
あ
っ
た
。
「生
き
も
の
」
は
ま
さ
に

「息
も
の
」
な
の
で
あ
る
。
多
く
の
国
の
言
葉
で

「呼
哄
」
を
現
す
言

葉
と

「生
命
」
を
現
す
言
葉
は
、
類
義
語
の
関
係
に
あ

っ
た
。

一
方
　
打
楽
器
は
、
招
か
れ
る
神

（祖
霊
）
が
生
前
、
心
臓
を
も
つ
人
間
だ
っ
た
場
合
に
多
用
さ
れ
た
。
能
や
価
戯
の
劇
音
楽
が
そ

う
で
あ
る
。
「
エ
ル
チ
ェ
の
神
秘
劇
」
で
打
楽
器
の
使
用
が
抑
制
さ
れ
て
い
る
わ
け
は
、
コ
ー
ラ
ン
の
朗
詠
や
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
と
同
じ

理
由
に
よ
る
。
唯

一
神
は
永
遠
で
あ
り
、
寿
命
が
無
い
か
ら
、
心
臓
を
連
想
さ
せ
る
打
楽
器
の
使
用
は
抑
制
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
な
の

お^
）

で
あ

る
。

能
が
、
古
神
道
の
石
笛
を
継
承

（な
い
し
復
興
）
し
た
能
管
の
音
色
に
頼

っ
た
よ
う
に
、
世
界
の
初
期
演
劇
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
の

宗
教
音
楽
に
頼

っ
て
い
た
。

時
代
が
く
だ
り
、
社
会
の
脱
宗
教
化
が
進
む
と
、
宗
教
の
影
を
引
き
ず

っ
た
初
期
演
劇
か
ら
、
娯
楽
を
日
的
と
す
る
世
俗
的
演
劇
が

生
ま
れ
て
き
た
。
か
く
て
役
者
は
仮
面
を
は
ず
し
、
個
性
を
主
張
す
る
美
し
い
顔
で
観
客
を
堪
能
さ
せ
る
よ
う
に
な
り
、
楽
人
も
楽
器

を
技
巧
的
表
現
が
し
や
す
い
弦
鳴
楽
器
に
も
ち
替
え
た
。
歌
舞
伎
、
京
劇
、
オ
ペ
ラ
な
ど
、
世
俗
的
演
劇
の
時
代
が
や
っ
て
き
た
の
で

あ
る
。

む
す
び
―
―
初
期
演
劇
が
現
代
に
訴
え
か
け
る
も
の

そ
の
世
俗
的
演
劇
の
時
代
も
、
す
で
に
終
わ
っ
た
。
現
代
は
、
演
劇
の
危
機
の
時
食
で
あ
る
。

個
人
主
義
を
基
本
と
す
る
現
代
社
会
に
あ
っ
て
は
、
芸
術
も
ま
た
個
人
商
品
化
さ
れ
て
し
ま
う
。
演
劇
は
、
音
楽
と
同
様
、
本
質
的

に
は
集
団
性
の
再
現
芸
術
で
あ
る
の
で
、
個
人
商
品
化
に
は
な
じ
み
に
く
い
。
現
代
は
、
宗
教
が
強
す
ぎ
た
時
代
と
同
様
に
、
演
劇
に

と
っ
て
生
き
に
く
い
時
代
な
の
で
あ
る
。

日
本
製

「
ウ
ォ
ー
ク
マ
ン
」
が
初
め
て
発
売
さ
れ
た
と
き
、
あ
る
西
洋
の
音
楽
家
は

「も
し
こ
の
機
械
が
若
者
の
あ
い
だ
に
普
及
し

た
ら
、
音
楽
は
み
ん
な
で
楽
し
む
も
の
だ
と
い
う
西
洋
音
楽
の
美
し
い
伝
統
は
終
わ
る
だ
ろ
う
」
と
嘆
息
し
た
と
い
う
。

演
劇
も
ま
た
、
同
じ
問
題
に
ぶ
つ
か
っ
て
い
る
。
現
代
演
劇
の
普
通
の
劇
場
で
は
、
客
席
を
暗
く
し
、
舞
台
に
の
み
照
明
を
あ
て
る
。

客
席
を
暗
く
す
る
の
は
、
観
客
相
互
の
連
携
を
断
ち
、
観
客
個
々
人
が
舞
台
に
向
く
よ
う
に
し
て
、
舞
台
か
ら
観
客

へ
の

一
方
向
性
を

確
定
す
る
た
め
の
措
置
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
観
衆
と
演
者
の
区
別
が
曖
味
で
、
半
ば

「祭
り
」
だ
っ
た
初
期
演
劇
と
、
な
ん
と
異
質
の

世
界
で
あ
ろ
う
。
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か
く
て
演
劇
の
観
衆
は
、
ど
う
せ

一
方
向
的
な
個
人
観
賞
を
強
要
さ
れ
る
な
ら
、
と
、
演
劇
よ
り
も
映
画
へ
、
さ
ら
に
テ
レ
ビ
ヘ
と

流
れ
て
行
っ
た
。
今
日
で
は
映
画
館
さ
え
次
々
と
姿
を
消
し
、
代
わ
っ
て
、
よ
り
個
人
商
品
化
に
適
応
し
た
レ
ン
グ
ル
・
ビ
デ
オ
の
深

夜
営
業
店
が
急
増
中
で
あ
る
。

ま
た
現
代
社
会
は
、
価
値
の
多
様
化
を
認
め
、
個
性
を
尊
重
す
る
社
会
で
あ
る
。
初
期
演
劇
で
は

「再
現
」
そ
の
も
の
に
す
で
に
価

値
が
認
め
ら
れ
て
い
た
の
だ
が
、
現
代
演
劇
で
は
何
よ
り
も

「創
造
」
に
価
値
が
置
か
れ
る
。
い
き
お
い
、
時
事
風
俗
を
追
い
か
け
る

新
作
が
濫
造
さ
れ
る
。
親

ｏ
子
　
孫
が
揃
っ
て
観
劇
に
行
き
た
い
と
思
う
よ
う
な
作
品
は
、
現
代
演
劇
で
は
ま
れ
で
あ
る
。
今
世
紀
の

演
劇
作
品
の
う
ち
、　
一
千
年
後
の
未
来
ま
で

「古
典
」
と
し
て
生
き
続
け
る
作
品
が
、
ど
れ
ほ
ど
あ
る
だ
ろ
う
か
。

演
劇
は
こ
う
し
て
袋
小
路
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
。
困
っ
た
こ
と
に
、
か
っ
て
初
期
演
劇
を
生
む
原
動
力
と
な
っ
た
人
間
の
苦
悩
の
方

は
、
依
然
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。

一
九
九
五
年

一
月
十
七
日
未
明
、
阪
神
大
震
災
が
起
こ
り
、
多
く
の
命
が
失
わ
れ
た
。

そ
の
四
月
、
京
都
の
壬
生
寺
で
、
震
災
の
犠
牲
者
の
追
善
法
要
が
な
さ
れ
た
。
壬
生
寺
に
は

「壬
生
狂
言
」
と
呼
ば
れ
る
古
い
演
劇

が
伝
わ
っ
て
い
る
。
法
要
の
あ
と
、
境
内
の
大
念
仏
堂
で

「餓
鬼
角
力
」
と
い
う
演
目
が
演
じ
ら
れ
た
。
死
者
が
地
蔵
菩
薩
に
守
ら
れ

て
鬼
に
打
ち
勝
つ
、
と
い
う
芝
居
で
あ
る
。
舞
台
の
登
場
人
物
は
み
な
仮
面
を
つ
け
て
い
た
。
ま
た
供
養
の
意
味
で
、
狂
言
衣
装
の
表

裏
に
は
犠
牲
者
の
名
が
染
め
抜
か
れ
、
襟
に
は

「
一
月
十
七
日
五
時
四
十
六
分
」
「阪
神
大
震
災
横
死
者
」
の
文
字
が
染
め
抜
か
れ
た
。

観
劇
し
た
遺
族
ら
約
二
百
人
は
、
舞
台
の
上
の
物
語
に
震
災
で
失
っ
た
肉
親
の
面
影
を
重
ね
、　
ハ
ン
カ
チ
を
目
頭
に
あ
て
る
姿
が
目
立

（″
）

っ
た
と
い
う
。

現
代
で
も
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
将
来
も
、
「
死
」
は
人
間
に
と
っ
て
ど
う
し
よ
う
も
な
い
問
題
で
あ
る
。
「
死
は
不
可
避
だ
か
ら
こ
そ
、

今
こ
の

一
瞬
を
完
全
に
生
き
よ
う
」
と
い
う
現
代
人
の
諦
念
は
、
大
司
命
の
神
に
追
い
つ
け
ず
空
し
く
地
上
に
行
ん
だ
古
代
人
の
達
観

r・7 宗教から初期演劇べ

を
出
る
も
の
で
は
な
い
。
現
代
科
学
の
力
を
も
っ
て
し
て
も
、
震
災
で
亡
く
な
っ
た
肉
親
を
生
き
返
ら
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の

無
力
と
無
念
さ
は
、
ペ
ス
ト
流
行
時
の
自
鞭
行
進
で
嘆
き
の
歌
を
口
ず
さ
ん
だ
中
世
人
と
、
ど
れ
ほ
ど
違
う
だ
ろ
う
。

も
し
演
劇
と
い
う
行
為
に
な
に
か
価
値
が
あ
る
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
人
間
に

「
一
瞬
の
救
い
」
を
与
え
て
く
れ
る
点
に
あ
る
の

だ
ろ
う
。
初
期
演
劇
は
、
そ
う
し
た

一
瞬
の
救
い
を
真
摯
に
探
求
し
た
営
為
で
あ
っ
た
。

も
は
や
宗
教
に
過
大
の
期
待
を
寄
せ
ら
れ
ぬ
現
代
、
精
神
的
に
行
き
づ
ま
っ
た

「
わ
れ
」
は
、
ま
す
ま
す
世
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。
初

期
演
劇
の
あ
り
か
た
を
新
し
い
視
点
か
ら
見
つ
め
直
し
て
み
る
こ
と
に
も
、
そ
れ
な
り
の
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

証（１
）

イ
ス
ラ
ム
教
シ
ー
ア
派
は
、
ム
バ
ッ
ラ
ム
月
の
＋
日
に
「
フ
セ
イ
ン
受
難
」
を
悼
む
祭
り
を
行
う
。
こ
の
祭
り
で
、
半
裸
に
な
っ
た
信
者

た
ち
は
自
分
の
体
を
餃
や
鎖
で
打
ち
な
が
ら
行
進
し
、
最
後
に
、
野
原
や
広
場
で
フ
セ
イ
ン
受
難
の
場
面
を
再
現
す
る
。
夜
に
な
る
と
子
供

た
ち
は
悲
し
み
の
歌
を
合
唱
し
て
歩
き
回
り
、
大
人
た
ち
は
家
に
閉
じ
こ
も
っ
て
忍
び
泣
き
し
続
け
る
。
い
つ
始
ま
っ
た
の
か
定
か
で
は
な

い
ほ
ど
、
古
い
伝
統
を
も
つ
祭
り
で
あ
る
。
多
数
派
で
あ
る
ス
ン
ニ
ー
派
は
、
こ
の
流
血
凄
惨
な
自
鞭
行
進
を
狂
信
行
為
で
あ
る
と
言
い
、

冷
や
や
か
に
眺
め
る
だ
け
で
あ
る
。

ち
な
み
に
中
国
に
も
、
宗
教
儀
礼
と
し
て
の
流
血
を
伴
う
行
列
行
進
が
あ
り
、
や
は
り
演
劇
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
。
田
仲

一
成

「中
国
郷
村
祭
祀
研
究
」
東
京
大
学
出
版
会
、　
一
九
八
九
年
、
二
五
人
―
二
五
九
ペ
ー
ジ
参
照
。

（２
）

聖
職
者
は
ペ
ス
ト
患
者
の
介
護
や
埋
葬
に
立
ち
会
う
た
め
、
感
染
の
危
険
が
大
き
か
っ
た
。
当
時
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
ば
、
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
で
は
短
期
間
の
う
ち
聖
職
者
総
数
の
ほ
ぼ
半
数
が
ペ
ス
ト
で
死
亡
し
た
と
い
う
。
村
上
陽

一
郎

「
ペ
ス
ト
大
流
行
」
岩
波
書
店
、

一
九
八
三
年
、　
〓
こ
一
ペ
ー
ジ
。
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（３
〉

『
ペ
ス
ト
大
流
行
』

一
五
二
ベ
ー
ジ
。

（４
）

西
郷
信
綱

『古
事
記
の
世
界
」
岩
波
書
店
、　
一
九
六
七
年
、
人
三
ペ
ー
ジ
。

（５
）

清
朝
の
こ
ろ
ま
で
、
役
者
が
孔
子
を
演
す
る
こ
と
は
法
律
で
禁
上
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
規
定
に
違
反
し
役
者
が
孔
子
に
扮
し
た
た
め
、
劇

団
長
が
官
か
ら
厳
罰
を
受
け
た
事
例
も
あ
る

（焦
循

『劇
説
』
巻
六
）。
伝
統
中
国
で
は
、
役
者
は

一
種
の
賤
民
と
見
な
さ
れ
て
お
り
、
ま

た
演
劇
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
自
体
も
、
芸
術
と
し
て
の
地
位
を
認
知
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
役
者
が
古
の
帝
工
聖
賢
を
演
す
る
不
敬
を
ど
の
程

度
目
こ
ぼ
し
し
て
や
る
か
は
、
時
代
の
権
力
者
の
腹
ひ
と
つ
だ
っ
た
の
で
あ
る
．

余
談
な
が
ら
、
「文
化
大
革
命
」
終
了
ま
で
役
者
が
毛
沢
東
を
演
す
る
こ
と
が
厳
禁
さ
れ
て
い
た
事
実
は
、
こ
う
し
た
伝
統
の
延
長
と
も

と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
時
、
日
本
の
劇
団
「文
学
座
」
が
日
本
で
の
公
演
の
直
前
に
、
中
国
大
使
館
か
ら
公
演
中
止
を
要
請
さ
れ
る

と
い
う
事
件
が
あ
っ
た
。
劇
中
、
青
年
期
の
毛
沢
東
が
登
場
す
る
場
面
が
あ
る
か
ら
、
と
い
う
の
が
主
な
理
由
で
あ
っ
た

∩
中
央
公
論
」

昭
和
五
十

一
年
四
月
号
に
、
当
事
者
の
手
記
が
あ
る
）。

６^
）

『
三
国
志
』
の
英
雄
・関
羽
は
、
道
教
に
お
い
て
、
無
数
の

「関
帝
廟
」
が
建
て
ら
れ
る
ほ
ど
有
力
な
神
と
な
っ
た
。
京
劇
の
役
者
が
関

羽
を
演
す
る
場
合
、
「点
破
」
な
い
し

「破
験
」
と
言
っ
て
、
化
粧
の
最
後
に
わ
ざ
と
顔
に
塁
を

一
点
は
ね
、
化
粧
の
完
璧
さ
を
そ
こ
な
う

習
慣
が
あ
っ
た
。
こ
の
墨
は

一
種
の
「グ
ッ
シ
ュ
」
で
あ
り
、
神

関
羽
へ
の
長
敬
の
念
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
．
曹
国
麟

『国
劇
瞼
譜
芸
術
」

漠
光
文
化
事
業
、
民
国
七
三
年
、
台
北
、　
一
〓
ニ
ペ
ー
ジ
参
照
。
ま
た
関
羽
の
非
業
の
最
期
を
描
い
た
漬
日

「走
麦

城
」
も
、
同
様
の
宗

教
的
配
慮
か
ら
、
減
多
に
上
演
さ
れ
な
い
。
同
じ
冒
二
国
志
』
の
英
雄
で
も
、
神
で
は
な
い
張
飛
や
諸
菌
孔
明
に
つ
い
て
は
、
こ
の
種
の
配

慮
は
な
さ
れ
な
い
。

７^
）

唐
の
玄
宗
皇
帝
は
、
道
教
で
は
梨
園

Ｔ
云
能
界
）
の
祖
神
と
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
玄
宗
と
揚
貴
妃
の
故
事
を
描
い
た
長
編
演
目

『長
生

殿
』
の
全
劇
を
演
す
る
と
、
そ
の
劇
団
は
必
ず
解
散
に
追
い
込
ま
れ
る
、
と
い
う
迷
信
が
あ
っ
た
。
清
の
乾

隆

三
＋
何
年
か
に
、
あ
る
大

官
が
試
み
に
一長
生
殿
』
全
劇
を
春
台
班
と
い
う
劇
団
に
上
演
さ
せ
て
み
た
と
こ
ろ
、
書
台
班
は
、
別
の
理
由
に
よ
っ
て
で
は
あ
る
が
、
確

′29 宗教から初期演劇ヘ

か
に
そ
の
年
の
う
ち
に
解
散
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う

焦^
循

「劇
説
』
巻
六
稿
本
）。

（Ｓ
）

こ
の
字
形
を

「頭
の
大
き
な
幽
霊
の
姿
そ
の
も
の
」
で
ミ
イ
ラ
化
し
て
頭
部
の
み
大
き
な
死
体
」
と
解
釈
す
る
説
も
あ
る
。

（９
）

田
仲

一
成

『中
国
祭
祀
演
劇
研
究
」
東
京
大
学
出
版
会
、　
一
九
八
一
年
、
三
ペ
ー
ジ
．

Ю^
）

『中
国
祭
祀
演
劇
研
究
』

一
二
ペ
ー
ジ
。

（１１
）

本
節
の
記
述
は
、
ほ
ぼ

一中
国
祭
祀
演
劇
研
究
」

一
四
―
三

一
ペ
ー
ジ
の
説
を
踏
襲
す
る
。

（‐２
）

ｔ
成
大

『石
湖
集
』
巻
二
六

「詠
河
市
歌
者
」
。

（・３
〉

揚
万
里

『誠
斎
集
』
巻
三
七

「観
社
」。

（‐４
）

筆
者
が

一
九
九
０
年
に
撮
影
し
た
貴
州
僕
戯
の
録
画
テ
ー
プ
．

（・５
）

東
芝
Ｅ
Ｍ
Ｉ

「
ス
ペ
イ
ン
古
楽
集
成
Ⅵ
　
エ
ル
チ
ェ
の
神
秘
劇
」
解
説
書
。

“^
）

「中
国
祭
祀
演
劇
研
究
』

一
四
七
ペ
ー
ジ
。

（・７
）

増
日
正
造

『能
の
表
現
』
中
央
公
論
社
、　
一
九
七

一
年
、
三

一
ペ
ー
ジ
に

「
ひ
と
つ
の
管
楽
器
と
ふ
た
つ
、
あ
る
い
は
二
つ
の
打
楽
器
。

こ
の
組
合
せ
と
能
の
ぬ
き
さ
し
な
ら
ぬ
関
係
が
、
い
つ
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
か
、
ま
た
な
ぜ
弦
楽
器
を
構
成
に
加
え
な
か
っ
た
の
か
、
ま
っ

た
く
わ
か
ら
な
い
」
と
あ
る
。

（Ｂ
）

金
文
京

「
『戯
』
考
―
―
中
国
に
お
け
る
芸
能
と
軍
隊
」
∩
未
名
」
八
号
、　
一
九
八
九
年
）
が
考
証
し
て
い
る
よ
う
に
、
中
国
で
は
軍
隊

の
移
動
と
芸
能
の
伝
播
に
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
。
元
冦
の
と
き
、
来
慮
数
万
の
中
国
兵
が
捕
虜
と
な
り
、
日
本
に
永
住
し
た
が
、
彼
ら
が

饉
戯
を
日
本
に
持
ち
込
み
、
能
の
成
立
に
微
妙
な
影
響
を
与
え
た
と
い
う
説
が
あ
る
。

（‐９
）

エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
は
，
ラ

小^
型
の
竪
琴
）
も
使
用
し
た
と
言
わ
れ
る
が
、
真
偽
は
不
明
．
丹
下
和
彦
「上
演
形
式
、
劇
場
、
扮
装
、
仮
面
」

『ギ
ツ
シ
ア
悲
劇
全
集
　
別
冊
』
岩
波
書
店
、　
一
九
九
二
年
、
三
〇
三
ペ
ー
ジ
参
照
．

２^０
）

雇
奔

『未
元
戯
山
文
物
与
民
俗
」
文
化
芸
術
出
版
社
、　
一
九
八
九
年
、
北
京
、
三
二
〇
―
三
二
五
ペ
ー
ジ
。
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（２
）

徐
渭

『南
詞
叙
録
』
お
ょ
び
陸
宋

『冶
城
客
論
」
「劉
史
二
伶
」
条
参
照
。
ち
な
み
に
明
の
沈
徳
符
は
　
こ
の

『琵
琶
記
」
よ
り

『Ｆ
月

亭
」
を
高
く
評
価
し
た
。
「拝
月
亭
』
が
南
戯
で
唯

一
、
玄
鳴
楽
器
の
伴
奏
に
た
え
る
作
品
だ
か
ら
、
と
い
う
の
が
主
な
理
由
で
あ
っ
た
３
顧

山
雑
言
）
。

（２２
）

魚
為
民

『宋
元
南
戯
考
論
』
台
湾
商
務
院
書
館
、　
一
九
九
四
年
、
台
北
、
二
五
―
三
六
ペ
ー
ジ
参
照
。

（２３
）

一削
掲

『宋
元
戯
曲
文
物
与
民
俗
〓
〓
〓

一
ペ
ー
ジ
、
孫
玄
齢

冒
π
散
曲
的
音
楽
』
文
化
芸
術
出
版
社
、　
一
九
八
八
年
、
北
京
、　
三
二
一
ペ

ー
ジ
の
説
明
も
、
こ
の
範
囲
を
出
な
い
．

（２
）

近
年
の
心
理
学
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
通
り
、
胎
児
は
聴
力
も
記
憶
力
も
も
っ
て
い
る
。
現
在
、
胎
児
が
聞
く
子
宮
内
血
流
音
と
、
心
拍

数
に
同
調
さ
せ
た
オ
ル
ゴ
ー
ル
音
を
ミ
ッ
ク
ス
し
た
各
種
Ｃ
Ｄ
が
、
胎
教
用
、
新
生
児
安
眠
用
な
ど
用
途
別
に
市
販
さ
れ
て
お
り
、
も
間
の

Ｃ
Ｄ
シ
ョ
ツ
プ
の
イ
ー
ジ
ー
リ
ス
ニ
ン
グ
／
Ｂ
Ｃ
Ｍ
コ
ー
ナ
ー
の
棚
に
並
ん
で
い
る
。

「中
国
劇
音
楽
の
比
較
音
楽
学
的
考
察
」
「手
刊
中
国
』

一
九
九
五
年
秋
号
．

身
近
な
例
を
引
け
ば
、
水ヽ
遠
性
を
祈
る
日
本
国
歌
も
、
同
様
の
理
由
で
ビ
ー
ト
感
を
抑
制
し
て
い
る
．

『読
売
新
聞
』

一
九
九
五
年
四
月
二
＋
四
日

「
い
ず
み
」
欄
参
照
。
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河 原 俊 雄 (広島大学文学部助オ囃 )

曽 根 幸 子 (実践女子大学文学部ヲ晴 勤鰤 )

岸 田  真 (東放学四軌 講師)

丼 上  優 (跡見学国女子大学短期大学部非常勤講師

カロ藤  徹 (広島大学総合科学部助教授)

′ 藤 正 樹 (広島大学結合TI学部教獅

カロ藤 博 子 (中京女子大学人文学部専任講師,

*青 木 孝 夫 (広島大学総合科学部助教働

ヽ 瀬 延 哉 (広島大学総合r4学部教授)

島 谷  謙 (広島大学総合科学部助教授)

西 村 lL樹  (広島大学総合や専都教授)

中 村 裕 英 (広島大学総合卜け動 教授)

シャピロ, ジェローム (Jerome F ShaPIo,広 島大学総合科学部専,講 m)

矢 部 知 子 (広島修道大学非常勤講師)

三 木 直 大 呟島大学総合科学部助教授,

村山 匡 ―寂F(映 画評論家,

大 石 和 久 (日本学fF張興会特別 究員)
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