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元
雑
劇
の
倣
工
演
技
に
つ
い
て
は
、
吉
川
幸
次
郎
博
士
が
「
元
雑
劇
研
究
」
の
序
説
で
、
ま
た
、
鴻
況
君
女
士
が
「
古
劇
説
葉
」
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
く

簡
単
に
ふ
れ
て
い
る
と
お
り
、
そ
れ
が
お
そ
ら
く
は
象
徴
的
な
公
式
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
と
と
は
、
だ
い
た
い
想
像
し
得
る
と
乙
ろ
の

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
わ
た
く
し
自
身
も
結
局
、
当
時
の
舞
台
演
技
が
、
す
で
に
役
者
に
よ
る
自
由
演
技
で
は
な
く
、一
定
の
型
を
も
っ
て
お
り
、
す
べ
て
型
に

は
ま
っ
た
演
技
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
推
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

乙
乙
で
は
、
現
存
の
雑
劇
脚
本
の
中
か
ら
役
者
の
演
技
演
出
に
関
す
る
ト
ガ
キ
を
蒐
集
整
理
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
中
か
苦
り
き
ら
に
注
目
す
べ
き
も
の
の
幾

っ
か
を
も
と
り
あ
げ
て
、
こ
の
点
に
関
す
る
若
干
の
考
察
を
進
め
て
み
た
い
。

民
d

ヮ
“



わ
た
く
し
が
乙
乙
で
主
要
な
資
料
と
し
て
用
い
る
の
は
、
明
人
戚
膏
叔
の
編
に
な
る
「
元
人
百
種
曲
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
ま
ず
こ
れ
を
資
料
と
す
る
に
当

つ
て
は
、
そ
こ
に
記
入
さ
れ
て
い
る
ト
ガ
キ
の
部
分
が
、
雑
劇
に
お
け
る
実
際
の
演
技
演
出
を
、
い
っ
た
い
ど
の
程
度
ま
で
正
確
に
反
映
し
伝
え
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
が
起
っ
て
く
る
。
初
め
に
乙
の
点
に
関
す
る
わ
た
く
し
の
見
解
を
、
簡
単
に
述
べ
て
お
き
た
い
。

戚
氏
百
種
曲
に
対
す
る
従
来
の
批
判
的
な
見
方
が
、
近
年
に
な
っ
て
次
第
に
改
め
ら
れ
、
大
い
に
そ
の
真
価
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
乙
と
は
、
す
で

に
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
し
て
乙
の
テ
キ
ス
ト
の
ト
ガ
キ
の
部
分
が
、
他
の
諸
本
に
比
べ
て
非
常
に
よ
く
整
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ま
ず
何
よ
り
も
こ

れ
を
演
出
上
の
資
料
と
し
て
用
い
る
場
合
に
、
た
い
へ
ん
好
都
合
で
あ
る
と
お
も
う
。
た
と
え
ば
と
の
戚
本
で
役
者
の
演
技
を
指
定
す
る
ト
ガ
キ
の
数
は
、
一

脚
本
中
に
平
均
し
て
み
て
約
六
十
一
前
後
と
な
る
。
一
劇
四
幕
と
い
う
限
ら
れ
た
長
さ
の
雑
劇
脚
本
中
に
お
い
て
は
、
乙
れ
は
ま
ず
ま
ず
豊
富
な
記
載
で
あ
る

と
い
え
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
ト
ガ
キ
に
指
定
さ
れ
て
は
い
な
く
と
も
、
当
然
そ
と
に
何
ら
か
の
し
ぐ
さ
を
予
想
で
き
る
箇
所
は
、
お
よ
そ
ど
の
脚
本
中
に
も
何

箇
所
か
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
箇
所
で
は
、
台
詞
や
曲
詞
を
も
っ
て
動
作
の
伴
う
と
と
を
説
明
し
て
し
ま
う
の
で
、
と
れ
を
単
に
レ
l

ゼ
ド

ラ
マ
と
し
て
見
る
ぷ
ん
に
は
些
か
の
支
障
も
無
い
と
し
て
も
、
実
際
の
舞
台
を
予
想
す
る
と
な
る
と
、
ど
う
し
て
も
そ
こ
に
何
ら
か
の
動
作
を
補
っ
て
考
え
ね- 26 ー

ば
な
ら
ぬ
必
要
が
生
じ
て
く
る
。
例
え
ば
、
「
合
汗
杉
」
劇
第
三
折
で
、
小
末
の
陳
豹
がE
児
に
扮
す
る
母
親
の
李
玉
城
と
別
れ
て
、
武
挙
の
試
験
を
う
け
に

行
乙
う
と
す
る
際
、
都
に
居
る
張
員
外
夫
婦
を
尋
ね
る
よ
う
云
い
つ
け
ら
れ
る
く
だ
り
で
は
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

（
旦
児
云
）
侭
若
見
那
老
両
日
児
、
保
便
帯
将
来
。
（
小
末
云
）
悠
一
夜
児
記
的
。

我
出
的
遺
門
来
。
（
日
一
児
云
〉
陳
豹
、保
田
来
。
（
小
末
云
）
母
親
有
的
話

一
発
説
了
罷
。
（
旦
児
云
〉
我
与
件
遣
塊
絹
吊
児
。
除
見
了
那
老
両
日
児
、
只
与
他
遺
絹
南
児
、
他
便
認
的
噌
是
老
親
。
（
小
末
云
）
理
会
的
。

こ
こ
で
は
、
小
末
が
門
を
出
よ
う
と
す
る
の
を
旦
児
が
呼
び
止
め
て
、
乙
れ
に
ハ
ン
カ
チ1
フ
を
与
え
、
小
末
は
そ
れ
を
受
け
取
る
し
ぐ
さ
等
が
、
当
然
予
想

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
「
貨
郎
旦
」
劇
の
第
二
折
で
、
李
彦
和
が
張
玉
城
に
よ
っ
て
水
中
に
押
し
落
さ
れ
よ
う
と
す
る
の
を
見
た
張
三
姑
が
唱
う
〔
川
接

樟
慌
走
到
岸
辺
頭

倉
卒
間
信
措
手

風
雨
腿
臆

地
上
湧
油

畳
頚
回
昨

那
裏
尋
箇
梢
公
搭
救

我
将
他
衣
領
撤

他
忙
将
我
腰
勝
欄

と
な
っ
て
お
り
、
彼
女
が
慌
て
て
岸
辺
に
寄
り
救
い
を
求
め
て
あ
た
り
を
見
廻
す
こ
な
し
、
さ
ら
に
は
李
彦
和
の
襟
を
引
張
り
、
彦
和
は
彼
女
の
腰
を
つ
か
ま

え
る
、
と
い
っ
た
一
連
の
し
ぐ
さ
も
同
時
に
行
わ
れ
た
も
の
と
、
想
像
す
る
乙
と
が
で
き
る
。



こ
れ
ら
の
例
に
よ
っ
て
見
て
も
解
る
と
お
り
、
ト
ガ
キ
の
記
載
だ
け
を
も
っ
て
そ
の
全
体
を
推
し
計
る
乙
と
は
、
も
と
よ
り
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
し
、
乙
の

点
に
関
し
て
は
よ
ほ
ど
注
意
し
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
逆
に
、
ト
ガ
キ
の
指
示
し
て
い
る
箇
所
で
、
そ
れ
が
不
必
要
だ
と
思
え
る
も
の
が
有

る
か
と
い
え
ば
、
ま
ず
無
い
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
記
載
方
法
が
き
わ
め
て
大
ざ
っ
ぱ
で
あ
る
に
し
ろ
、
劇
中
の
そ
れ
ぞ
れ
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
べ
き
主
要
な
演

技
演
出
は
、
そ
の
大
よ
そ
を
ほ
ぼ
適
確
に
指
示
し
得
て
い
る
と
い
う
乙
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
戚
氏
百
種
曲
に
収
め
ら
れ
た
脚
本
の
内
容
自
体
が
、

元
劇
の
旧
を
ど
こ
ま
で
と
ど
め
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
従
来
問
題
の
多
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
乙
の
点
に
対
す
る
疑
惑
は
確
か
に
拭
い
去
る
こ
と
の
で
き
な
い

も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
曲
詞
や
台
詞
の
部
分
が
改
変
さ
れ
得
る
可
能
性
に
比
べ
る
と
、
ト
ガ
キ
の
演
技
そ
の
も
の
が
変
化
す
る
可
能
性
の
方
は
、
よ
り
少
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
他
に
適
当
な
資
料
を
み
な
い
今
日
で
は
、
元
劇
の
倣
工
演
技
を
考
察
す
る
た
め
の
一
手
掛

り
と
し
て
、
ト
ガ
キ
の
資
料
的
価
値
は
大
い
に
認
め
ら
れ
て
よ
い
と
考
え
る
。

お
よ
そ
以
上
の
よ
う
な
見
地
に
立
っ
て
、
「
元
人
百
種
曲
」
全
脚
本
中
の
ト
ガ
キ
に
見
ら
れ
る
役
者
の
倣
工
演
技
に
つ
い
て
整
理
し
て
み
た
の
が
、
次
の
表

付
、
上
段
に
掲
げ
た
六
O
の
倣
工
は
、
「
元
人
百
種
曲
」
全
脚
本
中
の
ト
ガ
キ
に
見
ら
れ
る
倣
工
の
そ
れ
ぞ
れ
を
全
て
通
算
し
て
み
た
結
果
、
そ
の
頻
度
数
に
順
じ
て
羅
列
し
た

も
の
で
あ
る
。
下
設
に
は
、
即
空
観
本
「
西
廟
記
」
五
本
中
よ
り
取
り
挙
げ
た
実
際
の
例
を
引
い
て
、
上
段
と
対
照
せ
し
め
た
。

∞
、
上
段
に
お
い
て
、
カ
ッ
コ
に
入
れ
た
数
字
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
の
二
種
類
の
数
字
が
あ
る
が
、
前
者
は
、
各
々
の
倣
工
が
そ
れ
ぞ
れ
単
独
な
形
に
お
い
て
表
記
せ
ら
れ
て

い
る
場
合
の
総
数
で
あ
り
、
後
者
は
、
そ
れ
が
他
の
倣
工
と
複
合
し
て
表
記
せ
ら
れ
て
い
る
場
合
の
総
数
で
あ
る
。

同
、
下
段
に
お
い
て
、
ー
か
ら5
ま
で
の
数
字
は
、
「
西
廟
記
」
五
本
中
の
第
何
本
で
あ
る
か
を
示
す
。
例
え
ば
、
最
初
の
「
見
」
と
い
う
倣
工
は
、
西
廟
記
五
本
中
に
総
べ
て

幻
固
有
り
、
そ
れ
ら
は
第
一
本
に
七
つ
、
第
二
本
に
五
つ
、
第
三
本
に
一
つ
（
一
つ
の
場
合
は

ω
の
記
載
を
省
略
す
る
〉
：
：
：
と
い
う
ふ
う
に
、
そ
の
内
今
け
を
も
併
せ
明
記

し
た
。

同
開
、
同
じ
く
下
段
で
、
一
か
ら
固
ま
で
の
数
字
は
折
数
を
示
し
、
槙
子
の
場
合
に
は
単
に
，
模

4

と
す
る
。
ま
た
、
登
場
人
物
名
或
い
は
脚
色
名
を
略
し
て
「t
」
と
し
た
。
例

え
ば
、
「
見t
脆
」
は
グ
誰
々
に
会
っ
て
脆
づ
く
d

と
い
う
倣
工
で
あ
り
、
と
れ
は
西
廟
記
第
四
本
第
一
折
に
お
い
て
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

伺
、
と
こ
に
掲
げ
た
六
O
の
倣
工
は
、
い
ず
れ
も
二
種
類
の
数
字
を
合
せ
て
初
以
上
の
も
の
で
あ
り
、
却
に
満
た
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、ζ
れ
を
全
て
省
略
し
た
。

幻

で
あ
る
。
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乙
乙
に
挙
げ
た
六O
の
倣
工
の
頻
度
を
示
す
数
字
は
、
あ
く
ま
で
も
機
械
的
な
操
作
に
よ
っ
て
算
出
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
も
と
よ
り
絶
対

的
な
意
味
を
舟
つ
も
の
で
は
な
い
が
、
少
く
と
も
雑
劇
に
お
け
る
倣
工
演
技
の
、
お
お
よ
そ
の
傾
向
を
示
す
資
料
と
し
て
の
意
義
だ
け
は
、
充
分
に
も
っ
て
い

る
。
た
と
え
ば
、
乙
と
に
実
例
と
し
て
示
し
た
西
廟
記
中
の
倣
工
は
、
全
倣
工
中
の
約
七
割
を
占
め
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
例
を
見
る
乙
と
の
で
き
な

い
も
の
は
、
順
位
番
号
が
下
る
に
従
っ
て
次
第
に
多
く
な
っ
て
来
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
、
ほ
ぼ
上
段
の
演
技
の
傾
向
・
方
式
に
合
致
し
て
い
る
事
が
明
ら
か

で
あ
る
。
西
廟
記
に
お
け
る
倣
工
は
、
ど
れ
を
一
つ
の
例
と
し
て
引
用
し
対
照
せ
し
め
て
み
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
任
意
に
他
の
雑
劇
脚
本
中
の
例
を

当
て
は
め
て
み
て
も
、
や
は
り
同
様
の
一
結
果
が
得
ら
れ
る
も
の
と
見
て
差
し
支
え
な
い
。

す
な
わ
ち
、
と
の
表
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
当
時
の
倣
工
演
技
が
そ
れ
ぞ
れ
一
定
の
典
型
化
さ
れ
た
ワ
ク
の
中
に
お
い
て
表
現
せ
ら
れ
演
出
せ
ら
れ
て
い

た
で
あ
ろ
う
と
と
を
、
あ
る
程
度
容
易
に
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

雑
劇
に
お
け
る
役
者
の
身
振
り
動
作
が
、
自
由
演
技
で
は
な
か
っ
た
と
と
を
、
ま
ず
何
よ
り
も
端
的
に
も
の
が
た
つ
て
い
る
の
は
、
当
時
す
で
に
が
約
束
に

よ
る
演
技
d

が
幾
っ
か
見
受
け
ら
れ
る
と
と
で
あ
る
。
約
束
演
技
そ
の
も
の
の
発
生
を
導
き
出
し
た
直
接
的
な
起
因
は
、
乙
れ
を
多
く
当
時
の
簡
素
な
舞
台
の
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上
に
求
め
ね
ば
な
る
ま
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
れ
ら
は
、
演
技
の
方
式
化
へ
の
一
成
就
を
一
不
す
も
の
と
し
て
、
注
目
に
値
い
す
る
。
つ
ぎ
に
乙
の
中
か
ら
、

特
に
主
な
も
の
を
三
つ
だ
け
取
り
挙
げ
て
み
よ
う
。

υ
刊

「
背
（
科
）
云
」
「
回
（
科
〉
云
」

グ
背
科d
は
、
舞
台
上
の
役
者
が
傍
白
を
述
べ
る
場
合
に
行
う
し
ぐ
き
で
あ
る
。
青
木
正
児
博
士
は
「
蓋
し
脇
を
向
き
て
其
白
を
述
ぷ
る
な
る
べ
し
」
と
し

(3
) 

て
お
ら
れ
る
が
、
あ
る
い
は
簡
単
な
が
ら
一
見
し
て
す
ぐ
に
そ
れ
と
解
る
よ
う
な
、
一
定
の
所
作
が
と
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ち
な
み
に
、
今
日
の
皮
質

戯
で
の
例
を
い
う
な
ら
ば
、
「
背
供
袖
」
と
い
わ
れ
る
袖
の
つ
か
い
方
が
そ
れ
で
あ
り
、
相
手
役
の
眼
を
遮
る
か
た
ち
に
お
み
ず
か
ら
の
袖
を
頬
の
辺
ま
で
上

げ
て
行
う
の
を
常
と
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
述
べ
る
台
詞
は
、
そ
の
役
者
自
身
と
観
客
だ
け
が
諒
解
し
て
、
相
手
役
に
は
一
切
見
え
も
聞
え
も
し
な
い

と
い
う
、
演
技
上
の
約
束
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。



乙
の
ト
ガ
キ
は
、
百
種
曲
を
通
じ
て
全
部
で
百
十
七
回
有
り
、
五
十
九
種
の
脚
本
中
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
前
章
で
の
表
中
に
当
て
は
め
て

み
る
な
ら
ば
、
第
六
番
目
に
位
置
す
べ
き
は
ず
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
演
出
法
の
重
要
性
も
ま
た
お
の
ず
と
窺
い
知
れ
よ
う
。
単
に
「
背
云
」
或
い
は

「
背
科
云
」
と
あ
る
ほ
か
に
、
他
の
倣
工
と
複
合
し
て
い
る
例
と
し
て
は
、
「
背
唱
」
（
救
風
塵
劇
第
三
折
・
隔
江
斗
智
劇
第
三
折
・
碧
桃
花
劇
槙
子
〉
や
、
「
背
肝
」

（
侮
梅
香
劇
第
三
折
・
還
牢
末
劇
第
一
折
）
「
背
央
」
（
繍
湘
雨
劇
第
一
折
〉
「
背
嘆
」
（
挙
案
持
眉
劇
第
二
折
〉
「
背
走
」
（
後
庭
花
劇
第
四
折
）
等
が
あ
る
。

乙
の
傍
白
が
終
り
、
も
と
通
り
相
手
役
に
話
し
か
け
る
の
が
「
回
科
云
」
で
あ
る
。
乙
れ
は
百
種
曲
中
に
三
十
九
回
見
え
る
が
、
記
載
の
省
略
さ
れ
て
い
る

場
合
も
多
少
あ
る
の
で
、
実
際
に
は
も
っ
と
多
か
っ
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

（ロ）

「
虚
下
」

－
歴
下d
と
は
、

(
4
>

一
種
の
仮
り
の
退
場
方
法
で
あ
り
、
百
種
曲
中
に
は
す
べ
て
二
十
四
箇
所
に
見
受
け
ら
れ
る
。
周
胎
白
氏
は
と
れ
を
説
明
し
て
、
「
た
と

え
ば
一
役
者
が
劇
中
し
ば
ら
く
の
聞
は
な
す
事
が
な
い
が
、
ほ
ど
な
く
ま
た
唱
っ
た
り
台
詞
を
述
べ
た
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
、
い
っ
た
ん
退
場
し
て
か

ら
後
に
改
め
て
登
場
す
る
の
で
は
、
劇
を
中
断
し
て
し
ま
う
倶
れ
が
あ
る
。
そ
と
で
、
と
の

P

虚
下
d
と
い
う
方
法
が
あ
り
、
実
際
に
は
テ
ー
ブ
ル
よ
り
内
部

の
右
側
に
、
観
客
に
対
し
て
背
を
向
け
て
立
つ
。
そ
う
す
れ
ば
、
テ
ー
ブ
ル
は
壁
か
扉
風
と
見
な
さ
れ
て
、
そ
の
役
者
は
テ
ー
ブ
ル
前
部
で
演
技
し
て
い
る
役- 33 ー

者
た
ち
と
は
隔
離
さ
れ
、
彼
は
そ
の
当
座
ま
だ
舞
台
上
に
居
な
い
乙
と
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
、
今
日
の
皮
質
戯
に
お
け

る
グ
虚
下
d
の
法
を
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
雑
劇
の
場
合
に
も
、
そ
の
意
義
と
本
質
は
何
ら
異
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
と
に
一
例
と
し
て
、
「
玉
鏡
台
」

劇
第
三
折
で
の
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

正
末
の
翰
林
学
士
温
幡
は
、
叔
母
の
依
頼
に
よ
り
娘
情
英
の
婿
さ
が
し
を
引
き
受
け
、
同
じ
翰
林
院
の
一
学
士
を
紹
介
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
の
紹

介
相
手
と
い
う
の
は
、
実
は
情
英
の
美
貌
に
ぞ
っ
と
ん
参
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
温
幡
自
身
な
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
は
そ
知
ら
ぬ
顔
を
し
て
、
と
の
話
を
ま
と
め

に
行
と
う
と
す
る
i
l

温
情
与
那
学
士
説
成
、
揮
定
日
子
同
来
。
（
夫
人
云
）
多
労
学
士
用
心
。
（
正
末
倣
出
門
笑
科
云
）
温
幡
、
除
早
則
人
生
三
事
皆
全
了
也
。
（
虚
下
将
瑚
末
上

科
）
（
倣
見
夫
人
科
云
）
告
的
得
知
、
適
纏
姪
児
径
去
与
那
学
士
説
了
：
：
：

こ
こ
の
場
面
で
、
正
末
の
温
隔
が
い
っ
た
ん
P

虚
下
d
し
、

小
道
具
で
あ
る
瑚
末
ハ
す
な
わ
ち
玉
鏡
台
）
を
持
っ
て
、
再
び
舞
台
の
前
面
に
出
て
来
る
ま
で



の
聞
は
、
時
聞
に
し
て
極
く
短
か
い
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
観
客
は
そ
の
約
束
に
よ
る
演
技
の
真
意
を
諒
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
中
国
の
古
典
演
劇
は
、
時

間
お
よ
び
空
間
の
制
約
か
ら
ま
っ
た
く
自
由
で
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
そ
の
一
大
特
質
と
す
る
。
グ
虚
下a
と
い
う
演
出
法
は
、
ま
さ
に
そ
の
好
個
の
一
例
で
あ

ろ
う
。ャー

「
向
古
門
道
云
」
「
内
云
」

ハ
5〉

舞
台
裏
（
楽
屋
）
か
ら
舞
台
に
通
じ
る
出
入
口
を
指
し
て
「
鬼
門
道
」
あ
る
い
は
「
古
門
道
」
と
い
う
。
舞
台
上
の
役
者
が
そ
乙
に
向
っ
て
何
か
云
っ
た

り
、
問
う
た
り
、
叫
ん
だ
り
す
る
場
合
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
そ
の
場
の
情
況
に
応
じ
て
、
楽
屋
内
に
あ
る
特
定
の
人
物
の
存
在
が
設
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
と
は
逆
に
、
楽
屋
内
か
ら
声
が
か
〉
り
述
べ
ら
れ
る
台
詞
が
P

内
に
て
云
う
d

で
あ
り
、
こ
の
場
合
の
多
く
は
声
だ
け
で
、
そ
れ
を
云
う
役
者
自
身
は
舞

台
上
に
姿
を
現
わ
さ
な
い
。
た
と
え
ば
「
竹
橋
折
琴
」
劇
第
四
折
で
、
年
老
い
た
女
道
士
で
あ
る
梁
公
弼
夫
人
が
、
同
じ
く
女
道
士
の
鄭
彩
掛
川
を
尋
ね
て
竹
鳴

荏
に
到
る
と
、
あ
い
に
く
荏
の
扇
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
l
l

・
：
好
是
奇
径
、
待
我
問
去
。
（
倣
対
古
門
間
科
云
）借
間
一
声
、
這
荏
一
義
的
鄭
道
姑
那
一
義
去
了
。
（
内
応
云
）
搬
在
州
西
白
雲
観
裏
倣
住
持
去
了
。
（
老
道
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姑
云
）
我
再
尋
到
白
雲
観
去
。

こ
の
よ
う
に
、
「
向
古
門
間
科
云
」
に
対
し
て
「
内
応
云
」
と
応
え
る
問
答
の
形
式
は
、
「
浦
湘
雨
」
劇
第
二
折
、
「
鉄
拐
李
」
劇
第
四
折
、
及
び
「
黒
旋
風
」

(6
) 

劇
第
三
折
等
々
に
お
い
て
も
見
受
け
ら
れ
、
明
ら
か
に
一
種
の
類
型
を
形
づ
く
っ
て
い
る
。
舞
台
上
の
役
者
が
楽
屋
に
向
っ
て
何
か
云
っ
た
り
、
ま
た
逆
に
楽

屋
内
か
ら
声
が
か
け
ら
れ
た
り
す
る
演
出
法
は
、
今
日
一
般
の
話
劇
に
お
い
て
も
ど
く
普
遍
的
に
行
わ
れ
て
い
る
が
、
中
国
古
典
演
劇
の
場
合
に
は
楽
屋
裏
を

も
含
め
て
舞
台
の
一
部
で
あ
る
と
見
る
意
識
が
、
い
き
お
い
演
技
を
簡
略
化
の
方
向
に
走
ら
し
め
公
式
化
せ
し
め
て
い
る
点
に
、
そ
の
特
異
な
性
格
の
一
端
が

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
内
ニ
テ
云
ウ
」
「
内
ニ
テ
応
エ
云
ウ
」
「
内
ニ
テ
叫
ビ
云
ウ
」
等
のν内
白
d
が
、
演
出
上
き
わ
め
て
重
要
な
作
用
を
な
し
と
げ
て

い
る
の
は
、
そ
の
一
つ
の
顕
わ
れ
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
又
、
「
張
天
師
」
劇
の
棋
子
に
お
け
る
場
合
の
よ
う
に
、
医
者
に
扮
す
る
浄
が
打
謂
を

混
え
て
、
弟
子
の
述
べ
る
H

内
白

d
と
続
け
さ
ま
に
十
一
回
の
セ
リ
フ
の
や
り
と
り
を
す
る
よ
う
な
演
出
も
、
や
〉
極
端
な
例
で
あ
る
に
し
ろ
、
有
り
得
て
当

然
な
わ
け
で
あ
る
。

ぜ
き
ば
ら
い

E

な
し

つ
ぎ
に
い
わ
ゆ
る
ν

約
束
演
技
d

で
は
な
い
が
、
や
は
り
舞
台
演
技
の
方
式
化
を
示
す
好
例
と
し
て
、
「
咳
撤
す
る
科
」
の
有
る
こ
と
を
、
併
せ
て
こ
乙
に



指
摘
し
て
お
き
た
い
。
乙
れ
は
も
っ
ぱ
ら
相
手
役
の
注
意
を
引
き
つ
け
た
り
、
う
な
が
し
た
り
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
演
技
で
あ
る
。
「
東
堂
老
」
劇
槙
子
で
、

楊
州
奴
が
東
堂
老
を
訪
ね
る
と
乙
ろ
の
よ
う
に
、
訪
問
す
る
家
の
門
口
に
い
た
っ
て
こ
の
せ
き
ば
ら
い
を
行
う
場
合
や
、
「
望
江
亭
」
劇
第
一
折
お
よ
び
「
曲

江
地
」
劇
第
三
折
の
よ
う
に
相
互
に
あ
ら
か
じ
め
し
め
し
合
せ
て
お
い
て
、
何
ら
か
の
合
図
と
し
て
行
う
場
合
等
々
、
百
種
曲
中
に
は
す
べ
て
十
五
例
見
受
け

ら
れ
る
。
さ
き
に
示
し
た
約
束
演
技
の
場
合
と
同
様
に
、

一
つ
の
類
型
的
な
型
の
ワ
ク
の
中
に
お
い
て
演
技
演
出
し
よ
う
と
す
る
傾
向
を
、
と
乙
に
も
見
出
す

と
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

四

戚
氏
百
種
曲
の
ト
ガ
キ
を
通
覧
し
て
み
て
気
が
つ
く
乙
と
は
、
そ
の
中
に
、
あ
た
か
も
現
今
の
皮
賞
戯
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
演
技
を
そ
の
ま
ま
訪
備
さ

せ
る
よ
う
な
も
の
、
ま
た
そ
れ
と
は
い
く
ら
か
ず
つ
異
っ
た
も
の
、
さ
ら
に
は
今
日
と
そ
の
演
出
法
を
異
に
す
る
も
の
、
な
ど
が
い
く
つ
か
合
ま
れ
て
い
る
こ

υ
引

「
打
勧
斗
」
（
燕
育
博
魚
劇
第
二
折
）
「
打
槍
背
上
」
ハ
気
英
布
劇
第
四
折
）
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と
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
は
、
そ
れ
ら
の
数
例
を
挙
げ
て
見
て
い
き
た
い
。

乙
れ
は
い
わ
ゆ
る
グ
ト
ン
ボ
を
き
る

d

し
ぐ
さ
で
、
今
日
の
皮
箕
戯
で
は
と
れ
が
そ
の
ま
ま
立
ち
廻
り
の
技
芸
を
見
せ
る
武
工
部
門
の
、
も
っ
と
も
代
表
的

な
軽
業
式
動
作
演
技
と
な
っ
て
い
る
。
皮
鑑
賞
戯
に
お
け
る
武
工
部
門
の
技
芸
が
、
遠
く
古
代
の
雑
技
雑
芸
に
ま
で
そ
の
淵
源
を
求
め
う
る
も
の
で
あ
り
、
元
雑

劇
に
お
い
て
も
右
に
挙
げ
た
よ
う
な
と
の
種
の
技
芸
が
少
な
か
ら
ず
見
受
け
ら
れ
る
と
い
う
と
と
は
、
す
で
に
多
く
の
書
に
よ
っ
て
説
か
れ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
と
乙
で
は
、
た
だ
改
め
て
乙
の
例
を
指
摘
す
る
だ
け
に
止
め
て
お
き
た
い
。

｛ロ）

「
拍
泉
（
案
）
」
ハ
桃
花
女
劇
槙
子
、
気
英
布
劇
第
一
折
・
望
江
亭
劇
第
三
折
・
珠
砂
措
劇
槙
子
）

百
種
曲
中
に
見
ら
れ
る
乙
の
H

来
（
案
）
を
拍
っ
と
な
し
d
は
、
い
ず
れ
の
場
合
も
、
何
か
物
事
の
決
断
を
下
し
た
り
、
感
情
が
激
昂
し
た
り
、
落
胆
し
た

り
、
ま
た
逆
に
喜
悦
の
情
を
表
わ
し
た
り
す
る
時
に
行
わ
れ
て
い
る
乙
と
、
や
は
り
今
日
の
皮
策
戯
で
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
ま
た
、
「
滞
湘
雨
」
劇
第
二

折
で
、
在
旬
士
が
正
E
の
翠
轡
を
打
つ
よ
う
下
役
人
に
云
い
つ
け
る
と
乙
ろ
の
割
註
に
は
、
「
続
け
さ
ま
に
案
を
拍
つ
、
下
役
人
ひ
き
倒
し
て
打
つ
と
な
し
」

と
見
え
る
。
と
れ
な
ど
は
ま
さ
に
描
や
か
に
、
皮
築
戯
で
の
イ
メ
ー
ジ
を
訪
綿
せ
し
め
る
と
い
え
よ
う
。



同

コ
ニ
笑
」
（
連
環
計
劇
第
二
折
〉

グ
ハ
ハ
・
ハ
ハ
・
ア
ハ
ハ
ハ
：
：
：d
と
三
段
階
に
分
け
て
行
わ
れ
る
い
わ
ゆ
る
「
大
笑
三
声
」
あ
る
い
は
単
に
コ
ニ
笑
」
と
呼
ば
れ
る
笑
い
方
は
、
今
日
の

皮
策
戯
で
も
最
も
代
表
的
な
格
式
あ
る
H

笑
法
d

の
一
種
で
あ
る
。
連
環
計
劇
第
二
折
に
見
え
る
ゴ
ニ
笑
を
な
す
と
な
し
d
は
、
恐
ら
く
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
想

像
し
て
大
過
あ
る
ま
い
。

同

「
仰
天
扱
鷺
噴
気
」
（
気
英
布
劇
第
二
折
）

皮
策
戯
に
お
い
て
み
ら
れ
る
独
特
な
演
技
の
一
つ
に
、
嶺
子
の
さ
ま
ざ
ま
な
使
用
が
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
危
急
憤
怒
を
表
現
す
る
時
に
は
、
そ
の
普
子
を
拘

る
よ
う
に
し
た
り
、
ま
き
散
ら
し
た
り
、
大
き
く
ゆ
す
っ
た
り
、
小
き
ざ
み
に
震
わ
し
た
り
、
ま
た
吹
い
た
り
す
る
。
元
雑
劇
当
時
す
で
に
嶺
子
の
使
用
が
あ

っ
た
と
と
は
、
明
応
王
廟
内
の
壁
画
に
よ
っ
て
み
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
乙
れ
に
よ
っ
て
み
れ
ば
、
現
今
の
よ
う
に
誇
張
さ
れ
美
化
さ
れ
た
も
の
で
は
な

い
。
し
か
し
こ
と
に
挙
げ
た
グ
天
を
仰
ぎ
鷺
を
撤
げ
憤
気
す
るd
し
ぐ
さ
は
、
皮
黄
劇
で
の
イ
メ
ー
ジ
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

附

（
就
寝
に
関
す
る
倣
工
）

- 36-

皮
賓
戯
で
就
寝
を
意
味
す
る
演
技
は
、
椅
子
に
腰
か
け
卓
に
肱
を
つ
い
て
、
身
体
を
斜
め
に
よ
り
か
け
手
で
頭
を
支
え
る
所
作
を
も
っ
て
表
示
す
る
。
と
れ

は
舞
台
上
の
美
意
識
か
ら
く
る
一
種
の
約
束
演
技
で
あ
る
。
雑
劇
で
は
、
「
伏
卓
睡
」
（
東
域
夢
劇
第
三
折
）
「
伏
凡
睦
」
（
竹
葉
舟
劇
第
一
折
）
「
伏
案
睡
」
（
醐
蝶
夢

劇
第
二
折
）
「
伏
案
胞
睡
」
（
風
光
好
劇
第
三
折
〉
な
ど
と
見
え
る
こ
と
か
ら
、

卓
に
伏
し
て
寝
る
こ
と
を
意
味
す
る
演
技
が
行
わ
れ
た
ら
し
く
、
皮
賓
戯
に
お
け

る
そ
れ
と
ほ
ぼ
似
通
っ
て
い
る
。
ま
た
、
「
賓
蛾
究
」
劇
第
二
折
に
は
「
ト
児
上
る
、
病
み
て
九
に
伏
す
こ
な
し
」
と
あ
る
の
で
、
病
気
の
場
合
も
ま
っ
た
く

同
じ
で
あ
っ
た
こ
と
、
や
は
り
今
日
と
変
り
は
な
い
。

付

〈
食
事
に
関
す
る
倣
工
）

舞
台
上
物
を
食
べ
る
と
い
う
演
技
は
、
大
変
不
細
工
で
あ
り
美
観
を
損
う
意
味
あ
い
か
ら
、
今
日
で
は
一
般
に
行
わ
れ
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。
こ
の
場
合

の
多
く
は
酒
を
飲
む
こ
と
で
こ
れ
を
代
表
す
る
か
、
ま
た
は
曲
詞
や
台
調
で
説
明
し
て
し
ま
う
。
雑
劇
の
舞
台
に
お
い
て
も
、
酒
を
飲
む
と
い
う
演
技
が
演
出

上
非
常
に
重
要
視
さ
れ
た
こ
と
は
、
百
種
曲
中
の
約
半
数
近
い
脚
本
が
そ
れ
に
関
す
る
ト
ガ
キ
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
み
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
「
吃

飯
」
（
凍
蘇
秦
劇
第
二
折
・
黒
旋
風
劇
第
三
折
）
「
吃
麺
」
（
殺
狗
勧
夫
劇
第
二
折
・
東
堂
老
劇
第
三
折
）
「
食
」
〈
活
張
難
黍
劇
第
一
折
）
「
摂
」
（
還
牢
末
劇
第
二
折
）
等
々
食
事



を
行
う
し
ぐ
さ
を
指
示
す
る
割
註
も
全
部
で
八
例
見
受
け
ら
れ
は
す
る
が
、
恐
ら
く
は
そ
れ
ら
も
、
ほ
ん
の
真
似
ご
と
程
度
の
略
式
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た

(8
) 

に
相
異
な
く
、
実
際
に
物
を
食
べ
て
み
せ
る
演
技
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

川
「
打
野
睡
」
（
来
生
債
劇
第
一
折
〉
「
捉
武
子
」
（
東
堂
老
劇
第
三
折
〉
「
溺
尿
」
（
児
女
団
円
劇
第
二
折
・
盆
児
鬼
劇
第
三
折
）

乙
れ
ら
三
種
の
倣
工
演
技
は
、
美
意
識
の
点
か
ら
み
て
も
当
然
避
け
ら
る
べ
き
も
の
で
、
今
日
で
は
ま
ず
行
わ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
端
役
で
あ
る
丑
な
ど
に

扮
す
る
滑
稽
役
者
が
、
観
客
の
笑
い
を
誘
う
た
め
に
仔
うζ
と
は
た
ま
に
あ
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
例
外
で
あ
り
、
尋
常
の
役
柄
に
扮
す
る
役
者
が
と
の

種
の
し
ぐ
さ
を
行
う
こ
と
は
、
決
し
て
許
さ
れ
な
い
。
乙
乙
に
挙
げ
た
雑
劇
で
の
例
を
み
て
み
る
と
、
「
盆
児
鬼
」
劇
第
三
折
の
場
合
を
除
く
他
は
、
す
べ
て

丑
あ
る
い
は
浄
に
扮
す
る
滑
稽
役
者
が
行
っ
て
い
るρ
し
か
も
’
そ
の
例
が
さ
ほ
ど
多
く
な
い
と
と
を
併
せ
考
え
て
み
れ
ば
、
乙
れ
が
今
日
の
皮
賞
劇
の
場
合
と

著
し
く
異
っ
て
い
る
と
は
云
い
難
い
。
「
盆
児
鬼
」
劇
で
は
、
そ
の
し
ぐ
さ
を
張
轍
古
と
い
う
滑
稽
役
的
性
格
の
濃
い
人
物
が
行
う
と
と
に
は
変
り
な
い
が
、
彼

が
い
わ
ゆ
る
端
役
で
は
な
く
、
主
役
的
役
割
を
演
じ
る
正
末
で
あ
る
と
い
う
点
が
確
か
に
異
例
で
あ
る
。
し
か
し
と
の
劇
は
、
す
で
に
雑
劇
に
お
け
る
一
人
独

唱
形
式
を
破
っ
て
い
る
上
に
、
が
ん
ら
い
は
尋
常
な
人
物
の
扮
す
べ
き
は
ず
の
正
末
を
、
そ
の
よ
う
な
滑
稽
役
者
的
人
物
が
演
じ
て
い
る
と
と
自
体
も
ま
た
特

異
な
の
で
あ
る
か
ら
、
と
と
で
の
例
は
極
め
て
ま
れ
な
例
外
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

開
「
騎
竹
馬
調
陣
全
榔
下
」
（
西
廟
記
雑
劇
第
三
本
槙
子
V

こ
の
西
崩
記
雑
劇
第
二
本
の
例
の
他
に
も
、
「
古
本
雑
劇
三
十
種
」
本
に
、
「
騎
竹
馬
上
開
」
（
塞
光
鬼
諌
劇
〉
「
査
竹
馬
児
上
了
」
（
追
韓
信
劇
）
等
々
グ
竹
馬
に
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騎
す
d
と
い
う
ト
ガ
キ
の
見
え
る
こ
と
か
ら
、
雑
劇
に
お
い
て
は
馬
に
乗
る
演
技
が
竹
馬
を
使
用
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
乙
と
、
す
で
に
諸
書
の
ひ
と
し
く
記
す

と
こ
ろ
で
あ
る
。
鞭
を
手
に
し
て
乗
馬
を
意
味
す
る
今
自
の
皮
策
戯
と
は
明
ら
か
に
そ
の
演
出
法
を
異
に
し
て
い
た
好
例
と
し
て
、
い
ま
一
度
と
と
に
指
摘
し

て
お
き
た
い
。

以
上
、
今
日
の
皮
賓
戯
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
倣
工
演
技
の
イ
メ
ー
ジ
を
背
景
に
、
と
く
に
そ
の
比
較
の
対
象
と
な
り
や
す
い
も
の
に
限
り
い
く
つ
か
の

例
を
挙
げ
て
示
し
て
み
た
。
も
ち
ろ
ん
元
雑
劇
と
今
日
の
皮
糞
戯
と
の
聞
に
は
、
年
代
的
な
陪
り
が
あ
る
ば
か
り
か
、
そ
の
形
態
の
上
に
も
多
く
の
相
異
が
あ

る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
同
一
に
論
じ
る
と
と
が
危
険
で
あ
る
と
い
う
と
と
は
、
わ
た
く
し
も
よ
く
承
知
し
て
い
る
。
た
だ
と
と
で
は
、
ご
く
少
数
の
例
外

は
認
め
な
が
ら
も
、
結
局
倣
工
演
技
と
い
う
点
応
関
し
て
は1
元
雑
劇
と
皮
策
戯
と
の
聞
に
さ
ほ
ど
大
き
な
矩
離
は
認
め
難
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
乙



と
を
、
相
互
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
て
み
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
元
雑
劇
に
お
け
る
倣
工
演
技
が
、
今
日
の
皮
筆
戯
に
お
い
て
見
ら
れ
る
ほ
ど
の
、
個
々
の
倣
工
の

P

型
d

の
多
様
化
・
細
分
化
は
み
ら
れ
ず
、

ま
た
そ
れ
ほ
ど
美
化
さ
れ
洗
練
さ
れ
様
式
化
さ
れ
た
も
の
で
な
か
っ
た
の
は
当
然
だ
と
し
て
も
、
基
本
的
な
も
の
は
当
時
す
で
に
完
成
さ
れ
て
い
た
と
推
定
し

て
よ
い
と
お
も
う
。
そ
し
て
さ
ら
に
乙
の

w

型
u
と
い
う
問
題
は
、
単
に
倣
工
演
技
に
の
み
と
ど
ま
ら
ず
、
中
国
古
典
演
劇
の
本
質
に
ま
で
及
ぷ
も
の
で
は
な

か
ろ
う
か
と
、
わ
た
く
し
は
考
え
て
い
る
。

元
雑
劇
は
基
本
的
に
は
「
唱
」
「
科
」
「
白
」
の
合
一
し
た
一
種
の
歌
劇
で
あ
り
、
そ
の
演
劇
と
し
て
の
完
成
は
、
後
世
に
お
け
る
中
国
演
劇
の
母
体
を
な
す

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
も
っ
と
も
著
し
い
構
成
上
の
特
徴
は
、
そ
れ
が
強
度
の
形
式
的
規
定
に
束
縛
さ
れ
て
い
る
と
い
う
と
と
で
あ
る
。

一
幕
中
の
曲
詞
は
一
調
一
韻
に
限
る
乙
と
、

一
劇
は
四

幕
よ
り
成
る
乙
と
、

一
人
独
唱
の
と
と
、
の
三
者
は
ま
ず
最
も
基
本
的
な
規
定
で
あ
り
、
さ
ら
に
一
つ
の
幕
を
形

成
し
て
い
く
上
に
も
、
必
ず
き
ま
っ
た
演
出
の
手
順
と
一
定
の
方
式
と
が
あ
る
。
役
柄
も
そ
れ
ぞ
れ
固
定
化
さ
れ
て
い
る
と
と
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
そ
の
よ
う
な
多
く
の
形
式
的
規
定
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
が
雑
劇
で
あ
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
っ
て
、
乙
う
い
っ
た
形
式
的
な
規
定
を
そ
の
本
質
に
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内
在
す
る
性
格
は
、
元
雑
劇
よ
り
今
日
の
皮
纂
戯
に
い
た
る
ま
で
、
歴
代
の
中
国
古
典
演
劇
に
普
遍
的
に
継
承
さ
れ
続
け
て
き
た
。
乙
の
「
形
式
的
規
定
」
と

い
う
と
と
ば
は
、
い
い
か
え
れ
ば
と
と
で
は
ご
切
の
定
型
化
」
と
い
う
と
と
で
あ
り
、
ま
た
も
う
少
し
飛
躍
せ
し
め
て
単
に
と
れ
を
グ
型d
と
い
っ
て
も
よ

い
と
お
も
う
。

つ
ま
り
倣
工
演
技
と
い
う
問
題
も
、
い
わ
ば
中
国
古
典
演
劇
全
体
を
支
配
し
て
い
るw
型
H
の
一
環
を
な
す
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
、
考
え
る
わ
け
で
あ

る

註
（
1

）
「
そ
の
演
出
法
の
細
は
、
今
日
充
分
に
は
知
り
得
な
い
け
れ
ど
も
、
舞
台
の
装
置
は
簡
単
で
あ
っ
て
、
背
景
は
な
く
、
た
だ
象
徴
的
な
小
道
具
、
す
な
わ
ち
「
嗣
末
」

が
用
い
ら
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
し
ぐ
さ
、
す
な
は
ち
「
科
」
も
、
甚
だ
象
徴
的
で
あ
っ
た
と
と
は
、
今
日
の
支
那
劇
と
同
じ
で
あ
っ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。
」
（
頁
十
七
〉

（2
〉
「
古
劇
的
『
和
布
』
（
泥
）
是
公
式
化
的
、
千
編
一
律
、
彼
此
踏
襲
。
因
此
、
一
遇
到
武
将
作
戦
便
是
『
調
陣
子
科
』
、
一
遇
文
宗
升
堂
便
是
『
排
街
科
』
、
甚
至
子
下

車
上
馬
也
都
有
一
定
姿
勢
。
」
（
頁
八
十
七
）

（3
〉
「
支
那
近
世
戯
曲
史
」
頁
六
七
。

（4
〉
「
中
国
戯
曲
論
集
」
ハ
中
国
戯
劇
出
版
社
・
一
九
六O
年
）
頁
一
七
二
。



（5
〉
蘇
載
の
詩
に
「
搬
演
古
人
事
、
出
入
鬼
門
道
」
と
あ
り
、
鬼
門
道
（
哲
即
日g
E
O

〉
と
い
う
呼
称
の
方
が
古
い
ら
し
い
。
誠
氏
百
種
本
で
は
す
べ
て
古
門
道
〈
官

自

g
E
O

）
あ
る
い
は
古
門
と
な
っ
て
い
る
。

（6

）
抱
粧
盆
劇
模
子
・
貨
郎
旦
劇
第
三
折
・
賓
蛾
寛
劇
第
二
・
四
折
等
に
お
け
る
場
合
の
よ
う
に
、
問
答
形
式
で
は
な
く
一
方
的
に
古
門
道
に
向
っ
て
台
詞
を
述
べ
、
演
技

を
簡
略
化
さ
せ
て
い
る
例
も
多
い
。

（7

）
「
：
：
：
説
話
之
問
、
早
到
他
家
門
首
（
倣
咳
喉
科
）
叔
々
在
家
腰
。
（
正
末
扮
東
堂
老
上
云
〉
門
首
是
誰
喚
問
。
」
と
れ
と
同
様
の
例
は
、
還
牢
末
劇
一
折
・
伍
員
吹
鯖

劇
三
折
等
々
に
お
い
て
も
見
受
け
ら
れ
る
。

（8

）
還
牢
末
劇
第
二
折
に
は
「
寄
寄
、
設
児
送
飯
来
、
保
吃
些
。
（
倣
嘆
科
）
（
正
末
唱
）
？
畠
胴
〕
我
将
這
一
匙
飯
口
内
挑
該
児
在
牢
門
外
叫
了
幾
遭
：
：
：
」
と
見
え
、

ま
た
、
活
張
難
黍
劇
第
一
折
で
は
〔
金
壷
児
〕
一
曲
中
に
、
「
（
張
元
伯
云
）
将
恭
飯
来
（
倣
食
科
正
末
唱
）
烹
難
方
味
美
炊
黍
恰
嘗
新
我
倣
了
箇
急
喉
噛
陳
仲
子
保

便
是
大
佐
量
孟
嘗
君
」
と
あ
っ
て
、
や
は
り
曲
詞
に
よ
っ
て
食
べ
る
演
技
の
説
明
が
あ
る
と
と
か
ら
み
て
も
、
ほ
ぼ
推
察
し
う
る
。
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