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1　院本～中国の狂言

院
本
～
中
国
の
狂
言

鈴　

木　
　
　
　

靖

「
猿
楽
の
態わ
ざ

、
嗚お

こ呼
の
詞こ
と
ば、

腸
は
ら
わ
たを

断
ち
頤
お
と
が
いを

解
か
ず
と
い
ふ
こ
と
な
き
な
り
」1

と
、
猿
楽
の
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
し
ぐ
さ
や
せ
り
ふ
が
人
々

の
笑
い
を
誘
っ
て
い
た
十
一
世
紀
ご
ろ
、
中
国
で
も
「
雑
劇
」
と
呼
ば
れ
る
滑
稽
な
寸
劇
が
人
気
を
博
し
て
い
た
。
雑
劇
は
宮
廷
で
の
慶

祝
行
事
や
外
国
使
節
の
歓
迎
宴
な
ど
に
供
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
庶
民
の
娯
楽
と
し
て
も
そ
の
す
そ
野
を
拡
げ
て
い
っ
た
。
北
宋
の

都
・
汴
京
に
は
雑
劇
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
芸
能
を
上
演
す
る
勾
欄（
演
芸
場
）が
軒
を
並
べ
、
な
か
に
は
数
千
人
の
観
客
を
収
容
で
き
る
大
規

模
な
施
設
も
あ
っ
た2
。
ま
た
成
都
な
ど
で
は
雑
劇
の
役
者
た
ち
に
芸
を
競
わ
せ
、
観
客
の
反
応
で
勝
敗
を
決
め
る
催
し
も
行
わ
れ
て
い

た3
。
世
阿
弥
の
『
風
姿
花
伝
』
に
見
ら
れ
る
「
立
合
勝
負
」
の
よ
う
な
競
演
で
あ
る
。

十
二
世
紀
に
金
が
宋
を
滅
ぼ
し
て
華
北
を
支
配
す
る
と
、
雑
劇
は
「
幺
末
」
と
「
院
本
」
に
分
か
れ
て
い
っ
た
。「
幺
末
」
は
元
雑
劇

の
前
身
と
な
っ
た
新
興
の
楽
劇
で
あ
り
、「
院
本
」
は
宋
代
の
雑
劇
を
直
接
継
承
し
た
滑
稽
な
寸
劇
で
あ
る
。
わ
が
国
の
猿
楽
が
能
と
狂

言
に
分
か
れ
た
の
と
同
様
の
こ
と
が
、
こ
の
時
期
、
中
国
で
も
起
こ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

宋
代
の
雑
劇
に
つ
い
て
は
、
筆
記
資
料
な
ど
に
断
片
的
な
記
録
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
実
態
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
一
方
、

院
本
に
つ
い
て
は
、
女
真
族
の
若
者
と
旅
回
り
の
一
座
の
娘
の
恋
を
描
い
た
戯
曲
や
、
田
舎
か
ら
来
た
お
百
姓
が
勾
欄
を
見
物
す
る
よ
う

す
を
謡
っ
た
散
曲
の
ほ
か
、『
水
滸
伝
』
や
『
金
瓶
梅
詞
話
』
な
ど
の
小
説
、
元
、
明
代
の
雑
劇
に
も
そ
の
遺
響
と
見
ら
れ
る
寸
劇
が
挿
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演
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
資
料
を
も
と
に
、
中
国
の
狂
言
と
も
い
う
べ
き
院
本
が
ど
の
よ
う
な
演
劇
で
あ
っ
た
の
か

を
考
え
て
い
き
た
い
。

院
本
と
は

明
治
の
初
め
に
い
た
る
ま
で
、
能
や
狂
言
は
猿
楽
ま
た
は
申
楽
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
そ
の
語
源
は
奈
良
時
代
に
中
国
か
ら
伝
わ
っ
た

「
散
楽
」
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
中
国
で
は
古
来
、
伝
統
的
な
宮
廷
音
楽
で
あ
る
雅
楽
と
は
別
に
、
内
外
か
ら
集
め
ら
れ
た
歌
舞
や
奇
術
、

ア
ク
ロ
バ
ッ
ト
な
ど
が
慶
祝
行
事
や
外
国
使
節
の
歓
迎
宴
な
ど
に
供
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
を
散
楽
と
い
う
。
中
国
の
散
楽
は
宋
代
に
な
る

と
、
わ
が
国
で
散
楽
が
「
腸
を
断
ち
頤
を
解
か
す
」
猿
楽
に
変
化
し
た
の
と
同
様
に
、
少
人
数
の
役
者
が
滑
稽
な
寸
劇
を
演
じ
る
「
雑

劇
」
が
そ
の
中
心
と
な
っ
た4
。

一
一
二
七
年
、
金
の
侵
攻
に
よ
り
都
汴
京
が
陥
落
す
る
と
、
宋
の
支
配
層
は
江
南
に
逃
れ
、
臨
安（
現
在
の
杭
州
）に
都
を
移
し
た
。
金

の
統
治
下
に
入
っ
た
北
方
で
は
、
新
た
な
支
配
者
と
な
っ
た
女
真
族
の
庇
護
を
受
け
、
散
楽
は
さ
ら
な
る
発
展
を
遂
げ
る
。
滑
稽
な
寸
劇

で
あ
っ
た
宋
代
の
「
雑
劇
」
は
、
そ
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
新
興
の
楽
劇
に
そ
の
名
を
奪
わ
れ
、「
院
本
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

か
つ
て
田
中
謙
二
氏
が
「
院
本
考
」
で
説
か
れ
た
よ
う
に
、「
庇ひ
さ
しを

貸
し
て
母
屋
を
取
ら
れ
る
」
現
象
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
る5
。

で
は
な
ぜ
「
院
本
」
と
い
う
の
か
。
や
や
時
代
は
下
る
が
、
明
の
寧
献
王
朱
権
の
『
太
和
正
音
譜
』
に
よ
れ
ば
、「
院
本
と
は
行
院
の

本
の
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
。「
行
院
」
に
蓄
積
さ
れ
た
台
本
が
こ
の
演
劇
の
名
称
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。「
行
院
」
が
何
を
指
す

か
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
旅
回
り
の
一
座
や
そ
の
役
者
を
指
す
意
味
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

一
方
、
田
仲
一
成
氏
は
「
院
本
」
の
語
源
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
新
た
な
説
を
唱
え
て
い
る
。
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元
来
、
院
本
あ
る
い
は
官
本（
雑
劇
）と
い
う
名
称
は
宮
廷
用
テ
キ
ス
ト
を
意
味
す
る
。
た
と
え
ば
、『
宋
会
要
輯
稿
』「
礼
」
五
に

よ
る
と
、
天
禧
三
年（
一
〇
一
九
）十
二
月
に
翰
林
学
士
銭
惟
演
が
宮
廷
劇
に
つ
い
て
上
言
し
て
「
契
丹
、
高
麗
の
使
節
を
接
待
す
る

時
に
、
い
つ
も
楽
人
の
戯
を
見
せ
る
が
、
そ
の
せ
り
ふ
に
は
卑
俗
な
も
の
が
多
い
。
今
後
、
外
国
の
使
節
を
招
く
際
の
上
演
テ
キ
ス

ト
は
、
教
坊
の
上
演
の
場
合
は
舎
人
院
に
書
か
せ
、
京
府
衙
前
の
上
演
の
場
合
は
館
閣
官
に
書
か
せ
る
よ
う
に
し
た
い
。」
と
述
べ

た
と
い
う
。
こ
の
記
事
か
ら
見
て
、
当
時
、
舎
人
院
の
テ
キ
ス
ト
を
「
院
本
」、「
館
閣
官
」
の
テ
キ
ス
ト
を
「
官
本
」
と
呼
ん
で
い

た
と
推
定
し
得
る6
。

「
教
坊
」
は
宮
廷
内
の
俗
楽
を
管
理
す
る
機
関
、「
舎
人
院
」
は
皇
帝
の
詔
勅
を
起
草
す
る
機
関
で
あ
る
。
外
国
使
節
を
接
待
す
る
際
、

楽
人
が
卑
俗
な
せ
り
ふ
を
吐
か
ぬ
よ
う
、
教
坊
の
上
演
台
本
は
舎
人
院0

に
書
か
せ
る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
が
「
院0

本
」
の
語
源
だ
と
い
う
。

ち
な
み
に
こ
の
『
宋
会
要
輯
稿
』
の
記
事
に
は
続
き
が
あ
る
。
銭
惟
演
の
上
言
は
い
っ
た
ん
認
め
ら
れ
た
も
の
の
、
知
制
誥
晏
殊
ら
が

上
章
し
て
こ
れ
に
反
対
し
た
た
め
、
台
本
は
け
っ
き
ょ
く
従
来
通
り
教
坊
が
書
く
こ
と
に
な
っ
た
。
も
っ
と
も
で
き
あ
が
っ
た
台
本
は
、

や
は
り
舎
人
院
の
検
閲
を
経
て
上
呈
さ
れ
た
と
い
う
か
ら
、
舎
人
院
に
か
な
り
の
数
の
検
閲
用
台
本
が
蓄
積
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で

あ
ろ
う
。
元
末
に
陶
宗
儀
が
た
ま
た
ま
入
手
し
た
と
い
う
「
院
本
」
の
目
録
に
も
、
六
九
〇
種
の
演
目
が
記
載
さ
れ
て
い
る7
。

一
方
、
近
年
で
は
中
国
安
徽
省
に
あ
る
巢
湖
学
院
の
王
万
嶺
氏
が
さ
ら
に
新
し
い
説
を
唱
え
て
い
る
。
王
氏
に
よ
れ
ば
、
院
本
は
本
来

教
坊
が
演
じ
た
も
の
で
あ
り
、
金
代
に
こ
の
教
坊
を
所
管
し
、
台
本
の
検
閲
を
行
っ
て
い
た
の
は
宣
徽
院
で
あ
る
。
こ
の
宣
徽
院0

こ
そ
が

院0

本
の
語
源
で
あ
る
と
い
う8
。

「
院
本
」
の
語
源
が
「
行
院
」
か
「
舎
人
院
」
か
「
宣
徽
院
」
か
は
と
も
あ
れ
、
こ
の
充
実
し
た
台
本
の
蓄
積
が
、
新
興
の
楽
劇
に
名

を
奪
わ
れ
た
宋
代
の
「
雑
劇
」
に
「
院
本
」
と
い
う
新
た
な
名
を
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
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ち
な
み
に
能
や
狂
言
が
「
散
楽
」
か
ら
転
じ
た
猿
楽
や
申
楽
の
名
で
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
に
、
こ
の
当
時
、
中
国
で
も
民
間
の
演
劇
や

そ
の
役
者
は
広
く
「
散
楽
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
山
西
省
洪
洞
県
広
勝
寺
の
壁
に
は
、
元
の
泰
定
元
年（
一
三
二
四
）に
こ
の
寺
を
訪
れ
た

旅
回
り
の
一
座
の
舞
台
風
景
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
上
部
に
は
「
大
行
散
楽

0

0

忠
都
秀
在
此
作
場（
大
行
の
散
楽
忠
都
秀
が
こ
こ
で
奉

納
芝
居
を
上
演
し
た
）」
と
、
こ
の
一
座
の
看
板
女
優
で
あ
る
忠
都
秀
を
「
散
楽
」
と
呼
ん
で
い
る
。
ま
た
『
元
典
章
』
の
よ
う
な
法
令

集
に
も
「
禁
学
散
楽
0

0

、
詞
伝（
民
間
の
演
劇
や
語
り
物
を
学
ぶ
の
を
禁
ず
）」
と
い
っ
た
用
例
が
見
ら
れ
る9
。

院
本
の
劇
団

金
代
の
旅
回
り
の
一
座
の
姿
を
伝
え
る
資
料
に
『
宦
門
子
弟
錯
立
身
』
が
あ
る
。
こ
れ
は
一
九
二
〇
年
に
英
国
の
古
書
肆
で
発
見
さ
れ

た
『
永
楽
大
典
』
巻
一
三
九
九
一
に
収
め
ら
れ
て
い
た
戯
文
三
種
の
一
つ
で
、
女
真
族
の
高
官
の
御
曹
司
・
完
顔
延
寿
馬
と
東
平（
現
山

東
省
泰
安
市
東
平
県
）か
ら
来
た
旅
回
り
の
一
座
の
娘
・
王
金
榜
の
ロ
マ
ン
ス
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。『
永
楽
大
典
戯
文
三
種
校
注
』
を

著
し
た
銭
南
揚
氏
は
、
こ
の
作
品
中
に
登
場
す
る
地
名
や
人
名
か
ら
、
金
朝
の
滅
亡（
一
二
三
四
）か
ら
南
宋
の
滅
亡（
一
二
七
九
）の
間
の

作
と
し
た
が10
、
上
海
大
学
の
朱
恒
夫
氏
は
七
つ
の
論
拠
を
挙
げ
て
こ
れ
に
反
論
し
、
こ
の
作
品
は
女
真
族
の
劇
作
家
・
李
直
夫
が
書
い

た
元
雑
劇
『
錯
立
身
』
を
、
南
宋
が
元
朝
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
た
後
、「
古
杭
書
会
」
の
才
人
が
南
戯
の
形
式
を
使
っ
て
改
編
し
た
も
の

と
し
た11
。「
古
杭
書
会
」
と
は
南
宋
の
旧
都
・
杭
州
の
劇
作
組
織
で
、「
才
人
」
と
は
そ
こ
で
活
動
し
て
い
た
劇
作
家
を
指
す
。
近
年
で

は
南
京
大
学
の
兪
為
民
氏
も
朱
恒
夫
氏
の
説
を
支
持
し
て
い
る12
。

完
顔
延
寿
馬
は
王
金
榜
の
美
し
い
舞
台
姿
に
魅
せ
ら
れ
、
や
が
て
二
人
は
恋
に
落
ち
る
が
、
父
・
完
顔
同
知
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
り
、

王
金
榜
の
一
座
は
河
南
府
か
ら
追
放
さ
れ
て
し
ま
う
。
完
顔
延
寿
馬
は
家
を
飛
び
出
し
、
王
金
榜
と
結
ば
れ
る
た
め
役
者
の
修
行
を
し
な

が
ら
一
座
の
跡
を
追
う
。
や
が
て
あ
る
町
で
二
人
は
再
会
す
る
が
、
王
金
榜
の
父
親
は
、
一
座
の
看
板
女
優
で
あ
る
娘
の
婿
に
な
る
条
件
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と
し
て
、
次
の
四
つ
を
挙
げ
る
。

一
、「
雑
劇
」
が
演
じ
ら
れ
る
こ
と

二
、「
院
本
」
が
演
じ
ら
れ
る
こ
と

三
、「
掌
記（
台
本
）」
が
書
け
る
こ
と

四
、「
擂
鼓
吹
笛（
太
鼓
や
笛
の
演
奏
）」
が
で
き
る
こ
と

こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
四
つ
の
条
件
か
ら
は
、
当
時
の
旅
回
り
の
一
座
が
ど
の
よ
う
な
活
動
を
し
て
い
た
の
か
を
窺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ま
ず
条
件
の
一
、
二
で
「
雑
劇
」
と
「
院
本
」
の
両
方
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
王
金
榜
の
一
座
は
こ
の
二
種
の
芝
居
を
と
も
に
上

演
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
後
述
す
る
散
曲
『
荘
家
不
識
勾
欄
』
に
も
あ
る
よ
う
に
、
金
代
に
は
「
幺
末
」
あ
る
い
は
「
雑
劇
」
と
呼

ば
れ
る
新
興
の
楽
劇
と
「
院
本
」
が
、
能
と
狂
言
の
よ
う
に
番
組
を
組
ん
で
一
つ
の
舞
台
の
上
で
上
演
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

三
の
「
掌
記
」
に
つ
い
て
は
、
こ
の
作
品
の
中
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。
完
顔
延
寿
馬（
生
）が
王
金
榜（
旦
）を
書
院
に
招
き
、
流

行
り
の
謡
を
習
う
場
面
で
あ
る
。

　
（
旦
が
い
う
）謡
と
い
う
の
は
、
よ
ろ
し
い
で
す
か
、
遊
び
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

　
（
生
）だ
い
じ
な
い
。
掌
記
を
持
て
。
一
つ
謡
う
て
聞
か
せ
い
。

す
る
と
王
金
榜
は
「
掌
記
」
を
取
り
出
し
な
が
ら
、
二
十
九
種
も
の
芝
居
の
題
名
を
次
々
と
謡
い
上
げ
て
い
く
。「
掌
記
」
は
も
と
も

と
役
者
の
手
控
え
の
こ
と
だ
が
、
こ
こ
で
は
台
本
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
新
興
の
楽
劇
で
は
一
つ
の
芝
居
の
中
に
何
十
曲
も
の

謡
が
入
る
た
め
、
能
の
謡
本
の
よ
う
な
台
本
が
編
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
台
本
を
書
い
た
り
、
写
し
た
り
で
き
る
人
材
も
必
要
と
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さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

四
の
「
擂
鼓
吹
笛
」
か
ら
は
、
伴
奏
楽
器
に
鼓
と
笛
が
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
前
述
の
山
西
省
洪
洞
県
広
勝
寺
の
壁
画
に
描

か
れ
て
い
る
楽
器
も
鼓
と
笛
と
拍
板（
板
を
重
ね
て
作
っ
た
カ
ス
タ
ネ
ッ
ト
）だ
け
で
あ
っ
た
。
能
や
狂
言
と
同
じ
く
、
当
時
の
旅
回
り
の

一
座
は
こ
れ
ら
を
基
本
的
な
伴
奏
楽
器
と
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
修
行
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
四
つ
の
技
能
を
身
に
つ
け
て
い
た
完
顔
延
寿
馬
は
、
晴
れ
て
王
金
榜
の
婿
に
迎
え
ら
れ
、
一
座
と
と
も

に
旅
を
続
け
る
。
そ
ん
な
あ
る
日
、
勅
命
に
よ
り
地
方
を
巡
回
し
て
い
た
完
顔
延
寿
馬
の
父
・
完
顔
同
知
は
使
用
人
の
六
児
に
「
行
院
」

を
呼
ぶ
よ
う
命
じ
る
。

　

�　

六
児
、
某
そ
れ
が
し、

近
ご
ろ
心
が
屈
し
て
悪
し
ゅ
う
て
な
ら
ぬ
。
そ
な
た
、
大
行
院
を
呼
び
、
気
晴
ら
し
に
院
本
を
い
く
つ
か
や
ら
せ

い13
。

「
行
院
」
が
何
を
指
す
か
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
が
、
旅
回
り
の
一
座
や
そ
の
役
者
の
意
味
が
あ
っ
た
こ
と
は
こ
の
一
節
か
ら
も
明

ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
後
、
役
者
に
な
っ
た
完
顔
延
寿
馬
が
登
場
し
、
父
子
が
再
会
し
て
芝
居
は
大
団
円
と
な
る
。

漢
民
族
の
価
値
観
か
ら
い
え
ば
、
良
家
の
御
曹
司
が
役
者
に
な
る
な
ど
、
ま
さ
に
「
錯
立
身
」（
身
の
振
り
方
を
誤
っ
た
）と
し
か
思
え

な
い
結
末
だ
ろ
う
。
し
か
し
朱
恒
夫
氏
ら
が
説
く
よ
う
に
、
こ
の
原
作
が
女
真
族
の
劇
作
家
・
李
直
夫
の
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
理
解
で
き

な
い
結
末
で
も
な
い
。
実
際
、
完
顔
延
寿
馬
の
よ
う
な
異
民
族
の
中
に
は
、
演
劇
の
虜
に
な
る
者
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
か
つ
て
新
井
白

石
は
、
申
楽
に
う
つ
つ
を
ぬ
か
す
主
君
・
徳
川
家
宣
を
諫
め
る
た
め
「
俳
優
考
」
を
著
し
、
芝
居
に
溺
れ
て
国
を
滅
ぼ
し
た
唐
土
の
君
主

と
し
て
後
唐
の
荘
宗
・
李
存
勗
を
挙
げ
た
が
、
実
は
こ
の
李
存
勗
も
突
厥
沙
陀
族
と
い
う
異
民
族
の
出
身
で
あ
っ
た
。
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院
本
の
役
柄

院
本
の
役
柄
に
つ
い
て
は
、
陶
宗
儀
が
『
輟
耕
録
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

�　

院
本
は
五
人
、
一
は
副
浄
、
古
く
は
参
軍
と
い
っ
た
。
一
は
副
末
、
古
く
は
蒼
鶻
と
い
っ
た
。
鶻
は
や
ぶ
さが
家
禽
や
小
鳥
を
襲
う
よ
う
に
、

末
も
副
浄
を
叩
く
の
で
こ
う
呼
ぶ
。
一
は
引
戯
、
一
は
末
泥
、
一
は
孤
装
。
ま
た
五
花
爨
弄
と
も
い
う14
。

「
参
軍
」
と
「
蒼
鶻
」
は
、
参
軍
戯
と
い
う
滑
稽
劇
の
中
の
二
つ
の
役
柄
で
、
わ
が
国
の
漫
才
で
い
え
ば
「
参
軍
」
は
ツ
ッ
コ
ミ
、「
蒼

鶻
」
は
ボ
ケ
に
当
た
る
。
院
本
で
は
こ
の
「
参
軍
」
と
「
蒼
鶻
」
に
当
た
る
「
副
浄
」
と
「
副
末
」
が
中
心
と
な
っ
て
コ
ミ
カ
ル
な
芝
居

を
展
開
す
る
。

で
は
、
中
心
的
な
役
割
を
担
う
「
副
浄
」
と
「
副
末
」
に
、
な
ぜ
「
副
」
と
い
う
字
が
つ
け
ら
れ
た
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
田
仲

一
成
氏
が
興
味
深
い
説
を
唱
え
て
い
る
。
田
仲
氏
に
よ
れ
ば
、
中
国
で
は
古
く
か
ら
農
村
で
行
わ
れ
て
い
た
神
を
迎
え
る
豊
穣
儀
礼
と
し

て
の
巫
覡
の
歌
舞
に
、
唐
末
五
代
以
降
、
神
尸
に
扮
し
神
託
を
告
げ
る
巫
覡
に
付
随
し
て
、
音
楽
を
伴
奏
し
た
り
、
諧
謔
の
体
を
な
す
俳

優
が
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、
宋
代
に
入
る
と
さ
ら
に
広
い
地
域
で
加
速
し
、
や
が
て
「
俳
優
が
巫
覡
に
従
属
す

る
段
階
」
か
ら
「
巫
覡
が
俳
優
に
従
属
す
る
段
階
」
へ
と
転
化
し
た
。
そ
の
過
渡
期
に
生
ま
れ
た
の
が
「
参
軍
戯
」
で
あ
っ
た
。「
参
軍

戯
」
で
は
主
役
の
神
─
巫
の
軸（
儀
礼
軸
・
歌
舞
）を
巫
覡
・
斎
郎
が
担
当
し
、
脇
役
の
蒼
鶻
─
参
軍
の
軸（
演
劇
軸
・
科
白
）を
俳
優
が
担

当
し
て
い
た
。
そ
れ
が
院
本
で
は
前
者
も
演
劇
化
し
、
主
役
の
正
末（
末
泥
）─
正
浄（
引
戯
）の
軸
と
、
脇
役
の
副
末
─
副
浄
の
軸
の
双
方

が
と
も
に
俳
優
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、「
副
」
の
字
を
冠
し
て
い
る
の
は
、
参
軍
戯
の
時
代
と
同
様
に
脇
役
と
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し
て
の
地
位
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
。

こ
の
両
軸
の
関
係
は
、
猿
楽
役
者
の
中
に
お
け
る
能
役
者
と
狂
言
役
者
の
関
係
に
似
て
い
て
興
味
深
い
。
金
井
清
光
氏
は
能
役
者
と
狂

言
役
者
の
区
別
が
生
ま
れ
た
原
因
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

　

�　

猿
楽
は
農
耕
呪
術
お
よ
び
そ
の
他
い
ろ
い
ろ
な
呪
術
の
た
め
の
神
事
芸
能
で
あ
り
、
猿
楽
者
は
み
な
呪
術
者
で
あ
っ
た
。（
中
略
）

猿
楽
役
者
の
中
に
神
に
扮
す
る
能
役
者
と
、
そ
う
で
な
い
狂
言
役
者
と
の
区
別
が
生
ま
れ
た
の
は
か
な
り
古
い
時
代
の
こ
と
で
あ
っ

た
ら
し
く
、
そ
う
な
っ
た
原
因
は
呪
術
の
功
力
に
練
達
し
た
優
秀
者
と
、
そ
う
で
な
い
成
績
不
良
の
者
と
が
職
能
的
に
分
化
し
た
こ

と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
神
霊
を
招
き
寄
せ
、
神
意
を
鋭
敏
に
感
じ
と
り
、
神
託
を
誤
り
な
く
伝
え
る
優
秀
者
は
、
生
身
の
人
間

の
ま
ま
神
に
な
れ
る
有
資
格
者
と
し
て
尊
敬
さ
れ
、
猿
楽
者
集
団
の
中
で
の
上
位
者
と
し
て
能
役
者
に
な
っ
た
。
一
方
、
神
霊
を
招

く
こ
と
が
で
き
ず
、
神
意
に
鈍
感
で
、
呪
術
の
効
果
の
あ
が
ら
な
い
託
宣
ば
か
り
口
走
っ
た
者
は
、
神
に
な
る
資
格
の
な
い
者
と
し

て
笑
わ
れ
、
猿
楽
者
集
団
の
中
で
下
位
に
追
い
や
ら
れ
て
狂
言
役
者
に
さ
せ
ら
れ
た
。（
中
略
）

　

�　

呪
術
な
い
し
呪
術
と
し
て
の
芸
能
は
祭
り
の
場
に
お
い
て
行
わ
れ
る
。
祭
り
と
は
神
を
迎
え
、
神
と
人
と
が
交
感
し
、
そ
し
て
神

を
送
り
出
す
儀
式
で
あ
る
。
す
ぐ
れ
た
呪
術
者
で
あ
る
能
役
者
は
祭
り
の
場
に
お
い
て
神
に
扮
し
、
神
の
言
行
を
芸
能
と
し
て
演
ず

る
。
そ
れ
が
能
で
あ
る
。
神
に
な
れ
な
い
狂
言
役
者
は
祭
り
の
場
に
神
を
迎
え
、
神
に
祈
願
し
、
神
を
送
り
出
す
人
間
と
し
て
の
言

行
を
芸
能
と
し
て
演
ず
る
。
そ
れ
が
狂
言
に
ほ
か
な
ら
な
い15
。

田
仲
氏
と
金
井
氏
の
説
に
従
え
ば
、
院
本
の
中
の
「
副
浄
」「
副
末
」
と
猿
楽
の
中
の
狂
言
役
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
集
団
の
中
で
従
属

的
な
立
場
あ
る
い
は
下
位
者
に
あ
る
者
で
あ
っ
た
。「
副
浄
」
と
「
副
末
」
に
「
副
」
と
い
う
字
が
冠
せ
ら
れ
て
い
る
の
も
、
そ
こ
に
理
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由
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
陶
宗
儀
の
い
う
院
本
の
五
つ
の
役
柄
に
つ
い
て
は
、
金
代
に
作
ら
れ
た
塑
像
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
一
九
五
九
年
、
山
西
省
侯

馬
市
郊
外
で
「
大
金
国
大
安
二
年（
一
二
一
〇
）」
の
題
記
の
あ
る
墓
が
発
見
さ
れ
、
そ
の
中
に
高
さ
八
〇
セ
ン
チ
、
幅
六
〇
セ
ン
チ
ほ
ど

の
舞
台
と
、
そ
の
上
に
立
つ
五
体
の
人
物
像
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
れ
ら
は
院
本
の
副
浄
、
副
末
、
引
戯
、
末
泥
、
孤
装
の
五
役

を
か
た
ど
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

院
本
の
台
本

前
述
の
と
お
り
陶
宗
儀
の
『
輟
耕
録
』
に
は
六
九
〇
種
も
の
院
本
の
演
目
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
残
念
な
が
ら
当
時
の
台
本
は
一
つ

も
伝
わ
っ
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
院
本
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
後
世
の
小
説
や
戯
曲
の
中
に
引
か
れ
て
い
る
も
の
か
ら
、
そ
の
内
容
を
窺

う
し
か
な
い
。
院
本
の
内
容
を
窺
わ
せ
る
資
料
と
し
て
は
、
次
の
三
種
が
あ
る
。

①
小
説
の
中
に
挿
入
さ
れ
、「
院
本
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
も
の

　
（
例
）　
『
金
瓶
梅
詞
話
』
第
三
十
一
回

②
戯
曲
の
中
に
挿
入
さ
れ
、「
院
本
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
も
の

　
（
例
）　
（
明
）朱
有
燉
『
呂
洞
賓
花
月
神
仙
会
』
第
二
折

③
戯
曲
の
中
に
挿
入
さ
れ
、
そ
の
特
徴
か
ら
院
本
と
推
定
さ
れ
る
も
の

　
（
例
）　
（
元
）劉
唐
卿
『
降
桑
椹
蔡
順
奉
母
』
第
二
折

こ
れ
ら
の
中
、
③
は
元
雑
劇
の
中
に
見
ら
れ
る
変
則
的
な
場
面
あ
る
い
は
内
容
か
ら
推
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る16
。
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元
雑
劇
は
原
則
と
し
て
正
末
あ
る
い
は
正
旦
と
呼
ば
れ
る
主
役
だ
け
が
謡
う
主
役
独
唱
を
特
徴
と
す
る
。
し
か
し
、
な
か
に
は
こ
の
原

則
に
反
し
て
、
主
役
以
外
の
者
が
謡
う
場
面
も
あ
る
。
田
中
謙
二
氏
は
こ
の
変
則
的
な
場
面
の
中
か
ら
、
二
人
の
「
浄
」（
道
化
役
）が
コ

ミ
カ
ル
な
掛
け
合
い
を
す
る
劉
唐
卿
『
降
桑
椹
蔡
順
奉
母
』
第
二
折
や
王
実
甫
『
呂
蒙
正
風
雪
破
窰
記
』
第
一
節
の
中
の
一
段
、「
禾
」

（
農
民
役
）が
農
民
生
活
を
謳
歌
す
る
朱
凱
『
劉
玄
徳
酔
走
黄
鶴
楼
』
第
二
折
や
張
国
賓
『
薛
仁
貴
衣
錦
還
郷
』
第
三
折
の
中
の
一
段
を
院

本
の
遺
響
と
推
定
し
た
。
ま
た
主
役
以
外
が
謡
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
元
雑
劇
に
し
ば
し
ば
登
場
す
る
無
能
で
貪
欲
な
「
孤
」（
官
人
役
）

に
よ
る
裁
判
シ
ー
ン
、
た
と
え
ば
孟
漢
卿
『
張
孔
目
智
勘
魔
合
羅
』
第
二
折
の
中
の
一
段
な
ど
も
院
本
の
遺
響
で
は
な
い
か
と
推
定
し
て

い
る
。

元
雑
劇
の
中
に
院
本
の
挿
演
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
②
の
例
や
ト
書
き
の
中
に
そ
の
指
示
が
あ
る
も
の
が
あ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
同
じ
作
品
で
も
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
ト
書
き
に
挿
演
の
指
示
が
あ
る
も
の
と
な
い
も
の
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い

る17
。
恐
ら
く
は
能
の
中
に
見
ら
れ
る
替
間
狂
言
の
よ
う
に
、
一
種
の
特
殊
演
出
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

院
本
の
上
演

商
業
都
市
で
も
あ
っ
た
北
宋
の
都
・
汴
京
に
は
、
瓦
舎
と
呼
ば
れ
る
歓
楽
街
が
数
多
く
存
在
し
た
。
瓦
舎
の
中
に
は
勾
欄
と
呼
ば
れ
る

演
芸
場
が
作
ら
れ
、
雑
劇
を
始
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
演
劇
や
演
芸
が
行
わ
れ
て
い
た
。
北
宋
の
滅
亡
後
、
汴
京
は
金
の
支
配
下
に
入
る

が
、
貞
佑
二
年（
一
二
一
四
）、
モ
ン
ゴ
ル
の
猛
威
を
避
け
る
た
め
金
が
こ
こ
に
都
を
移
す
と
、
以
後
金
が
滅
亡
す
る
ま
で
の
二
十
年
間
、

汴
京
は
ふ
た
た
び
往
時
の
に
ぎ
わ
い
を
取
り
戻
す
。
こ
の
当
時
の
汴
京
の
勾
欄
を
描
い
た
と
考
え
ら
れ
る
資
料
に
、
杜
善
夫
の
散
曲
『
荘

家
不
識
勾
欄
』
が
あ
る18
。
田
舎
か
ら
来
た
お
百
姓
が
眼
に
し
た
勾
欄
の
に
ぎ
わ
い
が
次
の
よ
う
に
謡
わ
れ
て
い
る
。

ま
ず
勾
欄
の
入
り
口
で
は
、
木
戸
番
が
呼
び
声
を
上
げ
な
が
ら
、
こ
の
日
の
演
し
物
を
紹
介
し
て
い
る
。「
前
場
は
院
本
の
『
調
風
月
』、
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後
場
の
幺
末
を
演
じ
る
は
劉
耍
和
！
」。
院
本
と
幺
末
は
、
狂
言
と
能
の
よ
う
に
一
つ
の
舞
台
の
上
で
上
演
さ
れ
て
い
た
。
院
本
の
『
調

風
月
』
は
、
張
太
公
と
い
う
果
報
者
が
町
で
見
か
け
た
美
し
い
娘
を
妻
に
し
よ
う
と
苦
心
す
る
姿
を
描
い
た
も
の
で
、
狂
言
『
枕
物
狂
』

と
同
じ
く
老
人
の
恋
を
描
い
た
喜
劇
で
あ
る
。
幺
末
は
前
述
の
と
お
り
元
雑
劇
の
前
身
と
な
っ
た
新
興
の
楽
劇
で
、
劉
耍
和
は
そ
の
名
優

の
一
人
。
南
戯
『
宦
門
子
弟
錯
立
身
』
の
中
で
も
科し
ぐ
さ汎

の
手
本
と
し
て
そ
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る19
。

続
い
て
木
戸
銭
と
し
て
「
二
百
銭
」
が
求
め
ら
れ
る
。「
二
百
銭
」
と
い
え
ば
か
な
り
の
額
だ
が
、
河
南
大
学
の
程
民
生
氏
に
よ
れ
ば
、

こ
れ
は
銅
銭
で
は
な
く
、
金
朝
が
発
行
し
た
紙
幣
の
額
で
あ
る
と
い
う
。
金
朝
で
は
こ
の
こ
ろ
銅
貨
の
流
通
が
禁
じ
ら
れ
、
紙
幣
の
使
用

が
義
務
化
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
イ
ン
フ
レ
に
よ
っ
て
紙
幣
の
価
値
は
し
だ
い
に
下
が
り
、
杜
善
夫
が
汴
京
に
滞
在
し
て
い
た
金
朝
の
末

年
に
は
、「
二
百
銭
」
は
銅
貨
数
文
に
ま
で
下
落
し
て
い
た
と
い
う20
。
銅
貨
数
文
で
あ
れ
ば
、
庶
民
の
娯
楽
と
し
て
は
妥
当
な
額
で
あ
ろ

う
。勾

欄
の
中
に
入
っ
た
農
民
は
、
舞
台
の
豪
華
さ
に
「
ま
る
で
鐘
楼
の
よ
う
だ
」
と
驚
き
の
声
を
あ
げ
て
い
る21
。
金
代
の
舞
台
に
つ
い

て
は
、
前
述
の
金
代
の
墓
か
ら
当
時
の
舞
台
を
か
た
ど
っ
た
高
さ
八
〇
セ
ン
チ
、
幅
六
〇
セ
ン
チ
ほ
ど
の
磚
製
彫
刻
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。

舞
台
の
外
観
は
ま
さ
に
鐘
楼
の
よ
う
な
立
派
な
も
の
で
、
橋
掛
か
り
が
な
い
こ
と
を
除
け
ば
、
わ
が
国
の
能
舞
台
に
よ
く
似
て
い
る
。
正

面
に
は
京
都
西
本
願
寺
の
北
舞
台
に
似
た
入
母
屋
造
り
の
破
風
が
あ
り
、
そ
の
軒
を
斗
と
肘
木
を
組
み
合
わ
せ
た
斗
栱
が
支
え
て
い
る
。

院
本
の
内
容

院
本
は
勾
欄
や
寺
廟
だ
け
で
な
く
、
戯
文
『
宦
門
子
弟
錯
立
身
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
個
人
の
屋
敷
で
も
演
じ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の

上
演
の
よ
う
す
が
前
述
の
「
①
小
説
の
中
に
挿
入
さ
れ
、「
院
本
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
も
の
」
の
例
に
挙
げ
た
『
金
瓶
梅
詞
話
』
第

三
十
一
回
に
描
か
れ
て
い
る
。
後
代
の
小
説
に
挿
入
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
参
考
の
た
め
簡
単
な
解
説
を
加
え
な
が
ら
、
そ
の
一
段
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を
訳
出
し
て
み
た
い
。

『
金
瓶
梅
詞
話
』
は
明
の
万
暦
年
間
に
出
版
さ
れ
た
全
百
回
の
章
回
小
説
で
、『
水
滸
伝
』
の
第
二
十
三
話
か
ら
第
二
十
七
話
に
見
ら
れ

る
武
松
の
虎
退
治
か
ら
嫂
あ
に
よ
め殺
し（
武
松
が
兄
・
武
大
郎
を
毒
殺
し
た
嫂
・
潘
金
蓮
と
そ
の
情
夫
・
西
門
慶
に
か
た
き
討
ち
を
す
る
話
）ま
で

を
敷
衍
し
た
も
の
。『
水
滸
伝
』
で
は
あ
っ
け
な
く
殺
さ
れ
て
し
ま
う
潘
金
蓮
と
西
門
慶
だ
が
、『
金
瓶
梅
詞
話
』
で
は
武
松
が
誤
っ
て
人

を
殺
し
流
刑
と
な
っ
た
た
め
に
、
そ
の
後
五
年
の
余
命
が
与
え
ら
れ
、
潘
金
蓮
は
西
門
慶
の
第
五
夫
人
に
収
ま
り
、
西
門
慶
は
富
と
官
職

を
得
て
地
元
の
有
力
者
と
な
り
、
こ
の
小
説
の
タ
イ
ト
ル
に
も
な
っ
て
い
る
三
人
の
女
性（
潘
金0

蓮
、
李
瓶0

児
、
春
梅0

）の
ほ
か
、
無
数
の

男
女
と
愛
欲
の
限
り
を
尽
く
す
。
時
代
と
し
て
は
、
宋
の
徽
宗
の
政
和
二
年（
一
一
一
二
）か
ら
南
宋
の
高
宗
の
建
炎
元
年（
一
一
二
七
）ま

で
を
背
景
と
し
て
い
る
。

宋
代
で
あ
る
か
ら
、
本
来
な
ら
「
雑
劇
」
の
は
ず
だ
が
、『
金
瓶
梅
詞
話
』
で
は
院
本
が
宴
席
に
つ
き
も
の
の
余
興
と
し
て
、
第
二
十

回
、
第
三
十
一
回
、
第
五
十
八
回
、
第
七
十
六
回
に
登
場
す
る
。
こ
の
う
ち
実
際
の
上
演
風
景
が
描
か
れ
て
い
る
の
が
第
三
十
一
回
で
、

西
門
慶
に
待
望
の
男
子
・
官
哥
が
生
ま
れ
、
無
事
一
ヶ
月
が
過
ぎ
た
こ
と
を
祝
う
「
満
月
」
の
祝
宴
の
場
で
あ
る
。
官
哥
を
生
ん
だ
の
は
、

隣
家
の
富
豪
・
花
子
虚
の
元
妻
で
、
夫
の
死
後
、
西
門
慶
の
第
六
夫
人
に
収
ま
っ
た
李
瓶
児
で
あ
る
。
西
門
慶
は
李
瓶
児
を
夫
人
に
迎
え

た
こ
と
で
、
花
家
の
巨
万
の
富
を
手
に
し
た
ば
か
り
か
、
子
宝
も
授
か
る
こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
官
哥
が
生
ま
れ
た
翌
日
に
は
、
都
か

ら
も
吉
報
が
届
く
。
宰
相
の
蔡
京
に
贈
っ
た
賄
賂
が
功
を
奏
し
、
提
刑
所（
警
察
・
裁
判
を
つ
か
さ
ど
る
役
所
）の
理
刑（
副
長
官
）と
い
う

官
職
ま
で
得
る
こ
と
で
き
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
日
の
宴
席
に
は
都
か
ら
派
遣
さ
れ
て
い
た
宦
官
や
地
方
の
高
官
た
ち
が
こ
ぞ
っ
て
列
席

し
た
。
そ
の
に
ぎ
わ
い
を
象
徴
す
る
場
面
と
し
て
、
こ
の
院
本
の
上
演
風
景
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

は
じ
め
に
節
級
と
い
う
役
人
に
扮
し
た
役
者
が
、
出
場
詩（
次
第
）を
詠
じ
な
が
ら
登
場
す
る
。
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節　

級
「
法
正
し
け
れ
ば
天
心
順し
た
がい

　
　
　
　
　

官
清
け
れ
ば
民
自お
の
ずか
ら
安
ん
ず

　
　
　
　
　

妻
賢
な
れ
ば
夫
禍わ
ざ
わい
少
な
く

　
　
　
　
　

子
孝
な
れ
ば
父
の
心
寬く
つ
ろぐ

」

続
い
て
名
ノ
リ
を
上
げ
る
。

　

節　

級
「
某
そ
れ
が
しほ
か
で
も
な
い
、
こ
の
あ
た
り
の
役
所
に
仕
え
る
節
級
で
ご
ざ
る
。」

「
節
級
」
は
宋
代
の
下
級
武
官
で
、
こ
の
芝
居
で
は
狂
言
「
末
広
が
り
」
や
「
粟
田
口
」
に
登
場
す
る
大
名
の
よ
う
な
、
太
郎
冠
者
の

言
葉
を
借
り
て
い
え
ば
、「
物
を
急
に
仰
せ
付
け
ら
る
る
お
方
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

　

節　

級
「�

昨
日
、
市
で
屏
風
を
一
つ
買
い
求
め
た
が
、
そ
こ
に
滕
王
閣
と
や
ら
申
す
詩
が
書
か
れ
て
ご
ざ
っ
た
。
人
に
尋
ね
た
と
こ

ろ
、
身
の
丈
三
尺
に
満
た
ぬ
唐
の
詩
人
・
王
勃
殿
の
作
と
か
。
こ
の
お
方
、
め
っ
ぽ
う
筆
の
た
つ
博
学
の
才
子
と
の
こ
と
。

傅
末
を
呼
ん
で
探
さ
せ
、
お
招
き
し
て
一
度
お
目
に
か
か
る
の
も
悪
く
は
ご
ざ
る
ま
い
。
傅
末
は
お
る
か
。」

こ
う
い
っ
て
節
級
は
傅
末
を
呼
び
出
す
。
傅
末
の
「
傅
」
は
「
副
」
と
同
音
で
、
院
本
の
五
役
の
一
つ
「
副
末
」
を
指
す
。
こ
こ
で
は

狂
言
「
末
広
が
り
」
や
「
粟
田
口
」
に
登
場
す
る
太
郎
冠
者
の
よ
う
な
、
主
の
急
な
仰
せ
付
け
に
頭
を
痛
め
る
家
来
の
役
を
演
じ
て
い
る
。
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節
級
に
呼
ば
れ
た
傅
末
は
「
堂
上
で
一
呼
び
あ
れ
ば
、
階
下
は
百
の
諾
」
と
い
う
短
い
出
場
詩
と
と
も
に
登
場
す
る
。

　

傅　

末
「�

節
級
様
に
申
し
上
げ
ま
す
。
い
か
な
る
御
用
で
ご
ざ
り
ま
し
ょ
う
。」

節
級
は
屏
風
に
書
か
れ
た
滕
王
閣
の
詩
が
気
に
入
っ
た
の
で
、
作
者
の
王
勃
を
招
き
た
い
と
い
い
、
傅
末
に
王
勃
の
身
の
丈
を
示
す
物

差
し
を
渡
す
。

　

節　

級
「�

こ
の
物
差
し
を
持
っ
て
お
招
き
し
て
参
れ
。
お
招
き
で
き
れ
ば
、
一
銭
の
褒
美
を
と
ら
せ
よ
う
。
し
か
し
、
で
き
ぬ
と
き

は
、
む
ち
打
ち
二
十
じ
ゃ
。
け
っ
し
て
手
心
は
加
え
ぬ
ぞ
。」

「
畏
ま
っ
て
ご
ざ
る
」
と
傅
末
は
退
く
が
、
節
級
の
愚
か
さ
を
一
人
ご
ち
る
。

　

傅　

末
「�

節
級
の
う
つ
け
め
。
王
勃
は
い
ま
か
ら
千
年
も
前
も
唐
の
人
。
ど
こ
へ
探
し
に
行
け
と
い
う
の
じ
ゃ
。」

こ
う
言
い
な
が
ら
歩
く
う
ち
に
、
傅
末
は
文
廟（
孔
子
を
祀
っ
た
廟
）の
門
前
に
着
く
。
す
る
と
遠
く
か
ら
一
人
の
学
の
あ
り
そ
う
な
人

物
が
現
れ
る
。
傅
末
は
さ
っ
そ
く
こ
の
人
物
に
声
を
か
け
る
。

　

傅　

末
「�

先
生
、
貴
殿
は
滕
王
閣
の
詩
を
作
ら
れ
た
、
身
の
丈
三
尺
に
満
た
ぬ
王
勃
殿
で
は
ご
ざ
ら
ぬ
か
。」



15　院本～中国の狂言

こ
の
学
の
あ
り
そ
う
な
人
物
を
演
じ
る
の
は
浄
。「
副
」
の
字
は
省
略
さ
れ
て
い
る
が
、
院
本
の
五
役
の
一
つ
の
「
副
浄
」
を
指
す
。

浄
は
傅
末
の
問
い
に
呆
れ
る
が
、
狂
言
に
し
ば
し
ば
登
場
す
る
「
す
っ
ぱ
」
の
よ
う
に
、
王
勃
に
な
り
す
ま
す
こ
と
に
す
る
。

　

浄　
　

「�
王
勃
は
唐
代
の
人
、
ど
こ
に
ご
ざ
ろ
う
か
。
一
つ
こ
の
者
を
な
ぶ
っ
て
や
ろ
う
と
存
ず
る
。
某
は
ほ
か
で
も
な
い
王
勃
で

ご
ざ
る
。
滕
王
閣
の
詩
も
某
の
作
。
ま
ず
は
一
つ
読
ん
で
聞
か
せ
よ
う
。『
南
昌
の
故
郡
，
洪
都
の
新
府
‥
‥
』」

浄
が
得
意
そ
う
に
『
滕
王
閣
序
』
の
一
節
を
そ
ら
ん
じ
て
聞
か
せ
る
と
、
傅
末
は
節
級
か
ら
渡
さ
れ
た
物
差
し
を
取
り
出
し
、

　

傅　

末
「�

節
級
殿
よ
り
こ
の
物
差
し
を
渡
さ
れ
、
身
の
丈
は
三
尺
、
わ
ず
か
な
り
と
も
違
え
ば
無
用
と
の
仰
せ
。
貴
殿
の
身
の
丈
で

は
王
勃
殿
に
は
仕
立
て
ら
れ
ま
せ
ぬ
。」

す
る
と
浄
は
一
計
を
案
じ
、

　

浄　
　

「
大
事
な
い
。
道
は
人
が
つ
く
る
も
の
。
ほ
れ
、
向
こ
う
か
ら
も
う
一
人
王
勃
殿
が
来
る
で
は
な
い
か
。」

こ
の
白せ
り
ふを
合
図
に
舞
台
の
上
に
何
人
も
の
役
者
が
身
を
か
が
め
て
登
場
し
、
傅
末
の
持
つ
物
差
し
と
背
比
べ
を
始
め
る
。
こ
こ
で
は
狂

言
『
菌
く
さ
び
ら』
の
中
の
キ
ノ
コ
の
科し
ぐ
さ

─
膝
を
深
く
折
り
曲
げ
た
ま
ま
舞
台
の
上
を
歩
き
回
る

─
が
使
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
科
は
中

国
の
伝
統
演
劇
で
は
「
矮
子
歩
」
と
呼
ば
れ
、『
水
滸
伝
』
の
中
の
武
大
郎
の
よ
う
な
短
躯
な
人
物
を
演
じ
る
際
に
使
わ
れ
る
。
狂
言
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『
菌
』
の
場
合
は
足
を
隠
さ
ず
に
演
じ
る
が
、
中
国
の
伝
統
演
劇
で
は
長
い
上
着
で
両
足
を
す
っ
ぽ
り
覆
っ
て
し
ま
う
た
め
、
本
当
に
短

躯
な
人
物
の
よ
う
に
見
え
る
。

傅
末
が
こ
の
滑
稽
な
よ
う
す
に
気
を
取
ら
れ
て
い
る
間
に
、
浄
も
身
を
か
が
め
て
物
差
し
の
高
さ
に
背
丈
を
合
わ
せ
る
。
そ
れ
を
見
た

傅
末
は
「
み
ご
と
に
仕
立
て
ら
れ
た
」
と
笑
う
。

節
級
の
屋
敷
に
向
か
う
前
に
、
浄
は
傅
末
に
一
つ
頼
み
ご
と
を
す
る
。

　

浄　
　

「�

一
つ
お
願
い
が
ご
ざ
る
。
節
級
殿
に
お
目
通
り
の
節
は
、
小
さ
な
腰
掛
け
が
大
事
。
し
か
と
覚
え
候
え
。」

屋
敷
の
門
前
ま
で
来
る
と
、
傅
末
は
浄
に
門
の
外
で
待
つ
よ
う
に
い
う
。
浄
は
傅
末
に
念
を
押
し
て
い
う
。

　

浄　
　

「
腰
掛
け
が
大
事
。
節
級
殿
に
し
か
と
お
伝
え
く
だ
さ
れ
。」

傅
末
が
屋
敷
に
入
る
と
、
節
級
が
さ
っ
そ
く
尋
ね
る
。

　

節　

級
「
王
勃
殿
は
お
招
き
申
し
た
か
。」

　

傅　

末
「
た
だ
い
ま
門
の
外
に
控
え
て
ご
ざ
る
。」

　

節　

級
「
某
は
中
門
で
お
迎
え
す
る
と
お
伝
え
申
せ
。
榛
は
し
ば
み
ち
ゃ
茶
と
冷
や
し
粥
を
用
意
せ
よ�

。」
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節
級
は
中
門
ま
で
浄
を
出
迎
え
に
行
く
と
、
深
々
と
頭
を
下
げ
て
挨
拶
す
る
。

　

節　

級
「
こ
れ
は
誠
に
王
勃
殿
。
御
尊
顔
を
拝
し
、
恐
悦
至
極
で
ご
ざ
る
。」

こ
う
挨
拶
さ
れ
て
、
浄
は
大
慌
て
。
自
分
も
頭
を
下
げ
て
挨
拶
し
た
い
の
だ
が
、
膝
を
曲
げ
た
ま
ま
な
の
で
苦
し
く
て
し
か
た
な
い
。

慌
て
た
科
で
こ
う
つ
ぶ
や
く
。

　

淨　
　

「
腰
掛
け
は
ど
こ
じ
ゃ
」

節
級
は
さ
ら
に
深
々
と
頭
を
下
げ
て
挨
拶
を
続
け
る
。

　

節　

級
「�

い
に
し
え
よ
り
得
難
き
は
時
、
会
い
難
き
は
友
と
申
す
。
百
聞
は
一
見
に
如
か
ず
、
今
日
御
尊
顔
を
拝
せ
ば
、
ま
さ
に
聞

き
し
に
勝
る
御
仁
で
ご
ざ
る
。」

浄
は
さ
ら
に
慌
て
た
科
を
し
な
が
ら
い
う
。

　

浄　
　

「
腰
掛
け
は
ど
こ
じ
ゃ
」
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そ
の
よ
う
す
を
見
た
傅
末
は
、
こ
っ
そ
り
舞
台
の
隅
に
隠
れ
て
し
ま
う
。
節
級
は
さ
ら
に
挨
拶
を
続
け
る
。

　

節　

級
「�

聞
け
ば
、
貴
公
は
博
覧
強
記
、
健
筆
な
る
こ
と
竜
蛇
の
ご
と
き
と
か
。
真
の
才
子
で
ご
ざ
る
。
某
、
渴
き
に
漿
を
、
熱
き

に
凉
を
思
う
が
ご
と
く
お
慕
い
申
し
て
お
り
ま
し
た
。
重
ね
て
ご
挨
拶
申
し
上
げ
る
。」

長
々
と
続
く
挨
拶
に
我
慢
で
き
な
く
な
っ
た
浄
は
、
節
級
の
家
族
を
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
挨
拶
を
返
す
。

　

浄　
　
「�

御
尊
父
様
、
御
慈
母
様
、
御
令
嬢
、
み
な
お
変
わ
り
ご
ざ
ら
ぬ
か
」

節
級
が
み
な
元
気
だ
と
答
え
る
と
、
浄
は
思
わ
ず
こ
う
叫
ぶ
。

　

浄　
　
「�

く
そ
っ
た
れ
！
み
ん
な
元
気
な
ら
、
腰
を
伸
ば
さ
せ
て
く
れ
い
！
」

け
っ
き
ょ
く
人
を
だ
ま
す
つ
も
り
だ
っ
た
浄
は
、
逆
に
傅
末
に
だ
ま
さ
れ
、
正
体
を
現
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

狂
言
に
も
こ
れ
に
よ
く
似
た
『
仁
王
』
と
い
う
曲
が
あ
る
。
仁
王
像
に
扮
し
て
参
詣
人
か
ら
布
施
を
だ
ま
し
取
ろ
う
と
し
た
男
が
、
正

体
を
見
破
っ
た
参
詣
人
た
ち
に
く
す
ぐ
ら
れ
、「
ア
ア
、
ま
っ
ぴ
ら
ゆ
る
さ
せ
ら
れ
い
」
と
い
っ
て
追
い
込
ま
れ
て
し
ま
う
曲
で
あ
る
。
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ま
と
め

藤
原
明
衡
が
『
新
猿
楽
記
』
を
著
し
た
十
一
世
紀
ご
ろ
、
中
国
で
も
雑
劇
と
呼
ば
れ
る
滑
稽
な
寸
劇
が
人
気
を
博
し
て
い
た
。
こ
の
寸

劇
は
金
代
に
な
る
と
新
興
の
楽
劇
に
そ
の
名
を
奪
わ
れ
、
院
本
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
新
興
の
楽
劇
と
院
本
は
、
行
院
と
呼
ば
れ

る
旅
回
り
の
一
座
に
よ
っ
て
、
わ
が
国
の
能
と
狂
言
の
よ
う
に
一
つ
舞
台
の
上
で
上
演
さ
れ
て
い
た
。
金
の
都
と
な
っ
た
汴
京
や
地
方
に

は
能
と
よ
く
似
た
舞
台
が
造
ら
れ
、
な
か
に
は
入
母
屋
式
の
破
風
を
斗
栱
が
支
え
る
と
い
う
豪
奢
な
も
の
も
あ
っ
た
。
旅
回
り
の
一
座
は

勾
欄
と
呼
ば
れ
る
演
芸
場
の
ほ
か
、
個
人
の
屋
敷
に
呼
ば
れ
て
院
本
を
演
じ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
本
稿
で
訳
出
し
た
『
金
瓶
梅
詞
話
』
の

一
段
は
後
者
の
一
例
で
あ
る
。

院
本
に
は
六
九
〇
種
も
の
演
目
が
あ
っ
た
と
い
う
が
、
狂
言
の
よ
う
に
上
演
台
本
を
残
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
元
代
に
な
る
と
、
元
雑

劇
の
中
に
替
間
狂
言
の
よ
う
な
片
鱗
を
遺
し
て
、
院
本
は
姿
を
消
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

【
注
】

1　

藤
原
明
衡
『
新
猿
楽
記
』
序

2　
（
宋
）孟
元
老
『
東
京
夢
華
録
』
第
二
巻
東
角
樓
街
巷

3　
（
宋
）莊
綽
『
鶏
肋
編
』
巻
上

4　
（
南
宋
）耐
得
翁
『
都
城
紀
勝
』
瓦
舍
衆
伎
に
「
散
樂
，
傳
學
教
坊
十
三
部
，
惟
以
雜
劇
為
正
色（
散
学
は
教
坊
の
十
三
部
で
伝
え
学
ば
れ
て
い

る
が
、
雑
劇
こ
そ
が
そ
の
中
心
で
あ
る
）」
と
あ
る
。

5　

田
中
謙
二
「
院
本
考
」（『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
二
〇
集
、
一
九
六
八
年
）
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6　

田
仲
一
成
『
中
国
演
劇
史
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
年
）四
二
～
三
頁

7　

陶
宗
儀
『
輟
耕
録
』
巻
第
二
十
五
院
本
名
目

8　

王
万
嶺
「
金
代
院
本
并
非
行
院
之
本
」（
戯
曲
研
究
第
六
四
集
、
二
〇
〇
四
年
）

9　
『
元
典
章
』
巻
五
十
七
刑
部
雑
禁

10　

銭
南
揚
校
注
『
永
楽
大
典
戯
文
三
種
校
注
』（
中
華
書
局
、
一
九
七
九
年
）一
頁

11　

朱
恒
夫
「
戯
文
『
宦
門
子
弟
錯
立
身
』
産
生
于
元
代
」（
文
学
遺
産
一
九
八
六
年
第
四
期
）

12　

兪
為
民
「
南
戯
『
錯
立
身
』『
小
孫
屠
』
的
来
源
及
産
生
年
代
考
述
」（
求
是
学
刊
二
〇
〇
二
年
第
五
期
）

13　

銭
南
揚
前
掲
書
二
五
四
頁

14　

同
注
7

15　

金
井
清
光
『
能
と
狂
言
』（
明
治
書
院
、
一
九
七
七
年
）十
～
十
三
頁

16　

同
注
5

17　

た
と
え
ば
王
実
甫
「
西
廂
記
」
で
は
、
即
空
観
本
と
弘
治
本
に
だ
け
、
第
三
本
第
四
折
に
「
潔
が
太
医
を
つ
れ
て
登
場
、『
双
闘
医
』
の
科
範

を
み
せ
る
」
と
い
う
ト
書
き
が
み
ら
れ
る
と
い
う（
同
注
５
）。

18　

杜
善
夫
の
散
曲
『
荘
家
不
識
勾
欄
』
は
こ
れ
ま
で
元
代
の
作
と
さ
れ
て
き
た
が
、
河
南
大
学
の
程
民
生
氏
は
近
年
発
表
し
た
論
文（「『
荘
家
不

識
勾
欄
』
創
作
年
代
与
地
点
新
考
」
中
州
学
刊
二
〇
一
七
年
第
一
期
、
二
〇
一
七
年
一
月
）の
中
で
、
こ
の
散
曲
の
歌
詞
に
見
ら
れ
る
勾
欄
の
木

戸
銭
の
価
格
や
役
者
の
衣
裳
、
登
場
す
る
役
者
の
名
と
い
っ
た
内
部
徴
証
か
ら
、「『
荘
家
不
識
勾
欄
』
は
杜
善
夫
が
汴
京
に
居
住
し
て
こ
ろ
に
創

作
し
た
作
品
で
あ
り
、
そ
こ
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
は
金
末
の
汴
京
の
雑
劇
の
上
演
と
勾
欄
の
形
式
・
制
度
で
あ
る
」
と
い
う
新
た
な
説
を
発
表

し
て
い
る
。
本
稿
で
は
こ
の
程
民
生
氏
の
説
に
従
っ
た
。

19　

戯
文
『
宦
門
子
弟
錯
立
身
』
第
十
二
出
。
な
お
原
文
の
「
敷
演
劉
耍
和
」
に
つ
い
て
は
、
高
文
秀
の
元
雑
劇
『
黒
旋
風
敷
演
劉
耍
和
』
を
指
す

と
の
説
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
注
18
の
程
民
生
氏
論
文
の
説
に
従
っ
た
。
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20　

注
18
程
民
生
氏
前
掲
論
文

21　

銭
南
揚
氏
は
木
戸
銭
が
二
百
銭
と
高
価
な
こ
と
な
ど
か
ら
、
こ
の
「
鐘
楼
」
の
よ
う
な
建
物
は
舞
台
で
は
な
く
、
舞
台
の
正
面
に
造
ら
れ
た

「
神
楼
」
と
い
う
特
等
席
と
し
て
い
る（
銭
南
揚
前
掲
書
二
三
〇
頁
注
一
九
）。
し
か
し
当
時
民
間
の
劇
場
に
そ
の
よ
う
な
客
席
が
設
け
ら
れ
て
い

た
と
は
信
じ
が
た
い
。
銭
南
揚
氏
は
そ
の
例
証
と
し
て
『
唐
土
名
勝
図
絵
』
巻
四
の
「
広
和
査
楼
」
の
図
を
挙
げ
て
い
る
が
、
明
、
清
代
を
代
表

す
る
こ
の
劇
場
に
描
か
れ
て
い
る
の
も
、
丸
太
と
筵
で
組
ん
だ
質
素
な
仮
設
席
に
過
ぎ
な
い
。


