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本
書
は
中
国
近
世
か
ら
現
代
に
い
た
る
演
劇
、
小
説
、
画
報
な
ど
の

メ
デ
ィ
ア
の
中
に
表
象
さ
れ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で

あ
り
、
九
編
の
論
文
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
た

一
編
で
あ
る
た
め
、
ま
ず
は
各
々
に
即
し
て
評
し
て
い
き
た
い
。

１
．
大
島
立
子
氏
の
「
元
雑
劇
に
見
る
家
族
像
」
で
は
、
雑
劇
の
内
容

と
し
て
出
家
願
望
や
妻
へ
の
未
練
、
家
族
に
お
け
る
妻
の
重
要
性
、
兄

弟
の
尊
重
、
孝
の
強
調
な
ど
の
家
族
観
が
表
現
さ
れ
、
妻
妾
の
権
限
や

必
ず
し
も
男
系
に
こ
だ
わ
ら
な
い
家
系
の
継
承
、
財
産
相
続
の
在
り
方

な
ど
、
当
時
の
家
族
の
実
際
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
一
方
、
礼

教
的
家
族
規
範
や
理
念
も
多
く
語
ら
れ
、
そ
の
伝
達
や
教
化
も
担
っ
て

い
た
と
さ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
評
者
が
最
も
興
味
を
そ
そ
ら
れ
た
の
は
、
道
士
が
出
家

書
評
『
中
国
の
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デ
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の
決
意
を
示
す
た
め
に
子
殺
し
を
す
る
演
出
で
あ
る
。
氏
は
そ
れ
を
子

供
の
私
物
化
と
解
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
上
に
中
国
伝
統
社
会
に
お

い
て
、
出
家
と
は
何
よ
り
も
繫
ぐ
べ
き
自
ら
の
宗
族
、
子
孫
を
断
ち
切

る
も
の
と
し
て
定
義
化
さ
れ
、
そ
の
象
徴
的
表
現
が
子
殺
し
だ
っ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
雑
劇
に
お
け
る
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
た
演
出
と
し
て

も
考
察
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

２
．
五
味
知
子
氏
の
「
纏
足
・
大
脚
・
赤
脚
」
は
小
説
や
清
末
の
瓦
版

等
か
ら
明
清
時
代
の
婢
の
存
在
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
視

点
を
「
足
」
に
お
い
た
点
に
特
徴
が
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
漢
族
で
は

身
分
に
か
か
わ
ら
ず
纏
足
が
美
の
基
準
と
さ
れ
て
い
た
。
本
論
は
婢
の

存
在
に
絞
っ
て
そ
れ
を
再
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
。
婢
は
奴
僕
（
男
性
）

と
と
も
に
売
買
の
対
象
と
な
る
無
期
的
家
内
労
働
力
で
あ
る
が
、
主
人

中
国
女
性
史
研
究
会
編

中
国
の
メ
デ
ィ
ア
・
表
象
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
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の
妾
と
し
て
認
め
ら
れ
、
賤
の
身
分
か
ら
脱
出
し
う
る
可
能
性
が
あ
る

こ
と
か
ら
、そ
の
身
分
流
動
性
は
奴
僕
よ
り
高
い
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
に
は
纏
足
で
あ
る
こ
と
が
必
須
で
あ
り
、
異
性
を
引
き
付
け
る
美

し
さ
に
欠
け
た
大
脚
や
赤
脚
で
あ
っ
た
な
ら
ば
論
外
と
な
る
。
婢
の
仕

事
内
容
、
主
人
の
愛
顧
な
ど
も
そ
の
足
の
形
態
に
よ
っ
て
差
別
化
さ
れ

る
と
い
う
。
婢
を
一
律
の
存
在
と
せ
ず
、
そ
の
差
異
性
を
足
の
描
写
か

ら
読
み
解
い
た
丁
寧
な
作
業
で
あ
る
。

３
．
前
山
加
奈
子
氏
の
「『
圖
画
日
報
』
に
見
る
清
末
上
海
の
働
く
女

性
た
ち
」
は
、
清
末
上
海
で
刊
行
さ
れ
た
『
圖
画
日
報
』
の
「
生
業
の

写
生
」
欄
か
ら
、
女
性
の
様
々
な
職
種
を
具
体
的
に
摘
出
し
た
も
の
で

あ
る
。
日
報
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た
女
性
の
最
多
数
は
妓
女
で
あ
る
が
、

氏
は
そ
れ
以
外
の
職
種
に
注
目
す
る
。
物
づ
く
り
、
物
売
り
、
雑
業
と

大
き
く
分
類
し
た
う
え
で
、
生
糸
女
工
、
茶
葉
選
り
、
靴
下
底
布
切
り

等
々
の
細
々
し
た
職
種
や
、
新
商
売
と
し
て
の
国
産
機
械
製
手
ぬ
ぐ
い

売
り
、
さ
ら
に
は
ひ
き
つ
け
治
し
婆
さ
ん
、
三
姑
六
婆
な
ど
の
伝
統
的

な
職
種
ま
で
、
そ
の
提
示
例
は
実
に
多
岐
に
わ
た
る
。
そ
の
た
め
職
種

の
羅
列
に
傾
く
き
ら
い
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
時
代
の
転
換
期
に

お
け
る
新
旧
の
対
比
を
表
出
す
る
な
ど
の
工
夫
も
あ
り
、
お
も
ち
ゃ
箱

を
ひ
っ
く
り
返
し
た
よ
う
な
面
白
さ
が
感
じ
ら
れ
た
。

４
．
石
川
照
子
・
須
藤
瑞
代
両
氏
の
「
近
代
中
国
の
女
子
学
生
」
は
『
良

友
』
画
報
、『
婦
女
雑
誌
』、『
上
海
婦
女
』
に
見
ら
れ
る
女
子
学
生
像

の
変
遷
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。
中
国
に
お
け
る
女
子
学
生
の
出
現

は
一
九
世
紀
後
半
で
あ
り
、
一
九
二
〇
～
三
〇
年
代
前
半
に
は
新
生
の

「
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
」
と
し
て
雑
誌
を
飾
る
よ
う
に
な
る
。
家
族
の
支
援

に
よ
り
学
生
生
活
を
満
喫
す
る
女
子
学
生
た
ち
は
若
さ
と
健
康
美
の
表

象
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
出
口
は
ほ
ぼ
結
婚
生
活
に
限
ら
れ
、
卒
業

後
の
彼
女
た
ち
の
自
画
像
は
苦
悩
と
絶
望
に
彩
ら
れ
て
い
る
。
三
〇
年

代
後
半
に
な
る
と
、
政
治
・
社
会
運
動
に
参
加
す
る
女
子
学
生
の
姿
が

報
道
さ
れ
は
じ
め
、
日
中
戦
争
の
拡
大
と
と
も
に
、
女
子
学
生
の
活
動

も
兵
士
の
慰
労
、
看
護
活
動
、
農
村
教
育
な
ど
、
救
国
活
動
か
ら
軍
事

活
動
に
ま
で
至
る
。
そ
し
て
メ
デ
ィ
ア
は
、
仕
事
も
家
事
・
育
児
も
完

璧
に
こ
な
す
模
範
的
女
性
像
を
提
示
す
る
よ
う
に
な
る
。
女
子
学
生
像

の
変
遷
が
中
国
近
代
史
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
伝
わ
る
論
文
で

あ
る
。

５
．
江
上
幸
子
氏
の
「
近
代
中
国
に
お
け
る
主
体
的
妓
女
の
表
象
と
そ

の
夭
折
」
は
一
九
二
〇
～
三
〇
年
代
の
上
海
の
妓
女
を
捉
え
た
も
の
で

あ
る
。
表
題
に
い
う
「
主
体
的
妓
女
」
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
そ

れ
は
、
こ
れ
ま
で
妓
女
に
そ
そ
が
れ
て
い
た
「
侮
蔑
」「
憐
憫
」
の
表

象
を
超
え
た
視
点
、
す
な
わ
ち
売
春
婦
を
単
な
る
犠
牲
者
で
は
な
く
、
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男
性
国
家
の
規
制
の
中
で
自
立
す
る
社
会
的
行
為
者
と
と
ら
え
、「
売

春
」
を
「
労
働
」
と
捉
え
る
視
点
で
あ
る
。
丁
玲
や
老
舎
の
小
説
に
そ

の
例
が
見
出
さ
れ
、
作
家
の
視
点
も
そ
の
主
体
に
よ
り
そ
っ
て
い
る
。

「
新
奇
の
売
淫
」
と
称
さ
れ
過
酷
な
状
況
に
あ
る
ダ
ン
サ
ー
も
「
女
性

知
識
人
」
と
の
座
談
会
の
中
で｢

労
働
者｣

と
し
て
の
矜
持
を
示
す
。

し
か
し
、
現
在
の
大
陸
に
は
か
か
る
自
己
表
象
が
育
つ
環
境
は
ま
だ
な

い
と
氏
は
言
う
。

　
「
主
体
的
妓
女
」
と
い
う
氏
の
切
り
口
は
十
分
に
刺
激
的
で
あ
る
が
、

同
時
に
「
主
体
的
」
の
“
美
句
”
の
下
に
、
性
産
業
の
実
態
や
環
境
が

分
析
さ
れ
ぬ
ま
ま
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
差
別
が
覆
い
隠
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、

こ
れ
は
お
お
い
に
悩
ま
し
い
存
在
と
い
え
よ
う
。

６
．
リ
ン
ダ
・
グ
ロ
ー
ブ
氏
の
「
華
北
の
あ
る
小
都
市
で
の
売
春
に
関

す
る
研
究
」
は
一
九
三
〇
年
代
の
地
方
都
市
・
高
陽
に
お
け
る
売
春
実

態
を
現
地
調
査
史
料
か
ら
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。
高
陽
は
農
村
織
物

業
の
発
達
に
よ
り
急
速
に
発
展
し
た
小
都
市
で
あ
る
が
、
繊
維
業
の
労

働
力
が
男
性
中
心
で
あ
る
こ
と
や
、
北
京
・
天
津
・
保
定
に
近
く
軍
隊

が
往
来
す
る
な
ど
、
売
春
の
成
り
立
つ
経
済
状
況
は
あ
る
。
大
都
市
天

津
と
比
較
す
る
と
、
高
陽
に
は
娼
館
街
が
無
く
、
性
産
業
に
か
か
わ
る

女
性
は
み
な
「
暗
娼
（
私
娼
）」
で
あ
る
。
そ
の
大
半
は
大
都
市
か
ら

格
落
ち
し
て
流
れ
て
き
た
女
性
で
あ
り
、
そ
の
生
業
を
自
律
的
に
細
々

と
営
ん
で
い
た
と
い
う
。
先
行
研
究
が
多
く
上
海
な
ど
の
大
都
市
を
対

象
と
し
て
い
る
中
で
、
特
色
あ
る
小
都
市
を
対
象
と
し
た
点
、
調
査
史

料
に
基
づ
き
現
地
の
売
春
業
の
実
態
を
実
証
的
に
描
き
上
げ
た
点
は
長

年
に
わ
た
る
氏
の
高
陽
研
究
の
賜
物
で
あ
ろ
う
。

７
．
松
井
直
之
氏
の「
台
湾
に
お
け
る
戒
厳
令
解
除
と
出
版
法
の
廃
止
」

に
つ
い
て
。

　

日
本
敗
戦
以
後
の
台
湾
で
は
、
国
民
党
支
配
の
も
と
「
日
本
勢
力
の

排
除
」
を
達
成
す
る
た
め
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
統
制
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

「
台
湾
人
」
と
「
外
省
人
」
の
大
規
模
抗
争
で
あ
る
二
・
二
八
事
件
が
勃

発
す
る
や
、
台
北
市
に
は
臨
時
戒
厳
令
が
敷
か
れ
「
台
湾
人
」
の
言
論

出
版
の
自
由
は
奪
わ
れ
て
い
っ
た
。
出
版
統
制
は
複
数
の
法
体
制
に
よ

り
厳
し
く
執
行
さ
れ
て
い
た
が
、
最
終
的
に
行
政
院
新
聞
局
が
あ
ら
ゆ

る
メ
デ
ィ
ア
を
一
元
管
理
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
方
、
ア
メ
リ
カ
と

中
国
の
外
交
関
係
が
樹
立
さ
れ
る
な
ど
、
台
湾
を
め
ぐ
る
国
際
環
境
は

急
激
に
変
化
す
る
。
そ
れ
に
前
後
し
て
「
戒
厳
令
解
除
」「
報
道
統
制

の
解
除
」
等
を
求
め
る
大
規
模
な
デ
モ
が
行
わ
れ
、
か
よ
う
な
状
況
の

中
で
多
く
の
女
性
団
体
が
設
立
さ
れ
、
女
性
運
動
が
一
層
加
速
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
氏
は
複
雑
な
台
湾
の
政
治
状
況
を
、
法
令
を
踏
ま
え

て
丁
寧
に
解
説
し
、そ
の
上
で
女
性
団
体
の
活
動
に
も
言
及
し
て
い
く
。

た
だ
、
大
状
況
の
う
ね
り
の
中
で
、
そ
の
活
動
が
前
面
に
出
さ
れ
て
い
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な
い
う
ら
み
が
残
る
。
女
性
総
統
が
誕
生
し
、
同
性
婚
法
案
の
審
議
も

な
さ
れ
る
か
と
い
う
台
湾
の
現
状
が
あ
る
。
女
性
団
体
そ
の
も
の
に
、

焦
点
を
あ
て
た
論
考
を
引
き
続
き
期
待
し
た
い
。

８
．
姚
毅
氏
の「﹁
は
だ
し
の
医
者
﹂の
視
覚
表
現
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」は
、

農
村
医
療
に
奉
仕
す
る
半
農
半
医
の
衛
生
員
を
取
り
上
げ
、
文
化
大
革

命
期
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
的
表
現
と
実
態
の
乖
離
を
丁
寧
に
分
析
し
た
も

の
で
あ
る
。
映
画
や
ポ
ス
タ
ー
で
視
覚
化
さ
れ
た
「
は
だ
し
の
医
者
」

は
医
薬
箱
、
麦
わ
ら
帽
子
を
必
須
ア
イ
テ
ム
と
し
て
、
薬
草
採
集
や
鍼

灸
治
療
も
併
用
し
つ
つ
医
療
を
お
こ
な
う
健
康
美
に
あ
ふ
れ
た
若
い
女

性
と
し
て
描
か
れ
る
。
実
際
に
は
男
性
の
医
者
の
方
が
多
か
っ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
女
性
と
し
て
描
か
れ
る
の
は
、
助
産
を
含
め
女
性
患
者
に

接
す
る
男
性
治
療
者
へ
の
拒
否
感
情
が
働
く
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
底
流

に
は
家
父
長
的
規
範
が
あ
る
と
い
う
。
ポ
ス
タ
ー
表
現
に
お
い
て
も
、

工
業
労
働
者
は
男
性
、
農
民
は
女
性
と
い
う
ジ
ェ
ン
ダ
ー
配
分
が
一
般

的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
現
実
乖
離
と
は
い
え
、
女
性
医
者
の
存
在
が

ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
こ
と
は
「
男
女
平
等
」
の
公
式
と
整
合
性
を

も
ち
、
女
性
の
活
動
空
間
を
確
保
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
た
、
と
い

う
氏
の
分
析
は
な
か
な
か
に
説
得
力
が
あ
る
。

９
．
遠
山
日
出
也
氏
「
行
動
派
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
街
頭
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
ア
ー
ト
」
は
二
〇
一
二
年
以
降
、
女
子
大
学
生
を
中
心
と
す
る
中
国

の
「
行
動
派
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
」
が
各
種
の
社
会
問
題
に
対
し
て
起
こ
し

た
街
頭
ア
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
分
析
す
る
。
デ
モ
や
集
会
な
ど
を
厳
し

く
規
制
す
る
体
制
の
下
で
、
わ
か
り
や
す
い
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
も
っ

て
世
論
に
訴
え
る
活
動
で
あ
り
、
必
ず
し
も
抗
議
対
象
に
直
結
し
な
い

繁
華
街
で
行
わ
れ
た
。
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
よ
り
報
道
さ
れ
え
な
い
活

動
は
ネ
ッ
ト
情
報
と
リ
ン
ク
す
る
形
で
拡
散
さ
れ
た
が
、
性
的
主
体

性
の
主
張
な
ど
の
先
鋭
化
し
た
表
現
に
は
社
会
の
反
発
も
強
ま
っ
た
。

二
〇
一
五
年
、
バ
ス
中
で
の
痴
漢
防
止
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
計
画
し
た
活

動
家
た
ち
が
刑
事
拘
留
さ
れ
た
の
を
機
に
、
人
権
派
へ
の
当
局
の
弾
圧

は
厳
し
く
な
り
、
表
立
っ
た
活
動
は
不
可
能
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。

日
本
で
も
、
経
済
成
長
に
と
も
な
う
中
国
社
会
の
亀
裂
な
ど
は
よ
く
報

道
さ
れ
て
い
る
が
、
当
局
に
抑
え
込
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
突
出
し
た
意

識
や
先
鋭
的
な
行
動
に
つ
い
て
、
知
り
う
る
術
は
ほ
ぼ
無
い
。
ネ
ッ
ト

資
料
を
駆
使
し
た
氏
な
ら
で
は
の
成
果
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
、
九
編
の
論
文
に
つ
い
て
簡
単
な
紹
介
と
寸
評
を
試
み
た
。
い

ず
れ
も
力
作
で
あ
り
、
評
者
の
理
解
の
行
き
届
か
な
い
点
が
あ
っ
た
と

す
れ
ば
お
許
し
願
い
た
い
。

　

い
さ
さ
か
私
事
に
わ
た
る
が
、
か
つ
て
中
国
史
専
攻
の
初
学
生
で

あ
っ
た
私
は
、何
の
心
構
え
も
な
く
漢
籍
と
対
峙
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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線
装
本
を
ひ
も
と
い
て
も
何
や
ら
黒
い
塊
が
目
の
前
に
屹
立
し
て
い
る

ば
か
り
で
さ
っ
ぱ
り
イ
メ
ー
ジ
が
わ
か
ず
、
も
っ
と
ビ
ジ
ュ
ア
ル
な
楽

し
い
史
料
は
な
い
も
の
か
と
己
の
未
熟
さ
を
た
な
に
あ
げ
て
ひ
そ
か
に

嘆
い
た
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
歳
月
の
経
過
と
と
も
に
『
清
明
上
河
図
』
や
『
点
石
斎
画

報
』、
青
木
正
児
編
『
北
京
風
俗
圖
譜
』
な
ど
が
復
刻
、
出
版
さ
れ
て

き
た
。
文
革
を
乗
り
越
え
た
中
国
人
研
究
者
の
関
心
も
ぐ
っ
と
幅
が
広

く
な
り
、
昨
今
で
は
、
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
の
素
材
が
史
料
と
し
て
駆
使

さ
れ
て
い
る
。
本
書
も
か
よ
う
な
流
れ
の
上
に
生
ま
れ
え
た
も
の
と
言

え
よ
う
。

　

そ
の
一
方
で
、本
書
の
よ
う
に
メ
デ
ィ
ア
表
現
を
対
象
と
し
た
場
合
、

抽
出
さ
れ
る
女
性
像
に
偏
り
が
生
ず
る
こ
と
は
あ
ら
か
じ
め
予
想
さ
れ

る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
現
在
で
も
メ
デ
ィ
ア
が
追
う
も
の
は
新
奇
な
事
象

で
あ
り
、
身
近
に
あ
り
ふ
れ
た
事
象
を
こ
と
さ
ら
に
取
り
上
げ
る
こ
と

は
あ
ま
り
な
い
。
文
献
史
料
に
お
い
て
さ
え
そ
う
で
あ
り
、
ま
し
て
や

視
覚
表
現
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
外
部
に
対
し
て
露
出
の
許
さ
れ
る

女
性
が
対
象
と
な
る
こ
と
は
自
然
な
流
れ
で
あ
ろ
う
。
本
書
で
も
ピ
ッ

ク
ア
ッ
プ
さ
れ
た
女
性
に
は
妓
女
が
多
く
、
語
ら
れ
る
営
為
も
売
春
で

あ
る
。
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
現
象
こ
そ
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
性
を
表
象
し
て

い
る
も
の
と
い
え
よ
う
か
。

　

ま
た
、
図
象
は
提
示
さ
れ
た
だ
け
で
も
か
な
り
の
情
報
を
読
者
に
与

え
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
を
読
み
解
い
た
上
で
、
そ
の
歴
史
背
景

に
ま
で
せ
ま
る
た
め
に
は
、
や
は
り
補
助
的
な
史
料
の
活
用
が
不
可
欠

で
あ
ろ
う
。
い
さ
さ
か
無
い
も
の
ね
だ
り
で
は
あ
る
が
、
本
書
の
い
く

つ
か
の
ケ
ー
ス
で
は
、
図
象
の
読
み
解
き
に
力
を
割
く
こ
と
が
、
結
果

的
に
表
面
を
丁
寧
に
な
で
て
小
さ
な
世
界
の
提
示
に
終
わ
っ
て
し
ま
う

感
が
無
き
に
し
も
あ
ら
ず
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
新
た
な
問
題
意
識

と
方
法
が
開
花
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
は
確
実
に
読
み
取
る
こ
と
が
で

き
、
今
後
の
展
開
が
非
常
に
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

な
お
、
最
後
に
秋
山
洋
子
氏
の
「
日
本
に
お
け
る
中
国
女
性
／
ジ
ェ

ン
ダ
ー
史
研
究
」
が
あ
り
、
中
国
女
性
史
研
究
会
の
軌
跡
が
紹
介
さ
れ

て
い
る
。
ぜ
ひ
参
照
さ
れ
た
い
。（

も
り
・
の
り
こ　

神
戸
大
学
名
誉
教
授
）


