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京
劇
・
男
旦
の
自
己
改
革
か
ら
中
国
「
近
代
」
を
考
え
る

―
―
田
村
容
子
著
『
男
旦
（
お
ん
な
が
た
）
と
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
―
―

二
〇
世
紀
中
国
に
お
け
る
京
劇
の
現
代
化
』
を
読
ん
で

宮
内

肇

は
じ
め
に

本
書
の
特
徴
は
、
京
劇
の
テ
ー
マ
性
や
テ
キ
ス
ト
分
析
、
男
旦
を
め
ぐ
る
女

性
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
観
点
か
ら
の
考
察
、
あ
る
い
は
近
代
中
国
に
お
け
る
演
劇

と
メ
デ
ィ
ア
や
観
客
の
ま
な
ざ
し
と
の
関
わ
り
な
ど
、
多
様
な
視
点
で
読
み
解

く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
あ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
れ
ま
で
京
劇
と
は
ほ
ぼ
無
縁
で

あ
っ
た
筆
者
に
は
、
本
書
を
評
論
す
る
資
格
も
実
力
も
な
い
。
そ
こ
で
、
小
論

で
は
、
本
書
を
文
学
・
文
化
研
究
の
枠
組
み
を
越
え
て
、
広
く
中
国
の
「
近
代
」

を
考
え
る
視
点
か
ら
読
み
解
け
な
い
の
か
を
論
じ
て
み
た
い
。

本
書
に
関
し
て
は
、
す
で
に
数
篇
の
詳
細
な
書
評
が
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
の
書
評
に
お
い
て
、
本
書
が
論
じ
る
京
劇
・
男
旦
の
「
現
代
化
」
に
対

す
る
認
識
に
は
、
微
妙
な
相
違
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
藤
野
真

子
氏
は
京
劇
演
者
に
お
け
る
身
体
の
「
交
替
」
を
、
演
劇
構
造
に
関
わ
る
「
決

定
的
な
転
換
」
と
表
現

し

、
平
林
宣
和
氏
は
女
優
の
誕
生
と
い
う
「
攪
乱
」

（
一
）

が
京
劇
に
「
化
学
反
応
」
を
も
た
ら
し
た
と
論
じ

る

。
両
氏
は
伝
統
京
劇
の

（
二
）

近
代
に
お
け
る
変
化
の
大
き
さ
あ
る
い
は
激
し
さ
を
強
調
す
る
。
他
方
、
三
須

祐
介
氏
は
戯
曲
が
そ
の
形
態
の
外
に
あ
っ
た
女
性
と
身
体
性
を
再
発
見
し
た
経

緯
を
「
『
ざ
わ
め
い
て
』
い
く
過
程
」
と
述
べ
、
変
化
の
激
し
さ
よ
り
も
柔
和

な
表
現
を
用
い

る

。
ま
た
、
中
塚
亮
氏
は
「
現
代
化
と
い
う
格
闘
」
と
言
表

（
三
）

し
、
主
体
的
な
変
化
と
そ
の
際
の
懸
命
に
苦
悩
す
る
感
情
を
読
み
解
こ
う
と
す

る

。

（
四
）こ

う
し
た
表
現
の
相
違
は
、
加
部
勇
一
郎
氏
が
評
す
る
よ
う
に
、
本
書
が
京

劇
の
「
変
容
」
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
「
す
で
に
あ
る
も
の
」
と
「
外
か
ら
来

た
も
の
」
と
の
「
対
立
」
を
、
多
彩
な
階
調
と
し
て
論
じ
た
こ
と
に
起
因
す
る

の
で
は
な
い

か

。
そ
の
結
果
、
読
者
に
よ
っ
て
京
劇
・
男
旦
の
「
現
代
化
」

（
五
）

の
解
釈
に
微
妙
な
温
度
差
を
生
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

温
度
差
の
先
に
、
近
代
中
国
に
お
け
る
伝
統
性
、
換
言
す
れ
ば
、
中
国
に
お
け

る
「
近
代
」
の
特
異
性
を
思
索
す
る
糸
口
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
漠
然
な
が

ら
考
え
た
。
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と
こ
ろ
で
、
筆
者
も
本
書
の
読
了
後
に
京
劇
・
男
旦
の
変
容
に
対
し
、
「
格

闘
」
に
似
た
印
象
を
受
け
た
。
す
な
わ
ち
、
伝
統
京
劇
と
り
わ
け
男
旦
が
、
女

優
や
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
、
機
械
仕
掛
け
の
舞
台
装
置
な
ど
の
「
近
代
」
に
接
し
、

ま
た
、
市
井
の
人
々
が
新
た
な
興
味
・
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
近
代
社
会

の
な
か
で
、
自
己
改
革
を
志
向
し
、
い
か
に
し
て
新
た
な
自
己
の
価
値
を
見
出

そ
う
と
し
た
の
か
、
そ
し
て
、
そ
の<

苦
悩>

を
動
態
的
に
描
き
出
し
た
こ
と
が
、

本
書
の
魅
力
で
は
な
い
か
と
感
じ
た
。
そ
こ
で
小
論
で
は
、
本
書
の
内
容
を
男

旦
あ
る
い
は
京
劇
の
当
事
者
の<

苦
悩>

と
い
う
視
点
か
ら
動
態
的
に
読
み
解

き
、
そ
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
考
え
る
と
と
も
に
、
近
代
中
国
に
お
け
る
伝

統
性
の
あ
り
よ
う
、「
近
代
」
の
特
異
性
を
考
え
る
可
能
性
を
探
っ
て
み
た
い
。

一
、
京
劇
・
男
旦
の
自
己
改
革
と
そ
の
歴
史
的
意
義

ま
ず
、
男
旦
に
よ
る
最
初
の
自
己
改
革
は
時
装
戯
で
あ
ろ
う
。
容
色
や
発
声

と
い
っ
た
自
然
な
女
性
ら
し
さ
や
、
女
性
と
し
て
あ
り
の
ま
ま
の
演
技
が
で
き

る
女
優
や
坤
劇
の
登
場
は
、
女
性
の
身
体
に
対
す
る
視
覚
的
な
好
奇
心
や
興
味

と
い
う
新
た
な
ま
な
ざ
し
を
観
客
に
生
じ
さ
せ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
梅
蘭
芳
は
、

流
行
女
優
の
服
装
で
伝
統
的
な
男
旦
の
演
技
を
す
る
。
時
装
戯
の
誕
生
の
背
景

に
は
、
女
優
に
対
す
る
評
価
の
基
準
が
男
旦
に
あ
り
、
か
つ
男
旦
劇
の
演
劇
的

価
値
の
優
位
性
に
お
い
て
、
男
旦
あ
る
い
は
京
劇
の
伝
統
的
な
価
値
が
持
続
し

て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

た
だ
、
都
市
を
中
心
と
す
る
娯
楽
文
化
が
広
く
生
み
出
さ
れ
た
一
九
二
〇
年

代
に
お
い
て
、
女
優
の
可
能
性
は
さ
ら
に
開
花
し
て
い
く
。
新
聞
・
雑
誌
で
の

女
優
を
め
ぐ
る
菊
選
や
筆
戦
な
ど
の
商
業
戦
略
や
、
遊
技
場
内
に
新
設
さ
れ
た

劇
場
に
て
安
価
で
気
軽
に
女
子
新
劇
を
鑑
賞
す
る
潮
流
が
、
女
優
が
庶
民
の
手

に
届
く
欲
望
や
消
費
の
対
象
に
な
り
つ
つ
、
社
会
と
り
わ
け
都
市
生
活
に
浸
透

し
て
い
く
。
そ
し
て
、
こ
の
潮
流
は
、
伝
統
と
し
て
の
京
劇
・
男
旦
に
と
っ
て

あ
る
種
の
危
機
を
も
た
ら
す
。
さ
ら
に
、
近
代
的
な
舞
台
装
置
や
実
物
の
小
道

具
の
使
用
は
、
そ
の
写
実
性
へ
の
志
向
か
ら
伝
統
劇
と
の
不
調
和
が
指
摘
さ
れ
、

伝
統
京
劇
は
、
こ
の
矛
盾
を
い
か
に
解
決
す
る
の
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
に
京
劇
は
「
機
関
佈
景
」
を
用
い
て
、
写
実
的
で
は
あ
る
も
の
の
非
現
実

的
な
空
間
を
舞
台
上
に
創
出
し
、
時
装
戯
と
い
う
女
優
の
真
似
を
封
印
し
、
古

来
の
「
男
が
扮
す
る
女
」
の
身
体
美
を
演
じ
る
。
古
装
戯
の
誕
生
で
あ
る
。

こ
う
し
た
「
伝
統
」
の
表
現
者
が<

苦
悩>

の
末
に
結
実
さ
せ
た
古
装
戯
は
、

女
優
の
ま
ね
ご
と
を
越
え
、
男
旦
に
よ
る
古
来
の
身
体
美
を
「
本
物
そ
っ
く
り
」

な
写
実
的
演
技
へ
昇
華
さ
せ
た
。
む
ろ
ん
、
こ
の
身
体
美
は
「
伝
統
京
劇
の
つ

く
り
ご
と
」
で
あ
り
、
こ
れ
を
近
代
的
な
舞
台
装
置
に
よ
り
「
真
に
見
せ
た
」

こ
と
が
古
装
戯
の
真
価
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
京
劇
・
男
旦
は
、
伝
統
的
な

京
劇
の
演
技
と
近
代
的
な
舞
台
装
置
と
は
調
和
し
な
い
と
い
う
批
判
を
克
服

し
、
新
た
な
「
伝
統
」
を
創
造
す
る
自
己
改
革
に
成
功
し
た
と
言
え
よ
う
。
終

章
に
て
論
じ
ら
れ
る
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
の
心
の
奥
底
ま
で
を
演
じ
た
『
潘
金
蓮
』

で
の
欧
陽
予
倩
の
演
技
は
、
男
旦
が
演
技
形
式
（
型
）
を
打
破
す
る
こ
と
で
、

京
劇
に
新
た
な
意
味
を
与
え
た
価
値
創
造
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

そ
し
て
、
京
劇
・
男
旦
の
自
己
改
革
は
、
一
九
三
〇
年
代
以
降
の
抗
日
に
よ

る
「
愛
国
」
要
請
と
結
び
つ
い
た
伝
統
文
化
の
再
考
や
中
国
固
有
文
化
の
創
出

と
い
う
思
潮
の
な
か
で
、
さ
ら
な
る
展
開
を
見
せ
る
。
欧
陽
予
倩
と
同
様
に
人

の
内
面
を
演
技
に
融
合
さ
せ
た
周
信
芳
の
『
明
末
遺
恨
』
は
、
国
防
の
意
義
を

持
つ
旧
劇
と
し
て
、
伝
統
劇
に
「
現
代
性
」
を
包
含
さ
せ
る
こ
と
で
好
評
を
得

る
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
が
同
名
の
題
目
か
つ
歴
史
劇
で
あ
る
と
い
う
共
通
点
以
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外
は
、
劇
種
・
主
人
公
の
性
別
も
異
な
る
話
劇
『
明
末
遺
恨
（
碧
血
花
）
』
が

人
気
を
博
す
る
要
因
と
な
る
。
こ
こ
で
特
筆
す
べ
き
は
、
京
劇
が
演
劇
界
に
お

い
て
社
会
的
な
地
位
と
機
能
を
獲
得
し
た
こ
と
に
あ
ろ
う
。
抗
日
と
い
う
特
殊

な
状
況
下
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
劇
種
が
相
互
に
影
響
し
合
い
、
そ
の
な
か
で
男
旦

の
演
技
も
ま
た
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
が
、
そ
の
た
め
に
は
従
前
の
時
装
戯

や
古
装
戯
の
創
出
と
い
う
自
己
改
革
を
経
験
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
も
言
い
得

よ
う
。

で
は
、
こ
う
し
た
京
劇
・
男
旦
に
よ
る
自
己
改
革
を
、
近
代
中
国
の
歴
史
展

開
に
照
ら
し
合
わ
せ
た
と
き
に
、
い
か
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
筆
者
が
本
書
を
通
じ
て
読
み
取
っ
た
伝
統
京
劇
・
男
旦
の
自
己
改
革
の

歴
史
的
意
義
と
は
、
「
近
代
」
と
の
接
触
に
よ
り
自
己
が
存
続
の
危
機
に
直
面

す
る
も
、
他
者
を
受
容
し
自
己
を
変
革
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
内
外
の
評
論
あ

る
い
は
観
客
に
よ
っ
て
新
た
な
価
値
が
見
出
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
自
己
を
継
承

す
る
原
動
力
と
な
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
考
え
る
。
女
優
の
誕
生
に
よ
る
観
劇
の

新
た
な
視
点
に
対
し
、
男
旦
は
女
優
の
模
写
を
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
が
、
身

体
的
な
限
界
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
演
技
の
型
を
変
え
て
し
ま
う
こ
と
は
、
男
旦

と
し
て
の
自
己
矛
盾
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
男
旦
の
価
値
の
追
求
は

ま
さ
に
時
装
戯
を
経
験
し
な
け
れ
ば
生
じ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
経
験
こ
そ
が
男
旦
は
女
性
を
演
じ
る
役
者
で
は
な
く
、
ひ
と
り
の
表
現

者
で
あ
る
こ
と
の
気
づ
き
を
も
た
ら
し
た
。
欧
陽
予
倩
が
潘
金
蓮
を
通
し
て
モ

ダ
ン
ガ
ー
ル
の
主
体
性
と
脆
弱
な
自
尊
心
と
い
う
両
義
性
、
す
な
わ
ち
、
彼
女

の
心
の
奥
底
を
表
現
し
た
演
技
は
、
女
性
を
演
じ
る
こ
と
を
越
え
て
社
会
に
生

き
る
人
々
の
内
面
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
周
信
芳
の
「
分
析
に
も
と
づ
く

人
物
造
形
」
も
、
表
現
者
と
し
て
の
男
旦
の
自
己
改
革
と
同
質
の
も
の
で
あ
ろ

う
。
ま
た
、
そ
の
際
に
、
近
代
的
な
舞
台
装
置
や
近
代
劇
の
分
幕
制
を
受
容
し

た
り
、
異
な
る
劇
種
が
相
互
に
影
響
し
合
っ
た
り
し
た
こ
と
も
留
意
す
べ
き
で

あ
る
。
こ
う
し
て
京
劇
・
男
旦
の
「
伝
統
」
は
、
近
代
中
国
に
お
い
て
見
事
に

変
容
し
新
た
な
「
伝
統
」
へ
脱
皮
し
た
の
で
あ
る
。

二
、
近
代
中
国
に
お
け
る
宗
族
結
合
の
自
己
改
革

―
―
京
劇
・
男
旦
の
歴
史
的
意
義
の
相
対
化

さ
て
、
こ
う
し
た
京
劇
・
男
旦
の
伝
統
的
な
価
値
の
近
代
に
お
け
る
変
容
は
、

中
国
の
「
近
代
」
と
は
何
だ
っ
た
の
か
と
い
う
命
題
を
考
え
る
際
の
素
材
と
し

て
、
い
か
な
る
有
意
性
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
に

は
、
京
劇
・
男
旦
の
歴
史
的
意
義
に
類
似
す
る
、
あ
る
い
は
相
違
す
る
事
例
と

照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
比
較
対
照
と
し
て
宗
族
を

取
り
上
げ
て
み
た
い
。

な
ぜ
宗
族
な
の
か
。
こ
こ
で
の
宗
族
と
は
、
明
朝
後
期
以
降
に
父
系
出
自
を

統
制
し
、
祖
先
祭
祀
を
行
う
祠
堂
（
祖
廟
・
宗
祠
）
の
建
設
、
同
族
の
歴
史
を

子
孫
へ
伝
承
す
る
族
譜
（
家
譜
）
、
族
人
子
弟
の
教
育
と
救
済
を
目
的
と
し
た

族
産
（
共
有
財
）
の
管
理
を
通
じ
て
、
同
族
を
維
持
・
発
展
さ
せ
る
血
縁
集
団

で
あ
る
。
こ
れ
を
伝
統
京
劇
・
男
旦
と
較
べ
て
み
る
と
、
前
者
は
血
縁
的
集
団

で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
職
業
的
／
営
業
的
な
集
団
で
あ
り
、
両
者
が
同
質

の
集
団
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
。
し
か
し
、
一
方
で
「
伝
統
」
を
継
承
す
る
と

い
う
目
的
を
持
つ
集
団
と
し
て
の
類
似
性
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
で
は
、

宗
族
は
「
近
代
」
と
の
接
触
に
よ
り
い
か
な
る
変
容
を
見
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

清
朝
末
期
以
降
の
革
命
論
や
国
民
統
合
の
議
論
、
あ
る
い
は
「
社
会
主
義
」

思
潮
の
な
か
で
、
従
前
、
宗
族
は
「
伝
統
的
」
・
「
封
建
的
」
と
し
て
批
判
・
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排
除
の
対
象
と
な
り
衰
退
・
瓦
解
し
て
い
く
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
き

た

。
他
方
、
近
年
で
は
宗
族
の
実
社
会
と
の
関
わ
り
、
ま
た
は
宗
族
内
部
の

（
六
）

思
惑
か
ら
、
近
代
社
会
に
お
け
る
そ
の
持
続
性
に
関
心
が
向
け
ら
れ
て
き
た
。

む
ろ
ん
、
こ
の
持
続
性
は
、
金
太
郎
飴
の
よ
う
に
伝
統
的
な
宗
族
が
い
つ
の
時

期
に
お
い
て
も
存
続
し
て
い
た
と
い
う
事
実
の
解
明
で
は
な
く
、
近
現
代
中
国

の
社
会
変
動
に
適
応
し
て
い
く
姿
で
あ
る
。

例
え
ば
、
清
末
以
降
の
地
域
社
会
で
は
、
お
も
に
日
本
経
由
で
受
容
さ
れ
た

近
代
的
な
地
方
自
治
が
実
施
さ
れ
た
が
、
宗
族
結
合
は
科
挙
に
代
わ
る
同
族
発

展
の
手
段
と
し
て
こ
の
「
近
代
」
制
度
を
受
容
し
、
宗
族
と
自
治
と
を
結
び
つ

け
る
。
つ
ま
り
、
近
代
社
会
の
な
か
に
、
従
来
の
自
己
の
存
在
を
組
み
込
む
こ

と
で
、
そ
の
存
続
を
図
っ
た
の
で
あ

る

。
こ
う
し
た
宗
族
が
近
代
国
家
に
よ

（
七
）

る
政
策
に
相
対
し
た
と
き
に
、
政
策
を
主
体
的
に
消
化
し
、
同
時
に
自
己
の
あ

り
よ
う
を
変
化
さ
せ
つ
つ
新
た
な
社
会
の
な
か
で
自
己
を
存
続
さ
せ
て
い
っ
た

事
例
は
、
そ
の
後
の
国
民
党
政
権
期
に
お
い
て
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
福

建
省
を
考
察
対
象
と
し
た
研
究
で
は
、
同
族
に
よ
る
族
産
管
理
を
放
棄
し
つ
つ

も
、
同
族
と
し
て
の
精
神
的
統
合
を
維
持
す
る
こ
と
で
、
土
地
革
命
と
い
う
劇

薬
で
は
な
く
、
公
田
の
土
地
慣
行
を
活
か
し
土
地
の
村
公
有
制
を
実
施
し
た
こ

と
が
論
じ
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
宗
族
が
社
会
状
況
に
適
し
た
自
己
の
生
存
方

法
を
模
索
し
、
為
政
者
の
意
向
に
沿
っ
て
族
産
を
公
有
財
産
へ
と
制
度
化
し
た

行
動
で
あ
っ
た
と
言
え
よ

う

。
ま
た
、
匪
賊
・
械
闘
・
革
命
な
ど
に
よ
る
暴

（
八
）

力
が
も
た
ら
し
た
社
会
混
乱
か
ら
近
代
華
南
地
域
の
基
層
社
会
の
実
態
を
考
察

し
た
研
究
で
は
、
宗
族
結
合
が
自
己
を
保
護
す
る
対
象
の
ひ
と
つ
と
し
て
機
能

し
続
け
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ

る

。

（
九
）

次
に
、
宗
族
内
部
に
視
点
を
向
け
て
み
よ
う
。
伝
統
的
な
宗
族
・
家
族
か
ら

離
脱
し
、
自
己
の
自
由
な
意
思
を
尊
重
す
る
価
値
観
は
新
文
化
運
動
期
に
高
揚

す
る
が
、
そ
の
際
に
批
判
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
父
子
間
の
尊
卑
、
ま
た
は
尊

卑
長
幼
に
も
と
づ
く
父
系
出
自
と
し
て
の
宗
族
の
伝
統
性
で
あ
っ
て
、
必
ず
し

も
集
団
と
し
て
の
宗
族
・
家
族
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た

。
そ
の
結
果
、

（
十
）

と
り
わ
け
「
近
代
」
思
潮
の
影
響
を
受
け
た
青
年
同
族
は
、
伝
統
的
な
宗
族
を

批
判
し
新
た
な
社
会
に
適
し
た
宗
族
改
革
、
す
な
わ
ち
自
己
改
革
を
主
張
す
る

よ
う
に
な
る

が

、
こ
の
改
革
は
宗
族
と
い
う
集
団
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な

（
十
一
）

く
、
却
っ
て
新
し
い
時
代
に
お
い
て
自
己
が
離
郷
や
就
業
と
い
っ
た
社
会
上
昇

・
自
己
実
現
を
す
る
た
め
の
自
己
資
本
と
し
て
の
改
革
で
あ
っ

た

。

（
十
二
）

近
代
国
家
に
よ
る
国
民
統
合
を
目
的
と
し
た
政
策
と
そ
れ
が
も
た
ら
し
た
社

会
不
安
、
ま
た
、
新
文
化
運
動
に
象
徴
さ
れ
る
新
思
潮
の
隆
盛
と
い
っ
た
「
近

代
」
社
会
の
な
か
で
、
伝
統
と
し
て
の
宗
族
は
こ
れ
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
通

じ
て
、
自
己
の
存
在
価
値
を
模
索
し
た
。
こ
う
し
た
自
己
改
革
に
よ
り
、
基
層

社
会
に
生
き
る
人
々
の
生
存
と
繁
栄
を
扶
助
す
る
社
会
的
機
能
が
見
出
さ
れ

た
。

お
わ
り
に
―
―
「
伝
統
」
に
社
会
的
機
能
が
備
わ
る

そ
も
そ
も
京
劇
・
男
旦
と
宗
族
と
を
並
べ
て
、
そ
の
集
団
性
や
目
的
に
類
似

性
を
求
め
る
こ
と
は
困
難
で
無
意
味
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
両
者
は
伝
統
中
国

に
お
け
る
集
団
と
し
て
、
清
末
期
以
降
の
社
会
変
化
の
な
か
で
自
ら
の
存
在
価

値
を
急
激
に
低
下
さ
せ
、
そ
の
処
し
方
が
問
わ
れ
る
経
験
を
す
る
。
こ
れ
に
よ

り
、
宗
族
は
自
己
の
生
存
や
上
昇
を
保
障
す
る
社
会
的
機
能
と
い
う
価
値
を
発

見
あ
る
い
は
再
認
識
し
、
自
己
改
革
を
通
じ
て
宗
族
を
継
承
し
て
い
く
。
こ
う

し
た
視
点
に
立
て
ば
、
梅
蘭
芳
や
欧
陽
予
倩
な
ど
に
よ
る
女
優
と
は
異
な
る
新
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た
な
「
お
ん
な
が
た
」
の
追
求
や
周
信
芳
の
人
物
造
形
に
よ
る
演
技
も
、
男
旦

・
京
劇
を
継
承
す
る
た
め
の
「
伝
統
」
の
自
己
改
革
で
あ
っ
た
と
言
い
得
よ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
改
革
に
よ
り
新
た
な
「
伝
統
」
へ
と
脱
皮
し
た
京
劇
は
、
社
会

に
生
き
る
人
々
の
さ
ま
ざ
ま
な
想
い
を
観
客
と
共
有
す
る
こ
と
で
、
あ
る
種
の

社
会
に
お
け
る
一
体
感
を
醸
成
さ
せ
る
社
会
的
機
能
を
備
え
て
い
く
。

こ
こ
に
両
者
の
共
通
項
が
見
出
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
個

人
の
生
存
と
繁
栄
を
支
え
る
新
た
な
宗
族
と
そ
の
個
人
の
想
い
を
表
出
す
る
新

た
な
京
劇
と
い
う
、
人
々
へ
の
ま
な
ざ
し
を
持
ち
つ
つ
社
会
的
機
能
を
帯
び
る

公
的
な
役
割
を
担
う
共
通
性
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
近
代
中
国
に
お
け
る

広
義
の
制
度
や
習
慣
と
い
っ
た
社
会
シ
ス
テ
ム
の
伝
統
性
の
あ
り
よ
う
と
、
文

化
・
芸
術
の
あ
り
よ
う
に
は
、
何
か
し
ら
の
関
連
性
も
し
く
は
連
環
に
つ
い
て

比
較
検
討
を
試
み
る
可
能
性
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し

た
検
討
の
先
に
、
新
た
な
近
代
中
国
の
特
質
を
提
示
す
る
可
能
性
が
生
ま
れ
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

削
足
適
履
な
議
論
で
あ
る
こ
と
は
重
々
承
知
し
て
い
る
。
た
だ
、
本
書
が
論

じ
た
さ
ま
ざ
ま
な
意
義
が
、
中
国
文
学
と
そ
の
隣
接
分
野
に
て
共
有
さ
れ
、
議

論
さ
れ
る
だ
け
で
は
あ
ま
り
に
も
惜
し
い
。
今
後
、
本
書
が
さ
ら
に
多
く
の
中

国
に
関
心
を
持
つ
人
々
に
読
み
継
が
れ
、
さ
ら
に
多
く
の
意
義
が
見
出
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
し
、
そ
う
な
る
こ
と
を
心
か
ら
願
う
。
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