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中
国
伝
統
演
劇
の
お
も
し
ろ
さ

日
下
　
翠

中
国
人
と
芝
居

　
中
国
人
は
「
お
芝
居
民
族
」
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
の
芝
居
好
き
で
す
。
見
る
の
も
好
き
で
す
し
、

日
常
生
活
で
も
、
ま
る
で
芝
居
の
よ
う
に
大
げ
さ
な
も
の
の
言
い
方
を
し
た
り
、
身
振
り
手
振
り

を
す
る
と
き
が
あ
り
ま
す
。
文
字
通
り
芝
居
気
た
っ
ぷ
り
の
そ
の
し
ぐ
さ
を
見
る
た
び
に
、
こ
の

民
族
を
理
解
す
る
に
は
芝
居
の
知
識
が
不
可
欠
だ
な
、
と
思
っ
た
も
の
で
し
た
。
例
え
ば
相
手
に

対
す
る
不
満
・
拒
否
を
表
わ
す
「
袖
を
払
う
」
と
い
う
動
作
も
、
芝
居
で
実
際
に
見
て
「
な
る
ほ

ど
」
と
納
得
し
た
も
の
で
し
た
。

芝
居
は
中
国
で
は
人
々
の
常
識
や
基
礎
教
養
で
あ
り
、
人
と
し
て
の
振
る
舞
い
か
た
や
、

と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
昔
、
文
字
を
知
ら
ぬ
人
々
が
九
割
以
上
を
占
め
て
い
た
時
代
、

さ
え
、
芝
居
の
文
句
の
一
節
を
歌
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ち
か

れ
ら
の
人
々
を
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
教
育
し
、
教
養
を
培
っ
て
い
た
の
が
お
芝
居
（
戯
曲
）

で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
行
動
様
式
の
基
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
れ
ら
の
人
々
で

歴
史
上
の
著
名
な
人
物
の
故
事
や
名
場
面
を
知
っ
て
い
ま
し
た
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
だ
っ
た
の

清
代
の
北
京
の
芝
居
風
景
［
江
戸
・
岡
田

玉
山
編
『
唐
土
名
勝
図
会
』
よ
り
。
］
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戯
曲
の
始
ま
り

　
本
格
的
な
娯
楽
と
し
て
の
戯
曲
の
発
展
は
宋
の
時
代
に
始
ま
り
ま
す
が
、
そ
れ
以
前
に
も
演
劇
の
萌
芽
は

あ
り
ま
し
た
。
こ
こ
で
大
ま
か
に
中
国
に
お
け
る
戯
曲
の
発
展
史
を
ま
と
め
て
み
ま
し
ょ
う
。
中
国
で
の
戯

曲
の
起
源
は
、
大
き
く
言
っ
て
三
つ
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

　
（
1
）
宮
廷
演
劇

　
春
秋
戦
国
時
代
に
は
す
で
に
、
「
優
」
「
俳
優
」
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
お
り
、
宮
廷
で
滑
稽
な
仕
草
を
し
、

王
侯
ら
に
娯
楽
を
提
供
し
て
い
ま
し
た
。
彼
ら
は
時
に
主
君
を
い
さ
め
る
風
刺
話
も
語
り
ま
し
た
。
滑
稽
の

隠
れ
蓑
を
着
る
こ
と
で
「
お
答
め
な
し
」
で
主
君
を
い
さ
め
た
の
で
す
か
ら
、
な
か
な
か
の
芸
の
力
だ
っ
た

わ
け
で
す
。
後
世
の
中
国
芝
居
に
は
必
ず
出
て
く
る
「
道
化
役
」
の
ル
ー
ツ
と
い
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
う
も
う

ん
。
中
に
は
『
史
記
．
』
の
「
滑
稽
列
伝
」
に
出
て
く
る
優
孟
と
い
っ
た
、
後
世
に
名
を
残
す
俳
優
も
い
た

く
ら
い
で
す
か
ら
、
彼
ら
は
単
な
る
「
お
笑
い
芸
人
」
で
は
な
い
、
立
派
な
芸
術
家
だ
っ
た
と
い
え
る
で
し

ょ
う
。

　
（
2
）
農
村
の
祭
祀
演
劇

　
農
村
で
は
は
る
か
昔
か
ら
、
宗
教
的
性
格
の
強
い
、
神
を
祭
り
死
者
の
霊
魂
を
鎮
め
る
為
の
踊
り
や
楽
隊

が
行
わ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
ら
は
次
第
に
形
を
と
と
の
え
、
物
語
性
を
帯
び
た
「
鎮
魂
劇
」
へ

と
発
展
し
て
ゆ
き
ま
し
た
。
仏
教
と
結
び
つ
い
た
「
留
連
劇
。
」
な
ど
は
そ
の
代
表
で
、
以
前
は
農
村
で
お

盆
の
頃
な
ど
に
盛
ん
に
上
演
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
劇
で
は
、
目
連
の
母
が
僧
に
邪
険
に
し
た
罪
で
十
八
地
獄

を
巡
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
責
め
苦
を
受
け
る
場
面
を
見
せ
る
の
が
一
つ
の
売
り
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。
人
々

▽
『
史
記
』

紀
元
前
九
十
年
頃
成
立
。
漢
代
司
馬
二

一
の
歴
史
書
。
全
百
三
十
巻
。
「
本
紀
」

「
表
」
「
書
」
「
世
家
」
「
列
伝
」
の
五
部
よ

り
成
る
。
単
に
年
次
を
追
う
「
編
年
体
」

で
は
な
く
「
紀
伝
体
」
を
と
る
の
が
特

徴
。
特
に
「
列
伝
」
で
商
人
や
俳
優
と

い
っ
た
市
井
の
人
ま
で
も
取
り
上
げ
た

こ
と
は
大
き
な
見
識
と
い
え
よ
う
。
「
滑

稽
列
伝
」
も
そ
の
お
か
げ
で
残
っ
た
貴

重
な
資
料
で
あ
る
。

▽
目
連
劇

釈
迦
の
十
大
弟
子
の
一
人
目
連
が
、
生

前
僧
に
邪
険
に
し
た
罪
で
地
獄
に
落
ち

た
母
親
を
救
う
た
め
に
地
獄
め
ぐ
り
を

す
る
話
。
劇
に
は
幾
つ
か
の
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
が
あ
る
が
、
苦
し
む
母
を
助
け

に
地
獄
に
行
き
救
い
出
す
と
い
う
の
が

基
本
と
な
っ
て
い
る
。
昔
の
中
国
で
は

孟
蘭
盆
会
の
頃
こ
の
劇
を
数
日
に
わ

た
っ
て
上
演
す
る
習
慣
が
あ
っ
た
。
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は
仏
教
の
教
え
を
学
び
つ
つ
も
、
こ
の
グ
ロ
テ
ス
ク
な
「
地
獄
め
ぐ
り
」
を
楽
し
ん
だ
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ

う
い
つ
た
祭
祀
演
劇
は
死
者
の
魂
を
な
ぐ
さ
め
、
村
の
秩
序
を
保
つ
役
目
を
果
た
し
な
が
ら
、
娯
楽
の
少
な

い
農
村
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
ま
た
と
な
い
楽
し
み
と
な
っ
て
い
た
の
で
す
。

　
（
3
）
都
市
の
演
劇

　
都
会
の
盛
り
場
に
現
れ
た
娯
楽
と
し
て
の
演
劇
は
宋
の
時
代
に
始
ま
り
、
金
元
時
代
に
大
き
く
花
開
き
ま

す
。
特
に
元
の
雑
劇
は
「
読
む
戯
曲
」
と
し
て
文
学
扱
い
を
さ
れ
、
元
雑
劇
は
元
代
を
代
表
す
る
文
学
ジ
ャ

ン
ル
と
な
り
ま
し
た
。
北
方
の
曲
を
使
う
の
で
、
北
曲
と
も
い
い
ま
す
が
、
普
通
は
元
曲
と
言
い
ま
す
。
芸

術
と
し
て
の
戯
曲
の
誕
生
で
、
中
国
で
の
本
格
的
な
演
劇
は
元
曲
に
始
ま
り
ま
す
。

中
国
の
演
劇
は
以
上
挙
げ
た
三
つ
の
起
源
か
ら
成
る
た
め
、
　
（
1
）
の
滑
稽
、
　
（
2
）
の
鎮
魂
、

の
娯
楽
の
、
三
つ
の
要
素
が
様
々
な
形
で
入
り
混
じ
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　
で
は
次
に
都
市
の
演
劇
の
発
展
に
つ
い
て
、
時
代
ご
と
に
詳
し
く
説
明
し
ま
し
ょ
う
。

（
3
）

演
劇
の
発
展
－
宋
の
「
戯
文
」
か
ら
金
の
「
院
本
」
ヘ

　
ギ
リ
シ
ャ
、
ロ
ー
マ
で
は
紀
元
前
か
ら
演
劇
が
栄
え
て
い
た
の
に
比
べ
る
と
、
中
国
で
の
都
市
の
演
劇
の

発
達
は
意
外
に
遅
く
、
よ
う
や
く
十
代
に
な
っ
て
か
ら
で
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
う
ら
ん

　
北
宋
の
時
代
、
大
都
市
の
盛
り
場
．
に
は
勾
欄
。
と
呼
ば
れ
る
演
芸
小
屋
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
サ
ー
カ
ス

（
雑
技
）
や
、
人
形
劇
、
語
り
物
、
滑
稽
な
寸
劇
と
い
っ
た
、
様
々
な
種
類
の
出
し
物
が
演
じ
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
た
だ
、
こ
の
当
時
の
演
劇
は
ま
だ
コ
ン
ト
の
よ
う
な
簡
単
な
も
の
で
、
本
格
的
な
お
芝
居
に
は
程
遠
い

▽
大
都
市
の
盛
り
場

こ
れ
ら
は
「
瓦
子
」
・
「
一
当
」
と
名
付
け

ら
れ
た
。
家
々
の
瓦
が
連
な
る
場
所
に

あ
る
か
ら
と
も
、
人
々
が
集
ま
っ
て
は

散
じ
る
（
瓦
解
す
る
）
場
所
で
あ
る
か
ら

と
も
言
わ
れ
る
。

▽
勾
欄

宋
代
の
盛
り
場
に
現
れ
た
演
芸
の
常
打

ち
小
屋
の
こ
と
。
『
東
京
夢
華
録
』
に
は
、

北
宋
の
都
開
封
に
五
十
幾
つ
も
の
勾
欄

が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
中

に
は
数
千
人
が
入
れ
る
規
模
の
も
の
も

あ
っ
た
と
い
う
。
元
代
の
散
曲
（
物
語

詩
）
に
、
「
田
舎
も
の
勾
欄
（
芝
居
小
屋
）

を
知
ら
ず
」
と
い
う
作
品
が
あ
る
が
、
そ

こ
で
は
芝
居
を
本
当
の
こ
と
と
思
っ
て

驚
く
田
舎
も
の
の
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ

ク
が
笑
い
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

▽
雑
劇

宋
代
の
「
雑
劇
」
と
は
、
本
来
こ
れ
ら
の

様
々
な
出
し
物
を
総
称
し
て
言
っ
た
言

葉
で
あ
っ
た
。
「
雑
劇
」
の
「
雑
」
と
は

「
様
々
な
種
類
の
」
と
い
う
意
味
で
あ
る

が
、
そ
れ
が
後
に
演
劇
の
こ
と
の
み
を

指
す
よ
う
に
変
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
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も
の
で
し
た
。
こ
れ
を
雑
劇
＊
と
呼
び
ま
す
。

　
雑
劇
は
次
第
に
発
展
し
、
次
の
金
代
に
は
脚
本
つ
き
の
演
劇
へ
と
成
長
し
ま
す
。
そ
れ
は
雑
劇
と
区
別
す

る
た
め
に
院
本
＊
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
滑
稽
な
や
り
取
り
を
中
心
と
し
た
も
の
で
、
次
代
に
も
受
け
継
が

れ
、
元
雑
劇
の
作
品
中
に
包
摂
さ
れ
た
り
も
し
ま
し
た
。
例
え
ば
『
西
面
記
』
の
ト
書
き
で
「
『
双
配
位
』

（
二
人
の
医
者
の
掛
け
合
い
漫
才
）
を
演
じ
る
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
場
面
で
そ
の
院
本
を
挿
演

ず
る
、
と
い
う
意
味
で
す
。

　
南
明
時
代
に
は
雑
劇
は
南
方
で
も
発
展
し
、
断
江
南
部
の
温
州
か
ら
「
温
州
雑
劇
」
と
呼
ば
れ
る
演
劇
が

生
ま
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
「
戯
文
」
又
は
「
南
戯
」
と
い
い
ま
す
。
戯
文
は
そ
の
後
下
火
と
な
り
ま
す
が
明

代
に
な
っ
て
復
興
し
、
そ
れ
以
後
戯
曲
の
中
心
と
な
り
ま
す
。

元
雑
劇
－
庶
民
の
芸
術

　
元
雑
劇
の
特
徴
－
歌
劇
・
四
折
・
脚
色
・
隈
取
り

　
元
雑
劇
は
歌
劇
で
す
が
、
歌
え
る
俳
優
は
只
一
人
置
限
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
男
役
な
ら
「
月
末
」
、

女
役
な
ら
「
正
旦
」
と
い
い
ま
し
た
。
当
然
、
正
末
や
正
旦
に
ど
の
役
を
演
じ
さ
せ
る
か
で
、
劇
の
内
容
や

解
釈
が
大
き
く
異
な
っ
て
き
ま
す
。
劇
作
者
は
そ
の
点
に
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
し
て
劇
を
作
り
上
げ
ま
し

た
。
そ
の
苦
労
を
理
解
す
る
こ
と
が
作
品
理
解
へ
の
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
り
ま
す
。

　
一
号
は
四
折
か
ら
成
り
ま
す
。
折
＊
と
は
一
つ
の
曲
調
を
中
心
と
し
た
一
段
の
こ
と
で
す
か
ら
、
四
つ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
っ
し

曲
調
が
使
わ
れ
る
わ
け
で
す
。
時
に
は
懊
子
。
と
い
う
短
い
一
段
を
差
し
挟
み
ま
す
。
御
末
・
御
玉
は
そ
れ

ら
す
べ
て
の
曲
を
た
だ
一
人
で
歌
う
わ
け
で
す
か
ら
、
自
然
と
劇
団
の
成
功
は
そ
の
一
人
の
俳
優
の
力
量
に

か
か
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
他
の
俳
優
は
脚
色
と
い
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
役
柄
が
決
ま
っ
て
お
り
、
末
（
男

▽
院
本

金
の
時
代
に
な
る
と
脚
本
付
き
の
本
格

的
な
演
劇
が
生
ま
れ
た
が
、
そ
れ
を
宋

代
ま
で
の
簡
単
な
「
雑
劇
」
と
区
別
す
る

た
め
に
「
院
本
」
と
称
し
た
。
院
本
は
後

世
の
雑
劇
と
同
じ
な
の
で
用
語
の
区
別

が
や
や
こ
し
く
な
っ
た
。
滑
稽
を
も
と

に
し
た
演
劇
で
、
四
、
五
人
で
演
じ
ら
れ

た
。
『
綴
耕
録
』
の
「
本
朝
院
本
名
目
」
に

は
金
の
院
本
七
百
編
余
り
の
題
目
が

残
っ
て
い
る
。

▽
折

戯
曲
用
語
。
元
雑
劇
は
一
一
四
折
が
決

ま
り
で
あ
っ
た
。
折
と
は
一
つ
の
曲
調

（
宮
調
と
い
い
、
仙
呂
、
南
呂
、
正
宮
、
な

ど
幾
つ
か
の
種
類
が
あ
る
）
を
中
心
と

し
た
「
ま
と
ま
り
を
指
す
。
［
網
引
場

面
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
第
一
折
に

は
仙
呂
調
が
来
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

▽
襖
子

戯
曲
用
語
。
一
・
二
支
の
短
い
曲
を
中
心

と
す
る
一
ま
と
ま
り
を
指
す
。
撲
子
（
く

さ
び
）
と
は
本
来
そ
の
短
い
曲
そ
の
も

の
を
指
す
言
葉
で
あ
っ
た
。
臨
時
的
な

性
格
が
強
く
、
作
品
が
出
来
上
が
っ
て

か
ら
曲
が
（
撰
の
よ
う
に
）
挿
入
さ
れ
る

こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
後
に
意

味
が
変
わ
り
、
小
説
な
ど
で
「
導
入
部
」

と
言
う
意
味
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
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く
る
ま

役
）
、
旦
（
女
役
）
、
浄
（
敵
役
）
、
丑
（
道
化
役
）
な
ど
に
分
か
れ
、
顔
を
色
で
塗
り
分
け
る
隈
取
り
も
し
て

い
ま
し
た
。
歌
劇
、
脚
色
、
隈
取
り
な
ど
現
在
の
伝
統
演
劇
に
通
じ
る
の
が
特
徴
で
す
。
中
国
の
伝
統
演
劇

の
基
礎
は
こ
の
時
す
で
に
出
来
上
が
っ
て
い
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　
元
雑
劇
の
作
家

　
元
雑
劇
の
代
表
作
家
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
関
漢
卿
。
・
燐
光
祖
。
・
米
穀
．
・
馬
緯
圏
、
の
四
人
で
、

俗
に
「
元
の
四
大
家
」
と
い
わ
れ
ま
す
。
中
で
も
ト
ッ
プ
に
挙
げ
ら
れ
る
の
が
関
漢
卿
で
す
が
、
大
都
（
今

の
北
京
）
の
人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
く
ら
い
し
か
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
以
外
の
作
家
の
多
く
は
経

歴
も
不
明
の
ま
ま
で
、
中
に
は
俳
優
も
い
た
よ
う
で
す
。
ま
た
、
集
団
創
作
の
た
め
作
者
名
を
記
さ
な
い
作

品
も
数
多
く
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
せ
り
ふ
の
部
分
な
ど
は
上
演
の
度
に
変
わ
る
の
で
す
か
ら
、
作
品

と
し
て
固
定
し
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
作
家
も
不
明
な
ら
作
品
も
元
の
姿
は
よ
く
分
か
ら
な
い

の
で
す
。
こ
の
点
も
正
統
文
学
と
は
大
違
い
で
、
ま
さ
し
く
庶
民
の
文
学
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　
元
雑
劇
の
題
材
は
多
種
多
様
で
、
歴
史
物
、
恋
愛
物
、
裁
判
劇
、
人
情
物
や
、
さ
ら
に
先
に
行
わ
れ
て
い

た
語
り
物
の
『
水
直
伝
』
、
『
三
国
志
』
、
『
西
遊
記
』
な
ど
を
元
に
し
た
も
の
も
有
り
ま
し
た
。
こ
こ
で
は

「
恋
愛
劇
」
と
「
裁
判
劇
」
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

　
「
恋
愛
劇
」
の
影
響

　
恋
愛
劇
の
最
高
傑
作
『
西
部
記
』
は
金
工
に
王
実
記
，
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
名
作
で
、
後
の
文
学
に
も
大

き
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
小
説
に
影
響
を
与
え
た
具
体
例
と
し
て
、
『
紅
重
書
，
』
第
二
十
三
回

を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

▽
関
胞
子

生
卒
年
未
詳
。
金
末
か
ら
元
初
（
十
三
世

紀
）
に
活
躍
し
た
と
み
ら
れ
る
初
期
の

作
家
。
当
時
既
に
名
実
と
も
に
元
雑
劇

作
家
の
ト
ッ
プ
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ

と
は
、
『
録
鬼
簿
』
巻
上
の
首
に
置
か
れ

て
い
る
事
か
ら
も
窺
え
る
。
名
の
伝
わ

る
作
品
は
六
十
数
種
、
そ
の
う
ち
現
存

す
る
も
の
は
十
七
種
で
あ
る
。

▽
鄭
光
祖

生
没
年
不
詳
。
字
は
斗
出
。
平
信
（
今
の

山
西
省
臨
沿
）
の
人
。
当
時
の
戯
曲
界
で

は
「
鄭
老
先
生
」
と
い
わ
れ
、
高
い
評
価

を
受
け
て
い
た
。
作
品
は
十
八
種
の
名

が
残
っ
て
お
り
、
『
王
簗
登
楼
』
、
『
三
戦

呂
布
』
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る
。
代
表
作

『
情
女
面
魂
』
は
魂
が
抜
け
出
し
て
愛
す

る
青
年
と
結
婚
し
た
女
性
の
話
で
唐
代

伝
奇
を
元
に
し
て
い
る
。

▽
白
撲

一
二
二
六
～
＝
二
〇
六
。
字
は
仁
甫
・
太

素
、
山
西
河
曲
人
。
父
白
華
は
金
枢
密
院

判
官
。
の
ち
金
陵
（
今
の
南
京
）
に
移
り

住
む
。
代
表
作
『
梧
桐
雨
』
は
唐
の
明
皇

（
玄
宗
）
と
楊
貴
妃
の
故
事
を
描
く
。
特

に
第
四
折
で
梧
桐
に
降
る
雨
に
亡
き
貴

妃
を
思
い
、
嘆
く
シ
ー
ン
の
卜
辞
は
絶

唱
と
で
も
言
う
べ
き
格
調
の
高
さ
を
有

し
て
お
り
、
名
作
の
誉
れ
が
た
か
い
。
後

の
『
長
生
殿
』
伝
奇
に
も
影
響
を
与
え

た
。
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ヒ
ロ
イ
ン
林
黛
玉
。
は
散
る
花
を
惜
し
み
、
桃
の
花
び
ら
を
集
め
て
埋
め
、
「
花
塚
」
を
作
ろ
う
と
奥
深
い

庭
に
や
っ
て
き
ま
す
。
そ
こ
で
『
西
廟
記
』
を
読
ん
で
い
た
買
宝
玉
＊
と
出
会
い
ま
し
た
。
「
何
を
読
ん
で
い

る
の
」
と
聞
く
黛
玉
に
宝
玉
は
『
西
廟
記
』
を
貸
し
与
え
ま
す
。
そ
の
く
だ
り
を
訳
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

「
林
黛
玉
は
花
の
道
具
を
下
に
お
ろ
す
と
本
を
受
け
取
っ
て
読
み
出
し
ま
し
た
。
最
初
か
ら
読
ん
で
ゆ

く
う
ち
に
読
め
ば
読
む
ほ
ど
夢
中
に
な
り
、
一
回
の
食
事
を
す
る
ほ
ど
の
時
間
で
十
六
幕
全
部
を
読

み
終
わ
り
ま
し
た
。
詞
の
味
わ
い
が
す
ば
ら
し
い
と
思
い
、
そ
の
余
韻
が
残
っ
て
い
る
た
め
、
本
を
読

み
終
わ
っ
て
も
う
っ
と
り
と
し
て
、
心
の
中
で
詞
の
こ
と
ば
を
つ
ぶ
や
い
て
い
ま
し
た
。
宝
玉
は
笑
っ

て
「
ね
え
、
黛
さ
ん
、
良
い
で
し
ょ
う
？
」
と
い
う
と
、
黛
玉
も
笑
っ
て
「
本
当
に
す
ば
ら
し
い
わ
」

と
答
え
ま
し
た
。
宝
玉
は
笑
っ
て
「
私
は
多
愁
多
病
。
の
身
、
あ
な
た
は
あ
の
傾
国
傾
城
。
の
美
貌
で

す
ね
」
と
い
い
ま
す
と
黛
玉
は
聞
い
て
思
わ
ず
耳
ま
で
真
っ
赤
に
な
り
、
た
ち
ま
ち
重
め
た
眉
を
逆
立

て
、
双
の
目
を
か
っ
と
見
開
き
、
軟
ら
か
な
ほ
お
に
怒
り
を
帯
び
、
美
し
い
顔
に
怒
り
を
含
ん
で
宝
玉

を
指
差
し
て
言
い
ま
し
た
。
「
こ
の
ひ
ど
い
人
、
で
た
ら
め
を
言
っ
て
、
よ
く
も
こ
ん
な
い
や
ら
し
い

詞
や
俗
っ
ぽ
い
曲
を
持
っ
て
き
て
、
こ
ん
な
で
た
ら
め
を
言
っ
て
私
を
馬
鹿
に
す
る
な
ん
て
。
私
、
お

じ
様
と
お
ば
様
に
い
い
つ
け
て
や
る
か
ら
！
」
と
い
う
と
、
馬
鹿
に
し
て
と
い
う
二
字
で
ま
た
目
を
真

っ
赤
に
し
、
身
を
翻
し
て
立
ち
去
ろ
う
と
し
ま
し
た
。
」

　
『
西
廟
記
』
を
読
ん
だ
黛
玉
は
「
恋
愛
」
の
具
体
像
に
ふ
れ
、
今
ま
で
知
ら
な
い
感
情
を
味
わ
い
、
そ
れ

を
自
分
の
感
覚
と
し
て
認
識
し
ま
し
た
。
そ
れ
を
宝
玉
に
「
あ
な
た
と
私
は
こ
の
作
品
の
主
人
公
た
ち
（
恋

人
同
士
）
み
た
い
で
す
ね
」
と
俗
っ
ぽ
く
ふ
ざ
け
ら
れ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
聖
帝
が
怒
っ
て
手
ひ
ど
く
宝
玉

▽
馬
継
遠

大
都
の
人
。
号
を
東
簾
と
い
う
。
江
漸
行

省
務
官
に
任
じ
ら
れ
て
い
た
。
「
太
和
正

音
譜
」
の
評
に
「
馬
東
簾
の
詞
は
朝
陽
に

鳴
く
鳳
の
如
し
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
「
宜

し
く
郡
英
の
上
に
列
す
べ
し
」
と
あ
る
。

文
辞
は
格
調
が
あ
り
典
雅
で
華
麗
、
詞

曲
の
巧
み
さ
は
他
を
圧
倒
し
て
い
る
。

代
表
作
『
漢
宮
秋
』
は
漢
の
五
帝
と
王
昭

君
の
悲
恋
を
描
く
。

▽
王
実
甫

詳
覧
年
不
詳
。
字
は
実
甫
、
名
を
徳
信
と

い
い
、
大
都
（
今
の
北
京
）
の
人
。
元
曲

初
期
の
作
家
。
著
作
の
内
、
現
存
す
る
作

品
は
『
西
廟
記
』
始
め
三
作
品
の
み
。
『
西

廟
記
』
は
後
世
に
大
き
な
影
響
を
与
え

た
。▽

紅
楼
夢

三
代
一
七
九
一
年
に
出
版
さ
れ
た
長
編

白
話
小
説
。
作
者
曹
雪
意
（
一
七
一
五
～

六
三
？
）
、
名
は
雲
。
乾
隆
時
代
の
人
。
南

京
屈
指
の
大
富
豪
の
家
に
生
ま
れ
る

が
、
後
に
家
が
没
落
。
貧
窮
の
中
で
こ
の

作
品
を
書
い
た
と
い
う
。
全
百
二
十
回

の
内
、
前
の
八
十
回
ま
で
が
彼
の
作
で
、

後
の
四
十
回
は
別
人
の
作
で
あ
る
。
頁

宝
玉
を
主
人
公
に
、
林
黛
玉
を
始
め
と

す
る
「
金
陵
十
一
一
銀
」
と
呼
ば
れ
る
美
少

女
た
ち
の
運
命
を
描
く
。
中
心
と
な
る

話
は
宝
玉
と
黛
玉
の
悲
恋
で
あ
る
。
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を
罵
っ
た
の
は
当
然
で
す
。
し
か
し
、
い
っ
た
ん
心
に
生
ま
れ
た
感
情
の
揺
れ
ば
抑
え
き
れ
る
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
の
あ
と
宝
玉
と
別
れ
部
屋
に
帰
ろ
う
と
し
た
黛
玉
は
、
途
中
ふ
と
漏
れ
聞
い
た
戯
曲
『
牡
丹

亭
』
の
一
節
「
汝
の
花
の
如
き
美
貌
ゆ
え
に
、
流
れ
る
水
の
如
く
年
月
は
流
れ
ゆ
く
（
人
生
は
は
か
な
く
、

美
貌
は
あ
っ
と
い
う
間
に
衰
え
て
ゆ
く
）
」
に
心
を
乱
さ
れ
、
石
の
上
に
座
り
込
ん
で
涙
を
流
し
ま
す
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
文
学
的
に
洗
練
さ
れ
た
表
現
に
す
ぐ
さ
ま
反
応
し
、
そ
の
感
情
を
自
分
の
も
の
と
し
て

味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
も
、
長
い
文
学
的
伝
統
が
あ
る
中
国
な
ら
で
は
の
幸
福
と
言
え
る
で
し
ょ

う
。
た
だ
そ
れ
を
享
受
で
き
る
の
は
、
黛
玉
の
よ
う
な
一
部
の
エ
リ
ー
ト
に
限
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し

戯
曲
の
流
行
は
そ
ん
な
エ
リ
ー
ト
以
外
の
庶
民
に
も
、
文
学
の
一
端
を
味
わ
う
機
会
を
与
え
た
の
で
す
。

　
「
裁
判
劇
」

　
　
と
う
が
え
ん

　
「
實
監
置
＊
」
は
関
漢
江
の
作
で
、
元
雑
劇
最
大
の
悲
劇
と
い
わ
れ
る
傑
作
で
す
。
ヒ
ロ
イ
ン
黒
表
は
製
糖

し
の
罪
を
着
せ
ら
れ
、
死
刑
に
な
り
ま
す
。
漏
壷
は
死
ぬ
前
に
自
分
の
無
実
を
訴
え
、
「
も
し
私
が
無
実
な

ら
私
の
血
は
す
べ
て
旗
に
飛
び
移
り
、
真
夏
に
雪
が
降
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
今
よ
り
三
年
間
、
楚
州
は
旱

魑
に
襲
わ
れ
る
で
し
ょ
う
」
と
い
い
ま
し
た
。
果
た
し
て
實
蛾
の
血
は
す
べ
て
旗
に
飛
び
移
り
、
真
夏
の
六

月
な
の
に
雪
が
降
り
、
さ
ら
に
こ
の
地
は
三
年
の
旱
越
に
み
ま
わ
れ
ま
し
た
。
そ
ん
な
時
、
新
任
の
長
官
が

現
れ
ま
す
。
こ
の
人
こ
そ
、
苦
労
の
末
科
挙
に
通
っ
た
手
空
の
父
天
章
だ
っ
た
の
で
す
。
天
章
の
前
に
音
部

の
亡
霊
が
現
れ
て
刑
死
し
た
顛
末
を
語
り
、
無
実
を
晴
ら
し
て
く
れ
と
泣
い
て
頼
み
ま
し
た
。
娘
の
非
業
の

死
を
知
っ
た
天
章
は
裁
判
を
や
り
直
し
、
お
か
げ
で
真
実
が
明
ら
か
に
な
り
犯
人
は
処
刑
さ
れ
ま
し
た
。
實

蛾
の
恨
み
は
よ
う
や
く
晴
ら
さ
れ
た
の
で
す
。

　
「
裁
判
劇
」
は
こ
の
よ
う
に
、
裁
判
官
が
神
の
お
告
げ
や
幽
霊
の
訴
え
で
事
件
を
解
決
す
る
と
い
う
の
が

▽
林
黛
玉

『
紅
楼
夢
』
の
ヒ
ロ
イ
ン
。
多
病
多
愁
の

美
少
女
。
天
上
界
の
絡
珠
草
の
生
ま
れ

変
わ
り
で
、
毎
日
甘
露
を
注
い
で
く
れ

た
三
三
使
者
に
、
甘
露
の
恩
を
「
生
の

間
に
流
す
涙
で
返
す
た
め
に
生
ま
れ
て

き
た
と
い
う
設
定
に
あ
る
。
感
受
性
の

強
い
多
感
な
少
女
。
従
兄
弟
の
宝
玉
と

恋
仲
だ
が
の
ち
に
病
の
た
め
に
倒
れ
、

涙
を
流
し
つ
つ
世
を
去
る
。

▽
頁
宝
玉

『
紅
楼
夢
』
の
主
人
公
。
生
ま
れ
た
と
き

に
口
に
五
彩
の
珠
を
含
ん
で
い
た
。
緯

珠
草
に
水
を
注
い
で
や
っ
た
神
瑛
使
者

の
生
ま
れ
変
わ
り
。
大
富
豪
の
一
人
息

子
だ
が
勉
強
嫌
い
で
女
の
子
と
遊
ぶ
の

が
大
好
き
、
「
女
の
子
の
身
体
は
水
で
出

来
て
い
る
が
、
男
の
身
体
は
泥
で
出
来

て
い
る
」
と
言
う
ほ
ど
で
あ
る
。
林
黛
玉

と
恋
仲
だ
が
縁
が
無
く
て
結
ば
れ
ず
、

「
金
と
玉
の
縁
」
の
あ
る
醇
宝
銀
と
結
婚

す
る
こ
と
に
な
る
。

▽
多
愁
多
病

『
西
廟
記
』
の
主
人
公
張
君
瑞
を
指
す
。

田
々
を
思
う
余
り
病
気
に
か
か
り
、
危

篤
に
陥
る
。

▽
傾
国
傾
城

『
西
宮
記
』
の
ヒ
ロ
イ
ン
崔
鶯
々
を
指

す
。
未
婚
で
あ
り
な
が
ら
亡
君
瑞
と
通

じ
る
。
自
由
恋
愛
の
お
手
本
で
、
後
に
美

女
の
代
名
詞
と
な
る
が
、
彼
女
と
黛
玉
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ほ
う
じ
よ
う

ポ
イ
ン
ト
で
、
有
名
な
包
抵
も
不
思
議
な
能
力
の
持
ち
主
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
特
殊
な
能
力

を
持
つ
神
に
近
い
裁
判
官
が
現
れ
、
正
し
い
裁
判
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
一
般
庶
民
の
夢
だ
っ
た
の
で
す
。
い

い
か
え
れ
ば
、
い
か
に
不
正
や
不
公
平
が
多
か
っ
た
か
と
い
う
証
拠
に
な
る
で
し
ょ
う
。
裁
判
劇
に
は
先
に

述
べ
た
鎮
魂
・
滑
稽
・
娯
楽
の
三
要
素
が
入
り
混
じ
っ
た
名
作
の
多
い
の
が
特
徴
で
す
。

明
代
の
「
伝
奇
」
か
ら
清
の
地
方
劇
へ

　
元
雑
劇
は
明
代
に
な
り
ま
す
と
次
第
に
溌
刺
と
し
た
生
気
を
失
い
、
南
方
系
の
演
劇
で
あ
る
南
戯
（
戯

文
）
に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
南
曲
と
も
、
ま
た
伝
奇
＊
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。
元
雑
劇
と
異
な

り
、
何
幕
で
も
多
く
連
ね
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
、
俳
優
全
員
が
唱
え
る
の
が
大
き
な
特
徴
で
す
。

　
元
末
明
初
に
か
け
て
高
明
の
『
琵
琶
記
。
』
を
始
め
、
『
荊
遺
草
』
『
白
兎
記
』
『
拝
月
亭
』
『
殺
狗
記
』
と

い
っ
た
名
作
が
で
ま
し
た
。
前
の
時
代
に
北
曲
に
押
さ
れ
て
い
た
南
戯
が
い
っ
せ
い
に
息
を
吹
き
返
し
た
わ

け
で
、
こ
れ
を
「
南
戯
の
復
興
」
と
い
い
ま
す
。

　
戯
曲
は
歌
辞
の
部
分
が
詩
に
準
じ
る
も
の
と
さ
れ
た
た
め
、
正
統
文
学
に
格
上
げ
さ
れ
ま
し
た
。
戯
曲
で

文
名
を
高
め
る
こ
と
も
可
能
だ
っ
た
わ
け
で
、
こ
こ
が
小
説
と
は
違
い
ま
す
。
伝
奇
の
作
者
に
文
人
（
知
識

人
階
級
）
が
多
い
の
も
そ
の
た
め
で
し
ょ
う
。
才
子
佳
人
の
恋
愛
劇
が
数
多
く
作
ら
れ
ま
し
た
が
、
先
に
挙

げ
た
『
牡
丹
亭
』
（
湯
前
野
作
）
は
そ
の
中
の
傑
作
の
一
つ
で
す
。
い
か
に
も
華
麗
で
退
廃
の
香
り
が
し
、
元

雑
劇
の
素
朴
な
健
康
さ
と
は
ま
た
別
の
魅
力
が
あ
り
ま
す
。

以
上
述
べ
た
宋
の
戯
文
、
金
の
院
本
、
元
の
雑
劇
、
明
の
伝
奇
は
、
中
国
の
演
劇
史
を
貫
く
太
い
線
で
、

こ
の
よ
う
に
並
べ
る
こ
と
で
中
国
演
劇
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
が
浮
き
彫
り
に
な
り
ま
す
。

を
比
べ
る
の
は
、
こ
の
場
合
侮
辱
と
受

け
取
れ
ら
れ
て
も
や
む
を
え
な
い
で
あ

ろ
う
。

▽
甕
蛾
冤

三
三
旧
作
の
雑
劇
。
ヒ
ロ
イ
ン
甕
蛾
が

無
実
の
罪
で
刑
死
す
る
た
め
、
元
雑
劇

最
大
の
悲
劇
と
言
わ
れ
る
。
甕
蛾
の
死

後
真
夏
の
六
月
に
雪
が
降
る
た
め
、
別

名
「
六
月
雪
」
と
も
い
わ
れ
、
後
世
様
々

な
作
品
に
改
作
さ
れ
た
。
京
劇
や
地
方

劇
に
も
「
六
月
雪
」
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
が

あ
る
。

▽
伝
奇

南
戯
・
戯
文
の
別
称
。
明
代
の
戯
文
は
子

代
の
伝
奇
小
説
を
題
材
に
す
る
こ
と
が

多
い
の
で
「
伝
奇
」
と
も
呼
ば
れ
た
。
文

人
（
知
識
階
級
）
の
手
に
な
る
も
の
が
多

く
、
恋
愛
劇
が
多
い
。
華
麗
で
技
巧
的
だ

が
、
元
雑
劇
の
よ
う
な
生
気
に
満
ち
た

健
康
さ
に
は
欠
け
る
と
い
わ
れ
る
。

▽
琵
琶
記

南
戯
の
最
高
傑
作
と
さ
れ
る
。
作
者
高

明
は
字
を
則
誠
と
言
い
、
比
江
温
州
瑞

安
の
人
。
四
十
歳
前
後
で
進
士
に
及
第
、

生
州
の
録
事
に
任
命
さ
れ
た
。
物
語
は
、

科
挙
を
受
け
に
行
っ
た
夫
察
伯
譜
の
留

守
を
守
る
妻
趙
五
娘
が
、
舅
・
姑
の
最
後

を
看
取
っ
た
後
、
琵
琶
を
手
に
物
乞
い

を
し
な
が
ら
夫
を
探
す
旅
に
出
る
苦
難

を
描
く
。
先
行
作
品
で
は
察
当
身
は
妻
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現
在
の
中
国
伝
統
演
劇
の
ル
ー
ツ
は
、
清
代
中
期
よ
り
盛
ん
に
な
っ
た
「
地
方
劇
」
で
、
そ
の
代
表
が
京

劇
＊
で
す
。
伝
統
劇
が
今
も
現
役
で
愛
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
如
何
に
人
々
の
心
を
捕
ら
え
た

か
の
証
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

小
説
へ
の
影
響

　
戯
曲
文
学
は
「
読
む
戯
曲
（
レ
ー
ゼ
ド
ラ
マ
）
」
と
し
て
文
人
た
ち
に
親
し
ま
れ
、
次
の
時
代
の
文
学
－

小
説
の
繁
栄
に
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。

　
例
え
ば
「
白
話
小
説
」
の
「
白
話
」
と
は
「
文
語
」
に
対
す
る
言
葉
で
、
話
し
言
葉
を
元
に
し
た
書
き
言

葉
を
指
し
ま
す
。
白
話
の
「
白
」
と
は
色
で
は
な
く
戯
曲
の
台
詞
を
表
す
「
曰
く
」
か
ら
来
て
い
ま
す
。
戯

曲
の
台
詞
を
文
章
に
す
る
こ
と
で
自
然
と
白
話
が
発
達
し
ま
し
た
。
明
代
の
白
話
小
説
は
こ
の
基
礎
の
上
に

発
展
し
た
と
言
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。

　
例
え
ば
『
遍
羅
梅
，
』
と
い
う
小
説
は
講
釈
師
が
物
語
る
と
い
う
伝
統
的
な
語
り
物
の
体
裁
を
と
っ
て
い

ま
す
が
、
中
に
多
く
の
、
登
場
人
物
が
会
話
だ
け
で
話
の
筋
を
運
ん
で
ゆ
く
場
面
が
あ
り
ま
す
。
生
き
生
き

と
し
た
会
話
の
妙
も
こ
の
作
品
の
魅
力
で
、
小
説
と
し
て
は
ず
い
ぶ
ん
高
度
な
テ
ク
ニ
ッ
ク
で
す
が
、
こ
れ

は
戯
曲
の
せ
り
ふ
の
部
分
と
よ
く
似
て
い
ま
す
。
作
者
は
お
そ
ら
く
戯
曲
創
作
に
慣
れ
た
文
人
だ
っ
た
の
で

し
ょ
う
。
登
場
人
物
が
、
死
ぬ
間
際
に
い
き
な
り
唱
い
だ
し
て
死
後
の
家
族
の
心
配
を
す
る
な
ど
、
奇
妙
な

点
が
幾
つ
か
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
も
戯
曲
創
作
の
癖
が
で
た
と
考
え
る
と
納
得
が
ゆ
き
ま
す
。

　
戯
曲
は
ま
た
、
読
み
物
と
し
て
も
流
行
し
ま
し
た
。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
読
む
楽
し
み
を
人
々
に
広
め
る
の

に
も
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
す
。
明
末
に
『
元
曲
選
．
』
と
い
う
、
元
雑
劇
百
種
を
集
め
た
書
物
が

出
版
さ
れ
ま
し
た
。
元
雑
劇
は
そ
の
頃
に
は
も
う
実
際
に
上
演
さ
れ
る
機
会
は
殆
ど
な
く
な
っ
て
い
ま
し
た

を
捨
て
罰
を
受
け
る
が
、
本
作
品
で
は

夫
婦
が
団
円
し
て
終
わ
る
。

▽
京
劇

戯
曲
の
一
種
。
二
代
半
ば
よ
り
発
達
。
二

百
年
の
歴
史
を
持
つ
。
清
乾
隆
五
十
五

年
（
一
七
九
〇
）
北
京
に
集
ま
っ
て
き
た

南
方
系
の
四
つ
の
劇
団
が
、
他
の
地
方

劇
団
と
も
交
流
し
、
曲
調
を
融
合
さ
せ

る
な
ど
お
互
い
に
影
響
を
受
け
合
い
、

曲
調
や
演
出
を
工
夫
し
変
化
発
展
さ
せ

な
が
ら
そ
の
ス
タ
イ
ル
を
作
り
上
げ
て

い
っ
た
も
の
。
音
曲
の
特
徴
か
ら
以
前

は
「
二
黄
」
と
も
言
わ
れ
た
。
現
在
中
国

伝
統
演
劇
を
代
表
す
る
演
劇
。

▽
金
瓶
梅

十
六
世
紀
半
ば
頃
完
成
し
た
長
編
小
説
。

全
百
回
。
『
水
瀞
伝
』
中
の
一
挿
話
を
元

に
、
西
門
慶
と
藩
金
蓮
は
実
は
生
き
て

い
た
と
し
て
物
語
を
続
け
て
ゆ
く
。
西

門
慶
が
次
々
と
富
を
手
に
入
れ
出
世
し

て
ゆ
く
様
を
縦
糸
に
、
女
た
ち
の
葛
藤

や
ト
ラ
ブ
ル
、
親
戚
や
友
人
・
取
り
巻
き

相
手
の
宴
会
な
ど
、
明
代
の
大
金
持
ち

の
日
常
生
活
が
詳
し
く
描
か
れ
る
。
訳

に
岩
波
文
庫
『
金
瓶
梅
』
（
小
野
忍
・
千

田
九
一
訳
、
岩
波
書
店
）
、
『
金
瓶
梅
』
（
小

野
忍
・
千
田
九
一
訳
、
「
中
国
古
典
文
学

大
系
」
平
凡
社
）
が
あ
る
。

▽
元
曲
選

一
兀
代
の
戯
曲
百
首
の
選
集
。
明
万
暦
四

十
三
年
（
一
六
一
五
）
・
翌
四
十
四
年
刊
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が
、
皮
肉
な
こ
と
に
読
み
物
と
し
て
出
版
さ
れ
て
ヒ
ッ
ト
す
る
こ
と
で
作
品
が
残
っ
た
の
で
す
。
読
み
物
と

し
て
の
戯
曲
が
人
気
を
得
た
こ
と
は
、
「
三
言
上
拍
＊
」
と
い
う
小
説
集
に
、
戯
曲
を
小
説
に
リ
ラ
イ
ト
し
た

作
品
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
分
か
り
ま
す
。

　
戯
曲
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
読
む
楽
し
み
と
白
話
と
い
う
財
産
を
残
し
、
次
世
代
の
白
話
小
説
の
流
行
と
い

う
文
化
を
生
み
出
す
基
礎
を
築
い
た
の
で
す
。

芝
居
は
「
聞
く
」
も
の

　
中
国
の
観
客
は
劇
を
観
る
時
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
隣
の
人
と
お
し
ゃ
べ
り
を
し
た
り
、
菓
子
を
食
べ
た
り
、

お
茶
を
飲
ん
だ
り
し
ま
す
。
た
い
そ
う
行
儀
が
悪
い
の
で
す
が
、
こ
れ
に
は
訳
が
あ
り
ま
す
。
中
国
で
は
度

々
芝
居
が
禁
止
さ
れ
、
芝
居
小
屋
が
閉
鎖
さ
れ
ま
し
た
。
そ
ん
な
法
の
目
を
く
ぐ
っ
て
芝
居
の
上
演
が
続
け

ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
抜
け
道
の
一
つ
が
、
飲
食
す
る
店
の
か
た
す
み
で
演
じ
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
。
当

然
客
は
ま
と
も
に
舞
台
を
観
よ
う
と
は
せ
ず
、
飲
ん
だ
り
食
べ
た
り
お
し
ゃ
べ
り
を
し
ま
す
。
そ
ん
な
中
で

客
の
注
意
を
自
分
に
向
け
さ
せ
る
た
め
に
は
必
死
の
努
力
が
必
要
で
し
た
。
現
在
観
る
こ
と
の
で
き
る
京
劇

の
俳
優
達
の
み
ご
と
な
演
技
は
、
そ
ん
な
劣
悪
な
環
境
の
中
で
磨
か
れ
て
き
た
も
の
で
す
。

　
中
国
で
は
「
芝
居
を
観
る
」
と
は
い
わ
ず
「
芝
居
を
聞
く
」
と
言
い
ま
す
。
何
よ
り
唱
が
中
心
だ
か
ら
で

す
が
、
中
国
の
伝
統
劇
の
大
事
な
要
素
は
唱
（
う
た
）
、
念
（
せ
り
ふ
）
、
倣
（
し
ぐ
さ
）
、
打
（
た
ち
ま
わ

り
）
の
四
つ
で
す
。
唱
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
四
つ
す
べ
て
に
優
れ
、
な
お
か
つ
容
姿
の
優
れ
た
も
の
だ
け

が
主
役
を
演
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
そ
ん
な
名
優
と
呼
ば
れ
る
人
の
舞
台
で
は
、
す
ば
ら
し
い
歌
声

が
舞
台
中
に
響
き
、
た
く
み
な
せ
り
ふ
ま
わ
し
に
観
客
は
涙
を
流
し
、
数
秒
の
し
ぐ
さ
に
十
年
の
修
業
が
必

要
と
い
う
芸
が
お
し
み
な
く
演
じ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
が
中
国
伝
統
劇
の
魅
力
な
の
で
す
。

行
。
威
愚
臣
・
字
は
晋
叔
の
編
。
『
鴨
宮

秋
』
以
下
減
氏
の
見
識
に
よ
る
選
択
と

校
訂
を
経
た
作
品
が
収
め
ら
れ
る
。
こ

れ
に
よ
り
後
世
に
元
曲
を
伝
え
た
絨
氏

の
功
績
は
大
き
い
。

▽
三
言
二
拍

宋
・
元
・
明
の
白
話
短
編
集
の
総
称
。
『
喩

世
明
言
』
『
警
世
通
言
』
『
醒
三
四
言
』
の

「
三
言
」
と
『
初
刻
拍
案
驚
奇
』
『
二
刻
拍

案
驚
奇
』
の
「
二
拍
」
を
合
わ
せ
て
言
う
。

「
三
言
」
の
編
纂
者
漏
夢
龍
（
一
五
七
四

～
一
六
四
五
）
は
、
字
は
猶
龍
、
江
蘇
呉

県
の
人
。
福
建
寿
寧
県
の
知
事
と
な
る
。

「
二
拍
」
の
作
者
凌
蒙
初
（
一
五
八
0
～

一
六
四
四
）
は
、
字
は
玄
房
、
即
空
観
主

人
と
称
す
。
漸
江
烏
程
の
人
。
上
海
県

尉
、
知
県
な
ど
を
歴
任
。
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定貯

-
古
代
梧
桐
荷

ξミ
タヲ

w 

元雑劇『梧桐雨』のさし絵。

玄宗が梧桐に降る雨に、今は亡き楊貴妃を思う悲痛なシーン。
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処刑場の賓蛾(元雑劇『賓蛾寛』のシーン)。

直後、彼女の血は地面に流れず、全て旗に飛び移

り、真夏なのに雪が降る。図の右上に黒雲が不吉に

たなびいているのは、その前兆。

87 小説 ・戯曲篇

元刊本『元雑劇三十種』の原文。

せりふやト書きは省略され、歌辞の全文を記す。芝

居小屋で売られていたパンフレットとみられる。

元代の雑劇の姿を残す貴重な資料である。
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