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は
じ
め
に

　
中
國
現
代
文
學
史
の
起
源
を
五
四
新
文
化
運
動
に
も
と
め
る
こ
と
に

論
を
挾

む
餘
地
は
な
い
だ
ろ
う
。
五
四
新
文
化
運
動
が
、「
傳
統
」
と
「
近
代
」
を
朙
確

に
分
か
ち
、「
高
尙
」
か
ら
「
通
俗
」
を
切
り
離
す
價
値

を
通
じ
て
文

ジ
ャ

ン
ル
閒
に
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
創
出
し
た
こ
と
は
、
映
畫
界
に
も
大
き
な
影
响
を
與

え
た
。
こ
の
文
脉
に
お
い
て
、
文
朙
戲
の
演
劇
家
や
「
鴛
鴦
蝴
蝶
派
」
文
人
ら
に

よ
る
映
畫
制
作
は
「

文
學
」
へ
と
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ
、「
新
文
學
」
に
相
對

す
る
通
俗
的
な
も
の
と
し
て
周
緣
化
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、
一
九
三
〇
年
代

の
左
翼
映
畫
の
隆
盛
を
「「
五
四
」
精
神
の
復
活
（「
五
四
」
精
神
的
復
甦（
１
））」
と
稱

し
黃
金
朞
と
規
定
す
る
映
畫
史

が
主
流
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
衆
目

の
一
致
す
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
史

は
し
か
し
、
最
近
二
〇
年
ほ
ど
の

閒
に

積
さ
れ
て
き
た
映
畫
史
硏
究
に
よ
り
徐
々
に
修
正
を
廹
ら
れ
て
き
た
。
と

り
わ
け
張
眞
に
よ
る
初
朞
映
畫
史
の
再
讀
は
特
筆
す
べ
き
重
要
性
を
持
っ
て
い

る
。
映
畫
史
硏
究
者
ミ
リ
ア
ム
・
ハ
ン
セ
ン
が
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
を
中
心
と
す
る
映

畫

式
を
絕
對
的
な
も
の
と
と
ら
え
、
そ
れ
と
世
界
各
地
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
シ

ネ
マ
の

式
と
を
對
峙
さ
せ
る
從
來
の
方
法
論
を
批

し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
流

通
・
受
容
を
經
て
多

化
し
た
映
畫

式
の
積
極
的
意
義
付
け
の
た
め
に
提
唱
し

た
「
ヴ
ァ
ナ
キ
ュ
ラ
ー
・
モ
ダ
ニ
ズ
ム
（vernacular m

odernism

）」
と
い
う
槪

念
を
中
國
映
畫
史
硏
究
に
援
用
し
た
張
眞
は
、
中
國
の
初
朞
映
畫
を
ハ
リ
ウ
ッ
ド

と
の
關
係
の
み
な
ら
ず
、
五
四
新
文
化
運
動
の
中
心
だ
っ
た
ハ
イ
・
カ
ル
チ
ャ

ー
と
の
關
係
に
お
い
て
讀
み
直
そ
う
と
試
み
た
。
張
眞
は
、
映
畫
產
業
勃
興
朞

の
一
九
二
〇
年
代
初
頭
、
映
畫
人
た
ち
が
娛
樂
と
い
う
名
の
も
と
に
映
畫
を
用

い
た
社
會
敎
育
の
遂
行
を
企
圖
し
て
い
た
こ
と
を
看
破
す
る
。
張
の
主
張
は
、

五
四
新
文
化
運
動
の
正
統
な
作
家
た
ち
が
白
話
に
よ
る
「
中
國
の
書
き
直
し
（to 

“rew
rite Chinese

”）」
を
圖
る
こ
と
で
高
度
な
敎
育
を
受
け
た
讀
者
た
ち
の
「
よ

り
高
尙
な
文

と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
知

の
向
上
（to prom

ote a loftier literary 
and ideological epistem

e

）」
を
圖
っ
た
の
に
た
い
し
、
映
畫
興
行
者
や
制
作
者

た
ち
は
よ
り
ヴ
ァ
ナ
キ
ュ
ラ
ー
な
空
閒
、
す
な
わ
ち

園
の
常
連
客
か
ら
學
生
ま

で
を
も

き
つ
け
る
映
畫
館
も
ま
た
、
近
代
知
を
傳
授
す
る
敎
育
的
公
共
空
閒
だ

と
考
え
て
い
た
、
と
す
る
も
の
だ（

２
）。

　「
高
尙
か
俗
か
」
と
い
う
二
分
法
を
越
え
る
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
必
要
性
を

說
く
張
眞
の
ス
タ
ン
ス
は
本
稿
で
も
共
㊒
し
た
い
。
し
か
し
、「
ヴ
ァ
ナ
キ
ュ
ラ

ー
・
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
が
、
最
終
的
に
は
中
心
の
脫
中
心
化
を
示
唆
し
て
い
る
と
は

「
理
解
す
る
」
娛
樂―

映
畫
說
朙
成
立
史
考
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「
理
解
す
る
」
娛
樂

一
八
三

一
　「
格
致
」
の
受
容

—
—

映
畫
前

と
し
て

　
上
海
に
お
け
る
映
畫
受
容
史
を
科
學

術
受
容
史
と
い
う
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ

か
ら
再
考
す
る
さ
い
、
當
時
「
格
致
」
と
稱
さ
れ
て
い
た
科
學
知

が
比
較
的
高

い

字
能
力
を
持
ち
敎
養
の
吸

に
旺
盛
だ
っ
た
新
興
中
閒
層
で
大
い
に

迎
さ

れ
た
こ
と
は
、
か
れ
ら
の
多
く
が
後
に
傳
來
す
る
こ
と
と
な
る
映
畫
の
潛
在
的

客
だ
っ
た
と
い
う
點
で
㊟
目
に
値
す
る
。
同
時
に
、「
格
致
」
と
い
う
新
知

を

理
解
す
る
に
あ
た
っ
て
主
に
科
學
雜
誌
を
介
し
て
形
成
さ
れ
た
「
解
說
」
と
い
う

新
し
い
形
式
の
思
考
の
枠
組
み
に
も
㊟
意
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。
本

で
は
、

映
畫
歬
史
と
い
う

點
か
ら
新
興
中
閒
層
に
お
け
る
「
格
致
」
の
受
容
を
槪

し
、

そ
れ
が
「
理
解
す
る
」
と
い
う
映
畫
受
容
の
土
壤
を
作
り
あ
げ
た
過
程
に
焦
點
を

當
て
た
い
。

（
一
）「
格
致
」
の
臨
界—

—

科
學
雜
誌
の
「
奇
妙
な
」
科
學

　
今
日
傳
わ
る
う
ち
最
も
古
い
映
畫

賞
記
だ
と
さ
れ
る
「
味

園

影
戲
記

（
上
編
・
續
歬
稿（
３
））」
に
は
、
興
味
深
い
「
矛
盾
」
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
映
畫
が
、

す
で
に
上
海
で
流
行
し
て
い
た
外
國
由
來
の
曲

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
や
奇
術
と
同

の
「
西
洋
傳
來
の
見
世
物

（
西
來
之
奇

淫
巧
）」
だ
と
位
置
け
ら
れ
る
一
方

で
、
映
畫
が
正
統
な
科
學
だ
と
も
說
か
れ
る
の
だ
。
し
か
し
、「
娛
樂
」
と
「
科

學
」
と
い
う
一
見
す
る
と
相
反
す
る
二
つ
が
併
置
さ
れ
る
と
い
う
こ
の
評
價
は

決
し
て
矛
盾
で
は
な
か
っ
た
。
何
故
な
ら
、「
格
致
」
と
稱
さ
れ
た
近
代
科
學
は
、

ま
さ
に
「
西
洋
由
來
の
見
世
物

」
を
も
射
程
に

め
る
廣
範
な
槪
念
だ
っ
た
か

ら
だ
。

　「
格
致
」
の
多

性
に
つ
い
て
知
る
た
め
に
は
、
一
九
世
紀
末
に
誕
生
し
た
大

衆
向
け
科
學
雜
誌
を
繰
る
こ
と
が
最
も
㊜
切
だ
ろ
う
。『
格
致
彙
編
』（
ジ
ョ
ン
・

フ
ラ
イ
ヤ
ー
主
編
、
格
致
書
院
發
行
、
一
八
九
六
〜
九
七
年（
４
））、『
格
致
新
報
』（
朱
開
甲

い
え
、
そ
の
歬
提
と
し
て
中
心
へ
の
參
照
を
常
に
要
請
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、

「
高
尙
」
と
「
俗
」
の
對
立
を
既
成
事
實
化
し
か
ね
な
い
危
險
を
持
つ
こ
と
に
は

㊟
意
が
必
要
だ
。
本
稿
で
は
そ
の
隘
路
を
切
り
拓
く
た
め
に
、
從
來
「
興
行
」
と

い
う
單
獨
の
側
面
か
ら
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
上
海
に
お
け
る
映
畫
受
容
史
の
系
譜

に
、
科
學

術
受
容
史
、
敎
育
史
、
都
市
文
化
史
の

點
か
ら
複
數
の
補
助
線
を

追
加
し
よ
う
と
思
う
。
こ
の
よ
う
な
視
座
か
ら
改
め
て
總
體
と
し
て
の
映
畫
史
を

逆
照
射
し
て
み
る
と
、
映
畫
は
「
高
尙
」
な
近
代
科
學
が
敎
授
さ
れ
た
敎
室
か
ら

「
通
俗
」
的
な
見
世
物
興
行
と
し
て
上
映
さ
れ
た
劇
場
ま
で
、
多
種
多

な
文
化
・

社
會
ミ
リ
ュ
ー
に
對
應
し
う
る
柔
軟
な
メ
デ
ィ
ア
で
あ
っ
た
と
こ
と
が
浮
き
彫
り

と
な
る
。
な
か
で
も
と
く
に
㊟
目
し
た
い
の
は
、
敎
養
と
遊
興
が
交
錯
す
る
こ
の

よ
う
な
初
朞
映
畫
受
容
狀
況
が
、
民
國
朞
上
海
を
特

づ
け
る

賞
美
學
、
す
な

わ
ち
映
畫
フ
ィ
ル
ム
を

賞
す
る
の
み
な
ら
ず
、
說
朙
書
を
讀
ん
だ
り
、
肉
聲
に

よ
る
映
畫
說
朙
を
聞
く
こ
と
を
通
じ
て
「
理
解
す
る
」
こ
と
に
重
き
を
置
い
た

賞
美
學
の

を
生
み
出
し
た
こ
と
だ
。

　「
理
解
す
る
」
娛
樂
と
し
て
の
映
畫
受
容
史
を
再
現
す
る
た
め
に
、
本
稿
で
は

ま
ず
淸
末
の
科
學

術
受
容
史
が
上
海
に
お
け
る
映
畫
受
容
の
方
向
性
を
決
定
づ

け
た
こ
と
を
議
論
す
る
。
具
體
的
に
は
「
格
致
」
と
稱
さ
れ
た
科
學
知

の
新
興

中
閒
層
に
お
け
る
受
容
狀
況
と
、
新
知

を
說
朙
す
る
た
め
に
誕
生
し
た
「
解

說
」
や
「
圖
說
」
と
い
う
新
た
な
文
體
を
朙
ら
か
に
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
幻
燈

や
初
朞
映
畫
上
映
の
多
く
が
敎
養
と
遊
興
の
交
錯
す
る
科
學
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と

し
て
受
容
さ
れ
て
お
り
、
理
解
す
る
こ
と
で
も
た
ら
さ
れ
る
愉
悅
を
享
受
す
る
知

的
遊
戲
だ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
い
。
さ
ら
に
、
映
畫
の
常
設
上
映
が
盛
ん
と
な

る
時
朞
に
普
及
し
た
「
說
朙
書
」
が
、
映
畫
を
理
解
す
る
と
い
う
美
學
を
强
化
し
、

結
果
的
に
均
質
的
で
近
代
的
な
映
畫

客
が
創
出
さ
れ
る
に
至
っ
た
過
程
を
素

し
た
い
。



日
本
中
國
學
會
報
　
第
六
十
八
集

一
八
四

⺼
二
九
日
、「
答
問
」
第
二
百
零
七
問
）
な
ど
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
歷
史
學
者
熊
⺼

之
に
よ
れ
ば
、『
格
致
彙
編
』
の
讀
者
質
問
欄
は
應
用
化
學
、
自
然
知

、
基
礎

科
學
、
そ
し
て
「
奇
妙
な
質
問
と
そ
の
他
の
質
問
（
奇

問
題
和
其
他
問
題
）」
の

四
項
目
に
分
類
で
き
る
と
い
い
、「
奇
妙
な
質
問
や
そ
の
他
の
質
問
」
の
占
め
る

割
合
は
一
七
・
二
％
と
最
も
少
な
か
っ
た
と
い
う（

５
）。
し
か
し
、
四
割
以
上
を
占
め

た
應
用
化
學
、
二
割
を
越
す
自
然
知

に
は
及
ば
ぬ
も
の
の
、
第
三
の
カ
テ
ゴ
リ

ー
で
あ
る
基
礎
科
學
に
か
ん
す
る
質
問
（
一
七
・
五
％
）
と
同
程
度
を
占
め
て
い

た
こ
と
に
鑑
み
る
と（

６
）、「
奇
妙
な
質
問
や
そ
の
他
の
質
問
」
は
「
格
致
」
の
例
外

で
は
な
く
む
し
ろ
そ
の
一

を
成
す
要
素
だ
っ
た
と
す
る
の
が
妥
當
だ
ろ
う
。
實

際
、
雜
誌
編
者
は
「
奇
妙
な
質
問
」
を
排
除
す
る
こ
と
な
く
、
各
々
に
た
い
し
て

懇
切
丁
寧
に
回
答
を
與
え
て
い
た
。
た
と
え
ば
毛
髮
の
重
量
ま
で
を
も
計
測
可
能

な
天
秤
に
か
ん
す
る
質
問
に
た
い
し
て
は
、
詳
細
な
計
測
方
法
の
紹
介
に
加
え
そ

の
機
器
の
値
段
が
洋
銀
百
餘
元
程
度
で
あ
る
と
の
回
答
が
示
さ
れ
た
。
溺
死
體
の

向
き
の
男
女
差
に
つ
い
て
は
、
回
答
者
は

測
で
回
答
す
る
こ
と
は
控⃝
え
た
い
と

し
な
が
ら
も
「
西
洋
の
醫
學
書
で
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
言
及
し
て
お
ら
ず
、
お

そ
ら
く
傳
聞
の
過
程
で
誤
り
が
生
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う（

７
）」
と
の
見
解
が
𣷹
え
ら
れ

た
。
殭
屍
に
か
ん
す
る
質
問
に
い
た
っ
て
は
、
世
閒
に
廣
く
流
布
し
て
い
る
殭
屍

の
俗
話
を
認
め
た
う
え
で
、
西
洋
で
は
死
後
に

品
を
濕
布
す
る
こ
と
で
死
體
を

腐
ら
せ
な
い
方
法
が
あ
る
こ
と
や
、
感
電
死
の
場
合
は
腐
爛
し
な
い
こ
と
も
あ
る

と
紹
介
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、「
奇
妙
な
質
問
」
を
非
科
學
的
で
あ
る
と
一
蹴

す
る
の
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
考
慮
し
な
が
ら
科
學
的
根
據
を
示
し
つ

つ
丁
寧
に
解
說
す
る
姿
勢
が
貫
か
れ
て
い
る
。

　
淸
末
の
科
學
雜
誌
に
お
け
る
讀
者
質
問
欄
に
は
、
讀
者
が
さ
ま
ざ
ま
な
科
學

現
象
に
た
い
し
て
持
っ
て
い
た
貪
欲
な
知

欲
に
滿
ち
溢
れ
て
い
る
と
同
時
に
、

「
格
致
」
と
い
う
槪
念
が
「
通
俗
」
と
「
敎
養
」
を
未
だ
分
化
さ
せ
て
い
な
か
っ

主
編
、
商
務
印
書
館
發
行
、
一
八
九
八
年
）
は
い
ず
れ
も
廣
く
大
衆
に
向
け
て
發
行

さ
れ
た
科
學
雜
誌
だ
っ
た
。
全
國
に
讀
者
を
持
っ
た
こ
れ
ら
の
雜
誌
に
は
、
物
理

や
化
學
、
數
學
、
天
文
學
、
生
物
學
と
い
っ
た
基
礎
科
學
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

地
理
學
、
醫
學
、
機
械
工
學
な
ど
の
應
用
科
學
、
水
難
救
助
法
や
養
蜂
の
最
新

術
の
紹
介
と
い
っ
た
實
學
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る
科
學
的
領
域
を
網
羅
す
る
記
事
で
埋

め
盡
く
さ
れ
て
い
た
。
圖
版
の
多
用
や
讀
者
か
ら
の
質
問
欄
、
外
國
紙
に
揭
載
さ

れ
た
科
學
記
事
の
飜
譯
・
紹
介
な
ど
、
兩
誌
を
構
成
す
る
項
目
に
は
共
通
點
も
多

く
、
主
な
讀
者
層
も
と
も
に
一
定
の

字
能
力
と
敎
養
を
㊒
す
る
新
興
中
閒
層
だ

っ
た
。

　
初
朞
の
大
衆
向
け
科
學
雜
誌
に
お
い
て
「
格
致
」
の
多

性
を
示
す
も
っ
と

も
分
か
り
や
す
い
項
目
は
讀
者
質
問
欄
だ
。『
格
致
彙
編
』
で
は
「
互
相
問
答
」、

『
格
致
新
報
』
で
は
「
答
問
」
と
稱
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
欄
は
、
日
常
生
活
で
遭
遇
・

見
聞
す
る
諸
科
學
現
象
に
か
ん
し
て
讀
者
か
ら
素
朴
な
質
問
が
寄
せ
ら
れ
、
編
者

が
そ
れ
に
答
え
る
形
式
だ
っ
た
。
質
問
の
多
く
は
科
學
の
基
礎
知

の
敎
示
を
請

う
も
の
だ
っ
た
が
、
時
と
し
て
現
在
の
一
般
的
な
科
學
の
ロ
ジ
ッ
ク
か
ら
逸
脫
す

る
よ
う
な
質
問
も
揭
載
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
千
分
の
一
厘
單
位
で
計
測
可
能
な

天
秤
を
用
い
た
ら
髮
の
毛
の
重
さ
を
も
量
る
こ
と
が
で
き
る
な
ど
と
い
う
が
自
分

は
到
底
信
じ
ら
れ
ぬ
、
も
し
事
實
だ
と
す
れ
ば
ど
こ
で
手
に
入
る
の
か
、
ま
た
値

段
は
い
く
ら
か
（『
格
致
彙
編
』
第
二
年
第
四
卷
、
一
八
七
七
年
六
⺼
、「
互
相
問
答
」
第

一
百
三
十
一
）、
溺
死
し
た
男
性
は
う
つ
ぶ
せ
に
、
女
性
は
仰
向
け
に
浮
か
ぶ
の
は

男
女
の
陰
陽
に
關
係
す
る
と
い
う
が
自
分
は
男
女
の
身
體
構
造
の
違
い
に
よ
る
も

の
だ
と
思
っ
て
い
る
、
實
際
は
ど
う
な
の
か
（『
格
致
新
報
』
第
一
二
册
、
一
八
九
八

年
六
⺼
二
九
日
、「
答
問
」
第
一
百
五
十
六
問
）、
人
が
死
ん
だ
後
數
年
閒
腐
ら
な
か
っ

た
ら
殭
屍
と
な
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
不
爛
の
氣
が
得
ら
れ
る
の
は
生
歬
か
死

後
か
、
ま
た
西
洋
に
は
殭
屍
は
い
る
か
（『
格
致
新
報
』
第
一
五
册
、
一
八
九
八
年
七
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五

が
本
來
人
び
と
に

起
さ
せ
る
多
分
に
主

的
な
興
味
か
ら
對
象
を
切
り
離
し
客

體
化
し
た
う
え
で
、
學
術
用
語
や
槪
念
を
用
い
た
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
定
量
・

計
測
可
能
な
尺
度
へ
と
還
元
し
平
準
化
す
る
こ
と
で
、
い
わ
ば
「
格
致
」
を
文
體

と
し
て
實
體
化
し
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
意
味
で
、『
格
致
彙
編
』・『
格
致
新
報
』

の
讀
者
質
問
欄
は
、「
格
致
」
と
い
う
文
體
を
擴
散
す
る
メ
デ
ィ
ア
で
も
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、「
格
致
」
の
文
體
の
普
及
を
擔
っ
た
の
は
大
衆
向
け
科
學
雜
誌
の

み
の
功
績
で
は
な
い
。
繪
入
り
新
聞
の
普
及
も
ま
た
、

察
し
解
說
す
る
と
い
う

「
格
致
」
の
文
體
を
大
い
に
補
强
し
た
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、『
點
石
齋

畫
報
』
や
『
圖
畫
日
報
』
と
い
っ
た
繪
入
り
新
聞
は
、
誇
張
し
た
筆
致
と
高
い
寫

實
性
が
混
在
す
る
獨
自
の
ス
タ
イ
ル
を
基
調
と
し
た
圖
說
で
も
っ
て
時
事
的
話
題

や
日
常
的
逸
話
を
取
り
あ
げ
人
氣
を
博
し
た
。『
點
石
齋
畫
報
』
の
繪
師
吳
友
如

が
主
題
の
選
定
に
さ
い
し
て
參
照
し
て
い
た
㊮
料
に
『
格
致
彙
編
』
も
含
ま
れ
て

い
た
こ
と
は
ま
こ
と
に
興
味
深
い
。
實
際
、
科
學
現
象
が
も
た
ら
す
新
奇
性
は
、

路

や
遊
興
場
に
お
け
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
興
行
に
相
應
し
い
も
の
が
少
な
く
な

か
っ
た
。

　
た
と
え
ば
、
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
流
行
し
た
「
野
人

頭
」
を
見
て
み
よ
う
。
一
見
す
る
と
、
卓
上
の
皿
に
載
せ
ら
れ
た
人
頭
は
そ
れ
が

連
結
さ
れ
る
べ
き
胴
體
を
失
っ
て
い
る
か
に
見
え
る
が
、
實
は
卓
の
下
に
は
特
定

の
角
度
で

が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
本
來
そ
こ
あ
る
胴
體
の
代
わ
り
に
虛
空
を
映

し
出
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
大
衟

と
し
て
當
時
人
氣
を
博
し
て
い
た
こ
の

「
野
人
頭
」
も
ま
た
、『
格
致
彙
編
』
に
お
い
て
は
讀
者
の
科
學
的
興
味
の
對
象
と

し
て
取
り
あ
げ
ら
れ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
上
海
に
は
、
机
上
の
盆
に
人
頭
が

置
か
れ
机
下
は
空
っ
ぽ
と
い
う
出
し
物
が
出
現
し
て
い
る
。
そ
の
頭
は
各
地
の
言

を
話
す
こ
と
が
で
き
、
た
い
そ
う
珍
し
い
」
と
い
う
。
最
近
各
地
で
散
見
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
盛
況
を
博
し
て
い
る
と
い
う
こ
の
奇
術
興
行
に
か
ん
す
る
讀
者
の

た

相
が
顯
れ
て
い
る
。「
格
致
」
と
は
、「
西
洋
傳
來
の
見
世
物

」
の
よ
う
な

通
俗
性
を
一
方
の
極
に
、
基
礎
・
應
用
化
學
の
敎
養
を
も
う
一
方
の
極
に
置
い
た

連
續
體
で
あ
り
、
兩
極
の
閒
は
た
と
え
ば
物
理
學
の
基
礎
知

か
ら
殭
屍
ま
で
を

も
包
攝
す
る
多
彩
な
ス
ペ
ク
ト
ル
で
埋
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
二
）　
科
學
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
「
格
致
」
の

體

　「
格
致
」
と
い
う
槪
念
を
考
察
す
る
さ
い
、
そ
れ
が
新
知

の
受
容
に
さ
い
し

て
不
可
缺
な
文
體
を
も
創
出
し
た
と
い
う
點
も
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
本
節
で

は
引
き
續
き
『
格
致
彙
編
』・『
格
致
新
報
』
の
讀
者
質
問
欄
に
焦
點
を
當
て
な
が

ら
、
こ
の
さ
さ
や
か
な
項
目
を
通
じ
て
、

察
者
の
ま
な
ざ
し
を
介
し
た
新
た
な

思
考
の
枠
組
み
が
生
み
出
さ
れ
、
新
知

の
理
解
を
促
す
に
至
っ
た
過
程
を
槪

し
た
い
。

　
質
量
が
可
視
的
な
物
體
で
は
な
く
、
機
械
も
ま
た
一
連
の
複
合
的
な
運
動
そ
の

も
の
に
本
質
が
あ
る
よ
う
に
、
科
學
と
は
多
く
が
現
象
的
で
あ
り
、
そ
れ
を
理
解

す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
現
象
を
實
際
に
體
驗
す
る
と
い
う
過
程
が
缺
か
せ
な
い
。

そ
の
う
え
で
、
科
學
現
象
を
記
述
す
る
た
め
に
は
對
象
を
客
體
化
し

察
す
る
と

い
う
行
爲
を
必
然
的
に
要
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
う
し
た
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
科

學
雜
誌
の
讀
者
質
問
欄
は
客

的
な
科
學
的

察
記
錄
の
コ
ー
パ
ス
で
も
あ
っ
た
。

こ
こ
で
㊟
目
し
た
い
の
は
、
科
學
體
驗
を
記
述
す
る
質
問
者
と
回
答
者
の
文
體
の

差

だ
。
す
で
に
示
し
た
事
例
か
ら
も
朙
ら
か
な
よ
う
に
、
讀
者
か
ら
の
質
問
、

と
り
わ
け
「
奇
妙
な
質
問
」
に
分
類
さ
れ
る
も
の
は
、
科
學
現
象
を
見
聞
し
た
讀

者
の
率
直
な
情
感
が
直
截
的
に
記
さ
れ
て
お
り
、
論
理
よ
り
も

愕
や
混
亂
を
、

全
體
の
構
造
よ
り
も
細

に
た
い
す
る
偏
重
し
た
興
味
を
優
先
さ
せ
て
い
る
。
こ

れ
に
對
し
、
回
答
者
の
文
體
は
い
ず
れ
も
質
問
者
の
情
動
を
論
理
と
秩
序
の
枠
へ

め
、
俯
瞰
的
な
立
場
か
ら

察
し
、
科
學
現
象
全
體
を
構
造
的
に
把
握
し
よ
う

と
努
め
て
い
た
。「
解
說
」
と
も
い
う
べ
き
こ
の
文
體
は
、
現
象
と
し
て
の
科
學
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の
「
圖
說
」
と
し
て
も
機
能
し
て
い
る
の
だ
。
同

の
現
象
は
、
Ｘ
線
の
普
及
を

め
ぐ
る
科
學
雜
誌
の
讀
者
質
問
欄
や
繪
入
り
新
聞
に
よ
る
Ｘ
線
記
事
、
見
世
物
興

行
と
し
て
の
Ｘ
線
身
體
透
過

の
普
及
に
も
見
ら
れ
る（
９
）。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
科

學
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
傳
え
る
繪
入
り
新
聞
に
は
二
重
の

愕
、
す
な
わ
ち
科
學

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
本
來
的
に
持
つ
見
世
物
性
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
る

き
に

加
え
、
そ
の
科
學
的
仕
組
み
の
解
說
に
よ
っ
て

起
さ
せ
ら
れ
る
知
的

愕
ま
で

も
が

き
込
ま
れ
て
い
た
。
こ
う
し
て
、
科
學
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
新
聞
メ
デ
ィ

ア
と
連
動
し
な
が
ら
「
理
解
す
る
」
こ
と
に
伴
う
知
的
刺
激
を
遊
興
文
化
の
空
閒

へ
と
擴
張
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

二
　
敎
養
／
游
興

閒
の
創
出

　
　
　—

—

樂
し
い
知

と
し
て
の
幻
燈
・
映
畫
上
映

　
最
初
朞
の
幻
燈
・
映
畫
上
映
は
敎
養
と
遊
興
が
交
錯
す
る
科
學
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
の
な
か
で
も
最
も
大
き
な
反
响
を
引
き
起
こ
し
た
も
の
だ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、

格
致
書
院
を
中
心
と
し
て
定
着
し
た
幻
燈
講
演
會
の
實
像
を
再
現
し
た
後
に
、
そ

れ
が
、
上
海
に
お
け
る
映
畫

賞
美
學
の
獨
自
性
、
す
な
わ
ち
「
理
解
す
る
」
と

い
う
美
學
の

と
な
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
い
。

（
一
）　
格
致
書
院
と
幻
燈
上
映

　
上
海
で
映
畫
が
受
容
さ
れ
た
の
は
い
わ
ゆ
る
遊
興
的
な
文
脉
だ
け
で
は
な
か
っ

た
。
遊
興
と
敎
養
が
交
錯
す
る
知
的
な
空
閒
も
ま
た
映
畫
の
受
け
皿
と
な
っ
た
が
、

こ
の
混
淆
的
空
閒
は
、
映
畫
に
先
驅
け
て
定
着
し
て
い
た
幻
燈
上
映
文
化
に
お
い

て
す
で
に
生
ま
れ
て
い
た
。
幻
燈
上
映
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
遊
興
／
敎
養
が
混
在

す
る
知
的
な
娛
樂
空
閒
は
、
理
解
す
る
こ
と
を
重
視
す
る
上
海
の
映
畫

賞
美
學

の
方
向
を
決
定
づ
け
た
の
で
あ
る
。

　
上
海
で
の
幻
燈
上
映
は
同
治
帝
の
「
國
喪
」
朞
閒
中
に
演
劇
の
上
演
が
禁
止

興
味
は
、
當
然
な
が
ら
そ
の
仕
組
み
の
敎
示
を
請
う
も
の
だ
っ
た（

８
）。
こ
の
問
い
へ

の
回
答
文
で
は
、「
野
人
頭
」
の
由
來
が
西
洋
で
あ
り
、
彼
の
地
で
は
子
供
向
け

の

と
し
て
人
口
に
膾
炙
し
て
い
る
こ
と
に
觸
れ
つ
つ
、

像
に
よ
っ
て
生
じ
る

錯
覺
を
使
っ
た
光
學
的
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
と
い
う
そ
の
科
學
的
仕
組
み
の
詳
細
が

解
說
さ
れ
た
。
實
は
「
野
人
頭
」
は
『
圖
畫
日
報
』
の
上
海
の
代
表
的
な

業
を

紹
介
す
る
連
載
「
營
業
寫
眞
」
欄
で
も
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
（
圖
一
）。
こ
の

圖
で
は
胴
體
を
失
い
な
が
ら
も
目
を
見
開
き
言

を
發
す
る
奇
妙
な
「
野
人
頭
」

に
好
奇
の
目
を
む
け
る
野
次
馬
を

き
つ
つ
も
、
文
字
に
よ
る
解
說

分
で
は
、

す
で
に
科
學
雜
誌
で
朙
か
さ
れ
て
い
る
ト
リ
ッ
ク
も
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
圖
は
、

單
に
見
世
物
に
興
じ
る
野
次
馬
た
ち
の

愕
だ
け
で
な
く
、
こ
の

く
べ
き
奇
術

圖
一
　

「
野
人
頭
」『
圖
畫
日
報
』
第
一
七
五
號
第
八
頁
（
上
海
古
籍
出
版
社
版
、
一
九
九
九

年
、
第
四
册
、
二
九
六
頁
）
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よ
っ
て
幻
燈
講
座
が
始
め
ら
れ
る
。
フ
ラ
イ
ヤ
ー
自
身
の
報
吿
に
よ
れ
ば
、
同
院

で
は
一
八
九
五
年
秋
か
ら
書
院
の
學
生
と
そ
の
友
人
向
け
に
開
か
れ
た
幻
燈
講

座
が
實
施
さ
れ
、
翌
年
に
は
六
つ
の
主
題
に
焦
點
を
當
て
た
講
座
が
開
催
さ
れ

た
。
六
つ
の
主
題
と
は
「
鑛
山
と
鑛
山
作
業
」、「
ブ
ラ
ッ
セ
イ
女
史
の
ヨ
ッ
ト
世

界
周
遊
」、「
生
理
學
と
解

學
」、「
南
京
總
督
と
南
京
の
名
所
」、「
シ
カ
ゴ

國
博
覽
會
」、「
動
物
學
」
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
講
演
で
は
餘
興
と
し
て
娛
樂
的
な

幻
燈
も
併
映
さ
れ
た）

（（
（

。「
科
學
」
と
い
う
語
の
現
代
的
語
感
か
ら
や
や
乖
離
し
た

ト
ピ
ッ
ク
を
も
含
ん
だ
こ
れ
ら
の
主
題
の
選
定
に
か
ん
し
て
、
歷
史
硏
究
者
デ

さ
れ
た
さ
い
に
劇
場
主
ら
が
導
入
し
た
の
が
そ
の
鼻
祖
だ
と
い
わ
れ
る
が）

（（
（

、
こ
こ

で
㊟
目
し
た
い
の
は
一
八
八
五
年
に
行
わ
れ
た
格
致
書
院
に
よ
る
大
規

な
幻
燈

講
演
會
で
あ
る
。
同
年
一
一
⺼
、
聖
公
會
の
幹

で
敎
育
者
で
も
あ
っ
た
顏
永
京

ら
に
よ
り
企
畫
・
實
施
さ
れ
た
こ
の
幻
燈
講
演
會
は
、
幻
燈
の
映
像
に
よ
っ
て
世

界
一
周
を
疑
似
體
驗
す
る
と
い
う
主
旨
の
下
、
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン

ス
、
ア
メ
リ
カ
、
そ
し
て
日
本
の
風
景
や
名
勝
が
映
寫
さ
れ
た
。
後
述
す
る
よ
う

に
、
好
評
を
博
し
た
こ
の
會
は
數
日
後
に
は
書
院
の
外
の
戲
園
街
に
設
置
さ
れ
た

特
設
會
場
で
の
延
長
公
演
へ
と
展
開
す
る
。
こ
の
時
上
演
さ
れ
た
幻
燈
と
會
場
の

は
一
六
幅
一
連
の
主
題
と
し
て
『
點
石
齋
畫
報
』
に
揭
載
さ
れ
た
（
圖
二
）。

こ
こ
で

か
れ
て
い
る
の
は
格
致
書
院
の
講
堂
で
は
な
く
、

園
に
設
置
さ
れ
た

特
設
會
場
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
寫
眞
で
と
ら
え
た
か
の
よ
う
に
細

に
到
る
細
か

な

寫
の
中
に
は
、
自
ら
指
し
棒
を
手
に
し
て
投
影
さ
れ
た
幻
燈
に
解
說
を
加
え

る
顏
永
京
と
思
し
き
解
說
者
の
姿
も

き
込
ま
れ
て
い
る
。
一
九
世
紀
半
ば
以

、

幻
燈
講
演
會
は
イ
ギ
リ
ス
を
中
心
に
廣
く
定
着
し
て
い
た
が
、
幻
燈
セ
ッ
ト
に
は

必
ず
文
字
に
よ
る
テ
キ
ス
ト
が
𣷹
え
ら
れ
、
上
映
時
に
は
說
朙
者
が
登
壇
し
、
指

し
棒
を
持
ち
な
が
ら
解
說
を
讀
み
上
げ
る
の
が
常
だ
っ
た
が）

（（
（

、
圖
を
見
る
限
り
格

致
書
院
の
幻
燈
講
演
會
も
イ
ギ
リ
ス
本
國
の
そ
の
ス
タ
イ
ル
を
ほ
ぼ
忠
實
に
踏

し
て
い
た
と
い
え
そ
う
だ
。
さ
ら
に
、
圖
二
そ
の
も
の
が
、

察
者
の
ま
な
ざ
し

か
ら
科
學
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
と
ら
え
理
解
す
る
た
め
の
圖
說
と
し
て
機
能
し
て

い
る
點
も
看
過
で
き
な
い
。
直

的
に
は
會
場
で
の

子
を
詳
細
に

き
つ
つ
、

解
說

分
で
は
顏
永
京
に
よ
る
幻
燈
說
朙
に
も
と
づ
い
た
と
思
わ
れ
る
文
字
說
朙

が
付
さ
れ
て
い
る
こ
の
一
連
の
圖
說
に
は
、
幻
燈
講
演
會
が
「
理
解
す
る
」
こ
と

を
樂
し
む
と
い
う
科
學
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
性
質
を
十
分
に
發
揮
し
た
も
の
だ
っ

た
こ
と
が

か
れ
て
い
る
の
だ
。

　
そ
れ
か
ら
十
年
後
の
一
八
九
五
年
、
格
致
書
院
で
は
ジ
ョ
ン
・
フ
ラ
イ
ヤ
ー
に

圖
二

「
影
戲
同

」『
點
石
齋
畫
報
』（
天
一
出
版
社
、
一
九
八
七
年
）、
第
一
輯
四
（
原
己

集
）、
九
六
頁
、
原
己
六
、
四
八
。

 



日
本
中
國
學
會
報
　
第
六
十
八
集

一
八
八

（
二
）
映
畫
と
い
う
「
格
致
」—

—

映
畫

賞
と
說
明

　
こ
こ
で
再
び
現
存
す
る
最
古
の
映
畫

賞
記
「
味

園

影
戲
記
」（
以
下
、

「
記
」
と
す
る
）
を
振
り
﨤
っ
て
み
よ
う
。
こ
の

賞
記
は
、
映
畫
上
映
が
行
わ
れ

た
と
い
う
史
實
を
裏
付
け
る
記
錄
以
上
の
價
値
を
祕
め
て
い
る
。
本
稿
で
㊟
目
し

た
い
の
は
、
こ
の
記
錄
が
「
中
體
西
用
」
論
の
立
場
か
ら
映
畫
を
科
學
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
と
し
て
と
ら
え
、
そ
れ
が
國
の
繁
榮
に
㊒
用
で
あ
る
と
朙
確
に
位
置
づ
け

て
い
る
ば
か
り
か
、
記
述
の
ス
タ
イ
ル
そ
の
も
の
が
「
格
致
」
の
文
體
を
實
踐
し

て
い
る
と
い
う
點
に
あ
る
。

　
味

園
と
は
張
園
を
指
す
が
、
張
園
で
の
當

の
映
畫
興
行
は
シ
ネ
マ
ト
グ
ラ

フ
か
ら
の
派
生
裝
置
「
ア
ニ
マ
ト
ス
コ
ー
プ
」
を
用
い
た
も
の
で
、
興
行
主
ハ
リ

ー
・
ウ
ェ
ル
ビ
ー
・
ク
ッ
ク
に
よ
る
一
八
九
七
年
五
⺼
二
二
日
の
ア
ス
タ
ー
ハ
ウ

ス
（
禮
査
飯
店
）
で
の
興
行
が
好
評
だ
っ
た
た
め
に
行
わ
れ
た
追
加
興
行
だ
っ
た
。

「
記
」
は
、
體
裁
と
し
て
は
當
時
徐
々
に
增
え
つ
つ
あ
っ
た
傳
統
劇
の
劇
評
の
形

式
を
旉
衍
し
、

賞
の
き
っ
か
け
や
當
日
の
同
伴
者
、
會
場
ま
で
の
交
通
手
段
や

時
閒
帶
に
つ
い
て
書
か
れ
た
序
段
か
ら
始
ま
り
、
續
け
て
會
場
で
の
興
行
內
容
に

觸
れ
、
末
尾
は

賞
に
連
れ
𣷹
っ
た
西
洋
寫
眞
に
精
通
す
る
友
人
と
の
科
學
と
し

て
の
映
畫
談
義
に
費
や
さ
れ
て
い
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
同
時
朞
の
『
新
聞

報
』
に
は
、「
記
」
と
ほ
ぼ
同

の
形
式
、
文
體
に
よ
る
サ
ー
カ
ス
や
奇
術
の

賞
記
が
第
一
面
に
揭
載
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
い
ず
れ
も
そ
の
高
い
娛
樂
性
を
稱
贊
す
る

も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
一
連
の

賞
記
は
單
に
「
西
洋
由
來
の
見
世
物

」
の

賞
價
値
に
言
及
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
同
時
朞
の
『
新
聞
報
』
の
ト
ッ
プ

記
事
を
さ
ら
に
俯
瞰
す
れ
ば
、
外
國
の
經
濟
狀
況
や
敎
育
施
策
な
ど
外
國
事
情
の

紹
介
、
纏
足
禁
止
を
訴
え
る
女
性
解
放
論
、
そ
し
て
變
法
に
か
ん
す
る
社
說
風
の

記
事
な
ど
、
社
會
變
革
を
主
張
す
る
論
調
が
濃
厚
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ

ら
の
記
事
と
サ
ー
カ
ス
や
映
畫
、
奇
術
と
い
っ
た
見
世
物

賞
記
が
同
列
に
扱

イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ラ
イ
ト
は
「
相
當
に
奇
妙
な
話
題
の
選
擇
範
圍
（the som

ew
hat 

idiosyncratic range of topics chosen

）」
と
形
容
し
た
う
え
で
、
こ
れ
ら
の
話

題
が
フ
ラ
イ
ヤ
ー
自
身
の
個
人
的
な
興
味
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
可
能
性
を
指

す

る）
（（
（

。
だ
が
、「
格
致
」
と
は
「
通
俗
」
と
「
敎
養
」
を
兩
極
と
し
た
連
續
體
で
あ

っ
た
と
い
う

點
か
ら
い
え
ば
、
フ
ラ
イ
ヤ
ー
の
作
品
選
定
の
對
象
の
廣
さ
は

「
奇
妙
」
で
あ
る
と
い
う
よ
り
、
當
時
に
お
け
る
「
格
致
」
の
ス
ペ
ク
ト
ル
の
多

彩
さ
の
實
態
を
投
影
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
實
際
、
探
檢
や
外
國
事
情

は
科
學
雜
誌
や
繪
入
り
新
聞
が
好
ん
で
取
り
あ
げ
た
話
題
だ
っ
た
。
フ
ラ
イ
ヤ
ー

の
作
品
選
定
に
は
市
井
に
流
布
し
て
い
た
「
格
致
」
の
實
像
が
反
映
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
幻
燈
講
座
の
合
閒
に
は
餘
興
の
た
め
の
幻
燈
も
上
映
さ
れ
て
い
た
こ

と
か
ら
、
幻
燈
を
用
い
た
敎
育
と
は
、
顏
永
京
ら
の
幻
燈
講
演
會
同

「
理
解
す

る
」
娛
樂
で
あ
り
、
敎
養
と
遊
興
が
混
淆
す
る
空
閒
の
創
出
と
定
着
を
大
い
に
促

し
た
の
だ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
格
致
書
院
で
使
用
さ
れ
て
い
た
も
の
と
同
種
の
も
の
と
思
わ
れ
る
幻

燈
機
は
、
書
院
を
越
え
て
福
州
路
一
帶
の
劇
場
に
も
普
及
し
て
い
た
よ
う
だ
。
企

業
廣
吿
を
揭
載
し
て
い
た
『
格
致
彙
編
』
に
は
、
幻
燈
機
を
含
む
光
學
機
器
を
取

り
扱
っ
て
い
た

商
福
利
洋
行
（H

all &
 H

altz Ltd.

）
の
廣
吿
が
頻
繁
に
揭
載
さ

れ
て
い
た
が
、
そ
こ
で
は
劇
場
や
大
講
堂
で
も
映
寫
可
能
な
幻
燈
映
寫
機
を
販
賣

し
て
い
る
旨
が
謳
わ
れ
て
い
る）

（（
（

。
こ
の
こ
と
は
科
學
雜
誌
の
讀
者
と
「
戲
迷
」
の

少
な
く
と
も
一

が
重
複
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
科
學
雜
誌
の
讀
者

は
、
後
に
到
來
す
る
映
畫
の
潛
在
的
な

客
で
も
あ
っ
た
の
だ
。
幻
燈
が
「
理
解

す
る
」
娛
樂
と
い
う
科
學
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
し
て
受
容
さ
れ
た
こ
と
は
、「
理

解
す
る
」
こ
と
を

と
す
る
上
海
の
映
畫

賞
美
學
を
生
み
出
す
搖
籃
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。



「
理
解
す
る
」
娛
樂

一
八
九

致
で
と
ら
え
た
う
え
で
、
そ
れ
ら
を
單
純
に
羅
列
す
る
の
で
は
な
く
、
全
體
を
連

續
し
た
統
一
的
な
科
學
現
象
と
し
て
と
ら
え
た
こ
と
こ
そ
が
そ
の
最
大
の
特

な

の
だ
。
と
く
に
上
編
で
は
、
午
後
九
時
に
會
場
に
到
着
し
て
か
ら
、
映
寫
が
始
ま

る
ま
で
の
閒
ひ
し
め
き
合
う

客
の

子
、

の
位
置
や
形
狀
、
映
寫
機
の
位
置

ま
で
も
が
記
述
さ
れ
、
映
寫

師
の
西
洋
人
が
登
壇
し
、
電
氣
に
よ
る
光
線
が

を
照
ら
し
て
伴
奏
♫
樂
が
鳴
り
响
き
機
械
♫
が
靜
か
な
會
場
に
响
く
さ
ま
が
書
か

れ
た
後
、
映
寫
さ
れ
た
二
〇
ほ
ど
の
短
篇
映
畫
に
か
ん
す
る
細

に
ま
で
ゆ
き
と

ど
い
た

察
眼
が
披
露
さ
れ
る
。
試
み
に
、
最
初
の
三
作
品
に
か
ん
す
る
記
述
を

拔
粹
し
て
み
よ
う
。

第
一
爲
鬧
市
　
行
者
　
騎
者
　
提
筐
而
負
物
者
　
交
錯
於
衟
　
㊒
肩
摩
轂
擊
氣

象

第
二
爲
陸
操
　
西
兵
一
隊
　

槍
鵠
立
　
忽
魚
貫
成
排
　
屈
單
膝
裝

　
作

擧
放
狀
　
第
三
爲
鐵
路
　
下
鋪
軌
衟
上

鐵
欄
　
站
夫
執
旗
伺
衟
左
　
火
車
啣
尾

而
至
　
男
女

稚
紛
紛
下
車
　
㊒
相
逢
脫
帽
者
　
㊒
隨
手
掩
門
者

第
一
は
に
ぎ
や
か
な
通
り
。
步
く
も
の
、
馬
に
乘
る
も
の
、

を
下
げ
て
物
を
背

負
う
も
の
が
衟
を
行
き
交
い
ひ
し
め
き
合
っ
て
い
る

子
。
第
二
は
敎
練
。
西
洋

の
兵
隊
が
銃
を
捧
げ
持
ち
直
立
し
て
い
る
。
に
わ
か
に
魚
貫
の
ご
と
く
列
を
成
し
、

膝
を
曲
げ
彈

を
裝
塡
し
、
發
礮
す
る

子
。
第
三
は
鐵
衟
で
、
地
面
に
は
軌
衟

が
旉
か
れ
、
そ
の
上
は
鐵
柵
で
防

さ
れ
て
お
り
、
驛
員
が
旗
を
持
っ
て
左
を
見

守
っ
て
い
る
と
、
列
車
が
續
け
ざ
ま
に
現
れ
、
男
女
や
こ
ど
も
ら
が
次
々
と
下
車

す
る
。
知
己
に
會
っ
て
帽
子
を
取
る
も
の
、
出
る
と
き
ド
ア
を
閉
め
る
も
の
。

　
こ
う
し
て
全
二
〇
作
品
全
て
に
つ
い
て
詳
細
を
究
め
た
記
錄
が
續
く
の
だ
が
、

こ
の

分
は
「
役
者
と
演
目
が
上
演
順
に
右
か
ら
竝
ん
で
い
る
だ
け
で
、
配
役
や

粗
筋
な
ど
は
載
っ
て
い
な
い）

（（
（

」
傳
統
劇
の
「
戲
單
」
の
形
式
、
と
り
わ
け
演
目
を

わ
れ
て
い
る
の
は
「
西
洋
傳
來
の
見
世
物

」
も
西
洋
の

術
や
制
度
と
同

に

「
用
」
と
し
て
㊒
效
だ
と
の
立
場
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
實
際
、「
記
」

の
末
尾
で
は
、
映
畫
は
幻
影
で
あ
る
が
、
そ
の
幻
影
は
「
眞
の

」
と
な
り
得
る

も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
し
て
「
衟
」
に
進
み
入
る
こ
と
が
で
き
る
と
結
論
づ

け
ら
れ
て
い
る
（「
夫
戲
幻
也
　
影
亦
幻
也
　
影
戲
而
能
以
幻
爲
眞

也
　
而
進
於
衟
矣
」、

續
歬
稿
）。「
西
洋
由
來
の
見
世
物

」
も
「
中
體
西
用
」
の
思
想
を
大
い
に
補
强

す
る
も
の
だ
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
以
下
具
體
的
に
「
記
」
の
文
體
に
觸
れ
て
み
よ
う
。
こ
の
記
錄
の

者
は
、
上

海
で
近
年
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
「
西
洋
傳
來
の
見
世
物

」、
具
體
的
に
は

興
行
師
「
車
里
尼
」
に
よ
る
サ
ー
カ
ス
や
奇
園
で
行
わ
れ
た
洋
畫
展
、
ラ
イ
シ
ャ

ム
劇
場
で
の
西
洋
ア
マ
チ
ュ
ア
演
劇
な
ど
に
觸
れ
、
こ
れ
ら
の
演
目
が
新
鮮
で
耳

目
を
喜
ば
せ
る
に
足
る
「
娛
樂
」
で
あ
る
と
評
價
す
る
。
た
だ
し
、「
記
」
の
書

き
手
は
映
畫
が
單
な
る
娛
樂
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
い
と
も
朙
言
す
る
の
だ
。
特

に
續
歬
稿
に
お
い
て
は
、
映
畫
が
本
質
的
に
は
科
學
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
あ
り
、

そ
の
先
端
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
も
た
ら
す
幻
影
の
妙
に
た
い
す
る

愕
を
隱
さ
ぬ
筆

致
で
つ
づ
り
、
そ
の
實
用
的
價
値
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
考
察
が
ま
と
め
ら
れ
て

い
る
。「
記
」
の
書
き
手
は
「
影
戲
」
を
共
に

賞
し
た
友
人
と
の
談
義
の
中
で
、

映
畫
が
發
朙
王
ト
マ
ス
・
Ａ
・
エ
ジ
ソ
ン
に
よ
っ
て
考
案
さ
れ
た
こ
と
に
觸
れ）

（（
（

、

當
時
の
最
先
端

術
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
う
し
て
、
エ
ジ
ソ
ン
が
發
朙

し
た
レ
コ
ー
ド
の
科
學
的
仕
組
み
に
言
及
し
た
後
に
、
最
新
の
高
速
撮
影
カ
メ
ラ

や
Ｘ
線
の
紹
介
に
ま
で
話
題
を
廣
げ
、
映
畫
も
含
め
た
こ
れ
ら
の
科
學

術
が
將

來
的
に
は
醫
療
な
ど
の
現
場
で
大
い
に
貢
獻
し
う
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
豫
測

す
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、「
記
」
が
讀
み
手
を
魅
了
す
る
の
は
、
後
半
に
見
え
る
科
學
談
義
の

先
端
性
だ
け
で
は
な
い
。
上
映
さ
れ
た
多
數
の
短
篇
を

に
入
り
細
を
う
が
つ
筆
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九
〇

　
最
初
朞
の
映
畫

賞
記
に
お
い
て
「
記
」
の
よ
う
に
朙
示
的
に
「
格
致
」
の

相
を
ま
と
っ
た
文
體
の
も
の
は
少
な
い
が
、
い
ず
れ
も
映
畫
上
映
と
い
う

術
そ

の
も
の
の
持
つ
新
奇
性
に
着
目
し
て
い
る
こ
と
を
强
調
し
て
お
き
た
い）

（（
（

。
ま
た
、

個
々
の
映
畫
作
品
に
か
ん
し
て
番
付
を
越
え
る
情
報
量
を
提
供
す
る
と
い
う
特

は
、
分
量
の
多
寡
は
見
ら
れ
る
も
の
の
ほ
と
ん
ど
の
映
畫

賞
記
に
含
ま
れ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
記
述
が
、
映
畫
に
ま
だ
觸
れ
る
機
會
を
持
た
な
い
讀
者
に
た
い

し
て
、
映
畫
へ
の
理
解
を
促
す
解
說
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で

も
無
い
だ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
、
話
し
言

に
よ
る
解
說
も
ま
た
映
畫
傳
來
直
後
に
登
場
し
て
い
た
こ

と
に
つ
い
て
觸
れ
て
お
こ
う
。
こ
の
興
行
は
歬
述
の
ア
ス
タ
ー
ハ
ウ
ス
・
張
園
で

の
ア
ニ
マ
ト
ス
コ
ー
プ
興
行
と
は

な
り
、
米
國
か
ら
香
港
で
の
興
行
を
皮
切
り

に

北
を
巡
っ
て
上
海
入
り
し
た
モ
リ
ス
・
シ
ャ
ル
ベ
と
米
國
人
ジ
ョ
ン
ソ
ン
に

よ
る
シ
ネ
マ
ト
グ
ラ
フ
興
行
で
、
上
海
で
は
一
八
九
七
年
七
⺼
二
六
日
に
天

園
か
ら
始
ま
り
、
奇
園
、
同
慶

園
な
ど
を

臺
に
一
〇
⺼
ま
で
斷
續
的
に
續
い

た
も
の
で
あ
る）

（（
（

。
天

園
で
の
興
行
で
㊟
目
し
た
い
の
は
、「
記
」
で
も
見
ら

れ
た
よ
う
に
、
後
の
「
說
朙
書
」
を
彷
彿
と
さ
せ
る
詳
細
な
情
報
を
伴
う
上
映
作

品
一
覽
を
廣
吿
と
し
て
打
っ
た
こ
と
に
加
え
（
圖
三
）、
上
映
時
に
中
國
人
の
映

畫
說
朙
者
を
登
壇
さ
せ
、
上
映
と
平
行
し
て
解
說
を
加
え
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
だ）

（（
（

。

廣
吿
に
よ
る
文
字
情
報
に
加
え
、
上
映
中
の
肉
聲
に
よ
る
解
說
と
い
う
雙
方
向
か

ら
の
「
こ
と
ば
」
に
よ
る
說
朙
が
施
さ
れ
た
こ
と
は
、
映
畫
興
行
の
成
功
の
た
め

に
は
映
畫
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
い
う
興
行
主
の
思
惑
が
現
れ
て

い
る
。
映
畫
上
映
の
現
場
で
解
說
を
加
え
る
と
い
う
ア
イ
デ
ア
の
由
來
は
今
後
の

考
察
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
劇
場
ひ
し
め
く
上
海
の
繁

街
で
天
津
出
身
の

新
參
者
の
經
營
に
よ
る
天

園
に
お
い
て）

（（
（

映
畫
と
い
う
新
奇
な
電
氣
仕
掛
け
の

見
世
物
興
行
を
成
功
さ
せ
る
た
め
に
は
、

客
へ
の
理
解
を
周
到
に
準
備
す
る
必

時
系
列
順
に
竝
べ
る
と
い
う
構
成
は
類
似
す
る
も
の
の
、
單
な
る
番
付
で
は
な
く
、

そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
對
象
や
動
き
の
細

に
踏
み
込
ん
で
い
る
う
え
に
、
そ
の
分

量
も
槪
ね
一
二
〇
〇
字
近
く
あ
る
上
篇
の
う
ち
約
六
割
を
占
め
て
お
り
、
壓
卷
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
特
色
あ
る
「
記
」
の
文
體
の
淵
源
を
辿
る
に
は
、
一
九
世
紀

末
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
擔
い
手
の
一
人
だ
っ
た
「
記
」
の
筆
者
が
ど
の
よ
う
な

敎
育
を
通
じ
て
如
何
な
る
敎
養
を
身
に
つ
け
た
か
を
探
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
現
時

點
で
そ
れ
を
實
證
す
る
こ
と
は
叶
わ
な
い
が
、
當
時
の
新
聞
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ム
の

擔
い
手
た
ち
の
多
く
が
、
傳
統
的
な
書
院
や
私
塾
で
古
典
を
修
め
る
一
方
で
、
西

洋
の
新
し
い
敎
養
に
も
諬
發
さ
れ
る
機
會
を
得
た
人
び
と
だ
っ
た
こ
と
に
鑑
み
れ

ば
、「
記
」
の
書
き
手
も
ま
た
そ
れ
と
類
似
す
る
敎
育
を
經
驗
し
た
人
物
だ
っ
た

と
考
え
る
こ
と
は
あ
な
が
ち
閒
違
い
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
の
う
え
で
本
稿
で
は
、

「
記
」
が
俯
瞰
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
か
ら
こ
の
上
映
會
を
一
連
の
連
續
し
た

光
學
的
現
象
と
し
て
と
ら
え
て
構
造
化
す
る
こ
と
を
通
し
て
「
格
致
」
の
欲

を

露
わ
に
し
て
い
る
點
に
㊟
目
し
た
い
。「
記
」
の
筆
者
に
と
っ
て
映
畫
の
も
た
ら

す

愕
と
は
、
そ
れ
が
電
氣
と
い
う
動
力
を
用
い
て
生
命
を
吹
き
込
ん
だ
よ
う
に

圖
像
を
動
か
す
こ
と
に
加
え
、
こ
の
世
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
事
ど
も
が
次
々
と
入

れ
替
わ
り
な
が
ら
映
し
出
さ
れ
る
と
い
う
映
寫
の
「
か
ら
く
り
」
そ
の
も
の
に

起
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
投
影
さ
れ
た
映
像
の
リ
ア
リ
テ
ィ
そ
の
も
の

と
い
う
よ
り
も
、
リ
ア
リ
テ
ィ
あ
ふ
れ
る
映
像
が
次
か
ら
次
へ
と
變
化
し
て
ゆ
く

映
寫
と
い
う
光
學
的
仕
組
み
こ
そ
が
、「
記
」
の
書
き
手
の
知
的
好
奇
心
を
刺
激

し
た
の
で
あ
る
。
作
品
紹
介

分
に
お
け
る
膨
大
な
情
報
量
と
拔
か
り
の
な
い
緻

密
さ
に
特

づ
け
ら
れ
る
「
記
」
の
文
體
は
、
變
幻
自
在
に
現
れ
て
は
消
え
ゆ
く

光
學
的
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
の

察
記
錄
な
の
だ
。
こ
の
意
味
で
、
雜
文
と
も
劇
評
と

も
朙
ら
か
に

な
る
「
記
」
の
文
體
は
、「
格
致
」
の
文
體
で
あ
る
と
評
す
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。



「
理
解
す
る
」
娛
樂

一
九
一

三
　
映
畫
說
明
書
の

生

　
　
　—

—

知
的
游
戲
の
「
敎
科
書
」

　
科
學
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
よ
る
敎
養
／
遊
興
空
閒
は
、
二
〇
世
紀
を
迎
え
る
と

新
式
學
校
の
普
及
に
と
も
な
っ
て
活
性
化
し
た
學
生
の
餘
暇
活
動
へ
と
包
攝
さ
れ

て
ゆ
く
。
一
九
〇
五
年
を
迎
え
る
頃
に
は
、
格
致
書
院
の
他
に
も
上
海
基
督
敎
靑

年
會
、
中
西
書
院
と
い
っ
た
學
校
・
團
體
の
他
、
民
生
中
學
の
よ
う
な
實
學
敎
授

の
た
め
の
新
式
學
校
を
主
要
な

臺
と
し
て
、
演
說
、
奇
術
、
歌
唱
と
と
も
に
幻

燈
や
映
畫
の
上
映
が
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
空
閒
に
お

い
て
、
映
畫
を
理
解
す
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
工
夫
が
な
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

結
論
か
ら
い
え
ば
、
新
劇
が
す
で
に
制
度
化
し
て
い
た
「
說
朙
書
」
が
映
畫
上
映

で
も
取
り
入
れ
ら
れ
、「
理
解
す
る
」
と
い
う
映
畫

賞
美
學
が
よ
り
朙
示
化
さ

れ
た
の
だ
っ
た
。

　
映
畫
史
硏
究
者
張
偉
に
よ
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
映
畫
の
說
朙
書
の
ル
ー
ツ
は
西
洋

の
映
畫
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
あ
る
と
い
う）

（（
（

。
た
だ
し
こ
こ
で
指

さ
れ
て
い
る
の
は

獨
立
し
た
印
刷
媒
體
と
し
て
の
說
朙
書
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。

實
際
、
映
畫
の
「
說
朙
書
」
と
い
う
言

は
多
義
的
で
、
初
朞
に
は
そ
れ
は
ま
ず

映
畫
の
物
語
の
粗
筋
を
意
味
し
て
い
た
。
ま
た
、
場
合
に
よ
っ
て
は
サ
イ
レ
ン
ト

映
畫
の
字

を
指
し
た
り
、
映
畫
の
脚
本
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

說
朙
書
が
專
ら
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
體
の
メ
デ
ィ
ア
を
指
す
よ
う
に
な
る
の
は
一
九
三

〇
年
代
の
こ
と
で
あ
る
。

　
映
畫
の
說
朙
書
の
ル
ー
ツ
は
、
直
截
的
に
は
新
劇
の
劇
團
が
公
演
時
に
配
布
し

て
い
た
說
朙
書
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
一
九
一
四
年
三
⺼
に
は
上
海

基
督
敎
靑
年
會
の
映
畫
上
映
會
で
印
刷
さ
れ
た
說
朙
書
が
配
布
さ
れ
て
い
た
が）

（（
（

、

同
會
で
は
少
な
く
と
も
そ
の
歬
年
頃
よ
り
新
劇
や

語
劇
を
中
心
と
し
た
盛
ん
な

要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
映
畫

賞
と
は
、
文
字
や
肉
聲
に
よ
る
「
こ
と
ば
」
を

介
し
て
「
理
解
す
る
」
と
い
う
愉
悅
を
體
感
す
る
科
學
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
極
め
て
知
的
な
遊
戲
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
光
學
的
仕
組
み
の
解
說
に
加
え
、
上
映
さ
れ
た

演
目
を
詳
述
す
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
は
、
初
朞
の
幻
燈
・
映
畫

賞
記
に
廣
く
共

通
す
る
。「
解
說
」
が
介
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
科
學
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
し

て
の
映
畫
上
映
は
「
理
解
す
る
」
娛
樂
が
も
た
ら
す
愉
悅
の
强
度
を
高
め
た
の
だ

っ
た
。
ま
た
、
映
畫

賞
記
や
「
說
朙
書
」
風
の
映
畫
廣
吿
が
新
聞
メ
デ
ィ
ア
を

通
じ
て
讀
ま
れ
る
こ
と
で
、
敎
養
／
遊
興
の
兩
義
的
な
性
質
を
持
つ
映
畫
を
理
解

す
る
リ
テ
ラ
シ
ー
が
浸
透
し
、
映
畫
の
潛
在
的
な

客
を
育
ん
で
い
っ
た
の
で
あ

る
。

圖
三

天

園
に
お
け
る
映
畫
興
行
廣
吿
（『
申
報
』
一
八
九
七
年
七
⺼
二
九
日
）
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二

な
ど
の
雜
誌
に
外
國
映
畫
の
內
容
を
連
載
小
說
と
し
て
飜
案
す
る
映
畫
小
說
が
登

場
し
、「
映
畫
小
說
（
影
戲
小
說
）」
な
ど
と
稱
さ
れ
て
流
行
し
た
。
一
九
二
〇
年

代
に
映
畫
專
門
誌
が
登
場
す
る
と
、
說
朙
書
や
映
畫
小
說
は
文

誌
を
離
れ
『
影

戲
雜
誌
』
や
『
電
影
雜
誌
』
な
ど
へ

臺
を
移
し
て
い
く
。
一
方
、
こ
の
時
朞
に

は
映
畫
常
設
館
の
增
加
に
と
も
な
い
册
子
體
、
あ
る
い
は
一
枚
の
洋
紙
を
二
つ
折

り
に
し
た
タ
イ
プ
の
印
刷
體
の
說
朙
書
を
配
布
す
る
映
畫
館
が
散
見
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
。
歬
者
は
一

の
㊮
本
力
の
あ
る
映
畫
館
で
發
行
さ
れ
て
い
た
が
、
實
際

に
主
流
を
占
め
た
の
は
後
者
の
形
態
だ
っ
た）

（（
（

。

　
と
こ
ろ
で
、
映
畫
の
說
朙
書
が
登
場
し
た
頃
、
市
場
に
出
回
っ
て
い
た
多
く
の

映
畫
は
言
う
ま
で
も
無
く
外
國
製
だ
っ
た
。
外
國
映
畫
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、

サ
イ
レ
ン
ト
映
畫
の
外
國
語
字

を
解
さ
ね
ば
な
ら
ず
、
映
畫
館
側
に
そ
の
た
め

の
ツ
ー
ル
の
用
意
が
無
い
こ
と
を
嘆
い
た
り
、
說
朙
書
が
あ
る
場
合
も
內
容
が
不

十
分
だ
と
の
不
滿
は
し
ば
し
ば
新
聞
・
雜
誌
メ
デ
ィ
ア
で
も
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い

た）
（（
（

。
ま
た
、
外
國
語
を
解
す
る

客
が
親
切
心
か
ら
外
國
語
字

を
中
國
語
に
譯

し
て
♫
讀
す
る
行
爲
が
習
慣
化
す
る
の
も
こ
の
時
朞
の
こ
と
で
あ
る
。
一
九
二
〇

年
代
も
半
ば
を
過
ぎ
る
と
こ
う
し
た
「
お
節
介
」
な
親
切
行
爲
は
マ
ナ
ー
違
反
と

し
て
糾
彈
さ
れ
る
が
、
外
國
語
字

を
譯
し
て
讀
み
上
げ
る
こ
と
は
多
く
の

客

に
と
っ
て
映
畫
を
理
解
す
る
た
め
に
不
可
缺
だ
っ
た
の
で
あ
る）

（（
（

。
こ
れ
ら
の
例
は
、

外
國
映
畫
の
物
語
や
、
そ
こ
に
映
し
出
さ
れ
る
未
知
な
る

國
の
習
慣
や
風
習
を

理
解
す
る
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
手
段
に
よ
る
「
こ
と
ば
」
の
解
說
が
不
可
缺
だ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
說
朙
書
が
必
要
と
さ
れ
た
の
は
外
國
映
畫
に
限
定
さ
れ
て
は
い
な
か

っ
た
。
上
海
の

客
た
ち
に
と
っ
て
映
畫
を

賞
す
る
と
い
う
行
爲
は
、
外
國
映

畫
か
中
國
映
畫
か
を
問
わ
ず
、
フ
ィ
ル
ム
を
見
る
だ
け
で
な
く
說
朙
書
を
讀
む
と

い
う
行
爲
が
付
隨
し
て
初
め
て
完
結
さ
れ
る
も
の
だ
っ
た
。
中
國
人

客
た
ち
が

演
劇
活
動
が
展
開
さ
れ
て
お
り
、
會
員
の
中
に
は
王
鈍
根
の
よ
う
な
文

ジ
ャ
ー

ナ
リ
ズ
ム
の
中
心
人
物
の
ほ
か
新
劇
家
も
少
な
く
な
か
っ
た）

（（
（

。
同
時
朞
、
文
朙
戲

の
劇
場
で
は
す
で
に
公
演
時
に
說
朙
書
を
配
布
・
販
賣
し
て
い
た
こ
と
か
ら）

（（
（

、
同

會
で
の
說
朙
書
の
配
布
は
新
劇
の

劇
習
慣
を
踏

し
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

も
と
も
と
新
劇
の
說
朙
書
は
「

客
の
理
解
を
助
け
」
る
も
の
だ
っ
た
が）

（（
（

、
映
畫

の
說
朙
書
も
新
劇
の
そ
れ
と
同

の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
、
一
九
世
紀
末
の
映
畫

賞
記
や
映
畫
上
映
廣
吿
が
擔
っ
て
い
た

解
說
と
い
う
役
目
は
、「
說
朙
書
」
の
名
と
と
も
に
定
着
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
興
味
深
い
の
は
、
新
劇
や
映
畫
上
映
會
で
の
說
朙
書
の
普
及
が
、
劇
評
の
成
立

と
隆
盛
に
ほ
ぼ
同
朞
し
て
い
る
こ
と
だ
。
劇
評
そ
の
も
の
は
一
九
世
紀
末
よ
り
主

に
新
聞
メ
デ
ィ
ア
を

臺
と
し
て
發
展
し
、
一
九
一
〇
年
代
に
は
批
評
の
一
ジ
ャ

ン
ル
と
し
て
定
着
す
る
が
、
こ
う
し
た
劇
評
の
多
く
は
い
わ
ゆ
る
「
鴛
鴦
蝴
蝶

派
」
の
文
人
た
ち
が
出
版
す
る
新
聞
・
雜
誌
メ
デ
ィ
ア
に
揭
載
さ
れ
た）

（（
（

。
映
畫
の

常
設
興
行
が
盛
ん
と
な
る
一
九
一
〇
年
代
後
半
に
な
る
と
、
同
一
の
人
的
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
圈
內
で
出
版
さ
れ
て
い
た
新
聞
・
雜
誌
メ
デ
ィ
ア
を

臺
と
し
て
映
畫
の

說
朙
書
が
記
事
と
し
て
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
。
初
朞
文

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を

擔
っ
た
「
鴛
鴦
蝴
蝶
派
」
作
家
の
多
く
は
、
初
朞
の
映
畫
の
重
要
な

客
で
あ
り
、

映
畫
の
說
朙
書
あ
る
い
は
後
述
の
「
映
畫
小
說
」
の
書
き
手
と
な
っ
て
、
雜
誌
讀

者
た
ち
の
映
畫
の
理
解
に
寄
與
し
た
の
で
あ
る）

（（
（

。

　
中
國
に
お
け
る
最
初
朞
の
映
畫
と
し
て
亞
細
亞
影
片
公
司
の
短
篇
群
が
あ
る

が
、『
新
劇
雜
誌
』
第
二
朞
（
一
九
一
四
年
七
⺼
）
に
揭
載
さ
れ
た
「
中
國
最
新
活

動
影
戲
段

史
」
で
は
、
同
公
司
に
よ
る
一
六
の
短
篇
の
「
說
朙
（
マ
マ
）」
と

し
て
梗
槪
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
一
九
一
七
年
に
は
遊
樂
場
が
發
行
し
て
い
た
小

報
『
大
世
界
』
や
『
新
世
界
』
で
も
說
朙
書
と
の
名
稱
で
そ
の
日
上
映
さ
れ
る
映

畫
の
粗
筋
が
揭
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
一
九
年
に
な
る
と
、『
新
聲
』



「
理
解
す
る
」
娛
樂

一
九
三

中
國
映
畫
の
物
語
を
理
解
す
る
た
め
に
ど
れ
ほ
ど
說
朙
書
を
必
要
と
し
て
い
た
の

か
を
知
る
た
め
に
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
逸
話
を
見
る
の
が
最
も
㊜
切
だ
ろ

う
。
一
九
三
二
年
の
日
刊
紙
『
影
戲
生
活
』
に
揭
載
さ
れ
た
あ
る
エ
ッ
セ
イ
の

者
は
、

作
中
國
映
畫
の
上
映
館
だ
っ
た

國
戲
院
に
た
い
す
る

言
を
吐
露
し

て
い
る
。
も
っ
ぱ
ら
國
產
映
畫
が
好
き
だ
と
い
う
こ
の
筆
者
は
、
國
產
映
畫
專
門

上
映
館
で
あ
る
は
ず
の
東
海
戲
院
に
赴
く
と
例
外
的
に
外
國
映
畫
が
上
映
さ
れ
て

い
た
こ
と
に

慨
し
、
近
鄰
の

國
戲
院
へ
と
目
的
地
を
變
え
た
。
と
こ
ろ
が
、

チ
ケ
ッ
ト
を
買
っ
て
說
朙
書
を
も
ら
お
う
と
す
る
と
「
說
朙
書
は
無
い
」
と
の
意

外
な
答
え
が
﨤
っ
て
き
た
で
は
な
い
か
。
そ
の
日
上
映
さ
れ
て
い
た
の
は
友
聯
影

片
公
司
の
武
俠
映
畫
『
火
燒
九
曲
樓
』
だ
っ
た
が
、
す
で
に
上
映
開
始
か
ら
三
〇

分
は
經
過
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
彼
は
「
說
朙
書
が
な
い
の
で
、
映
畫

を
見
て
も
少
し
も
面
白
く
な
い
（
因
爲
沒
㊒
說
朙
書
，
看
了
毫
無
情
趣
）」
と
不
平
を

露
わ
に
す
る
の
だ
。
ど
う
や
ら
彼
に
と
っ
て
說
朙
書
と
は
た
ん
な
る
付
屬
品
以
上

の
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。
何
故
な
ら
「
說
朙
書
を
讀
ま
な
い
と
、
映
畫
を
見
終
わ

っ
て
も
、
結
局
は
っ
き
り
と
理
解
で
き
な
い
（
不
看
說
朙
書
，
看
罷
影
戲
之
後
，
終

於
不
能
使
人
朙
瞭
）」
と
い
う
の
だ（
（（
（

。
こ
の
エ
ッ
セ
イ
に
朙
ら
か
な
よ
う
に
、
說
朙

書
は
映
畫
を
理
解
す
る
た
め
の
重
要
な
工
具
と
し
て
定
着
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。

　
ま
た
、
說
朙
書
が
ど
の
よ
う
に
讀
ま
れ
て
（
あ
る
い
は
使
用
さ
れ
て
）
い
た
の
か

を
記
す
「
關
於
影
片
說
朙
書
的
討
論（

（（
（

」
に
よ
れ
ば
、
說
朙
書
の

客
へ
の
贈
呈
が

定
着
し
た
時
朞
に
は
、
映
畫
が
始
ま
る
ま
で
の
時
閒
つ
ぶ
し
と
し
て
こ
れ
か
ら

賞
す
る
映
畫
の
粗
筋
を
あ
ら
か
じ
め
讀
ん
で
お
く
と
い
う
慣
例
が
生
ま
れ
て
い
た
。

さ
ら
に
、
映
畫
フ
ァ
ン
た
ち
は
說
朙
書
の

集
を
習
慣
と
し
て
お
り
、
時
折
過
去

の
說
朙
書
を
讀
み
﨤
し
て
映
畫
の
物
語
の
記

の
定
着
を
促
し
た
と
い
う
。
こ
の

記
事
は
ま
た
、「
文
字
を
あ
ま
り

ら
な
い

客
（
稍
爲

幾
個
字
的

衆
）」
へ
配

慮
す
る
た
め
に
說
朙
書
の
文

は
「

（
淺
顯
）」
で
あ
る
べ
き
だ
と
提
言
す

る
ほ
か
、
說
朙
書
は
單
な
る
梗
槪
だ
け
で
は
な
く
、
主
演
俳
優
の
略
歷
な
ど
の
情

報
も
加
え
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
こ
の
記
事
か
ら
も
ま
た
、
上
海
の
映
畫

客

た
ち
が
映
畫
を

賞
す
る
さ
い
に
說
朙
書
も
併
せ
て
讀
む
こ
と
で
深
く
理
解
す
る

と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
が
朙
ら
か
に
な
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、

こ
の
記
事
で
は

な
文
體
や
付
加
情
報
の
提
供
を
も
提
言
す
る
こ
と
で
說
朙
書

の
改
善
を
求
め
、
そ
れ
が
深
い
映
畫
の
理
解
へ
と
誘
う
、
い
わ
ば
敎
本
的
な
役
目

を
擔
う
よ
う
に
願
っ
て
い
る
の
だ
。
說
朙
書
は
、
映
畫
の
深
い
理
解
の
定
着
を
促

進
す
る
重
要
な
媒
體
だ
っ
た
。
外
國
映
畫
で
あ
れ
、
中
國
映
畫
で
あ
れ
、
上
海
の

映
畫

客
に
と
っ
て
映
畫

賞
と
は
、
フ
ィ
ル
ム
を
見
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
說

朙
書
を
讀
み
、

集
し
、
繰
り
﨤
し
讀
み
直
し
て

賞
の
知
的
快
樂
を
再
現
す
る

と
い
う
複
合
的
な
行
爲
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
一
九
世
紀
末
よ
り
普
及
し
た
數
々
の
科
學
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
、
そ
の
科
學
的

仕
組
み
が
解
說
・
圖
說
さ
れ
る
こ
と
を
介
し
て
「
理
解
す
る
」
と
い
う
愉
悅
を
提

供
し
、
敎
養
と
遊
興
が
混
淆
す
る
知
的
な
娛
樂
空
閒
を
生
み
出
し
た
。
上
海
に
お

い
て
、
說
朙
を
介
し
て
「
理
解
す
る
」
こ
と
そ
の
も
の
を
享
受
す
る
と
い
う
映
畫

の

賞
美
學
が
誕
生
し
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
空
閒
に
由
來
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

映
畫
說
朙
は
映
畫

賞
に
缺
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と
し
て
廣
く
普
及
し
、
知

的
遊
戲
と
し
て
の
映
畫

賞
の
あ
り
方
を
補
强
し
た
の
だ
っ
た
。

　
理
解
す
る
こ
と
を

と
し
た
映
畫

賞
美
學
と
い
う
視
座
は
ま
た
、
一
九
二
〇

年
代
に
產
業
化
し
た
國
產
映
畫
制
作
業
が
、
映
畫
の
社
會
敎
育
へ
の
貢
獻
を
重
視

し
た
と
い
う
事
實
を
大
い
に
補
强
す
る
。
一
九
二
〇
年
代
の
中
國
映
畫
界
は
、
か

つ
て
は
小
市
民
階
級
の
金
儲
け
で
あ
る
と
評
さ
れ
、
近
年
は
も
っ
ぱ
ら
モ
ダ
ン
な

都
市
文
化
に
お
け
る
娛
樂
映
畫
と
い
う

點
か
ら
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、



日
本
中
國
學
會
報
　
第
六
十
八
集

一
九
四

映
畫
は
實
に
多

な
役
割
を
擔
っ
て
い
た
。
と
り
わ
け
社
會
敎
育
と
い
う
面
か
ら

い
え
ば
、
こ
の
時
朞
の
映
畫
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
で
は
、
非

字
者
の
た
め
に
映
畫

の
說
朙
書
の
文
體
の

素
化
や
、
映
畫
の
「
字

」
の
改
善
を
叫
ぶ
聲
が
途
絕
え

る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
社
會
敎
育
に
㊮
す
る
メ
デ
ィ
ア
た
る
べ
く
映
畫
を
高
級
化
、

術
化
、
學
問
化
す
る
言
說
も
形
成
さ
れ
て
い
た
。「
高
尙
」
と
「
通
俗
」
の
連

續
體
と
し
て
あ
っ
た
映
畫
受
容
空
閒
が
、
兩
極
を

に
分
化
し
て
ゆ
く
の
は
ま
さ

に
こ
の
時
朞
で
あ
り
、
映
畫

賞
マ
ナ
ー
向
上
の
社
會
的
要
請
が
そ
れ
に
併
走
し

た
。
こ
の
分
化
の
後
に
登
場
し
た
の
が
、
共
通
の
映
畫

賞
美
學
と
映
畫

賞
マ

ナ
ー
を
身
に
つ
け
た
均
質
的
で
「
近
代
」
的
な
中
產
階
級
の

客
と
い
う
新
た
な

社
會
集
團
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
層
の

客
た
ち
は
後
に
來
た
る
左
翼
映
畫
の
主
要

な

持
者
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
映
畫

賞
が
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
ビ
ル

デ
ィ
ン
グ
の
過
程
に
深
く
關
與
す
る
時
代
が

を
開
け
る
の
で
あ
る
。

＊
本
硏
究
は
日
本
學
術
振
興
會
の
科
硏
費
（
二
五
八
七
〇
九
二
九
）
に
よ
っ
て
行
っ
た
。

ま
た
、
査
讀
者
諸
氏
に
は
主
に
文
學
史
、
思
想
史
の

點
か
ら
㊒
益
な
コ
メ
ン
ト
を
多
數

い
た
だ
い
た
。
特
に
記
し
て
深
謝
申
し
上
げ
た
い
。

㊟
（
１
）　
鄭
君
里
「
現
代
中
國
電
影
史
」、
李
樸
園
、
李
樹
化
、
梁
得
所
、
柳
邨
人
、
鄭
君

里
『
近
代
中
國

術
發
展
史
』（
良
友
圖
書
印
刷
公
司
、
一
九
三
六
年
）、
一
一
二
頁
。

（
２
）　Zhang, Zhen. 2005. A

n A
m

orous H
istory of the Silver Screen: 

Shanghai Cinem
a, 1896-1937. Chicago: The U

niversity of Chicago 
Press. 89-90.

（
３
）　
上
篇
『
新
聞
報
』
一
八
九
七
年
六
⺼
一
一
日
、
續
篇
同
一
三
日
。
程
季

主
編

『
中
國
電
影
發
展
史
』（
中
國
電
影
出
版
社
、
初
版
一
九
六
三
年
）
で
は
一
八
九
七
年

九
⺼
五
日
に
『
遊
戲
報
』
に
揭
載
さ
れ
た
「

美
國
影
戲
記
」
が
最
古
の
映
畫

賞

記
で
あ
る
と
す
る
が
（
上
編
、
第
四
版
、
八
頁
）、
映
畫
史
硏
究
者
黃
德
泉
が
「
電

影
初
到
上
海
考
」『
電
影

術
』（
二
〇
〇
七
年
第
三
朞
）
に
お
い
て
「
味

園

影

戲
記
」
を
「
發
掘
」
し
こ
れ
を
覆
し
た
。

（
４
）　
從
來
よ
り
廣
く
普
及
し
て
い
る
『
格
致
彙
編
』
影
印
本
（
南
京
古

書
店
、
一
九

九
二
年
）
に

錄
さ
れ
て
い
る
の
は
、
田
濤
に
よ
る
序
文
「《
中
西
見
聞
錄
》、《
格

致
彙
編
》
影
印
本
序
」
に
も
あ
る
よ
う
に
再
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
（
第
一
册
、
四

頁
）、
い
く
つ
か
の
號
に
殘
存
す
る
表
紙
に
は
「
此
卷
某
次
排
印
」
と
い
う
具
合
に

版
が
朙
記
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
近
年
刊
行
さ
れ
た
姜
亞
沙
、
經

、
陳
湛
綺
主
編

『
中
國
早
朞
科
學

術
朞
刊
彙
編
（
一
）』（
全
國
圖
書
館
文
獻
縮

複
製
中
心
、
二

〇
〇
八
年
）
所

の
『
格
致
彙
編
』
は
各
號
の
表
紙
に
再
版
情
報
は
見
え
ず
初
版
だ

と
推
測
さ
れ
る
が
、
雜
誌
の
構
成
や
記
事
中
の
文
言
な
ど
が
、
再
版
と

な
る
も
の

が
散
見
さ
れ
る
。
ま
た
、
初
版
に
は
末
尾
に
廣
吿
欄
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
に
對
し
、

再
版
の
影
印
で
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
初
版
だ
と
思
わ
れ
る
『
中
國
早
朞

科
學

術
朞
刊
彙
編
』
所

の
版
を
參
照
し
た
。

（
５
）　
熊
⺼
之
『
西
學
東
漸
與
晚
淸
社
會
』（
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
九
四
年
）、
四
二

七
頁
。

（
６
）　
同
上
。

（
７
）　「
此
事
未
經
確
見
　
不
敢

斷
　
西
醫
書
中
　
亦
未
嘗
言
及
　
恐
不
免
傳
說
之
訛

耳
」『
格
致
新
報
』
第
一
二
册
（
一
八
九
八
年
六
⺼
二
九
日
）、
一
六
頁
。

（
８
）　「
上
海
黃
君
等
來
問
　
上
海
現
㊒
人
頭
置
於
卓
上
盆
內
　
卓
下
亦
空
　
其
頭
能
爲

各
處
言
語
　
最
爲
奇
其
　
近
㊒
三
處
㊒
此
物
　
徃

者
甚
多
　
想
大
能
得
利
　
不
知

爲
何
法
所
造
　
請
問
其
詳
」。『
中
國
早
朞
科
學

術
朞
刊
彙
編
』
所

『
格
致
彙

編
』
第
二
年
第
四
卷
（
一
八
七
七
年
六
⺼
）、「
互
相
問
答
　
第
一
百
三
十
八
」、
一

三
頁
。

（
９
）　
Ｘ
線
に
か
ん
す
る
淸
末
科
學
雜
誌
の
記
事
に
つ
い
て
は
次
を
參
照
さ
れ
た
い
。
戢



「
理
解
す
る
」
娛
樂

一
九
五

煥
奇
、
劉
峰
、
高
懷
勈
、
張
謝
「《
格
致
申
報
》
答
問
欄
目
的
科
學
知

傳
播
」『
中

國
科

朞
刊
硏
究
』、
第
二
四
卷
第
五
朞
（
二
〇
一
三
年
）、
特
に
第
三

第
一
節

「
Ｘ
射
線
」（
一
〇
二
八
頁
）。『
點
石
齋
畫
報
』
で
は
「
寶

新
奇
」
と
の
題
目
で
、

州
の
病
院
で
Ｘ
線
に
よ
る
治
療
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
が
見
世
物
化
し
た

子
を

い
て
い
る
（『
點
石
齋
畫
報
』（
天
一
出
版
社
版
、
一
九
八
七
年
）、
第
四
輯
一
九
（
原

利
集
）、
三
六
〜
三
七
頁
、
原
利
三
、
一
八
〜
一
九
）。

（
10
）　
陳
伯
熙
『
上
海
軼
事
大

（
民
國
史
料
筆
記
叢
刊
）』（
上
海
書
店
、
一
九
九
九
年

（
原

一
九
二
四
年
）、
五
〇
三
頁
。

（
11
）　Crangel, Richard. 2001. 

“Next Slide Please

”: The Lantern Lecture 
in Britain, 1890-1910. In Richard Abel and Rick Altm

an (eds.), The 
Sounds of Early Cinem

a. Bloom
ington: Indiana U

niversity Press. 43. 

な
お
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ラ
イ
ト
も
ま
た
フ
ラ
イ
ラ
ー
の
幻
燈
講
座
が
イ
ギ
リ
ス

の
幻
燈
講
演
會
を
ヒ
ン
ト
に
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。W

right, 
D

avid. 2000. Translating Science: The Transm
ission of W

estern 
Chem

istry into Late Im
perial China, 1840-1900. London: Brill. 140, 

note#34.

（
12
）　Freyer, John. 

“1896 February 11 Saturday evening science classes 
and lectures

”. Ferdinand D
agenais

（
戴
吉
禮
）
主
編
『
溥

雅
檔
案
（
第
二

卷
）』（
廣
西
師
範
大
學
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）、
一
五
八
頁
。

（
13
）　W

right, ibid. 140.

（
14
）　
廣
吿
の
文
言
中
、「

㊒
影
戲
　
最
大
之
燈
竝
燈
中
所
用
之
畫
　
甚
多
合
於
戲
園

或
大
堂
內
演
戲
之
用
」
と
あ
る
（『
格
致
彙
編
』
第
二
卷
第
六
號
（
一
八
七
七
年
八

⺼
）、
廣
吿

十
頁
。

（
15
）　「

威
列
生
大
馬
記
」（
同
年
五
⺼
九
日
）、「

味

園
俄
國
戲
法
記
」（
同
年
六

⺼
一
七
日
）
な
ど
が
あ
る
。

（
16
）　
こ
の
時
實
際
に
上
映
さ
れ
た
ア
ニ
マ
ト
ス
コ
ー
プ
は
エ
ジ
ソ
ン
社
に
よ
る
ヴ
ァ
イ

タ
ス
コ
ー
プ
と
は
名
稱
は

な
る
も
の
の
、
基
本
的
な
構
造
は
兩
者
と
も
に
シ
ネ
マ

ト
グ
ラ
フ
と
共
通
し
、
リ
ー
ル
に
も
互
換
性
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

（
17
）　
松
浦
恆
雄
「
文
朙
戲
の
實
像—

—

中
國
演
劇
に
お
け
る
近
代
の
自
覺—

—

」、
高

瑞
泉
・
山
口
久
和
共
編
『
中
國
に
お
け
る
都
市
型
知

人
の
諸
相
』（
大
阪
市
立
大

學
大
學
院
文
學
硏
究
科
・
都
市
文
化
硏
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
五
年
三
⺼
）、
二
四

三
頁
。

（
18
）　
最
初
朞
の
映
畫

賞
記
の
主
な
も
の
と
し
て
は
他
に
「
天

園

外
洋
戲
法
歸

述
所
見
」『
遊
戲
報
』（
一
八
九
七
年
八
⺼
一
六
日
）
や
、
奇
園
で
の
シ
ネ
マ
ト
グ
ラ

フ
上
映
を
記
錄
し
た
歬
揭
「

美
國
影
戲
記
」
が
あ
る
。
ま
た
、
マ
ジ
シ
ャ
ン
・
映

畫
興
行
師
と
し
て
名
を
馳
せ
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
カ
ー
ル
・
ハ
ー
ツ
に
よ
る
奇
術

と
映
畫
上
映
の
記
錄
「
再

術
士
改
演
戲
法
記
」『
申
報
』（
一
八
九
九
年
六
⺼
五

日
）
で
は
、
奇
術
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
合
閒
に
上
映
さ
れ
た
映
畫
作
品
に
か
ん
す
る

記
述
は
少
な
い
も
の
の
、
個
々
の
作
品
を
時
系
列
に
沿
い
な
が
ら
詳
述
す
る
ス
タ
イ

ル
は
踏

さ
れ
て
い
る
他
、
全
體
を
俯
瞰
的
に
見
渡
し
構
造
化
す
る
パ
ー
ス
ペ
ク
テ

ィ
ヴ
が
徹
底
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
點
に
お
い
て
「
味

園

影
戲
記
」
と
高
い
共

通
性
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
他
、
日
露
戰
爭
の
記
錄
映
畫
上
映
を
記
し
た
「
紀
頤
園
電

光
影
戲
」（『
申
報
』
一
九
〇
六
年
七
⺼
二
三
日
））
は

賞
記
と
稱
す
る
に
は
い
さ

さ
か
短
文
で
は
あ
る
が
、
個
々
の
作
品
を
も
れ
な
く
紹
介
す
る
と
い
う
文
體
に
加
え
、

そ
れ
ら
の
映
畫
が
單
な
る
「
遊
戲
」
で
は
な
く
「
戰
意
發
揚
（
發
人
尙
武
精
神
）」

に
㊮
す
る
も
の
と
し
て
い
る
點
で
特
筆
す
べ
き
で
あ
る
。
當
時
は
兵
器
・
兵
法
に
か

ん
す
る
情
報
も
「
格
致
」
の
射
程
範
圍
に
含
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

（
19
）　Law

, Kar. and Bren, Frank. 2004. H
ong Kong Cinem

a: A
 Cross-

Cultural View
. O

xford: Scarecrow
 Press. 11-17.

（
20
）　
歬
揭
「
天

園

外
洋
戲
法
歸
述
所
見
」。

（
21
）　
天

園
の
設
立
の
狀
況
に
つ
い
て
は
次
を
參
照
さ
れ
た
い
。
陳
無
我
『
老
上
海

三
十
年
見
聞
錄
』（
上
海
書
店
、
一
九
九
六
年
）、
七
二
頁
（
原

は
大
東
書
局
よ
り



日
本
中
國
學
會
報
　
第
六
十
八
集

一
九
六

一
九
二
八
年
に
出
版
）。
な
お
、
張
新
民
は
天

園
に
お
け
る
映
畫
興
行
を
「
經

營
不
振
の
打
開
策
」
だ
っ
た
と
し
て
い
る
（
張
新
民
「
上
海
の
映
畫
傳
來
と
そ
の
興

行
狀
況
に
つ
い
て
」『
中
國
學
志
』
第
二
五
號
（
二
〇
一
〇
年
一
二
⺼
）、
一
七
頁
。

（
22
）　
張
偉
『
都
市
・
電
影
・
傳
媒—

—

民
國
電
影
筆
記
』（
同
濟
大
學
出
版
社
、
二
〇

一
〇
年
）、
一
三
頁
。

（
23
）　『
申
報
』
揭
載
の
同
會
の
映
畫
上
映
廣
吿
、『
申
報
』
一
九
一
四
年
三
⺼
二
〇
日
。

（
24
）　
一
九
〇
九
年
に
商
務
印
書
館
編
譯
所
よ
り
發
行
さ
れ
た
『
上
海
指
南
』
の
「
戲

園
」
の
項
目
に
よ
れ
ば
、
新
劇
の
劇
團
「
春
陽
社
」
が
上
海
基
督
敎
靑
年
會
の
學
生

ら
に
よ
っ
て
組

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
公
演
が
人

氣
を
博
し
て
い
る

子
を
傳
え
て
い
る
（『
宣
統
元
年
上
海
指
南
（
稀
見
上
海
史
志

㊮
料
叢
書
第
四
册
）』（
上
海
書
店
、
二
〇
一
二
年
）、
二
六
五
頁
。

（
25
）　
松
浦
恆
雄
歬
揭
「
文
朙
戲
の
實
像
」、
二
四
三
頁
。

（
26
）　
松
浦
恆
雄
歬
揭
「
文
朙
戲
の
實
像
」、
二
四
三
頁
。

（
27
）　
淸
末
民
初
の
劇
評
の
展
開
に
つ
い
て
は
次
の
文
獻
を
參
照
さ
れ
た
い
。

野
眞
子

「
民
國
初
朞
に
お
け
る
傳
統
劇
評
」『
野

』
第
六
五
號
（
二
〇
〇
〇
年
八
⺼
）。
松

浦
恆
雄
「
民
國
初
年
に
お
け
る
『
戲
考
』
の
文
化
的
位
置
」『
立
命
館
文
學
』
第
六

一
五
號
（
二
〇
一
〇
年
三
⺼
）。
森
平
崇
文
「
劇
評
家
鄭
正
秋—

—

『
民
立
報
』
と

『
民

報
』
を
中
心
に
」『
饕
餮
』
第
二
〇
號
（
二
〇
一
二
年
九
⺼
）。

（
28
）　

原
慶
乃
「
民
國
朞
上
海
に
お
け
る
映
畫

賞
（
上
）—

—

陸
澹
安
の
場
合
」『
關

西
大
學
文
學
論
集
』
第
六
五
卷
第
一
號
（
二
〇
一
五
年
七
⺼
）、
同
「
民
國
朞
上
海

に
お
け
る
映
畫

賞
（
下
）—

—

陸

、
郁
逹
夫
、
魯
迅
の
場
合
」（『
關
西
大
學
文

學
論
集
』
第
六
五
卷
第
二
號
（
二
〇
一
五
年
一
〇
⺼
）。
と
く
に
陸
澹
安
と
陸

は
、

映
畫

客
で
あ
る
と
同
時
に
映
畫
說
朙
書
や
映
畫
小
說
の
書
き
手
で
も
あ
っ
た
典
型

的
な
例
で
あ
る
。

（
29
）　
こ
の
他
、
一
九
三
〇
年
代
末
の
い
わ
ゆ
る
「
高
級
」
映
畫
館
で
は
三
つ
折
り
の
說

朙
書
を
發
行
し
て
い
た
。
ま
た
、
淪
陷
朞
は
物
㊮
不
足
も
相
ま
っ
て
多
く
の
映
畫
館

は
表
裏
二
面
印
刷
の
小
型
の
「
說
朙
書
」
を
發
行
し
て
い
た
。
な
お
、
一
九
四
〇
年

代
初
頭
に
各
映
畫
館
で
配
布
さ
れ
て
い
た
說
朙
書
の
形
態
に
つ
い
て
詳
細
を
紹
介
し

た
記
事
に
郝
良
「
漫
談
電
影
院
的
說
朙
書
」（『
申
報
』
一
九
四
一
年
五
⺼
二
八
日
）

が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
大
光
朙
大
戲
院
な
ど
の
「
高
級
」
な
外
國
映
畫
專
門
館

の
說
朙
書
は
中
文
・

文
併
記
で

色
の
單
色
刷
で
あ
り
、
デ
ザ
イ
ン
も
美
し
い
も

の
だ
っ
た
が
、
國
產
映
畫
の
二
番
館
と
も
な
る
と
、
誌
面
を
多
數
の
廣
吿
が
占
め
て

お
り
雜
多
な
レ
イ
ア
ウ
ト
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
說
朙
書
の
一
般
的
な
構
成
は
、
表
紙

に
は
當

の
映
畫
の
ス
チ
ル
寫
眞
な
ど
が
揭
載
さ
れ
て
お
り
、
表
紙
を
開
く
と
見
開

き
二
面
に
渡
っ
て
梗
槪
が
記
さ
れ
、
裏
表
紙
や
餘
白
面
に
廣
吿
な
ど
が
揭
載
さ
れ
て

い
た
。

（
30
）　
最
も
早
い
も
の
と
し
て
は
君
健
「
影
戲
院
應
當
㊟
意
兩
件
事
」『
影
戲
雜
誌
』
第

一
卷
第
二
朞
（
一
九
二
二
年
一
⺼
）
が
あ
る
。

（
31
）　

原
慶
乃
「

の
な
か
の
知
的
な
さ
さ
や
き—

—

肉
聲
に
よ
る
映
畫
說
朙
」『
關

西
大
學
中
國
文
學
會
紀
要
』
第
三
七
號
、
二
〇
一
六
年
三
⺼
）。

（
32
）　
江
炳
森
「
談
談
虹
口
電
影
院
　
奉

國
戲
院
切
勿
節
省
說
朙
書
」『
影
戲
生
活
』

第
八
一
號
（
一
九
三
二
年
一
〇
⺼
七
日
）。

（
33
）　『
影
戲
生
活
』
第
七
六
號
（
一
九
三
二
年
九
⺼
三
〇
日
）。




