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資
料
紹
介

劉
念

茲
氏

の

「従
建
国
後
発
現
的

一
些

文
物
看
金
元
雑
劇
在
平
陽
地
区
的
発
展
」

林

田

慎

之

助

ま
え
が
き

こ

こ
に
私

が
紹
介

す

る
劉

念
茲

氏

の
論

文

は

一
九

七

三
年

の

『
文
物

』

三
月

号

に
掲
載

さ

れ

た
も

の
で
あ

る
。

論
題

は

「
建
國
後

に
現
わ

れ

た
文

物

か
ら
金

元

雑
劇

の
平

陽
地

区

に

お
け

る
発

展
を
看

る
」

と
な

っ
て

い
る
。

こ
の
な

か

に
出

て
く

る
建
國

後

と

い
う

言
葉

は
そ

れ
が

民
国
以

後

を
指

し

て

い
る

の
か
、
そ

れ
と
も

解
放

後
を

指

し

て

い
う

の
か
、
ど
ち

ら

に
も

と
れ

そ
う

な

感
じ

で

、
誤
解

を
ま

ね
き

や
す

い
言

葉

の
よ
う

に
私

に

は
思
え

た
。

と

い
う

の
は
此

の
論

文

の
な

か
で

使

用
さ

れ
て

い
る
資

料

の
大
部

分

は
解

放

後

に
発

見
さ

れ

た
考
古

学

の
資
料

で
あ

る
が

、
そ
の
う
ち

一
九

三
〇

年
代

に
山

西
省

に
お

い
て
外

人

の
手

で

発
見
さ

れ
た
雑

劇
壁

画
資

料

が
含

ま
れ

て

い
る

か
ら

で
あ
る
。し

か
し

、私

の
考
え

で
は
、民
国

の
年

号

で
始
ま

る

一九

一
二
年

を
建

国
期

と
す

る
観

念

は

今

日

の
中

国

に
な

い
と
思

つ
し

、
そ

れ
は

実

際

に
照

し

て
そ
ぐ

わ

な

い
感

じ

で
あ

る
。

し

か
も
資

料

の
大

部

分

が
解

放

後

の
発

掘

に
よ

る
文
物

で
あ

る

と
す

れ

ば
、

こ
れ

を
解

放
後

の
意

味

と

す

る

ほ
う

が
自

然

で
あ

ろ
う

。
も

う

一
つ
、

題
目

の
な

か
に

み
え

る
平

陽

地

区

と
は

ど

の
あ

た

り
を

い
う

の
か

。
著

者

は
論

文

で

は
平
陽

地
区

で
と

お

し

て

い
る
が

、
後

に
附

し

た
注

記

で
、

わ

ざ
わ

ざ

『誼

書

古

輿
紀

要

』

巻

四

十
を

引

い
て

、
こ
れ

は
現

在

の
山
西
省

晋
南

の
各

県

一
帯

を
包

括

的

に
指
す

地
名

だ
と
解

説
し

て

い
る
.、

さ

て
、
従

来

考
古

学

の
分

野

は
別

と
し

て
、

私

の
専

問

と
す

る

文
学
研

究

の
分
野

で
、

文
革

後

の
中

国

に
於
け

る
学

問
的

成
果

と
そ

の
動
向

に

つ

い
て
知

り

た

い
と
思

い
な

が
ら

、
そ

の
思

い
が
か
な

え
ら

れ
ず

に
終

っ
て

う

い
た

.
此

の
論

文

は

こ

の
八

月

に
北
京

か
ら
入

手
し

た
ば
か
り
で
あ
る
が
、

m

一
読

し

て
私

は
大
変

興

味

を
覚

え

た
。
論

題

か
ら
も

わ

か
る
よ
う

に
、
内

一

容

は

、
元

の
都

大

都

に
元
曲

が
は

な
や

か

に
登
場
す

る
ま

で

の
、

い
わ

ば

揺

藍

期

に
あ

た
る
金

末

元

初

の
雑
劇

が
山
西

省

の
郷

村

一
帯

の
民
衆

の
生

活

に

、
今

日

で

は
想
像

も

つ
か
な

い
ほ
ど
し

っ
か
り

と
根
を

下
し

て
発

展

し

つ

つ
あ

っ
た
情

況

を

、
当

時

の
雑
劇

の
諸

様
態

か

ら

つ
ぶ
さ

に
論
述

し

た
も

の

で
あ

る
。

こ
う

し

た
研
究

は

こ
れ

ま

で
あ
ま

り
見
受

け

な
か

つ
た

も

の
で

、
最
近

中

国

の
各

地

で
続

々
と
発

見

さ
れ

る
文
物
資

料

を
踏

ま
え

て

の
新

し

い
覗

角

と

展
望

を

も

っ
た
実

証
主
義

的

な
研
究

方
法

で
あ

る

と

い
え

る
。

中
国

の
演
劇

は

と
り

わ

け
民

衆

の
生

活

と
密
着

し
て

発
達

し

て
き

た
は

ず

で
あ

る

が
、
実

際

に
は

、
演

劇

史

の
発
展

段
階

で
、
そ

の
密
着

関
係

が

ま

だ

不

明

の
ま

ま

に
放

置

さ

れ

て
き

た

の
が
実
情

で
あ

る
。
そ

の
点

で

は



此

の
論

文

は
、
そ

の
不

明

の
部

分

に
照

明
を

あ

て
解

明
し
よ

う

と
し

て

い

る
。

私
は

こ

の
分

野

で
は
ず

ぶ

の
素
人

で
あ

る

が
、

こ
れ

に
よ

っ
て
今

日

の
中
国

の
学

問
研

究

の
視
角

と
方
向

の

一
端

を
、

知

っ
た

だ
け

で
も
大

き

な

収
穫

で
あ

っ
た
。

こ
れ

が
新

資

料

と
し

て
此

の
論
文

を

と
り
あ

げ

、
紹

な

す

る
ゆ
え

ん

で
あ

る
。

尚

こ
と
わ

っ
て
お
く

が
、

紹
介

の
細

目

で
私

が

「
舞

台
修

興

の
情

況
」

「金

真

道
教

の
影
響

」

と
し

て

い
る

の
は

、
劉
念

茲
氏

の
論

文

で
第

一
章

に
あ

た
り

、
細

目

で

「舞

台

の
規

模

と
小

道
具
」

と

し

て

い
る

の
は
、
劉

氏

論
文
第

四
章

と
第

六
章

に
あ

た
り

、
「
伴

奏
楽

器
と
険

説
叩
」
は
そ
の
第

二

第

三

、
第
七
章

に
あ

た

っ
て

い
る
。
最

後

に

「
路
岐

芸
人
と
元
曲

の
作
家
」

と

し

て

い
る

の

は
そ

の
第

五
章

と
結

論

の
部

分

に
相
当

す

る
。

ち
な

み

に

著
者

の
劉
念

茲
氏

に

は

『
戯
曲

研

究
』

一
九
五

七
年
第

二
期
誌
上
に
、
『
元

雑
劇

演
出

形
式

的
幾

点
初

歩
看

法

』

と
題
す

る
論

文

が
あ

る
。

舞
台
修
建
の
情
況

劉

念

茲
氏

の
此

の
論

文

は

「
平

陽
地
区

の
戯
曲

活

動

は
早
く

も

十

一
世

紀
初

年

に
舞

台
を
修

建

し

た
と

い
う
記

録

を
も

っ
て

い
る
」

と

い
う

書

き

出
し

で
は
じ

ま

っ
て

い
る
。

と
り

わ
け
解

放

後

に
、
平

陽

地
区

(現

在

の
山
西

省
晋

南
県

一
帯

)

の

各

地

で
発
見

さ
れ

た
文
物

に
よ

っ
て
、

宋

の
景

徳

二
年

二

〇
〇

五

)
に

万

栄
県
橋

上
村

に

「
舞
廃

」

が
修

建

さ

れ
て

以
来

、
金

元

の
時
代

に
及

ぶ

舞

台

修

興

の
記

録

が
陸

続

と
あ

き
ら

か

に
な

っ
て

い
る
。

こ
れ
に
よ

っ
で
、

こ
の
地
区

に
お
け

る
演
劇

活

動

の
盛

況
振

り
を

知

る

こ
と

が
で
き

る
。

そ

れ

と
と

も

に
、
舞

台
設

立

の
立

地
条

件

か
ら

み

て
、

に

こ
で
も
金

元
雑

劇

が
寺

廟

と
密
接

な
関

係
を

も

っ
て

い
た
事

情

は
、
唐

代

の
変

文

・
壁
画

・

百

戯

と
ま

っ
た
く

お
な

じ

で
あ

る

。

の
情

況

か
ら

明
瞭

で
あ

る
。

○
宋

の
天
祷

四
年

二

○

一
〇

)

村

の
后

土
廟

の

「舞

亭
」

○
宋

の
配
…寧

末
年

二

○

七
七

)

廟

の

「舞

櫻

」

○
金

の
大

{疋
八

年

二

一
六
八

)

の
東
岳

廟

の

「
露

台
」

o
金

の
興
定

二
年

二

二

一
八

)

村

の
聖

母
祠

の

「舞

台

」

0
元

の
至

元
八

年

二

二
七

こ

村

の
稜

王
廟

の

「
舞
鷹

」

○
元

の
大

徳
五

年

(
=
二
〇

一
)

林

廟

の

「舞

台
」

○
元

の
至
治

元
年

(
=

三

二

)

西

の
半
王
廟

の

「
舞

台
」

○
元

の
至

正
五
年

(
=

二
四
五

)

村

の
東
岳
廟

の

「
舞

台
」

○
元

の
泰
定

元
年

(
=

二
二
四

)
そ

の

こ
と
は
次

に
あ
げ

る
舞

台
修

興

水
神
廟
の
明
応
王
殿
内
の
雑
劇
壁
画

「

作
場
」

万
栄
県
橋
上

沁
県
の
関
帝

洪
洞
伊
壁
村

臨
扮
県
東
充

万
栄
県
太
趙

万
栄
県
の
柏

臨
沿
県
魏
村

臨
溌
県
東
羊

趙
域
窪
渠
の

忠
都
秀
在
此

現
在

ま

で
に
発
見

さ

れ

た
こ
れ

ら

の
宋

.金

.
元

に
わ

た
る
舞

台

修

興

の

記

録

は
、

い
ず

れ
も

舞

台

が
后

土
潮

・
東
岳

廟

・
関
帝

廟

・
聖
母

祠
等

の

巫
神
を

祀

る
廟
中

に
建
立

さ
れ

て

い
た

こ
と

を
示

し
て

い
る
。

こ
の

こ
と

は
ま

た
、
此

の
時
代

の
演
劇

活
動

が
迎
神

・
寮

社

・
祈

福

・
辟

壌

の
た
め
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の
民
間

信
仰

の
性
質

を
帯

び
た
演
劇

活

動

で
あ

っ
た

こ
と
を

物
語

っ
て

い

る
。平

陽

地
区

の
郷
村

に
あ

っ
て
は
、

元
代

に
至

っ
て
も

な
お

こ

の
種

の
戯

劇

が

ひ
き

つ
づ
き
演

じ

ら
れ

て

い
た

こ
と

は
、
前

述

の
稜
王
廟

・
水
神
廟

・

牛
王

廟

の
廟

中

に
お

い
て
舞

台

が
修

興
さ

れ

て

い
た
事

情

に
よ

っ
て
知

ら

れ

る
。
宋

の
雑

劇

以
来

の
比

較
的

に
素
朴

な

民
間

の
生

活
気
風

を

伝
え

て

い
た
戯
劇

の
内

容

は
、

「
路
岐

」
芸

人

の
掌

で
演

じ
ら

れ
る
う

ち

に
、

漸

次

発
展
を

と
げ

、

元
曲

の
中

で
も

、
例

え
ば

「寳

蛾

冤

」
「
救
風
塵

」
等

の

劇
作

の
出

現
を

う

な
が
し

た

と
考

え
ら

れ

る
。

全
真
道
教
の
影
響

金
末

元
初

の
平

陽

地
区

の
演
劇

活
動

の
な

か
で
、

看
過

せ
な

い
重
要

な

思
想

問
題

が
あ

る
。

そ
れ

は
全
真

道
教

の
影
響

で
あ

る
。
全

真

教

は
金

の

道

士

王
哲

が
始

め
た
道

教
信

仰

で
民

心
を
広

く

と
ち

え

て

い
た

が
、

孝
経

思
想

を
と

り

い
れ

て
、
金

元
王
朝

の
支

配
権

力

と
結

托
し

て
統

治
秩
序

の

イ
テ

オ

ロ
ギ

ー

と
な

っ
た
。

そ

の
影
響

は
大

き
く

、
金

末
元

初

の
戯
曲

に

も

反

映
を

み
る
。

此

の
点

に

つ

い
て

の
劉
念

茲
氏

の
論

及

は
と

り
わ
け

精

彩

を
放

っ
て

い
る

の
で
、

そ

の
部

分
を

次

に
引
く

こ
と

に
す

る
。

中

統

元
年

(
一
二

六
〇

)
、
茜

城
永

楽
宮

の
全
真

道

教

の
領

袖

・

播
徳

沖
墓

の
石
惇

に
浅

刻
さ

れ

た
院

本
演
出
図

に
は
あ

き

ら
か

に
道

教

と
雑
劇

の
関
係

が
非

常

に
密

切
な
も

の
で
あ

る

こ
と

を
実

証
し

て

い
る
。

こ
れ
か
ら

、

民
間
雑

劇

の
活

動

が
も

は

や
人
民

生
活

の
様

子

と
生
産

に

か
か
わ

り
あ
う

水

風

雨
牛

の
類

の
内
容

を

反
映
す

る

の
で

は
な
く

、
更

に
多

く

の
封

建

道
徳

と
宗

教

の
色

彩

を
加

え

て
ゆ
く

こ

と

に
な

っ
た
。

全
真

教

の
道

人
播
徳

沖

の
石

惇

に
は
そ

の
上

に
刻
ま

ま

れ

た
院
本
演

出
図

の
外

に
、
二
十

四
幅

の
孝

子

の
故

事

図
が

刻
ま

れ

て

い
る
。

こ

の
二
十

四
孝

の
題
材

の
流

行
と

全
真
教

の
提

唱

は
非

常

に
ふ

か

い
関
係

が
あ
る

。
全
真

教

の
祖
師

王
哲

は

『
孝
経

』
を

読

む

こ
と

を
提
唱

し

て

い
る
。
王

哲

の
弟
子

の
邸

処

機

は
元

の
太
祖

に

孝
道

を
利

用
し

て
統

治

の
秩
序

を
強

固

に
す

る
よ

う

に
建
議

し

て

い

る
。

元

の
統
治

階
級

は
全

真
教

の
建
議

の
下

に

お
お

い
に
孝

道
を

提

唱
す

る

こ
と

に

つ
と
め

て

い
る
.

そ

の
た

め
金

元
時

代

の
多

く

の
地

主
階

級

の
墓

葬

の
中

に
は

、
漢

魏
以
来

流
行

し

て
き
た
孝

子
故

事

の

図
柄

が
出

現
し

て

い
る
。

元
雑

劇

も

ま
た

こ

の
影
響

を

受
け

て
、
多

く

の
孝
子
故

事

の
劇

作

を
産

み

だ
し

て

い
る
。
例

え
ば
喬

吉
甫

の

『
賢
孝
婦

』

、
居

子
敬

の

『
孟
宗

実

竹
』
等

が
そ
れ

で
あ

る
,
添

徳
沖

墓

の
石
檸

に
浅
刻

さ

れ

た
院

本
演

出

図
を

み
る

と
、
全

真
教

が
院
本

と
雑
劇

芸
術

の
形

式

を

利
用

す
る

こ
と

を
重
視

し

て
、

そ

の
教
義

を

宣
揚
す

る
手

段

と
し

て

い
た
こ
と

が
証

明
さ

れ

る
。

全
真

教

が
保
性

・
全
真

・
忍

辱

・
含
垢

の
思

想
を

唱
え

て
、

元

代

の
文

人

の
消
極

的

な
情
緒

と

ぴ

っ
た
り
適
合

し

、
両
者

が
相

い
即

応

す

る

こ
と

で
、
元
雑
劇

の
発
展

史
上

に
神

仙
道
家

の
反

動
的

な
思

想

の
逆

流
を

ま
き

お

こ
す

こ
と

に
な

る
。

こ
の
逆
流

は
元
雑

劇

の
発

展

前
期

に
あ

っ
て
は
馬

致
遠

を
も

っ
で

そ

の
代

表

と
し
、

彼

は
雑

劇

の
手
段

を
利

用
し

て

ほ
し

い
ま
ま

に
全
真

祖

師

の
た
め
に
伝
を
作
り
、

聲

援
し

て

い
る
。

馬
致

遠

は

『
王
祖

師

三
度

馬
丹
陽

』
を

写
し

て
神

が

か
り
的

に
全
真

教

の
創
始

者

・
工

哲
を
宣

伝

し
た
。
馬
丹

陽

と
は

即

ち
第

二
代

の
掌

教

馬

鐙
で
王

哲

の
大

弟
子

で
あ

る
。

馬
致
遠

は
彼

の

た
め

に
も

『
馬
丹

陽
三
度

任
風

子
』
雑

劇

を
伝

写
し

て

い
る
。
全

真
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道

教

は
自

ら

を
宣

伝
し

た

ば
か

り
で
な

く

、
八
仙

を

か

つ
ぎ

出
し

て

賞

賛

し
て

い
る
。
永

楽

純
陽
宮

は

つ
ま

り
八

仙

の

一
人

呂
洞
賓

の
祠

堂

で
、

馬
致

遠

は
ま

た

『
呂

洞
賓

三
酔
岳

陽

楼
』
『
開
塩

間
教

黄
梁
夢

』

等

の
雑
劇

を

か

い
て

八
仙

の
故
事

を
宣

伝
賞

揚

し
た
。

こ
れ
ら

の
雑

劇

は
直
接

に
全
真
教

の
た

め
に
服

務
し

、

公
に
全

真
教
義

を

宣
揚

し
、

「
人
我

是
非

」
を
す

っ
か
り

取
り

去

る

こ
と
を
提
唱
し
、
人

々
が
統

治

者

に
た

い
し

て
無

抵

抗
主

義

の
馴
服

の
態

度
を

と

る

こ
と

を
よ

び

か

け

た
。
馬

致
遠

は
敬

凄

な
全
真

教

の
宣
伝

家

で
あ

っ
た

と

い
う

こ
と

が

で
き
る

し
、

彼
自
身

が
全
真

道
人

で
あ

っ
た
ら
し

い
。

元

雑
劇

の
題

材

の
中

に
は

、

一
時

、
直

接

に
全
真

教

に
服
務

す

る

た
め

に
七
真

・
八
仙

の
故

事

を
も

っ
て
内

容

と
し

た
沢

山

の
雑

劇

が

出

現
し

た
。
上

に
あ

げ

た
馬
致

遠

が
写

し

た
劇

本

の
外

に
、

七
真

を

写

し
た

も

の
に
鄭

廷
玉

が
書

い
た

『
風

日
七

真
堂
』

雑
劇

、
平

陽

出

身

の
作
家

石

君
宝

が
書

い
た

『
張

天
師

断
歳

寒
三
友

』
、

無

名

氏

の

『許

真

人
抜
宅

飛
昇

』
等

の
雑

劇

が
あ

る
。

八
仙

の
故
事

を
宣

揚

し

た
も

の
に
は
、
な
お
例

え

ば
岳
伯

川

の
『
呂
洞
賓

度

鉄
拐
李

岳
』
、
無
名

氏

の

『
呂
翁

三
化

郡
鄭
宮

』
『
純
陽

美
化
度

黄
龍

』
『
呂
洞
賓

桃

柳
昇

仙

夢
』
『
漢
鐘

離
度

脱

藍
菜

和

』
『事

玉

板
八

仙
倫

海
』
、
紀

天

祥

の

『
韓

湘
子

三
度

韓
退
之

』
、
趙

文
股

の

『
張
果

老
度

脱

嘔
観
音
』
等

の
雑
劇

が
あ

っ
た
。
全

真
教

の
た
め

に
宣

伝
し

た

一
部
分

の
雑
劇

は

の
ち

に

な

れ
ば

な
る

ほ
ど

に
反
動

化

し

.
あ

っ
さ
り

保
性

と

い
う

全

真
教

の

外

衣
を
投

げ
出

し

、
露
骨

に
封
建

統
治

階
級

を
賞

揚
し

て

い
る
。

例

え

ば
元
雑

劇
後

期

の
無
名

氏

の

『
宝
光
殿

天

真
祝
萬

寿

』
『
祝
聖

寿
金

母
献

蠕

桃
』
『賀

昇
平

群
仙

祝
寿

』

等

は
す

べ
て
そ
う

で
あ

る
。

こ
れ

ら

の
作

品
は
約

五

十
種
前

後

φ

.
元
雑
劇

の
総

目

の
百

分

の
十
を

な

し

、
も

し

こ
れ
に

二
十
四

孝

の
内
容

の
作

品
を
加

え

れ
ば
更

に
多

く

な

る
。
全
真

教

の
元
雑

劇

に

た

い
す

る
影
響

が
非

常

に
大

き

い
も

の

で
あ

り

、
看

過

せ
な

い
反

動
思
想

の
逆
流

で
あ

る

こ
と

が
わ
か

る

で

あ

ろ
う
。

こ
れ

で
、
孝
経

思
想

=
統

治
支

配

の
秩
序

維
持

の
思

想

と
結

び

つ

い
た

全
真
教

の
反
動
思

想

が
元
雑

劇

の
演

目
内
容

に
き
わ

め

て
大

き

な
影
響

を

あ

た

え

て

い
る

こ
と

が
わ

か
る

が
、

そ

の
反
面

、
民
族

間

の
抗
孚

圧
迫

と

階
級
闘

争

が
尖

鋭
化

し

て

い
た
元
時
代

の
雑

劇
芸

術

が
少

く
な

か
ら
ず

元

王

朝
統

治
階

級

の
残

虐
な
掠

奪
を
攻

撃

す

る
人

民
大
衆

の
不

満

と
反
抗

を

反

映
し

た
劇

本

を
残

し

て

い
る

こ
と
も
忘

れ

て
は
な

ら
な

い
。

そ

の
反
証

と

し
て

、
金

・
元
両

王
朝

が
発

布

し
た

〈
上
を

犯
し

て
悪

し
ざ
ま

に
言
、つ
〉

雑
劇

上

演
者
を

死
罪

に
処
す

と
し

た
禁
令

、

〈
生
業

に
務

め
ず

、

城

市

や

坊

鎮

で
詞
話
を

演
唱

と
雑
劇

を

教
習

し
、
詠

諺

に

聚
衆
す

る
〉

こ
と

を
禁

じ

た
法
令

な

ど
、

『金

史

』
本
紀

、

『
元
史

』
刑

法
志

の
中

か

ら
実

例

を

拾

い
あ
げ

る

こ
と

が
で
き

る
。

し

か
し
、

以
上

の
雑

劇

禁
圧

の
事

実

は
劉
念

茲
氏

の
論

述

の
な

か
で

い

わ

ば
伏
線

に
当
る
部

分

で
、
そ

れ

ら

の
禁

圧

に
も

め
げ
ず

、

な
お
平

陽
地

区

に
層

の
厚

い
演
劇

を
愛

好
す

る
大

衆

が

い
て
、

そ
れ
を

基
盤

と
し

て

、

金

元
雑
劇

の
演

劇

と
演

唱

の
教

習

が
流
行

し

て

い
た
事
実

を
最

近
発

掘

さ

れ

た
文

物
資

料

か
ら
実

証
し

よ
う

と
し

て

い
る
。

例

え
ば
、
元

の
世
祖

の

至

元
八

年

(
一
二

七

一
)
、
万

栄
県

大
趙

村

の
稜

王
廟

に
修

建

さ

れ

た
舞

鷹

に

つ
い
て
は

「碍

匠

・
李
」

と

い
う
刻

石

の
記
載

が
発
見

さ
れ

た
し

、

そ

の
な
か

の

「
今
有

本
村

ロ
日

ロ
等

、

謹
発
慶

心

、
施
集

銭

二
百
貫

文
舞

廟

一
座

、
創

建
修

蓋
舞
庁

一
座
」

の
記

事
を

は

じ
め

と
し

て
、
同

じ
く

万

栄

県
西

景
村

の
岱

岳

廟

で

の
舞

台
修

興

の
石
碑

記
事

等

々
と
平

陽
地

区

で
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続

々
と
発

見

さ
れ

る
文

物
資

料

か

ら
、

こ
の
相

次
ぐ

禁
令

発

布

の
情

況
下

で
も

な

お
絶

え
る

こ
と

の
な

い
雑
劇

芸

術

に
対
す

る

こ

の
地

区
農

民

の
熱

愛

振

り

が
実
証

さ

れ

る
。

そ
れ

は
農

民

が
自

分

た
ち

の
幸

福

を
祈

っ
て
舞

台
を

修
建

し

た
も

の
で
あ

っ
た
し

て
も

、
単

に
迎
神

、
供

神

の
た

め

の
も

の
だ
け

で
な

か

っ
た

こ
と
を

物

語

っ
て

い
る
。

舞
台
の
規
模
と
小
道
具

圏一 万栄太越村稜王店舞台硝刻

 

十
三

世
紀
初

頭

、
平

陽

地
区

に
出

現

し

た
舞

台

建

築
は
、
『
東
京
夢
華
録
』

の
記
載

に
出

て
く

る

木
組

み

の
上

に
テ

ン
ト

の
屋

根

を
架

し

た
宋

代

の
芝

居

小
屋

か
ら
発

展
し

て
、
す

で

に
碍
を

積

み
木

を
組

み
瓦

の
天
蓋

を

も

つ

精
緻

な
固

定
性

の
舞

台
劇

場

と
な

っ

い
た
。

そ

れ

は
金
代

候

馬

董
紀

堅
墓

二

二

一
〇

)
か
ら

出
土

し

た
舞

台
模

型

が
証

明
し

て

い
る

。

こ
れ

は
ま

た
平

陽
地

区

の
万
栄

県

四
望

郷

の
后
土
廟

に
修

興
さ

れ

た
元
時

代

の
舞

台

と
瓜

二

つ
で
あ

る
。

明

の
陶
宗

儀

の

『
綴
耕

録
』

巻

二
四

の
勾

欄

圧

の
条

り

に

次

の
よ
う

な

記
事

が
あ

る
。

至

元
壬
寅

の
夏

、
松
江

府

の
前

の
勾

欄

に
隣
居

せ
し
顧

一
百

と

い

う
者

あ

り
。
ー

女

官
奴

有

り

て
謳
唱

を
習

う
。

勾
欄

の
鼓
鳴

を
聞

く
毎

に
則

ち

入
る
。

こ

の

日
、
入

り

て
未

だ
幾

ば
く

な
ら

ず

し

て
、

棚
屋

拉
然

と
し

て
聲

有

り
。
衆

椋

れ
散

ず
。

既

に
し

て
急
無

け

れ

ば

復

焉

に
集

る
。

時

を
移

さ
ず

、
棚
砧

圧
す

。
顧

(
百

一
)

入
り

て
其

の
女

を

抱

か
ん
と
す

。
お
も
わ

ざ

り
き
女

す

で
に
出
ず

る
と

は
。
遂

に

顛
木

の
下

に
発

る
。
死

者
凡

よ

四
二

人
。

こ
の
記
事

の
冒
頭

に
出

て
く

る
元

の
至
元
壬

寅

と

い
え
ば

、

一
四
世

紀

の
中

葉

に
相
当

す

る
。

こ

の
頃

に
な

っ
て
も

、
松
江

府
あ

た

り

の
劇

場

が

榊
鼠

掛

け

の
臨
時

に
し

つ
ら

え
ら

れ

た
移
動

式
演
劇

場

で
あ

っ
た
こ
と
を
、

こ

の
記
事

は
伝

え

て

い
る
。

こ
れ

に
く

ら

べ
て

、
平
陽

地
区
の
郷
村

で
は
、

こ

れ
か

ら
す

で
に

一
世
紀

半
も

ま

え

に
、
堅

牢
な

固
定
式

の
劇

場
舞

台

が

建
築

さ

れ

て

い
た

こ
と

に
な

る
。

こ

の
舞

台

一
つ
を
と

っ
て
み

て
も
、

こ

の

地
区

の
雑
劇

が

い
か

に
深
く

民
衆

の
生

活

に
溶

け
込

ん

で

い
た
か
を

知

る

こ
と

が

で
き

る
。

平

陽

地
区

の
元

雑
劇

で
使

わ
れ

て

い
た
小
道

具

の
類

は
ど
う

で
あ

ろ
う

か
。

例

え
ば

、

ぬ

い
と
り

を
し

た
垂
幕

な

ど
芸

術
的

に

か
な
り

念

の
入

っ

た
作

品

が

で
き

て

い
た
。
前

述

の
明
応

王

殿
内

の

「
忠
都

秀
在

此
作
場

」
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の
壁
画

を
み

る
と

、
垂
幕

の
上

の
絵
画

二
幅

は
、

右
側

の
図

に
歯

を

む
き

だ
し

爪
を

ふ
る
う
青

竜

を
描

き

、
そ

の
背
景

に
蒼

松
を
あ

し

ら

い
、
左
側

の
図

に
は

右
手

に
剣

を

と
り

斬
殺

状
を

開

い
た
壮

士
を
描

き

、
そ

の
背
景

に
天

に
甕

え

る
古
松

を
あ

し

ら
う

な
ど

、
美
術

的

に
高
度

な
価

値
を

具
え

た
も

の
で
あ

っ
た
。

そ

の
他

の
小
道

具

、
演
員

を
標

示
す

る
帳
額

、
牌

旗

は

い
う

に
及

ば
ず

、

演
劇

に
用

い
る
刀

・
宮

扇

・
朝
笏

の
類

に
も

芸
術

的

な
加
工

が

ほ
ど

こ
さ

れ

て

い
る
も

の
が
数
多

く

あ
る
。

こ
れ
ら

の
小
道

具

は
み
な

当
時

の
雑

劇
芸

人

た
ち

が
な

が

い
舞

台

の
実
践

体
験

の
な

か

で
累

積

し
た
経

験

か

ら
、
舞

台

の
演
劇

に
見

合
う

か

た
ち

で
製

作

し
た

も

の
で

あ

っ
た
。

伴
奏
楽
器
と
験
譜

宋

の
周

密

の

『
武
林

旧
事
』

は
鼓

板

の
条

り
で
、
宋

代
官

庁

の
楽
隊

組

織

に

ふ
れ
、

「衙

前

一
火
鼓

見

・
君

師
駿

、
拍

・
張
順

、
笛

・
揚
勝

・
張
師

孟
」

と

楽
隊
を

構
成

す

る
楽
器

を

と
り
あ

げ
、

そ

の
そ
れ

ぞ
れ

の
伴
奏
者

名

を

記
し

て

い
る
。
金

元
雑

劇

が
平

陽
地

区

で
発
展

し

て

い
た
時

期

に
そ

の
伴
奏

に
使

わ

れ

た
楽
器

も
ま

た
、
鼓

・
拍

・
笛

の
三
種

の
楽
器

で
あ

っ

た
。

そ
れ

を
実

証
す

る
も

の
は
、

明
応
王

殿
内

の

「
忠
都

秀
在

此
作
場

」

の
壁
画

で
あ

る

。

元

の
中
葉

か

ら
明
初

に
か
け

て
、

例
え

ば

『
藍
菜
和

』
『
鉄
拐
李

度
金

童

玉

女
』

な

ど

の
雑

劇

に
描

か
れ

た
歌
舞

場

面

の
情

況

描
写

か
ら

み
る

と
、

あ

き

ら
か

に
、
此

の
三
種

の
楽

器

の
外

に
、
琵
琶

が
伴

奏

に
加

え
ら

れ

て

使

用

さ
れ

て

い
た
痕

跡
が
あ

る
。

し

か
し

、
金
末

元
初

の
平

陽

地
区

の
雑

劇

で
伴

奏

さ
れ

る
楽
器

は
、

宋
代

の
楽

隊
組

織
を

う
け

つ

い
で
、
鼓

・
笛

・
拍

が
主

で
、
弦

楽
器

を
使
う

ま

で

に
は

至

っ
て

い
な

い
。

ま
た

、
金
元

期
を

通

じ
て
平

陽

地
区

に
お
け

る
験

部
仮

装

の
特
色

は

、

黒
白

の
二
色

の
く
ま

ど
り

に
あ

り

、
後
世

の
所

謂

「
粉
墨

の
登

場
」

は

こ

れ

に
も

と
つ

い
て

い
る
。
金

代

の
候

馬
董

氏
墓

か
ら

出
土

し

た
戯

桶

の
験

譜

と

元
代

の
明
応

王
殿

内

の

「
忠
都

秀
在

此
作
場

」

の
壁
画

中

の
人
物

の

瞼
譜

と
を
比

較

し

て
み
る

と
き

、
浄

・
丑

の
険
譜

の
仮

装

の
基
本

は

そ
れ

ぞ

れ
同

じ

で
あ

る
が
、
た
だ
少

し
相
違

し

て

い
る
部

分
は

、金

の
戯

桶

で
は

丑

の
仮
装
が
白
粉
を
用

い
て
鼻

の
上
に
三
角
形
の
く
ま
ど
り
を
し

て
い
る

の
に

対
し
て
、
元

の
壁
画
中

の
丑

の
演
員
が
白
粉
を
用

い
て
二
つ
の
目
の
ま
わ
り
を

く
ま
ど

っ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
金

の
戯
桶

の
丑

の
険
部

を

み

る
と
、

頬

の
上

に
二

つ
の
不
規

則

な
墨

が

つ
い
て

い
る

が
、
元

の
壁
画

中

の
丑

の

験
部

か

ら
は

そ
れ

が
消

え

て
、
験
譜

が
ず

っ
と
整

理

さ
れ

て
く

る
。

こ
れ

か
ら

み
て
も

、
金

の
院

本

と
元

の
雑
劇

の
浄

・
丑

の
仮

装
方

法

は

基
本

的

に
大
差

は
な

い
が
、

そ

の
間

、

や
は

り
百
年

を
経

過
し

て

い
る

の

で
、
平
陽

地
区

に

お

い
て
も

、
両
雑
劇

の
間

に
発
展

的

な
継
承

関
係

を

み

る

こ
と

が
で
き

る
し

、

こ
れ

が
基
本

と
な

っ
て
、
中

国
の
伝
統
戯
曲

の
浄

・

丑

の
験
譜

に
沿

用

さ
れ

、
そ

の
発
展

と
変

容
を

う
な

が
す

こ
と

に
な

る
。

こ
の
験

部

仮
装

の
方

法

と
密

接

に
結

び

つ
く

脚
色

演
出

の
問
題
が
あ
る
。

金

の
院
本

で
は
、
副

浄
を

主
要

な
役

柄

と
し

て
演
出
す

る

の
が

お
お

む
ね

の
特

色

で
あ

る
が
、

こ
れ
は
宋

の
雑
劇

と

大
同

小
異

で
あ

る
。

こ
れ

は

い

ず

れ
も

滑
稽

・
課
譜

を
主

な
内

容

と
す

る
が

た
め

に
自

然

そ
う

な

っ
た

の

で
あ

る
。

平
陽

地
区

の
こ

の
時
代

の
雑

劇

の
脚
色

演

出
も
同
じ
で
あ

っ
た
。

『
武

林
旧
事

』

が
脚
色

を
あ

げ

た
条

り

で
、
戯

頭

・
副
末

・
副
浄

・
引

戯

な
ど

の
脚
色

と

と
も

に
、
装

旦

と

い
う

脚
色

を
あ

げ

て

い
る

。

こ
の
装

旦

こ
そ

は
後

の
元
雑
劇

に
お

い
て
主

役

に
廻

る
旦
角

つ
ま

り
女

形

で
あ

つ

た
。

『
武
林

旧
事

』

の
記
事

か
ら

み
れ

ば
、
す

で
に
、
宋

の
雑

劇

に
女
形
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が
登

場
し

て

い
た
と

み
ら

れ
る

が
、

副
浄

・
副
末

に
く
ら

べ
る

と
そ
れ

ほ

ど
重

要

な
役
廻

り

で
あ

っ
た

と
は
思

わ
れ

な

い
。

と

こ
ろ
が

、
元
代

の

「
忠
都

秀
在

此
作
場
」

の
壁

画

の
中

に
出

て

く
る

横
額

に
大

書

さ
れ

た
忠
都

秀

こ
そ

は
、
元
曲

の
旦
角

(
女

形

)

で
あ

り
、

こ
の
横
額

か

ら

み
て
、
旦
角

が
主
役

の
地
位

に

の
ぼ
り
、

浄

・
丑

が

そ

の

次

の
地
位

に
し
り

ぞ

い
て

い
る

こ
と
を
告

げ

て

い
る
。

こ
れ
か
ら
す
れ
ば
、

元
代

の
平

陽

地
区

で

の
郷
村
雑

劇

に

お

い
て
も

、
宋

金
雑
劇

の
基
礎

の
上

に
、
す

で

に
比
較
的

に
成

熟

し
た

元
雑
劇

が
出

現
し

て

い
た
と
み
ら
れ
る
。

「
路
岐
」
芸
人
と
元
曲
の
作
家

劉

念

茲
氏

の
論
文

は
平

陽

地
区

の
雑

劇

活
動

の
担

い
手

で
あ

る
芸
人
が
、

金

元
時
代

に
な
る

と
流

れ
歩
く

「
路
岐
」

か

ら
、
す

で

に
固
定

し

た
区
域

性

を
も

つ
専
業

演
戯

班
を
組
織

し

て
ゆ
く

方
向

に
あ

っ
た
と
し

て
、

こ

の

地
区

の
雑

劇

活
動

の
重
要

な
特

長

を
そ

こ
に
み
て

い
る
。

こ
の
あ
た

り

の

論

述

の
部
分

も
興

味
を

引
く

に
充

分
な

の

で
、
劉
念

茲
氏

に

そ

の
ま

ま
語

ら

せ
る

こ
と

に
す

る

。

宋

・
元
時

代

の
雑
劇

芸

人

は
宮

迂

で
演

出
し

た
芸

人
を

の
ぞ

く

と
、

お

お
む

ね
は

「
沖

州
衝
府

う

の
流

動
性

の
非

常

に
大

き

い

「
路

岐
」

の
人

で
あ

る

、
あ

る
者

は
ま

だ
勾

欄

に
入

る

こ
と
が
で
き
ず
に
、

随
処

で
演

唱
し

て
場

を
作

し

て

い
る
だ
け

で
あ

っ
た
。

『武

林

旧
事

』

巻
六

の
瓦

子
勾

欄

の
条

り
で
次

の
よ

う
な
事

実

を
記

載
し

て

い
る
。

「
或

は

路
岐

の
勾
欄

に
入

ら
ず

、
只

岡

に
し
て
寛

闊

の
処
を

要
め

て

場
を

倣
す

者
有

り
。

之
を

打

野
呵

と
謂
う

。
此

れ

又
芸

の
次
な

る
者

な

り

」
と
。
し
か

し
事

実

上

は
、

た
と

え
芸
術

が
比

較
的
高

い
芸
人

で
も

、

や
は
り

到

る
と

こ
ろ
を

流
浪

す

る
ば

か
り

で
あ

っ
た

の
だ

。

元
代

の
南

戯

の

『
宙

門
子

弟
借

立
身

』

に
、

一
人

の
東
平
府

の
芸
人

が

河
南
府

に
到

っ
て
場
を

作
す
情

景

を
描

写
し

て

い
る
。
「
老
身
趙
茜

梅

、如

今
年

紀
老
大

な

り
。
只

一
女

の
王
金
梓

の
場

を
作
す

に
算

り

て

活
を

な
す

の
み
。
本

も

と
是

れ
東
平

府

の
人
民

な
り

。
如

今
弦

見

の

河
南

府

に
到

っ
て
場

を
作

す

こ
と
多

日
。

今
朝

、
招

子
を

桂
く

。
弦

児

を
叫

び
出
し

明

日

の
雑

劇

を
商
量

す

る
を
免

れ
ず

」
と
。
王
金

榜

の

よ
う

な
才

芸

の
あ

る
路
岐

芸
人

で
す

ら

、
打
野

呵

で
あ
る
ば
か
り

に
、

あ

ち
ら

こ
ち

ら
で
場

を
作

し

て

い
た

こ
と
が

わ
か

る
。

し
か

し
、
近

頃
発

見

さ
れ

た
文
物

か

ら

み
る
と

、
平
陽

で
活

動

し

て

い
る
芸

人

で
、
或

る
者

は
看

板

に
平
陽

地
区

で
活

躍

し

て

い
る
演

戯
班

で
あ

る

こ
と
を
書

き

出

し

て

い
る

。
明
応

王
殿

の
壁

画

は
そ

の

地

で
演

出
し

た
も

の

が
、
尭
都

で
愛

さ

れ

て

い
る
平

陽

当
地

の
著
名

な

芸
人

〈
忠
都

秀

〉
を
頭

と
す

る
演

戯

班

の
出

現

で
あ

る

こ
と
を

表

明
し

て

い
る
。

こ
れ

は
元
代
平

陽

地
区

で

は
、
す

で

に
区

域
性

の
固

定

し

た
雑

劇

演
戯
班

が
出

現

し

て

い
た

こ
と

と
、

そ

の
著

名

な
演

貝

を

生

み
だ
し

て

い
た

こ
と
を

説

明
す

る
も

の
で
あ

る
。

こ
の
種

の
情

況

は

す

で

に
普

遍

的

で
、

夏

伯

が
著

し

た

『
青

楼

夢

』

が
記

載

す

る

雑
劇

芸

人

の
あ

る
者

は
地
区

を

以

て
名

と
し

て

い
る
者

が
あ

る

。
例

え

ば

〈平

陽
奴

〉

〈大

都

秀
〉

な

ど
で
あ

る
。

総

括

的

に

云

え

ば

、
此

の

め

ざ

ま
し

い
平
陽

地
域

の
演

劇

活
動

こ
そ

は

、

十

一
世
紀

か
ら

十
四

世
紀
初

葉

に
か
け

て
、
中

国
北

方

の
雑
劇

芸
術

が
し

だ

い
に
成
熟

し

ゆ
く
揺

藍

で
あ

っ
た
。

云

い
換
え

る
な

ら
ば

、

こ
れ
ら

の

雑
劇

芸

人
が

共
同
し

た
も

の
を

基
礎

と

し
て

、
中
国

の
雑
劇

芸
術

は
は
ぐ
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く
ま

れ

発
展

し

て
き

た

の
で
あ

る
。

と
り

わ
け
十

三
世
紀

か

ら
十

四
世

紀

に
か
け

て
、
元

の
都
大

都

の
地
区

で
栄

え

た
元
雑

劇

の
芸
術

は
、
そ

の
思

想

内
容

か
ら

芸
術

形
式

に
至

る
ま

で
、

こ
れ
ら

の
郷
村

で
活
躍

し

た
雑

劇
芸

人

の
掌

に
よ

っ
て
堅

実

な
基
礎

が
う

ち

た

て
ら
れ

て
き

た

と

い
え

る
。

こ
の
あ

た
り

の
事
情

を
う

か

が
う

資

料

の

一
端

と
し

て
、
劉

念
茲

氏

は

平

陽

出
身

の
元
曲

作
家

と
そ

の
作
家

た
ち

が
残
し

た
劇

本

の
数

に
照

明
を

あ

て
な

が
ら

、
次

の
よ
う

に
此

の
論
文

を
結

ん

で

い
る
。

平
陽

地
区

の
雑
劇

活

動

は
芸
術

上

の
達

成

に
お

い
て
、

相
当
高

い

も

の
で
、
そ

の
影
響

も
大

き

い
も

の

が
あ

り

、
そ
れ

は
元
雑

劇

が
大

都

で
繁
栄
す

る
基

礎

を
さ

だ
め

た
。

元
雑
劇

の
作
家

の
本

籍

と
劇

本

の
創
作

情

況
か

ら
み

て
、
平
陽

出

身

に
属
す

る
作

家

は
凡

そ
八

人

で
、
人
数

は
大

都
出
身

に
次
ぐ
元

雑

劇

前
期

の
作
家

群

と
な

っ
て

い
る

。
元

の
鍾

嗣

が

つ
く

っ
た

『
録
鬼

簿

』

の
記
載

に

、
石
宝

君

・
壬
伯

嗣

・
趙

公
輔

・
李
行
甫

・
狭
君
厚

・

孔

文
卿

及

び
鄭
光

祖
等

七
人

が
あ

り
、
皆

で
雑
劇

三

十
八

本
を
創

作

し

て

い
る
。

も
し

著
名

な
作

家

・
関

漢
卿

を
平

陽

解

州

の
人

と
す

る

説

が

た
し

か
で
あ

る

と
す

れ
ば

、
そ

れ
で
八

人
と

な

る
。

『
録
鬼
簿

』

の
記

載

は
関

漢

卿

が
雑

劇

総

べ
て
五

十
六
本

を
創

作

し

た
と
あ

る
。

こ
れ

で
平

陽

の
雑

劇
作

家

が
輩

出
し

、
そ

の
作

品

は
凡
そ

百
種

に
達

し

て
、

ほ
ぼ
元
雑

劇
劇

本

の
総

目

の
五
分

の

一
を
占

め

る
。

こ
れ

に

よ

っ
て
、
平

陽

地
区

の
雑
劇

活

動

は
相
当

に
隆

盛
し

て

い
た
も

の
で

あ

る

こ
と

、
大
都

に
次

い
で
金

元
時
代

の
北
方
雑

劇

の
活
動

で
は

比

較

的

に
発
達

し

て

い
た
地
域

と
な

っ
て

い
た

こ
と
が

わ
か

る
。
平

陽

時
代

の
金

の
院
本

及

び
初

期

の
元
雑

劇

の
芸

術
的

成
果

が
な

か

っ
た

な

ら

ば
、

や
は
り
大

都

の
時
期

に
繁

栄

し
た

元
雑
劇

は
あ

り

え
な

い

と

い
う

こ
と

が
で
き

る
。

そ

れ

に
ま
た
空

前

の
繁
栄

を

き

た
し

た
元

雑

劇

が
北
方

の
広

大

な
町

と
農

村

に
ね
ざ

し

、
広

大

な
町

と

郷
村

の

群
衆

が
喜

ん

で
聞

き
楽

ん
で
見

た
芸
術

形
式

の
基
礎

の
上

に

、
し

だ

い
に
壮
大

に
な

っ
て
き

た
も

の
で

あ

っ
た
と

い
う

こ
と

が

で
き

る
。
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