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第
八
十
一
加

清
朝
宮
廷
大
戯
『
鼎
峠
春
秋
』

|
|
清
朝
宮
廷
に
お
け
る
三
園
志
劇
|
|

に
つ
い
て

松

謙

京
都
府
立
大
皐

清
朝
の
宮
廷
に
お
い
て
は
、
「
宮
廷
大
戯
」
と
総
務
さ
れ
る
演
劇

が
上
演
さ
れ
て
い
た
。
規
模
は
壮
大
だ
が
内
容
空
疎
と
考
え
ら
れ
て

き
た
こ
れ
ら
の
演
劇
作
品
が
、
賓
は
丈
拳
研
究
の
上
で
も
重
要
な
慣

値
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
別
稿
で
す
で
に
述
べ
た
遁
り
で
あ

略
的
。
宮
廷
大
戯
は
吐
大
な
規
模
を
持
つ
だ
け
に
、
す
べ
て
が
創
作
か

ら
な
る
も
の
で
は
な
く
、
先
行
作
品
を
多
く
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
作
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
宮
廷
大
戯
は
あ
る
テ
l
マ
に
闘
す
る

さ
ま
ざ
ま
な
演
劇
作
品
の
集
大
成
と
も
い
う
べ
き
性
格
を
持
つ
の
で

あ
る
。
従
っ
て
、
宮
廷
大
戯
の
内
容
を
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ

り
、
そ
の
物
語
に
閥
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
演
劇
作
品
に
つ
い
て
ま
と
め

て
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
ば
か
り
か
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
今
で

は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
作
品
を
部
分
的
に
再
構
成
す
る
こ
と
も
可
能

と
な
る
。
ま
た
、
『
金
瓶
梅
』
を
除
く
四
大
奇
書
の
内
容
が
す
べ
て

題
材
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
宮
廷
大
戯
は

多
く
の
場
合
先
行
す
る
著
名
な
小
説
と
同
じ
内
容
を
扱
っ
て
お
り
、

し
か
も
大
規
模
な
だ
け
に
、
小
説
の
内
容
の
大
部
分
が
演
劇
化
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
多
い
。
従
っ
て
、
そ
の
内
容
を
小
説
と
比
較
す
る
こ

と
に
よ
り
、
同
じ
物
語
が
演
劇
と
小
説
で
は
ど
の
よ
う
な
異
な
る
か

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
こ
か
ら
小
説
の
本
文
を
見
る
だ

け
で
は
気
づ
か
な
い
よ
う
な
問
題
賠
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
も
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可
能
に
な
る
。
他
方
、
清
朝
宮
廷
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
物
語
の
受

容
の
さ
れ
方
を
理
解
し
、
そ
こ
か
ら
清
朝
宮
廷
の
性
格
に
つ
い
て
考

え
る
締
口
と
も
な
り
う
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

こ
う
し
た
研
究
を
進
め
る
上
で
は
、
本
論
で
と
り
あ
げ
る
『
鼎
時

春
秋
』
は
組
好
の
素
材
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
清
朝
宮
廷
に
お

け
る
四
大
大
戯
の
一
つ
と
し
て
知
ら
れ
る
本
劇
は
、
い
う
ま
で
も
な

く
宮
廷
大
戯
の
中
で
も
特
に
大
き
な
規
模
を
持
つ
作
品
で
あ
り
、
し

か
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
素
材
は
名
高
い
三
園
志
の
物
語
で
あ
る
。

こ
の
非
常
に
人
気
の
高
い
物
語
が
、
『
三
園
志
演
義
』
(
以
下
『
演



義
』
と
略
稽
)
に
ま
と
ま
る
ま
で
に
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
語
り
演
じ
ら

れ
、
小
説
の
形
を
取
っ
た
後
も
さ
ま
ざ
ま
な
費
容
を
遂
げ
た
こ
と
、

あ
わ
せ
て
演
劇
に
お
い
て
も
重
要
な
題
材
と
な
り
、
今
日
に
至
る
ま

で
演
じ
ら
れ
、
新
た
な
作
品
を
生
み
出
し
績
け
て
い
る
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
。
『
鼎
時
春
秋
』
は
、
そ
う
し
た
三
園
志
を
題
材
と
す

る
作
品
群
の
中
で
も
最
大
級
の
規
模
を
持
っ
て
お
り
、
特
に
演
劇
に

お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
に
ま
と
ま
っ
た
形
で
三
園
志
の
物
語
を
舞
牽

に
上
せ
た
例
は
他
に
存
在
し
な
い
。
首
然
そ
こ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
演

劇
や
小
説
の
要
素
が
混
在
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
仔
細
に
検
討
す
る

こ
と
は
、
結
果
的
に
三
園
志
を
題
材
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
作
品
を
再

検
討
す
る
き
っ
か
け
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
三
園
志
は
い
う
ま
で
も
な
く
王
権
に
関
わ
る
物
語
で
あ
る
。

清
朝
宮
廷
と
い
う
王
権
そ
の
も
の
の
中
心
と
も
い
う
べ
き
場
で
、
果

た
し
て
こ
の
物
語
は
ど
の
よ
う
な
形
で
受
容
さ
れ
て
い
た
の
か
。
そ

の
あ
り
ょ
う
は
、
清
朝
に
お
け
る
王
権
の
意
味
に
つ
い
て
も
一
つ
の

示
唆
を
輿
え
て
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。の

内
容
を
詳
し
く
紹
介
・
分

②
 

析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

本
論
に
お
い
て
は
、
『
鼎
時
春
秋
」

清
朝
宮
廷
大
戯
『
鼎
峠
春
秋
』
に
つ
い
て
(
小
松
)

『
鼎
時
春
秋
』
は
全
一
一
百
三
十
九
帥
と
い
う
巨
大
な
規
模
を
持
つ
。

全
瞳
は
十
本
に
分
け
ら
れ
て
お
り
、
第
一
本
に
お
け
る
閲
羽
の
華
雄

討
ち
取
り
、
第
三
本
に
お
け
る
銅
雀
牽
の
宴
、
第
五
本
に
お
け
る
赤

壁
の
戦
い
、
第
七
本
に
お
け
る
曹
操
の
剖
位
の
よ
う
に
、
末
尾
に
華

や
か
な
場
面
が
置
か
れ
て
い
る
例
が
多
い
こ
と
か
ら
考
え
て
、
こ
れ

は
便
宜
的
な
匝
分
で
は
な
く
、
各
本
は
一
定
の
意
味
を
持
っ
た
ま
と

ま
り
を
な
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
『
鼎
峠
春
秋
』
は
、
二

十
四
齢
か
ら
な
る
芝
居
を
十
本
連
ね
て
三
園
志
物
語
を
語
る
と
い
う
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壮
大
な
意
園
の
も
と
に
制
作
さ
れ
た
演
劇
作
品
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
だ
け
の
規
模
を
持
ち
な
が
ら
、
三
園
志
物
語
が

ほ
ぼ
満
遍
な
く
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と

は
、
各
本
の
内
容
を
列
奉
す
る
だ
け
で
も
た
だ
ち
に
明
ら
か
に
な
る
。

各
本
の
詳
細
な
内
容
は
、
末
尾
に
あ
げ
た
附
表
の
通
り
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
一
つ
の
目
安
と
し
て
、
各
本
の
内
容
が
『
演
義
』
毛
宗
山
岡

本
(
以
下
「
毛
本
」
と
略
稽
)
の
何
回
に
あ
た
る
か
を
あ
げ
て
み
よ
う
。



第
一
本

第

本

第

本

第
四
本

第
五
本

第
六
本

第
七
本

第
八
本

第
九
本

第
十
本 中
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第
一
回
l
第
五
回
前
竿

第
五
回
後
宇
l
第
二
十
回
前
半
-
第
一
一
十
九
回

第
一
一
十
回
後
竿

l
第
二
十
五
回
・
第
五
十
六
・
五
十

八
・
五
十
九
回

第
一
一
十
六
回
l
第
三
十
八
回
・
第
二
十
三
回

第
三
十
九
回
i
第
四
十
九
回

第
五
十
回
l
第
五
十
七
回
・
第
六
十
八
回

第
六
十
回
i
第
六
十
六
回
(
初
め
の
部
分
)

第
六
十
六
回
(
績
き
)
!
第
八
十
四
回
(
前
竿
)

第
八
十
四
回
(
後
竿
)
!
第
八
十
九
回

第
九
十
・
九
十
一
回

「
演
義
』
を
基
準
に
す
れ
ば
、
劇
中
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
内

容
に
著
し
い
濃
淡
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
右

に
あ
げ
た
「
演
義
』
の
該
嘗
箇
所
の
中
に
も
、
演
じ
ら
れ
な
い
部
分

が
多
く
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
各
本
の
内
容
を
更
に
具
瞳
的
に
確
認

し
て
み
よ
、
っ
。

第
一
本

第

本

第

本

第
四
本

第
五
本

第
六
本

第
七
本

第
八
本

第
九
本

第
十
本

プ
ロ
ロ
ー
グ
・
劉
閲
張
の
黄
巾
討
伐
・
董
卓
の
権
力
掌

握
・
曹
操
ら
の
奉
兵

三
戦
呂
布
・
連
環
計
・
察
丈
姫
・
日
布
滅
亡
・
孫
権
立

つ
・
許
田
の
狩

劉
備
の
脱
出
・
董
承
ら
の
曹
操
討
伐
失
敗
・
闘
羽
の
投

降闘
初
顔
良
を
斬
る
・
千
里
濁
行
・
古
城
曾
・
劉
備
檀
渓

を
跳
ぶ
・
三
顧
草
塵
・
繭
衡
曹
操
を
罵
る

博
望
焼
屯
・
長
坂
披
・
赤
壁
の
戦
い

華
容
道
・
劉
備
三
郡
を
取
る
・
劉
備
孫
夫
人
を
要
る
・

- 60ー

周
瑞
気
死
・
諸
葛
亮
周
瑞
を
弔
う

劉
備
局
を
取
る
・
趨
雲
幼
主
を
救
う
・
曹
操
親
王
と
な

る闘
羽
車
万
曾
・
劉
備
即
位
・
闘
羽
貌
と
戦
う
・
闘
羽
の

死
・
陸
遜
劉
備
を
破
る
・
劉
備
の
死
・
曹
操
の
死

八
陣
圃
・
劉
禅
師
位
・
孫
夫
人
投
身
・
曹
操
地
獄
を
巡

る
・
南
蟹
征
討

南
蟹
征
討
・
曹
操
ら
地
獄
を
巡
っ
て
裁
き
を
受
け
る
・



エ
ピ
ロ
ー
グ

一
見
し
て
明
ら
か
な
通
り
、
全
瞳
に
中
心
と
な
っ
て
い
る
の
は
あ

く
ま
で
劉
備
・
閥
弱
・
張
飛
の
三
兄
弟
で
あ
り
、
そ
の
他
の
人
物
は

彼
ら
に
関
係
す
る
範
園
で
登
場
す
る
の
が
基
本
で
あ
る
。
賓
は
、
こ

れ
は
す
で
に
『
三
園
志
卒
話
』
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
特
徴
で
あ
っ

的た
'性
格つ
で ま
あ り
つ

た こ
もれ
のは
と嚢
思能
わの
れ世
る④言
そお
れり
ゆ竺

宍画
『志
演物
義語
」の

に基
お本

い
で
か
な
り
の
比
重
を
持
っ
て
語
ら
れ
る
官
渡
の
戦
い
な
ど
の
衰
紹

一
統
と
曹
操
の
戦
い
の
物
語
は
、
闘
羽
仰
に
関
係
す
る
白
馬
の
戟
な
ど

を
除
け
ば
ほ
と
ん
ど
無
覗
さ
れ
て
お
り
、
哀
氏
の
滅
亡
自
瞳
全
く
演

じ
ら
れ
な
い
。

同
様
に
、
三
園
の
一
つ
と
し
て
嚢
紹
以
上
の
重
要
性
を
持
つ
は
ず

の
孫
氏
一
族
の
物
語
も
、
一
一
一
戦
呂
布
・
赤
壁
の
戟
い
・
孫
夫
人
と
の

結
婚
・
夷
陵
の
戦
い
と
い
う
極
め
て
直
接
的
に
劉
備
に
闘
わ
る
場
面

を
除
け
ば
ほ
と
ん
ど
無
-
損
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
第
二
本
第

三
十
三
齢
に
お
い
て
、
孫
櫨
が
孫
策
の
跡
を
耀
ぐ
ま
で
の
経
緯
が
非

常
に
強
引
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
呉
の
物
語
が
こ
の
劇
に

清
朝
宮
廷
大
戯
『
鼎
峠
春
秋
』
に
つ
い
て
(
小
松
)

お
い
て
は
全
く
副
次
的
な
意
味
し
か
持
っ
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
も

の
と
い
え
よ
、
つ
。

従
っ
て
、
劉
備
の
死
と
と
も
に
物
語
は
基
本
的
に
終
わ
る
。
諸
葛

亮
と
い
え
ど
も
副
次
的
人
物
に
過
ぎ
な
い
以
上
、
五
丈
原
の
物
語
も

演
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
一
方
で
、
例
外
的
な

部
分
が
多
数
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
第
二
本
に
お
け
る
連
環
計
は
、

三
園
志
物
語
に
お
い
て
は
重
要
な
要
素
で
あ
る
が
、
劉
備
と
直
接
的

な
闘
係
は
な
い
。
第
三
本
に
お
け
る
董
承
・
吉
平
が
曹
操
打
倒
に
失

敗
す
る
部
分
も
、
『
演
義
』
に
お
い
て
は
劉
備
が
一
味
と
な
っ
て
い

- 61ー

る
賄
で
無
闘
係
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、

『
鼎
峠
春

秋
』
で
は
劉
備
は
彼
ら
の
グ
ル
ー
プ
に
は
参
加
し
て
い
な
い
。
察
丈

姫
や
禰
衡
の
物
語
に
至
っ
て
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
第
九
・

十
本
に
お
け
る
南
蟹
征
討
の
物
語
も
、
劉
備
死
後
の
諸
葛
亮
の
物
語

自
瞳
が
存
在
し
な
い
以
上
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
詳
し
く
演
じ
ら
れ
ね

ば
な
ら
な
い
の
か
、
そ
し
て
な
ぜ
南
蟹
蹄
服
を
も
っ
て
事
責
上
こ
の

劇
が
終
了
す
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。

こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
は
、
二
つ
の
覗
貼
が
要

求
さ
れ
よ
う
。

一
つ
は
『
鼎
時
春
秋
』
は
ど
の
よ
う
な
方
法
で
作
ら
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れ
た
の
か
と
い
う
覗
賄
、
も
う
一
つ
は

『
鼎
時
春
秋
』
は
何
の
た
め

に
作
ら
れ
た
の
か
と
い
う
覗
離
で
あ
る
。

『
鼎
峠
春
秋
』
は
、
昭
植
の

に
よ
れ
ば
、
乾
隆
帝
が
荘
悟
親
王
允
様
に
命
じ
て
作
ら
せ
た
も
の
だ

と
い
う
。
こ
の
記
述
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
『
鼎
峠
春
秋
』
の
成
立

『
瞬
亭
績
銀
』
巻
一

「
大
戯
節
戯
」

年
代
は
、
荘
悟
親
王
が
楽
部
を
統
括
す
る
よ
う
に
な
っ
た
乾
隆
七
年

(
一
七
四
二
)
か
ら
浸
す
る
三
十
二
年
(
一
七
六
七
)
の
聞
と
い
う
こ

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
荘
悟
親
王
が
音
楽
に
通
じ
て
い
た
こ
と
で
知

⑤
 

ら
れ
る
動
か
ら
す
る
と
、
彼
は
単
な
る
名
目
上
の
責
任
者
で
は
な
く
、

か
な
り
の
程
度
ま
で
『
鼎
峠
春
秋
」
の
制
作
そ
の
も
の
に
関
わ
っ
た

可
能
性
が
高
い
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
荘
悟
親
王
も
ゼ
ロ
か

ら
こ
の
長
大
な
劇
を
創
作
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
中
園
の
演
劇
に
お
い
て
先
行
作
品
を
流
用
す
る
の

は
決
し
て
珍
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
ま
し
て
や
こ
の
よ
う
に
多
く
の

先
行
作
品
が
存
在
す
る
題
材
に
つ
い
て
空
前
の
規
模
の
演
劇
作
品
を

作
り
上
げ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
を
流
用
し
な
い
は
ず

は
な
い
。
事
費
、
「
鼎
時
春
秋
』

の
中
に
は
、
多
く
の
先
行
作
品
の

形
跡
を
見
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
、
前
節
で
連
ベ
た
劉

備
と
直
接
的
な
闘
係
を
持
た
な
い
部
分
は
、
基
本
的
に
そ
れ
ら
先
行

作
品
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
流
用
し
て
い
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
部

位
な
の
で
あ
る
。

原
擦
と
な
っ
た
作
品
に
つ
い
て
は
、
各
帥
ご
と
に
附
表
に
列
畢
し

で
あ
る
が
、
以
下
主
な
も
の
を
確
認
し
て
い
こ
う
。
ま
ず
最
も
額
著

に
認
め
ら
れ
る
の
は
、
第
一
本
第
十
一
帥
(
以
下
こ
の
種
の
事
例
は

「

1
1
1
」
と
い
う
形
で
表
記
)
か
ら
2
1
8
ま
で
の
一
一
十
二
齢
の
う

一-62一一

ち
十
五
輸
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
、

一一嗣

(
2
|
2
)
に
お

い
て
は
全
瞳
の
宇
分
程
度
用
い
ら
れ
て
い
る
「
連
環
記
」
で
あ
る
。

明
代
中
期
の
人
王
済
の
手
に
な
る
も
の
と
さ
れ
る
こ
の
惇
占
拠
は
、
今

日
も
な
お
昆
曲
な
ど
で
し
ば
し
ば
上
演
さ
れ
る
入
試
演
目
で
あ
る
が
、

こ
れ
ら
の
諸
齢
の
大
部
分
に
お
い
て
、
由
辞
の
み
な
ら
ず
セ
リ
フ
に

至
る
ま
で
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
流
用
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
同
劇
に
は
古

い
刊
本
は
残
っ
て
お
ら
ず
、
数
種
の
抄
本
を
惇
え
る
の
み
で
あ
る
が
、

竹
林
本
と
通
稀
さ
れ
る
中
国
国
家
圃
書
館
戴
和
及
び
『
古
本
戯
曲
叢

刊
初
集
」
所
肢
の
抄
本
と
比
較
す
る
と
、
基
本
的
に
は
竹
林
本
に
近



い
も
の
の
、
叢
刊
本
に
近
い
箇
所
も
あ
り
、

い
ず
れ
と
も
異
な
る
テ

キ
ス
ト
に
よ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
二
に
あ
げ
る
べ
き
は
、

3
-
mか
ら
4
1
H
ま
で
の
二
十
一
一
齢

の
う
ち
賓
に
二
十
帥
で
利
用
さ
れ
て
い
る

一
致
の
度
合
い
は

『
古
城
記
』
(
作
者
不
明
)

で
あ
る
。
た
だ
し
、

『
連
環
記
」
よ
り
格
段
に
低

く

一
部
が
一
致
す
る
の
み
で
あ
る
部
分
や
、

4
ー

2
・
5
・
6
の

よ
う
に
明
の
周
憲
王
朱
有
敗
の
雑
劇
「
義
勇
辞
金
」
と
合
致
す
る
部

分
と
混
ざ
り
合
っ
て
い
る
ケ
l
ス
も
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
部
分

に
し
ば
し
ば
「
濠
白
」
と
い
う
ト
書
き
が
見
え
る
こ
と
は
、
『
古
城

記
』
が
元
来

t陽
腔
で
演
じ
ら
れ
て
い
た
侍
奇
と
思
わ
れ
る
こ
と
と

符
合
し
よ
う
。
た
だ
し
、
濠
調
が
置
か
れ
て
い
る
部
分
は
『
古
本
戯

曲
叢
刊
初
集
」
所
収
の
テ
キ
ス
ト
と
合
致
せ
ず
、
こ
こ
で
利
用
さ
れ

『
古
城
記
』
や

て
い
る
の
は
別
系
統
の

『
古
城
記
』
、
も
し
く
は

「
義
勇
尉
貯
金
」
を
流
用
し
た
他
の
作
品
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

も
う
一
つ
、
原
操
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
う
る
の
は
、

担
か
ら
6

U

に
か
け
て
散
護
的
に
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る

『
草
庫

記
』
(
作
者
不
明
)
で
あ
る
。
た
だ
し
、
『
草
庫
記
』

の
利
用
の
賦
況

lま

「
連
環
記
』
『
古
城
記
』
と
は
様
相
を
異
に
す
る
。
「
連
環
記
」

清
朝
宮
廷
大
戯
『
鼎
峠
春
秋
』
に
つ
い
て
(
小
松
)

『
古
城
記
』
は
か
な
り
集
中
し
て
使
用
さ
れ
、
特
に
前
者
は
セ
リ
フ

に
至
る
ま
で
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
流
用
さ
れ
て
い
る
帥
が
大
宇
を
占

め
て
い
た
。

つ
ま
り
、
該
営
箇
所
に
つ
い
て
い
え
ば
、

『
鼎
時
春

秋
』
は
『
連
環
記
』
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
拝
借
し
て
い
る
と
い
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
『
草
屋
記
』
に
お
い
て
は
、
本

文
が
ほ
と
ん
ど
一
致
す
る
の
は
5

|
日
l
m
、
つ
ま
り
赤
壁
に
お
け

る
借
東
風
の
前
の
部
分
と
、

6
ー
ロ
・
日
と
い
う
劉
備
と
孫
夫
人
の

結
婚
の
一
部
分
の
み
で
あ
っ
て
、
そ
の
他
は
『
草
庫
記
」
と
演
義
や

他
の
演
劇
作
品
(
今
は
失
わ
れ
た
「
錦
嚢
記
』
「
赤
壁
記
』
『
四
郡
記
』
な

ど
か
)
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
。
無
論
、
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6
-
nが
一
部
『
草
庫
記
』
と
一
致
す
る
一
方
で
、

『
綴
白
裏
』
所

l肢
の

『
西
川
園
』
と
は
ほ
ぼ
完
全
に
一
致
す
る
こ
と
に
は
っ
き
り
と

示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

『
鼎
峠
春
秋
」
が
基
づ
い
て
い
る
の
は

『
草
塵
記
」
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
『
草
屋
記
』
を
流
用
し
て
作
ら

4 

れ
た
、
も
し
く
は
逆
に
『
草
庫
記
」

の
原
擦
と
な
っ
た
他
の
演
劇
作

品
で
あ
る
可
能
性
も
十
分
に
あ
る
。

以
上
の
三
つ
が
、
現
在
確
認
し
う
る

『
鼎
峠
春
秋
』
が
大
規
模
に

利
用
し
た
演
劇
作
品
で
あ
る
。
更
に
、
よ
り
小
規
模
な
流
用
の
事
例
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も
複
数
確
認
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

ま
ず
他
作
品
を
そ
の
ま
ま
利
用
し
た
こ
と
が
明
ら
か
な
事
例
を
確

認
し
て
お
こ
う
。

一
つ
は
7

|
担
・
8
ー
ー
に
お
け
る
闘
漢
卿
の
雑

劇
「
関
大
王
草
刀
舎
」
第
三
了
四
折
の
流
用
で
あ
る
。
た
だ
し
、
同

劇
に
つ
い
て
は
元
刊
本
と
お
そ
ら
く
明
の
宮
廷
に
関
係
す
る
で
あ
ろ

う
趨
埼
美
抄
本
し
か
残
っ
て
お
ら
ず
、
清
代
に
完
全
な
形
の
テ
キ
ス

ト
が
流
布
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
従
っ
て
、
『
鼎
崎
春
秋
』

が
依
援
し
て
い
る
の
が
ど
の
よ
う
な
「
皐
刀
舎
」
の
テ
キ
ス
ト
で
あ

る
か
が
嘗
然
問
題
に
な
る
。

附
表
に
詳
し
く
記
し
た
よ
う
に
、
「
車
万
舎
」
の
曲
辞
を
停
え
る

テ
キ
ス
ト
は
元
刊
本
・
超
埼
美
抄
本
以
外
に
も
多
数
存
在
す
る
が
、

す
で
に
土
屋
育
子
氏
が
論
じ
て
お
ら
れ
る
よ
う
同
、
そ
れ
ら
は
い
ず

れ
も
現
存
す
る
元
刊
本
そ
の
も
の
か
ら
出
て
い
る
可
能
性
が
高
く
、

ま
た
7

|
担
に
該
賞
す
る
第
三
折
に
つ
い
て
は
、
『
大
明
天
下
春
』

⑨
 

等
の
℃
陽
腔
系
散
帥
集
が
後
宇
で
曲
の
順
序
を
入
れ
替
え
て
大
幅
な

嬰
更
を
行
っ
て
い
る
の
に
封
し
、
『
綴
白
裏
』
等
の
昆
山
腔
系
テ
キ

ス
ト
に
お
い
て
は
、
そ
の
部
分
の
曲
自
躍
が
削
除
さ
れ
て
い
旬
。

7

出
に
つ
い
て
は
、
興
味
深
い
こ
と
に
「
鼎
峠
春
秋
』
の
本
文

は
ど
の
系
統
の
テ
キ
ス
ト
と
も
完
全
に
は
一
致
せ
ず
、
℃
陽
腔
系
-
ア

キ
ス
ト
と
一
致
す
る
箇
所
も
あ
れ
ば
、
昆
山
腔
系
テ
キ
ス
ト
に
し
か

な
い
語
句
も
認
め
ら
れ
る
と
い
う
賦
況
で
あ
る
が
、
全
瞳
的
に
い
え

ば
、
最
初
の
セ
リ
フ
を
は
じ
め
と
し
て
、
趨
清
美
抄
本
と
合
致
す
る

箇
所
が
比
較
的
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
『
鼎
峠
春
秋
』

の
本
文
は
、
首
時
出
回
っ
て
い
た
散
帥
集
の
ど
れ
と
も
一
致
せ
ず
、

抄
本
の
み
を
惇
え
る
テ
キ
ス
ト
と
不
完
全
な
が
ら
一
致
す
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

一
致
の
度
合
い
が
不
完
全
で
あ
り
、

一
部
お
そ
ら
く

上
演
用
テ
キ
ス
ト
に
依
援
す
る
散
働
集
と
一
致
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
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お
そ
ら
く
上
演
の
場
で
遁
宜
改
饗
さ
れ
な
が
ら
用
い
ら
れ
て
い
た
テ

キ
ス
ト
に
基
づ
い
て
い
る
可
能
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

番
近
い
内
容
を
持
つ
越
埼
美
抄
本
が
お
そ
ら
く
は
い
わ
ゆ
る
子
小
穀

本
、
つ
ま
り
明
の
宮
廷
演
劇
に
関
わ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
テ
キ
ス
ト

⑪
 

で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
「
鼎
峠
春
秋
」
が
依
撮
し
た
テ
キ
ス

ト
は
、
明
朝
宮
廷
か
ら
清
朝
宮
廷
に
受
け
継
が
れ
た
も
の
だ
っ
た
か

も
し
れ
な
い
。

8
ー
ー
に
つ
い
て
は
、
毘
山
腔
の
上
演
用
テ
キ
ス
ト
に
依
援
す
る

と
い
わ
れ
る
『
綴
白
裏
』
と
セ
リ
フ
に
至
る
ま
で
ほ
ぼ
一
致
す
る
。



こ
の
齢
を
収
録
す
る
『
綴
白
裏
』
は
乾
隆
年
聞
の
後
宇
に
刊
行
さ
れ

⑫
 

て
お
り
、
先
行
す
る
『
綴
白
裏
合
選
』
に
は
見
え
な
い
貼
か
ら
し
て
、

『
鼎
峠
春
秋
」
と
の
聞
の
先
後
関
係
は
微
妙
な
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

完
全
に
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
ほ
ぼ
同
時
期
の
も
の
で
あ

ヲ
ゐ
こ
シ
」
、

7

担
は
『
綴
白
裏
』
と
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
こ
と
か

ら
考
え
て
、
『
緩
白
裏
」
そ
の
も
の
に
依
操
す
る
の
で
は
な
く
、
雨

者
が
ほ
ぼ
同
じ
テ
キ
ス
ト
に
基
づ
い
て
い
る
可
能
性
が
高
い
で
あ
ろ

ぅ
。
つ
ま
り
、
「
車
万
曾
』
と
重
な
る
部
分
は
、
お
そ
ら
く
明
の
宮

廷
経
由
で
惇
わ
っ
た
上
演
用
基
本
に
依
操
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い

こ
と
に
な
る
。

も
う
一
つ
、
明
ら
か
に
他
の
作
品
を
流
用
し
て
い
る
の
が
叩
|

2

・
3
で
あ
る
。
「
鼎
峠
春
秋
』
に
お
い
て
は
、
曹
操
は
死
後
に
十

殿
閤
君
の
も
と
を
順
番
に
巡
っ
て
罰
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ

の
中
ほ
ど
、
五
殿
閤
君
の
も
と
で
、
か
つ
て
迫
害
し
た
禰
衡
が
天
宮

の
修
文
院
舎
人
と
し
て
赴
任
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
出
合
い
、

剣
官
の
依
頼
に
よ
り
、
か
つ
て
繭
衡
が
太
鼓
を
打
ち
な
が
ら
曹
操
を

面
と
向
か
っ
て
罵
っ
た
こ
と
を
再
演
す
る
こ
と
に
な
る
。
責
は
こ
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
自
瞳
は
4
|
但
で
す
で
に
演
じ
ら
れ
て
お
り
、
後
述
す

清
朝
宮
廷
大
戯
『
鼎
峠
春
秋
』
に
つ
い
て
(
小
松
)

る
よ
う
に
そ
の
部
分
は
、
本
文
が
『
三
園
志
演
義
』
の
毛
本
に
一
致

す
る
貼
か
ら
考
え
て
新
た
に
創
作
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
も
の
と
思

わ
れ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
も
う
一
度
同
じ
場
面
が
演
じ
ら
れ
る
わ
け

で
あ
る
。
こ
の
部
分
の
内
容
は
、
明
の
徐
謂
の
有
名
な
連
作
雑
劇

『
四
聾
猿
』
の
一
篇
「
狂
鼓
史
漁
陽
三
弄
」
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま

使
用
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
同
じ
話
を
二
度
に
わ
た
っ
て
演
じ
る

の
は
、
徐
滑
の
雑
劇
の
設
定
が
、
地
獄
の
判
官
の
前
で
死
後
の
曹
操

た
ち
に
演
じ
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
後
述
す
る
よ
う
に

『
鼎
峠
春
秋
』
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
曹
操
の
地
獄
巡
り
と
ぴ
っ
た

65 

り
合
致
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
部
分
は
、

セ
リ
フ
に
至
る
ま
で

ほ
と
ん
ど
『
四
聾
猿
』
そ
の
ま
ま
と
い
っ
て
よ
い
。

以
上
が
『
鼎
峠
春
秋
』
の
う
ち
、
原
操
と
な
っ
た
作
品
を
現
在
確

認
し
う
る
部
分
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
鼎
峠
春
秋
」

の
構
成
要
素
と

な
っ
た
先
行
作
品
は
も
と
よ
り
こ
れ
に
限
る
も
の
で
は
な
く
、
多
く

の
今
は
失
わ
れ
た
演
劇
作
品
が
流
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

逆
に
い
え
ば
、
『
鼎
時
春
秋
」
の
内
容
か
ら
そ
れ
ら
失
わ
れ
た
作
品

の
内
容
を
あ
る
程
度
復
元
す
る
こ
と
が
可
能
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。

次
に
、
様
々
な
手
が
か
り
か
ら
、
そ
れ
ら
現
存
し
な
い
先
行
作
品
と
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開
わ
る
部
分
を
割
り
出
し
て
い
き
た
い
。

ま
ず
問
題
と
な
る
の
は
、

1
4
・

7
・
8
に
お
い
て
、
明
の
徐

文
昭
編
と
い
う
「
風
月
錦
嚢
』
の
「
精
選
積
編
委
全
家
錦
三
園
志
大

⑬
 

全
」
所
牧
の
曲
と
同
じ
も
の
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
は
先
行
作
品
が
現
存
す
る
部
分
と
し
て
あ
げ
る
べ
き
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
『
風
月
錦
嚢
』
に
見
え
る
の
は

一
部
の
曲
辞
だ
け
で
あ
り
、
更
に
基
づ
く
と
こ
ろ
が
あ
る
も
の
と
想

定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
風
月
錦
嚢
」
は
嘉
靖
三
十
二
年
(
一
五
五
三
)
、
お
そ
ら
く
は
建

⑬
 

陽
の
書
坊
で
あ
る
倉
氏
進
賢
堂
に
よ
り
刊
行
さ
れ
た
散
齢
集
で
あ
る
。

右
に
あ
げ
た
部
分
に
は
、
こ
の
書
に
見
え
る
曲
が
そ
れ
ぞ
れ
一
・

四
・
三
支
用
い
ら
れ
て
い
る
。

「
三
園
志
大
全
」
の
性
格
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
が
、
目
録
に⑬

 

は
「
三
園
志
桃
園
記
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。

「
桃
園
記
」
と
は
、
明
末
の
祁
彪
佳
の

『
遠
山
堂
曲
品
』
「
具
品
」

e

」、
ー

三
園
惇
中
曲
、
首
桃
園
、
古
城
次
之
、
草
塵
又
次
之
、
難
出

自
俗
吻
、
猫
能
窺
音
律
一
二
。

三
国
物
語
の
曲
と
し
て
は
、
初
め
が
『
桃
園
』
、
次
が
『
古

城
」
、
そ
の
ま
た
次
が
『
草
麗
」
と
な
る
。
俗
な
曲
辞
で
は
あ

る
が
、
音
律
の
一
、
二
は
の
ぞ
き
見
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。

と
見
え
る
今
で
は
失
わ
れ
た
停
奇
で
あ
る
。
祁
彪
佳
の
説
明
か
ら
す

れ
ば
、
「
桃
園
記
』
は
『
古
城
記
』
『
草
雇
記
』
と
連
績
し
て
三
園
志

物
語
を
演
じ
て
い
く
か
の
如
き
内
容
を
持
っ
て
い
た
ら
し
い
(
『
草

塵
記
』
の
項
に
も
、
『
桃
園
記
』
と
績
い
て
い
て
同
一
作
者
の
手
に
な
る
も
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の
の
よ
う
だ
と
い
う
記
述
が
見
え
る
)
。
と
す
れ
ば
、
他
の
二
劇
が
大
幅

に
流
用
さ
れ
て
い
る
以
上
、
『
桃
園
記
』
も
『
鼎
峠
春
秋
』
制
作
に

あ
た
っ
て
利
用
さ
れ
た
可
能
性
が
高
か
ろ
う
。
こ
の
こ
と
と
題
目
に

「
桃
園
記
」
と
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
『
風
月
錦
嚢
』
と

重
複
す
る
部
分
は
、
賓
は
『
風
月
錦
嚢
』
の
も
と
に
な
っ
た
惇
奇

『
桃
園
記
』
に
基
づ
く
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
『
風
月

錦
嚢
」
に
見
え
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
前
後
す
る
部
分
は
『
桃
園

記
』
を
流
用
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
に
な
る
。
賓
際
、
こ
の

前
後
に
は

「
桃
園
記
』
に
由
来
す
る
の
で
は
な
い
か
と
と
思
わ
れ
る



場
面
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

1
3
は
事
賓
上
全
篇
の
最
初
の
場
面
で
あ
り
、
劉
備
が
初
め
て

い
き
な
り
劉
備
の
一
一
夫
人
が
登
場
し

登
場
す
る
く
だ
り
で
あ
る
が
、

て
、
庭
を
散
歩
し
つ
つ
劉
備
と
と
も
に
不
遇
を
嘆
く
と
い
う
、
『
演

義
』
と
は
お
よ
そ
か
け
離
れ
た
内
容
を
持
つ
。
基
本
的
に
『
演
義
』

に
忠
賓
な
内
容
を
持
つ

『
鼎
時
春
秋
』
に
お
い
て
、
な
ぜ
最
も
重
要

な
場
面
の
一
つ
で
あ
る
冒
頭
に
こ
の
よ
う
な
場
面
が
置
か
れ
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
主
人
公
と
そ
の
妻
(
し
ば
し

ば
二
人
い
る
)
が
現
れ
、
風
光
を
め
で
つ
つ
身
の
上
を
語
る
と
い
う

い
わ
ば
朕
況
設
定
の
場
面
を
冒
頭
に
置
く
こ
と
が
侍
奇
の
一
つ
の
定

式
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
由
来
し
よ
う
。

つ
ま
り
、

1
ー
3
は
何
ら

か
の
停
奇
の
場
面
を
流
用
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
り
、
そ

の
原
操
で
あ
る
可
能
性
が
最
も
高
い
の
は
、
『
桃
園
記
』
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
、
っ
。

ま
た
、
『
風
月
錦
嚢
』
に
依
嫁
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
1

4
と
1

7

に
は
さ
ま
れ
た

1

5

・
6
は
、
閥
視
が
人
助
け
の

た
め
熊
虎
を
斬
る
こ
と
を
演
じ
る
。
こ
れ
は
、
「
演
義
』
に
は
全
く

見
え
ず
、
明
の
内
府
本
雑
劇
「
桃
園
三
結
義
」
で
演
じ
ら
れ
る
開
弱

清
朝
宮
廷
大
戯
『
鼎
峠
春
秋
』
に
つ
い
て
(
小
松
)

の
出
身
惇
と
も
内
容
を
異
に
す
る
が
、
賓
は
、
細
部
に
異
同
は
あ
る

も
の
の
、
京
劇
等
で
今
日
も
演
じ
ら
れ
て
い
る
物
語
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
演
劇
の
世
界
で
は
閥
視
の
出
身
停
と
し
て
熊
虎
を
斬
る
物

語
が
惇
承
さ
れ
績
け
て
き
た
の
で
あ
り
、
そ
の
起
源
に
は
か
な
り
庚

く
知
ら
れ
た
演
劇
作
品
が
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が

『
桃
園
記
』
で
あ
る
可
能
性
は
か
な
り
高
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ

の

-
-
4
・
5
は
北
曲
の
套
数
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
お
り
、
特
に
1

|
5
は
闘
羽
の
一
人
濁
唱
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
何
ら
か
の
雑

劇
に
基
づ
い
て
い
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
(
た
だ
し
、
『
録
鬼
簿
』
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以
下
の
雑
劇
題
名
目
録
の
中
に
は
、
こ
れ
に
該
告
白
す
る
雑
劇
名
は
見
営
た
ら

な
ど
が
、
偲
に
他
に
原
操
が
あ
る
と
し
て
も
、

『
鼎
時
春
秋
』
は

そ
れ
を
取
り
込
ん
だ
『
桃
園
記
』
に
基
づ
い
て
い
る
可
能
性
が
高
い

で
あ
ろ
う
。
績
く
1
9
-
m
-
U
-
m
も
、
『
演
義
」
と
は
直
接

--nの
張
飛
が
督
郵
を
鞭
打
つ

の
閥
係
を
見
出
し
が
た
い
こ
と
、

場
面
に
、

1
1
3
同
様
劉
備
と
二
夫
人
が
春
遊
す
る
と
い
う
、
物
語

の
展
開
上
全
く
不
必
要
な
場
面
が
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、

や
は
り

『
桃
園
記
』
に
依
撮
す
る
可
能
性
が
高
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

更
に
も
う
一
つ
、

1
ー
お
の
閥
羽
が
華
雄
を
斬
る
く
だ
り
と
、

1 
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担
の
三
戟
口
口
布
の
く
だ
り
は
、
劉
閥
張
を
排
斥
し
よ
う
と
す
る
の

が
「
演
義
』
の
哀
術
で
は
な
く
孫
堅
で
あ
り
、
孫
堅
が
華
雄
・
呂
布

に
破
れ
て
恥
を
か
き
な
が
ら
責
任
轄
嫁
し
よ
う
と
す
る
と
い
う
遁
化

的
役
割
を
槍
う
こ
と
、
張
飛
が
草
身
呂
布
と
戟
う
「
車
戦
呂
布
」
が

存
在
す
る
こ
と
と
い
う
「
演
義
』
に
は
見
ら
れ
な
い
特
徴
を
持
つ
。

そ
し
て
こ
れ
ら
は
、
「
三
園
志
平
話
』
と
明
の
内
府
本
雑
劇
「
一
一
一
戦

巴
布
」
「
車
戦
巴
布
」
に
は
共
通
し
て
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

方
、
呂
布
に
閥
わ
る
部
分
で
多
く
流
用
さ
れ
て
い
る

「
連
環
記
」
が
、

こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
事
責
か
ら

考
え
て
、
こ
の
部
分
は
三
園
志
物
語
の
か
な
り
古
い
要
素
を
残
し
、

『
連
環
記
』
よ
り
適
切
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
先
行
作
品
を
流
用
し

て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
『
桃
園
記
』
が
そ
の
作
品
で
あ
る
可
能

性
は
高
い
で
あ
ろ
う
。

次
に
注
意
さ
れ
る
の
は
、

2
1
9
・
叩
・
日

-m-
ロ
及
び
6

|

日

-
H
-
mに
お
け
る
察
文
姫
の
物
語
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
察
邑

が
董
卓
を
か
ば
っ
て
投
獄
さ
れ
て
死
ぬ
こ
と
、
娘
の
察
文
姫
が
旬
奴

に
さ
ら
わ
れ
て
右
賢
王
の
妻
に
な
っ
て
二
子
を
も
う
け
た
後
、
曹
操

の
力
で
蹄
園
し
董
把
と
結
婚
す
る
こ
と
が
演
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
も

と
よ
り
三
園
志
物
語
の
本
筋
で
は
な
く
、
『
演
義
』
で
も
詳
細
に
遮

2
ー
日
の
丈
姫
が
旬
奴
に
さ
ら
わ

べ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
し
か
も
、

れ
る
場
面
で
は
、
丈
姫
の
小
間
使
で
あ
る
惜
春
が
呉
語
の
セ
リ
フ
を

し
ゃ
べ
る
が
、
こ
れ
は
『
鼎
時
春
秋
」
に
お
い
て
は
他
に
『
連
環

記
』
に
基
づ
く
2
|
5
に
見
え
る
の
み
で
あ
り
、
普
通
崖
曲
が
南
方

で
上
演
さ
れ
る
際
の
慣
例
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
『
鼎
時
春

秋
』
の
通
常
の
樫
例
に
は
合
わ
ず
、
崖
曲
を
流
用
し
た
結
果
で
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、
同
じ
場
面
で
丈
姫
と
は
ぐ
れ
た
惜
春

は
召
使
仲
間
の
李
旺
と
夫
婦
に
な
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の

明
ら
か
に
伏
線
と
思
わ
れ
る
設
定
が
後
で
生
か
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
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一
一
人
は
一
一
度
と
登
場
し
な
い
。
こ
れ
は
、
他
の
演
劇
作
品
か
ら
一
部

分
だ
け
を
抜
き
出
し
て
流
用
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
矛
盾
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、

2
-
m
・
打
の
察
丈
姫
が
玉
昭
君
を
弔
う
く
だ
り
は
、
明

末
清
初
の
劇
作
家
尤
桐
の
雑
劇
『
弔
琵
琶
」
と
内
容
が
共
通
す
る
が
、

曲
辞
は
全
く
一
致
し
な
い
。
尤
伺
が
参
考
に
し
た
演
劇
作
品
が
こ
の

部
分
の
原
擦
と
同
一
の
も
の
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

で
は
、
こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
は
何
な
の
か
。
も
と
よ
り

確
か
な
こ
と
は
い
え
な
い
が
、
存
在
し
た
こ
と
を
確
認
し
う
る
察
丈



姫
を
題
材
と
す
る
惇
奇
と
し
て
は
、
明
代
の
劇
作
家
黄
粋
五
口
(
経
歴

不
明
)
の
『
胡
鮪
記
』
が
あ
げ
ら
れ
る
。

祁
彪
佳
の
『
遠
山
堂
曲
品
』
「
具
品
」
で
は
、
『
胡
鮪
記
』
は
、

如
食此
生記
物以
不察
化 攻
、結

是 局
何
等遂
手稽
筆績
、琵

乃琶
敢 記
績
琵白
琶倶
記事
。究

苦五
日口

曲
亦

」
の
劇
は
察
淡
で
結
ん
で
い
る
の
で
、
『
績
琵
琶
記
』
と
稀
し
て
い

る
。
セ
リ
フ
は
回
全
口
数
師
の
一
言
葉
ば
か
り
で
、
曲
も
生
も
の
を
食
べ
て

消
化
不
良
に
陥
っ
て
い
る
よ
う
な
代
物
、
ど
れ
だ
け
の
筆
力
が
あ
る
か

ら
と
て
、
『
琵
琶
記
」
の
績
篇
だ
な
ど
と
大
そ
れ
た
こ
と
が
い
え
る
の

iJ' 

と
酷
評
さ
れ
て
い
る
。
「
撃
究
語
」
と
は
、
白
話
文
撃
に
あ
り
が
ち

な
底
の
浅
い
ベ
ダ
ン
テ
イ
ズ
ム
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
指
す
も
の
と

思
わ
れ
る
が
、
確
か
に
6

H

-

m
に
お
い
て
は
、
詞
牌
を
使
用
し

た
セ
リ
フ
に
始
ま
り
、
焦
尾
琴
に
つ
い
て
述
べ
、
胡
鮪
十
八
拍
を
う

た
う
な
ど
、
そ
う
し
た
傾
向
が
あ
る
程
度
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

3
1
4
!
日
・
日
の
董
承
・
士
口
一
午
ら
が
曹
操
打
倒
を
企
ん

で
失
敗
す
る
部
分
も
、
青
陽
腔
系
統
の
劇
種
の
特
徴
で
あ
る
濠
白
が

次
に
、

清
朝
宮
廷
大
戯
『
鼎
峠
春
秋
』
に
つ
い
て
(
小
松
)

し
ば
し
ば
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
董
承
を
密
告
す
る
召
使
の
名
前
が

『
演
義
』
の
秦
慶
童
で
は
な
く
苗
津
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、

3

日

に
お
い
て
吉
卒
の
息
子
士
口
遡
が
た
だ
一
人
脱
出
す
る
と
い
う
明
ら
か

に
後
の
伏
線
と
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
設
定
が
あ
り
な
が
ら
吉
遜
は

二
度
と
登
場
し
な
い
こ
と
、
『
演
義
」

で
は
ず
っ
と
後
で
殺
さ
れ
る

馬
騰
が
『
鼎
時
春
秋
』
で
は
こ
こ
で
董
承
と
も
に
自
害
す
る
た
め
、

馬
超
に
よ
る
報
復
戦
が
す
ぐ
績
く
こ
と
に
な
っ
て
、
後
の
展
開
と
の

聞
に
甑
離
を
来
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
考
え
て
、
や
は
り
他
の
作

品
か
ら
一
部
を
抜
き
出
し
て
き
て
描
入
し
た
可
能
性
が
高
い
も
の
と

思
わ
れ
る
。
そ
の
賄
で
興
味
深
い
の
は
、
『
演
義
』
本
文
と
こ
の
部
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分
の
聞
係
で
あ
る
。

後
に
詳
し
く
述
べ
る
よ
う
に
、
「
鼎
峠
春
秋
』
に
は

本
文
が
多
数
流
用
さ
れ
て
い
る
。
他
の
戯
曲
を
流
用
し
た
部
分
を
除

⑬
 

け
ば
、
そ
の
大
半
は
中
川
議
氏
の
分
類
に
従
え
ば
二
十
四
巻
系
諸
本
、

『
演
義
』

の

つ
ま
り
主
に
江
南
で
刊
行
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
(
本
稿
で
は
こ
の
系
統
の

代
表
と
し
て
嘉
靖
本
を
使
用
し
た
。
附
表
で
す
べ
て
嘉
靖
本
?
と
な
っ
て
い

る
の
は
、
嘉
靖
本
と
合
致
す
る
も
の
の
、
こ
の
系
統
の
ど
の
テ
キ
ス
ト
に
依

擦
す
る
か
は
確
定
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
)
と
合
致
し
、
毛
宗
山
岡
本
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(
以
下
「
毛
本
」
と
略
稀
)
と
一
致
す
る
部
分
も
多
少
存
在
す
る
が
、

い
わ
ゆ
る
二
十
巻
繁
本
系
、

つ
ま
り
建
陽
を
中
心
と
し
て
刊
行
さ
れ

て
い
た
葉
逢
春
本
を
初
め
と
す
る
諸
本
と
合
致
す
る
例
は
ほ
と
ん
ど

認
め
ら
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
董
承
ら
の
物
語
を
扱
っ
て
い
る

箇
所
に
つ
い
て
は
、
嘉
靖
本
や
毛
本
よ
り
葉
逢
春
本
と
合
致
す
る
傾

向
が
認
め
ら
れ
る
。
『
草
庫
記
』
の
本
文
が
嘉
靖
本
と
葉
逢
春
本
の

中
間
、
た
だ
し
か
な
り
葉
逢
春
本
寄
り
の
内
容
を
持
ち
、
お
そ
ら
く

分
化
以
前
の
原
『
演
義
』
に
近
い
も
の
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
片

倉
健
博
氏
の
見
動
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
賓
は
こ
れ
は
明
代
の
惇
奇

に
お
い
て
一
般
的
に
認
め
ら
れ
る
状
況
と
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
嘉

靖
年
間
以
前
に
成
立
し
た
停
奇
で
あ
れ
ば
、
首
然
古
い
形
態
の
『
演

義
』
し
か
参
照
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
も
し
葉
逢
春
本
な
ど

の
建
陽
系
の
『
演
義
」
が
古
形
に
よ
り
近
い
と
す
れ
向
、
こ
れ
は
首

然
の
こ
と
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
部
分
の
本
文

が
葉
逢
春
本
と
合
致
す
る
こ
と
は
、
早
い
時
期
に
成
立
し
た
惇
奇
に

依
嫁
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

更
に
、
登
場
人
物
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

曹
操
配
下
の
武
将
張
遼
は
、

一
般
的
に
は
思
慮
深
い
勇
将
と
し
て
描

か
れ
、
閲
羽
の
友
人
で
あ
っ
た
た
め
か
、
曹
操
の
部
下
の
中
で
は
好

意
的
に
扱
わ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
本
劇
に
お
い
て
は
、

張
遼
は
吉
卒
が
毒
を
盛
ろ
う
と
し
た
こ
と
を
見
破
る
知
恵
者
で
あ
り
、

吉
平
の
一
家
を
皆
殺
し
に
す
る
暴
虐
の
徒
で
あ
る
。
こ
れ
は
他
の
部

分
に
お
け
る
張
遼
の
描
か
れ
方
と
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
賓
は

「
博
望
焼
屯
」
(
内
府
本
)
第
二
折
・
「
責
鶴
棲
」
(
内
府
本
)
第
二
折

と
い
っ
た
雑
劇
に
お
い
て
は
、
張
遼
は
「
百
計
張
遼
」
と
呼
ば
れ
る

曹
操
の
知
恵
袋
と
設
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
部
分
の
張
遼
像
は
雑
劇

と
合
致
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
古
い
惇
統
が
顔
を
の
ぞ
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か
せ
る
の
も
、
こ
の
部
分
が
か
な
り
早
い
時
期
に
成
立
し
た
先
行
作

品
の
流
用
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。

で
は
、
こ
こ
で
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
先
行
作
品
は
何
な
の
で
あ
ろ

う
か
。
董
承
の
事
件
を
主
題
と
し
た
現
存
す
る
演
劇
作
品
と
し
て
は
、

明
の
郷
玉
卿
の

『
青
虹
瞬
』
(
『
古
本
戯
曲
叢
刊
二
集
」
所
牧
)
が
あ
る

が
、
内
容
に
一
致
す
る
貼
は
認
め
ら
れ
な
い
。
候
補
と
し
て
考
え
ら

れ
る
の
は
、
『
遠
山
堂
曲
品
』
『
曲
海
綿
目
提
要
」
に
見
え
る
『
射
鹿

記
』
で
あ
ろ
う
。
雨
書
の
記
述
か
ら
す
る
と
、
許
田
の
狩
を
題
名
と

す
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
惇
奇
の
内
容
は

『
鼎
時
春



秋
』
の
こ
の
部
分
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
詳
細
が

明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
確
賓
な
こ
と
は
い
え
な
い
。

更
に
、
こ
れ
は
流
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
賓
な
事
例
と
し
て
、

6
1
2
の
「
赤
壁
記
」
が
あ
げ
ら
れ
る
。
開
弱
が
華
容
道
で
曹
操
を

見
逃
す
こ
の
場
面
と
完
全
に
一
致
は
し
な
い
も
の
の
、
セ
リ
フ
ま
で

か
な
り
近
い
内
容
の
も
の
が
、
青
陽
腔
と
崖
山
腔
(
前
者
が
主
僅
)

の
さ
ま
ざ
ま
な
一
場
面
を
集
め
た
明
の
黄
儒
卿
の
選
に
な
る
散
帥
集

に
「
華
容
緯
操
」
と
し
て
収
め

『
時
調
青
昆
」
巻
一
一
(
四
知
館
刊
)

ら
れ
て
お
り
、
目
録
で
は
こ
れ
は
『
赤
壁
記
』
の
一
齢
と
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

散
駒
集
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
う
し
た
劇
名
に
は
怪
し
い
も
の
が
多

く
、
附
表
に
見
え
る
も
の
だ
け
で
も
『
三
園
記
」
「
五
閥
記
』
「
青
梅

記
』
と
い
っ
た
他
の
文
献
か
ら
は
賓
在
を
確
認
で
き
な
い
劇
名
が
見

え
る
。
ま
た
8
1
1
の
軍
万
舎
の
場
面
は
、
『
恰
春
錦
』
巻
七
で
は

賓
在
が
確
認
で
き
る
「
四
郡
記
」
と
さ
れ
て
い
る
の
に
釘
し
、
『
玄

国
一
奇
譜
』
巻
三
で
は
「
三
園
記
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
賓
か

ら
考
え
て
、
散
齢
集
に
記
さ
れ
た
劇
名
は
必
ず
し
も
正
確
な
も
の
で

は
な
く
、
通
稿
、
も
し
く
は
遁
首
に
つ
け
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る

清
朝
宮
廷
大
戯
『
鼎
峠
春
秋
』
に
つ
い
て
(
小
松
)

場
合
も
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
『
赤
壁
記
』
に
つ
い
て

い
え
ば
、
『
曲
海
線
目
提
要
』
巻
四
十
五
に
見
え
る
と
こ
ろ
か
ら
考

え
て
存
在
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、

6
ー

2
は
『
赤
壁
記
」
の
流

用
と
見
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
す
る
と
、
多
く
「
草
庫
記
」
を
流
用
し
て
い
る
こ
の
前
後
で
、

『
草
麗
記
』
と
も
「
演
義
』
と
も
完
全
に
は
一
致
し
な
い
部
分
に
つ

い
て
は
、
『
赤
壁
記
』
の
流
用
を
想
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
と
え

ば
5

|

日
の
い
わ
ゆ
る
「
舌
戦
群
儒
」
の
場
面
は
、
『
草
麗
記
』
の

同
じ
場
面
と
全
く
内
容
を
異
に
し
て
お
り
、
武
将
で
あ
る
は
ず
の
目
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蒙
が
な
ぜ
か
文
官
と
し
て
登
場
す
る
。
こ
れ
は
も
し
か
す
る
と
『
赤

壁
記
』
の
設
定
に
由
来
す
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
他
に
も
、

諸
葛
亮
が
東
風
を
呼
ぶ
場
面
な
ど
、
『
草
庫
記
』
と
は
異
な
り
、
『
演

義
』
と
も
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
部
分
は
多
く
、
こ
れ
ら
が
『
赤
壁

記
』
に
由
来
す
る
可
能
性
は
か
な
り
高
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

更
に
、
績
く
劉
備
が
四
郡
を
取
る
部
分
は
ほ
ぼ
『
演
義
』
と
内
容

を
同
じ
く
す
る
が
、
文
言
は
あ
ま
り
一
致
せ
ず
、
し
か
も
『
三
園
志

平
話
』
に
は
登
場
す
る
が
『
演
義
」
に
は
見
え
な
い
劉
備
の
部
将
輩

固
が
6
1
4
に
登
場
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
考
え
て
、
や
は
り
先
行
作



中
園
文
曲
学
報

第
八
十
一
加

品
の
流
用
が
想
定
さ
れ
る
。
候
補
と
な
る
の
は
『
曲
海
線
目
提
要
』

巻
四
十
五
に
見
え
る
『
四
郡
記
』
で
あ
ろ
う
。
績
く
劉
備
の
結
婚
物

語
に
つ
い
て
は
、
多
く
『
草
麗
記
』
『
錦
嚢
記
』
(
「
曲
海
線
目
提
要
』

⑬
 

巻
四
十
四
に
見
え
る
)
に
基
づ
く
。

ま
た
、

6
-
m
の
周
稔
の
死
の
場
面
は
、
『
草
塵
記
』
第
四
十
六

折
と
一
部
合
致
は
す
る
も
の
の
、
完
全
に
同
じ
と
い
う
わ
け
で
は
な

く
、
『
綴
白
裏
』
初
編
に
見
え
る
『
西
川
園
」
「
草
花
蕩
」
と
ほ
と
ん

ど
一
致
し
、

し
か
も
附
表
の
備
考
欄
に
記
し
た
よ
う
に
『
鼎
峠
春

秋
』
の
方
が
古
形
を
留
め
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
賠
か
ら
し
て
、

『
西
川
園
』
に
依
操
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
す
る
と
、
績
く
萄

奪
取
の
く
だ
り
に
も
『
西
川
園
』
に
基
づ
く
部
分
が
か
な
り
含
ま
れ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
『
西
川
園
』
は
題
名
と
は
異
な
り
劉

備
の
結
婚
を
題
材
と
し
て
い
た
ら
し
句
、
こ
の
く
だ
り
に
は

『演

義
』
と
一
致
す
る
セ
リ
フ
が
多
い
酷
か
ら
考
え
て
、
『
演
義
」
に
依

援
し
て
創
作
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
劉
備
が
萄
に
入
っ
て
以
降
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
先
行

す
る
演
劇
作
品
の
流
用
は
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

特
に
、
九
本
と
十
本
で
延
々
と
展
開
さ
れ
る
南
蟹
征
討
の
物
語
に
つ

い
て
は
、
『
七
勝
記
』
(
「
古
本
戯
曲
叢
刊
二
集
』
所
取
)
と
い
う
先
行
作

品
が
存
在
す
る
の
だ
が
、
「
鼎
時
春
秋
』
が
こ
の
戯
曲
を
参
考
に
し

た
形
跡
は
全
く
認
め
ら
れ
な
い
。

以
上
が
『
鼎
時
春
秋
」
に
お
け
る
先
行
演
劇
作
品
流
用
の
賦
況
で

あ
る
。
こ
こ
ま
で
の
記
述
で
す
で
に
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
全

瞳
に
『
演
義
』
を
踏
ま
え
る
中
で
、
先
行
作
品
を
踏
ま
え
て
い
る
部

分
に
つ
い
て
は
、
「
演
義
』
と
異
な
る
内
容
、
そ
れ
も
多
く
は
『
三

園
志
平
話
』
や
雑
劇
と
一
致
す
る
内
容
が
認
め
ら
れ
る
。
従
っ
て
、

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
部
分
以
外
に
も
、

一一 72一一

2
-
mの
侯
成
が
呂
布
を
諌

め
て
慮
罰
さ
れ
、
馬
を
、
盗
ん
で
曹
操
の
も
と
に
走
る
場
面
の
よ
う
に
、

『
演
義
」
で
は
な
く
『
三
園
志
卒
話
』
と
一
致
す
る
部
分
に
つ
い
て

旬
、
他
の
先
行
作
品
を
想
定
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

四

以
上
連
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
『
鼎
峠
春
秋
』
が
ど
の
よ
う
な
方

法
で
作
ら
れ
た
の
か
と
い
う
先
に
提
示
し
た
第
一
の
疑
問
に
封
す
る

答
は
、
お
お
む
ね
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

最
後
の
部
分
を
別
に
す
れ
ば
、
「
鼎
峠
春
秋
』
は
基
本
的
に
、
劉



闘
張
の
物
語
を
軸
に
し
て
、
先
行
作
品
を
貼
り
合
わ
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
。
具
腫
的
に
は
、
第
一
本
は

「
桃
園
記
』
と

『
連
環
記
」
、
第
二
本
は

『
連
環
記
』
と

『
胡
箔
記
』
?
、
第
三
本

『
射
鹿
記
』
?
と

鹿
記
』
、
第
五
本
は

『
古
城
記
」
、
第
四
本
は

『
古
城
記
』
と

lま

『
草
鹿
記
」

と

『
赤
壁
記
」
?
、
第
六
本
は

『
赤
壁
記
』
・
『
四
郡
記
」
?
・
『
草
麗
記
」
・
『
錦
嚢
記
」
・
『
胡
箭

記
』
?
・
『
西
川
園
』
が
モ
ザ
イ
ク
の
よ
う
に
組
み
合
わ
さ
れ
(
推

定
の
域
を
出
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
「
?
」
を
付
し
た
)
、
先
行
作
品
の

流
用
だ
け
で
は
う
ま
く
つ
な
が
ら
な
い
部
分
に
つ
い
て
は
、
新
た
に

創
作
し
た
場
面
を
入
れ
て
、
前
後
を
接
着
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
創

作
部
分
は
、
『
演
義
』
の
本
文
を
流
用
し
て
作
ら
れ
て
い
る
形
跡
が

額
著
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
見
分
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ

う
し
た
部
分
は
、
特
に
第
四
本
・
第
五
本
に
お
い
て
多
く
認
め
ら
れ

る
。
第
七
本
に
な
る
と
、
創
作
部
分
の
割
合
が
多
く
な
り
、
第
八
本

以
降
は
、

一
部
の
例
外
を
除
い
て
、
創
作
に
よ
り
成
り
立
っ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、

『
演
義
』
流
用
の
形
跡
を
見
出
し
が
た
く
な
っ
て
く
る
が
、
そ
の
原

因
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
た
い
。

清
朝
宮
廷
大
戯
『
鼎
峠
春
秋
』
に
つ
い
て
(
小
松
)

さ
き
に
、
『
鼎
峠
春
秋
」

の
中
心
は
あ
く
ま
で
劉
備
・
闘
羽
・
張

飛
で
あ
る
と
述
べ
た
。
そ
の
上
で
、
な
ぜ
時
と
し
て
劉
閥
張
と
は
あ

ま
り
関
わ
ら
な
い
例
外
的
な
場
面
が
詳
し
く
語
ら
れ
る
の
か
と
い
う

草

問
題
提
示
を
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
依
操
し
た
先
行
作
品
を
列
奉
し

て
み
る
と
、
そ
の
問
に
封
す
る
一
つ
の
答
は
自
ず
か
ら
浮
か
び
上

が
っ
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。

劉
闘
張
の
物
語
は
、
『
桃
園
記
』
『
古
城
記
」
『
草
庫
記
」
に
お
い

て
、
ま
る
で
績
き
物
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
く
。
こ
の
こ
と
は
、
さ

き
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
『
遠
山
堂
曲
品
』
に
お
い
て
つ
と
に
郁
彪
佳
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が
述
べ
て
い
る
通
り
で
あ
り
、
明
末
に
お
い
て
は
一
般
的
な
認
識
と

な
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
『
鼎
峠
春
秋
』
に
お
い
て
も
こ
の

三
劇
が
基
本
と
し
て
利
用
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

た
だ
、
そ
れ
だ
け
で
は
い
く
つ
か
の
問
題
が
生
じ
る
。
ま
ず
第

に
、
話
が
十
分
に
つ
な
が
ら
な
い
。
「
二
一
戦
呂
布
」
「
白
門
棲
」
な
ど

の
話
柄
は
、
劉
闘
張
に
つ
い
て
は
不
可
依
の
も
の
と
い
っ
て
よ
い
が
、

こ
れ
ら
に
つ
い
て
語
る
以
上
、
董
卓
・
呂
布
の
顛
末
を
導
入
す
る
必

要
が
あ
る
。
第
一
一
に
、
演
劇
的
放
果
の
問
題
と
し
て
、
一
一
一
園
志
物
語

に
は
女
性
の
活
躍
が
乏
し
い
憾
み
が
あ
り
、
長
い
上
演
を
退
屈
さ
せ
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な
い
た
め
に
も
、
舞
蓋
に
華
や
か
さ
を
添
え
、
勇
壮
な
音
楽
ば
か
り

で
は
な
く
、
優
美
な
音
楽
を
も
導
入
す
る
た
め
に
も
、
女
性
の
登
場

場
面
を
増
や
す
必
要
が
あ
る
。
第
三
に
、
前
述
の
三
劇
の
う
ち
、

『
古
城
記
』
は
明
ら
か
に

t
陽
腔
系
統
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
他

の
二
劇
に
つ
い
て
も
そ
の
可
能
性
が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
通
常

昆
山
腔
と

t
陽
腔
を
混
用
す
る
宮
廷
大
戯
の
例
か
ら
考
え
て
、
音
楽

の
車
調
さ
を
避
け
る
た
め
に
昆
山
腔
系
統
の
場
面
を
描
入
す
る
必
要

が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

「
連
環
記
」
、
そ
れ
に
お
そ
ら
く
は

『
胡
箔
記
』
が
導
入
さ
れ
た

の
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
更
に
、

そ
こ
に
は
も
う
一
つ
別
の
要
因
も
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
『
鼎
峠
春
秋
』

の
最
後
の
部
分
は
、
諸

葛
亮
の
南
蟹
征
討
と
曹
操
が
地
獄
の
十
殿
を
巡
る
物
語
が
交
互
に
語

ら
れ
る
形
を
取
っ
て
い
る
。
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
部
分
は

『
鼎
峠
春
秋
』
の
本
質
に
闘
わ
る
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
と
思
わ

れ
る
。
従
っ
て
そ
の
前
に
は
、
曹
操
が
地
獄
に
落
ち
る
だ
け
の
悪
行

が
描
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
が

宮
廷
演
劇
と
い
う
賦
況
で
あ
る
。
皇
帝
の
前
で
、
皇
帝
が
迫
害
さ
れ
、

皇
后
が
虐
殺
さ
れ
る
場
面
を
演
じ
る
こ
と
は
や
は
り
忌
避
さ
れ
る
よ

う
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
伏
皇
后
・
伏
完
の
殺
害
は
演
じ
ら
れ
ず
、

後
に
死
後
の
彼
ら
が
登
場
し
て
そ
の
こ
と
が
示
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。

こ
こ
に
皇
帝
・
皇
后
に
か
わ
っ
て
迫
害
さ
れ
、
非
業
の
最
期
を
遂
げ

る
者
と
し
て
、
董
承
の
物
語
が
演
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然

性
が
生
じ
る
。
こ
れ
が
『
射
鹿
記
』
か
と
推
定
さ
れ
る
先
行
作
品
が

導
入
さ
れ
た
理
由
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
本
筋
で
あ
る
劉
閥
張
の
物
語
以
外
の
要
素
は
、
上
演
上

の
必
要
性
ゆ
え
に
他
の
演
劇
作
品
が
導
入
さ
れ
た
結
果
で
あ
っ
た
。
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三
国
志
物
語
に
お
け
る
重
要
性
を
無
覗
し
て
、
孫
策
や
嚢
紹
の
こ
と

が
ほ
と
ん
ど
語
ら
れ
な
い
一
方
で
、
察
丈
姫
の
物
語
が
延
々
と
演
じ

ら
れ
る
理
由
は
こ
こ
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

で
は
、

つ
な
ぎ
の
部
分
は
ど
の
よ
う
に
し
て
創
作
さ
れ
た
の
か
。

こ
れ
ま
で
に
も
何
度
も
ふ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
先
行
す
る
演
劇
作
品

に
依
援
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
部
分
に
は

形
跡
が
認
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
先
行
作
品
の
貼
り
合
わ
せ
で
は
う

「
演
義
』
を
流
用
し
た

ま
く
つ
な
が
ら
な
い
部
分
に
お
い
て
は
、
『
演
義
」

の
遁
首
な
部
分

を
演
劇
化
し
た
齢
を
描
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
接
着
し
て
い
る
こ
と



に
な
る
。
逆
に
い
う
と
、
今
は
失
わ
れ
た
先
行
作
品
に
基
づ
く
の
か
、

そ
れ
と
も
「
鼎
時
春
秋
』
制
作
時
に
新
た
に
創
作
さ
れ
た
の
か
を
判

別
し
が
た
い
場
合
に
は
、
『
演
義
」
に
依
醸
し
て
い
る
程
度
が
一
つ

の
指
標
に
な
り
う
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
『
演
義
』
と
の
聞
係

を
全
く
見
出
せ
な
い
部
分
が
『
鼎
時
春
秋
」
成
立
時
の
創
作
に
な
る

可
能
性
は
、
プ
ロ
ロ
ー
グ
の
部
分
と
第
九
・
十
本
を
別
に
す
れ
ば
、

非
常
に
少
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。

し
か
し
、

つ
な
ぎ
の
部
分
も
一
度
に
制
作
さ
れ
た
と
は
考
え
が
た

ぃ
。
そ
の
本
文
を
仔
細
に
検
討
し
て
み
る
と
、
セ
リ
フ
と
一
致
す
る

『
演
義
』
の
テ
キ
ス
ト
が
部
位
に
よ
り
異
な
る
の
で
あ
る
。
多
く
の

部
分
は
嘉
靖
本
も
し
く
は
そ
れ
と
同
系
統
の
テ
キ
ス
ト
と
一
致
す
る

の
だ
が
、

一
部
嘉
靖
本
と
は
異
な
り
、
毛
本
と
一
致
す
る
部
分
が
存

在
す
る
。
こ
の
一
一
つ
の
部
分
は
嘗
然
性
格
を
異
に
す
る
で
あ
ろ
う
。

常
識
的
に
考
え
て
、
嘉
靖
本
に
一
致
す
る
部
分
の
方
が
先
に
成
立
し
、

後
か
ら
毛
本
に
一
致
す
る
部
分
が
追
加
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
も
の

と
思
わ
れ
る
。
で
は
、
毛
本
と
一
致
す
る
の
は
ど
の
よ
う
な
部
分
な

の
で
あ
ろ
、
っ
か
。

毛
本
と
一
致
す
る
の
は
次
の
各
醐
で
あ
る
。

清
朝
宮
廷
大
戯
『
鼎
峠
春
秋
』
に
つ
い
て
(
小
松
)

3

1

(
青
梅
を
煮
て
英
雄
を
語
る
く
だ
り
)

3

4

(
献
帝
が
血
詔
を
書
く
く
だ
り
)

4
ー
ロ
(
劉
備
司
馬
徽
に
逢
う
・
徐
庶
劉
備
に
投
じ
る
)

4
1
2
・
お
(
二
願
草
塵
と
三
顧
草
慮
。
「
草
屋
記
」
と
重
な
ら
な

い
部
分
)

4
-
M
(禰
衡
曹
操
を
罵
る
)

5
ー

1
・
2
・
3
(博
望
焼
屯
)

5
ー
7
(
長
坂
坂
。
『
草
履
記
』
と
重
な
ら
な
い
部
分
)

7

n

(
馬
超
劉
備
に
降
る
。
一
部
の
み
)

75 

8
ー
8
・
日
・
ロ
!
日
(
鹿
徳
出
征
か
ら
閥
視
の
死
ま
で
)

8
1
2
・
M
(劉
備
陸
遜
と
戦
う
)

4

げ
は
劉
備
が
檀
漢
を
跳
ん
で
逃
れ
た
後
、
司
馬
徽
の
も
と
を

訪
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
超
雲
の
出
迎
え
を
受
け
て
蹄
り
、
徐
庶
と
出

曾
い
、
彼
を
軍
師
と
し
て
迎
え
る
ま
で
の
一
連
の
出
来
事
を
一
気
に

演
じ
る
も
の
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
前
後
の
物
語
を
接
績
す
る
つ
な
ぎ

と
し
て
作
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
4

|

n
・
お
と

5
1
7
は
、
明
ら
か
に
『
草
塵
記
』
に
依
操
し
た
場
面
に
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お
い
て
、
『
草
塵
記
』
に
は
な
い
部
分
で
毛
本
が
利
用
さ
れ
て
い
る
。

一
般
的
に
い
っ
て
、
停
奇
の
セ
リ
フ
や
ト
書
き
は
比
較
的
貧
弱
で
あ

る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
は
、
う
た
に
重
黙
を
置
い
て
い
る
た
め
か
、

あ
る
い
は
不
十
分
な
部
分
は
役
者
が
上
演
の
際
に
適
宜
補
う
こ
と
に

な
っ
て
い
る
た
め
か
、
も
し
く
は
そ
の
隻
方
に
由
来
す
る
も
の
で
あ

ろ
う
。
『
草
麗
記
』

の
セ
リ
フ
も
、
そ
う
し
た
例
に
漏
れ
ず
筒
皐
な

も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
あ
る
時
賠
で

『
演
義
」
に
添
う
形
で
セ
リ

フ
を
増
補
し
よ
う
と
い
う
加
工
が
施
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
以
上
の
場
面
に
つ
い
て
は
、
他
よ
り
遅
れ
て
迫
加
も
し

く
は
修
正
を
加
え
ら
れ
た
部
分
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
に
な
る
。

と
す
れ
ば
、
そ
の
段
階
で
利
用
さ
れ
た

『
演
義
」
の
テ
キ
ス
ト
が
毛

本
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
説
明
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
そ
の
他

の
部
分
は
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
八
本
の
一
連
の
場
面
に
つ
い
て
は
共
通
し
て
い
え
る
こ
と
が
あ

る
。
こ
れ
ら
の
場
面
に
お
い
て
は
、
閥
初
と
劉
備
の
敗
北
と
死
が
描

か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
脚
で
あ
る
闘
視
の
死
が
非
常
に
忌
ま
れ
る

⑫
 

こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
『
鼎
時
春
秋
』
に
お
い
て
は
、
概
し

て
劉
備
た
ち
に
と
っ
て
マ
イ
ナ
ス
の
部
分
は
避
け
よ
う
と
す
る
傾
向

が
あ
る
。
無
論
、
こ
れ
な
く
し
て
は
話
が
成
り
立
た
な
い
千
里
濁
行

や
長
坂
坂
の
前
提
と
な
る
劉
備
の
敗
北
は
描
か
れ
ざ
る
を
え
な
い
が
、

日
布
に
劉
備
が
徐
州
を
奪
わ
れ
る
場
面
は
、
劉
闘
張
に
と
っ
て
は
重

要
な
場
面
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
ほ
と
ん
ど
無
覗
さ
れ
て
お
り
、

ま
た
張
飛
の
死
も
描
か
れ
る
こ
と
は
な
く
、

セ
リ
フ
で
さ
り
げ
な
く

言
及
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
ど
う
や
ら
清
の
宮
廷
の
人
々
は
、
劉
閥

張
が
苦
し
む
場
面
や
死
ぬ
場
面
は
見
る
こ
と
を
好
ま
な
か
っ
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

以
上
の
事
責
と
、
本
文
が
毛
本
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
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と
、
こ
れ
ら
の
場
面
は
初
め
の
段
階
で
は
存
在
せ
ず
、
後
で
付
け
加

え
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、

そ
れ
で
も
な
お
闘
弱
と
劉
備
が
敗
北
す
る
場
面
白
瞳
は
舞
牽
上
で
演

じ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
前
者
は
劉
備
、
後
者
は
諸
葛
亮
に
よ
っ
て
敗

北
の
珠
感
が
述
べ
ら
れ
、
次
に
は
す
で
に
敗
北
し
た
後
で
、
前
者
に

お
い
て
は
閥
淘
の
霊
、
後
者
に
お
い
て
は
床
に
つ
い
た
劉
備
が
現
れ

る
の
み
な
の
で
あ
る
。
や
は
り
、
清
朝
宮
廷
演
劇
に
お
い
て
は
彼
ら

の
敗
北
は
演
じ
て
は
な
ら
な
い
も
の
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

3

4

に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
よ
う
。
前
述
し
た
よ
う



に
、
皇
帝
の
迫
害
は
宮
廷
で
は
演
じ
に
く
い
題
材
だ
っ
た
よ
う
で
あ

る
が
、
董
承
の
物
語
を
語
る
上
で
は
や
は
り
こ
こ
は
鉄
か
す
こ
と
の

で
き
な
い
部
分
で
あ
る
。
後
か
ら
こ
の
く
だ
り
が
追
加
さ
れ
た
の
で

は
な
か
ろ
、
っ
か
。

で
は
、
第
五
本
の
い
わ
ゆ
る
「
博
望
焼
屯
」
の
く
だ
り
は
ど
う
で

あ
ろ
う
か
。
こ
の
貼
に
つ
い
て
は
確
か
な
こ
と
は
い
え
な
い
が
、

『
草
麗
記
』
に
も
該
首
す
る
部
分
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
全
く
一

致
し
な
い
酷
か
ら
考
え
て
、
首
初
は
「
草
庫
記
」
を
流
用
し
て
い
た

が
、
内
容
に
不
満
が
あ
っ
て
新
し
い
内
容
の
も
の
に
差
し
替
え
た
可

能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
散
働
集
『
築
府
高
象
新
』
に
引
か
れ
る

『
青
梅
記
』
(
他
の
目
録
類
に
も
名
は
見
え
ず
詳
細
は
不
明
)
と
最
初
の

部
分
の
み
一
致
す
る
3

1

に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
よ
う
。

4

出
は
、
先
に
も
述
べ
た
叩

2

・
3
に
お
い
て
冥
界
で
死
後
の

禰
衡
と
曹
操
が
登
場
し
、
太
鼓
を
打
ち
つ
つ
曹
操
を
罵
る
場
面
を
再

演
す
る
こ
と
と
呼
磨
さ
せ
る
た
め
に
描
入
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
で

あ
ろ
う
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

叩

2

・
3
の
描
入
時
期

も
遅
れ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
に
な
る
。
『
鼎
峠
春
秋
』
に
お
い
て

は
、
曹
操
の
地
獄
巡
り
の
内
容
と
、
そ
れ
以
前
に
演
じ
ら
れ
て
い
た

清
朝
宮
廷
大
戯
『
鼎
峠
春
秋
』
に
つ
い
て
(
小
松
)

現
世
で
の
物
語
と
を
で
き
る
だ
け
符
合
さ
せ
よ
う
と
い
う
意
圃
が
明

ら
か
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
第
八
本
ま
で
の

『
鼎
時
春
秋
』
(
巌
密
に
は
第
八

本
の
末
尾
を
除
く
)
は
、
先
行
作
品
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
劉
閥
張
の
物
語
を
語
り
、
劉
閥
張
と
は
あ
ま
り
閥
わ
り
が
な
い
先

行
作
品
に
つ
い
て
も
彩
り
と
な
る
も
の
は
適
宜
加
え
、
不
十
分
な
部

分
や
つ
な
が
り
が
悪
い
部
分
を
「
演
義
』
に
基
づ
い
て
新
た
に
創
作

し
た
場
面
で
埋
め
て
い
く
と
い
う
手
法
で
制
作
さ
れ
て
い
る
。
今
回

問
題
に
し
て
い
る
「
古
本
戯
曲
叢
刊
九
集
』
所
牧
の
テ
キ
ス
ト
に
閥
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し
て
い
え
ば
、
お
そ
ら
く
そ
の
作
業
は
一
度
に
行
わ
れ
た
の
で
は
な

一
度
で
き
あ
が
っ
た
も
の
に
『
演
義
』
毛
本
に
基
づ
く
改
嬰
が

く少
な
く
と
も
一
度
は
加
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
流
用
さ

れ
て
い
る
先
行
作
品
の
中
に
も
、
こ
の
時
に
新
た
に
加
え
ら
れ
た
も

の
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
『
胡
鮪
記
」
か
と
推
定
さ
れ
る
部
分
な

ど
は
、
特
に
存
在
し
な
く
て
も
ス
ト
ー
リ
ー
に
は
影
響
し
な
い
以
上
、

首
初
か
ら
あ
っ
た
か
、
後
か
ら
加
え
ら
れ
た
か
は
剣
然
と
し
な
い
。

こ
の
分
析
の
過
程
で
、
さ
き
に
あ
げ
た
疑
問
の
う
ち
、
な
ぜ
劉
闘

張
と
は
あ
ま
り
閥
遠
の
な
い
部
分
が
見
ら
れ
る
の
か
と
い
う
貼
に
つ
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い
て
は
、
お
お
む
ね
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

で
は
も
う
一
つ
の
疑
問
、
な
ぜ
第
九
本
と
第
十
本
に
お
い
て
南
蟹
征

討
が
延
々
と
演
じ
ら
れ
、
南
蟹
蹄
服
を
も
っ
て
全
篇
が
終
わ
る
の
か

と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
更
に
、
な
ぜ
南
聾
征
討
の
物
語
と
ほ
ぼ
同
じ

比
重
を
も
っ
て
曹
操
の
地
獄
巡
り
を
中
心
と
す
る
死
後
の
世
界
の
物

語
が
や
は
り
延
々
と
語
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
貼
に
つ
い

て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
鞘
を
論
じ
る
た
め
に
は
、
こ
れ
も
さ

た き
のに
かあ
とげ
いた

主空
向の
か覗
ら貼士、

え士?

?露
五春
が色
川

要は
と何
なの
るた
。め

作
ら
れ

五

「
鼎
時
春
秋
』
の
本
来
の
物
語
は
、

8
-
mの
劉
備
の
死
に
よ
っ

て
基
本
的
に
終
わ
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
以
降
は
い
わ
ば
本
筋
が
終

わ
っ
た
後
の
お
ま
け
と
い
う
形
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
責
は
こ
の

部
分
に
こ
そ
『
鼎
峠
春
秋
』
の
本
質
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

性
格
の
嬰
化
は
、
第
九
本
に
始
ま
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
第

八
本
に
お
い
て
す
で
に
そ
う
し
た
動
き
が
認
め
ら
れ
る
。
「
皐
刀

舎
」
の
場
面
で
あ
る
8

1

に
績
い
て
、

8

2

1

4
に
お
い
て
、

劉
備
が
諸
葛
亮
以
下
の
臣
下
の
勘
進
を
受
け
て
萄
玉
の
位
に
つ
く
次

第
が
演
じ
ら
れ
る
。
『
演
義
』

で
は
ま
ず
王
の
位
に
つ
き
、
曹
τ
川一が

樟
譲
を
受
け
た
と
聞
い
て
帝
位
に
つ
く
と
い
う
順
序
に
な
る
わ
け
で

あ
る
が
、
『
鼎
時
春
秋
」
に
お
い
て
は
、
劉
備
は
こ
こ
で
帝
位
は
拒

否
し
て
王
位
に
つ
く
も
の
の
、
内
容
的
に
は
大
ま
か
に
は

『
演
義
』

に
お
け
る
皇
帝
即
位
の
次
第
に
近
く
、
舞
蓋
で
演
じ
ら
れ
る
一
連
の

儀
式
も
皇
帝
へ
の
即
位
を
思
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

本
劇
で
は
劉
備
が
曹
操
に
先
立
っ
て
死
ん
で
し
ま
う
以
上
、
酋
回
亙

の
基
奪
後
に
即
位
す
る
わ
け
に
い
か
な
い
の
は
嘗
然
で
は
あ
る
が
、
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こ
こ
で
あ
え
て
皇
帝
で
は
な
く
王
と
し
て
い
る
の
は
、
同
県
の
皇
帝
の

前
で
皇
帝
へ
の
即
位
式
を
行
う
こ
と
が
不
穣
嘗
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。

賓
際
こ
れ
以
降
、
言
葉
遣
い
な
ど
の
駐
に
お
い
て
も
劉
備
は
皇
帝
と

し
て
ふ
る
ま
い
、
他
か
ら
も
そ
う
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
こ
の
三
前
の
内
容
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
設
定
上

『
演
義
』
に
近
い
要
素
は
持
つ
も
の
の
、
文
言
そ
の
他
で
『
演
義
』

と
合
致
す
る
要
素
は
全
く
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
特
に
内
容
の

性
格
上
多
く
讃
み
上
げ
ら
れ
る
丈
書
類
は
、
こ
れ
以
前
の
部
分
に
お

い
て
は
『
演
義
』
の
も
の
を
流
用
す
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
た
の
と
は



一
一
愛
し
て
、
『
演
義
」
と
全
く
一
致
し
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
ほ
ど

演
劇
的
に
興
味
深
い
と
も
思
え
な
い
即
位
の
次
第
が
延
々
と
演
じ
ら

れ
る
。こ

の
部
分
は
お
そ
ら
く
創
作
に
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
こ
の

よ
う
な
場
面
が
作
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
以
降
も
、
第
八
本
の
大
部
分
が
毛
本
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
は

前
に
遮
べ
た
遁
り
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

い
ず
れ
も
お
そ
ら
く
創
作
に

な
り
、
し
か
も
後
で
手
を
加
え
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
に

な
る
。
そ
こ
で
演
じ
ら
れ
る
の
は
、
閥
羽
仰
が
死
ん
で
神
と
な
る
こ
と

と
、
劉
備
の
死
で
あ
る
。

そ
し
て
、

8
-
mに
お
け
る
劉
備
の
死
を
受
け
て
、

8
l
n
か
ら

は
異
な
っ
た
段
階
に
入
る
。
こ
の
齢
で
東
巌
大
帝
が
「
上
帝
」
に
上

奏
し
て
曹
操
を
慮
罰
す
る
こ
と
を
許
可
さ
れ
、

mで
「
九
鬼
」
に
捕

ら
え
ら
れ
た
曹
操
は
、
お
で
伏
完
(
彼
が
殺
さ
れ
た
こ
と
は
本
劇
で
は

演
じ
ら
れ
て
い
な
い
)
・
董
承
・
馬
騰
に
よ
っ
て
陰
司
へ
と
連
れ
去
ら

れ
、
出
で
許
格
・
張
遼
と
も
ど
も
裁
き
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

第
九
本
の
初
め
は
、
ま
だ
本
筋
の
名
残
の
部
分
で
あ
る
。

9
ー
ー

で
陸
遜
が
八
陣
園
に
阻
ま
れ
る
こ
と
、

9
ー
2
で
劉
樟
却
位
、

9 

清
朝
宮
廷
大
戯
『
鼎
峠
春
秋
』
に
つ
い
て
(
小
松
)

4
で
孫
夫
人
投
身
の
こ
と
が
演
じ
ら
れ
、
こ
こ
で
本
筋
は
最
終
的
に

終
了
す
る
。
途
中
に
は
さ
ま
れ
た
9
3
と
次
の
9
5
は
曹
操
の

9
1
6
か
ら
は
諸
葛
亮
の
南
蟹
征
討
が

始
ま
っ
て
、
以
下
9

|
お
ま
で
績
き
、
第
九
本
最
後
の
9

|
担
で
今

地
獄
巡
り
の
績
き
で
あ
り
、

度
は
董
卓
も
加
わ
っ
て
の
曹
操
地
獄
巡
り
に
戻
る
。

第
十
本
は
、
漢
の
献
帝
が
仙
界
で
斐
航
ら
懸
愛
物
語
に
関
わ
る
仙

人
た
ち
の
立
ち
曾
い
の
も
と
に
伏
后
・
董
妃
と
園
固
し
、
劉
長
・
玩

肇
ら
の
出
迎
え
を
受
け
て
天
蓋
山
の
パ
ラ
ダ
イ
ス
に
赴
く
と
い
う
叩

ー
に
始
ま
り
、
以
下
前
述
の
叩

4
・
5
に
お
け
る
『
四
聾
猿
」
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の
引
用
も
含
め
た
曹
操
の
地
獄
巡
り
と
、
諸
葛
亮
の
南
蟹
征
討
が
交

互
に
演
じ
ら
れ
る
。
日
ー
日
・
日
に
お
け
る
南
蟹
の
心
服
と
、
日
ー

却
に
お
け
る
諸
葛
亮
の
凱
旋
で
南
蟹
征
討
は
終
わ
り
、

叩

引

で

申

ω

臣
義
土
(
な
ぜ
か
何
進
・
華
陀
な
ど
も
加
わ
っ
て
い
る
)
は
昇
天
し
、
好

臣
(
曹
操
・
董
卓
の
ほ
か
曹
操
・
董
卓
配
下
の
主
要
人
物
が
そ
ろ
う
)
は

輪
廻
に
入
っ
て
畜
生
に
縛
生
す
る
。
最
後
に
、

m
i
n
・
2
で
闘
羽
仰

が
伏
魔
大
帝
に
な
っ
て
天
界
を
巡
り
、
さ
ま
、
ざ
ま
な
「
魔
」
を
降
し
、

叩
ー
出
で
三
数
の
一
紳
々
(
悌
数
が
首
位
に
置
か
れ
て
い
る
)
と
そ
の
配

下
が
皇
帝
を
讃
え
る
う
た
を
唱
っ
て
踊
る
。
こ
の
最
後
の
場
面
は
、
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1

1

の
プ
ロ
ロ
ー
グ
と
呼
躍
す
る
が
、
二
一
園
志
と
の
閥
係
は
、
わ
ず

か
に
伏
魔
大
帝
H

闘
羽
仰
が
顔
を
出
す
こ
と
に
認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

そ
し
て
こ
れ
ら
の
場
面
に
つ
い
て
最
も
特
徴
的
な
の
は
、
す
で
に

述
べ
た
叩

4

・
5
を
除
い
て
先
行
作
品
の
利
用
が
認
め
ら
れ
ず
、

『
演
義
』
に
基
づ
き
つ
つ
直
接
的
な
流
用
の
形
跡
も
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
ま
た
、
南
蟹
征
討
に
つ
い
て
は
紀
振
倫
作
と
い
わ
れ
る

『
七
勝
記
』
と
い
う
侍
奇
が
現
存
す
る
(
「
古
本
戯
曲
叢
刊
第
二
集
』

所
取
)
が
、
前
述
の
通
り
こ
の
作
品
と
も
全
く
文
言
が
一
致
し
な
い
。

つ
ま
り
、
『
演
義
』
に
は
存
在
す
べ
く
も
な
い
曹
操
地
獄
巡
り
の
物

語
は
も
と
よ
り
、
『
演
義
」
で
は
詳
細
に
語
ら
れ
る
南
蟹
征
討
の
物

語
も
、
『
演
義
』
本
文
や
先
行
作
品
を
そ
の
ま
ま
流
用
し
た
も
の
で

は
な
く
、
『
演
義
』
に
よ
り
つ
つ
も
全
く
濁
自
に
創
作
し
た
も
の
と

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
劉
備
の
死
ま
で
の
制
作
態
度
と
は

根
本
的
に
異
な
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

こ
れ
は
、
こ
の
部
分
が
他
と
は
異
な
っ
た
時
賄
で
成
立
し
た
こ
と

を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
と
よ
り
そ
の
可
能
性
は
否
定
で
き
な

い
が
、
た
だ
、
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
テ
キ
ス
ト
に
閲
す
る
限
り
、

最
後
の
場
面
が
最
初
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
と
呼
躍
す
る
こ
と
、
曹
操
の
地

獄
巡
り
の
内
容
が
そ
れ
以
前
に
演
じ
ら
れ
て
い
る
場
面
と
密
接
に
結

び
つ
い
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
考
え
て
、
こ
の
部
分
と
そ
れ
以
前
の

部
分
と
が
緊
密
な
関
係
を
持
っ
た
一
つ
の
ま
と
ま
り
と
な
っ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
も
、
『
演
義
」
に
な
ら
っ
て
諸
葛
亮
の
物
語
が
語
ら
れ
る
よ

う
に
見
せ
て
、
物
語
は
南
蟹
を
心
服
さ
せ
た
諸
葛
亮
の
凱
旋
に
終
わ

り
、
『
演
義
』
に
お
い
て
は
最
も
重
要
な
場
面
の
一
つ
で
あ
る
は
ず

の
五
丈
原
の
こ
と
は
一
切
語
ら
れ
ず
、
司
馬
仲
達
も
登
場
し
な
い
。

つ
ま
り
、
す
で
に
再
三
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
「
鼎
時
春
秋
』
は
あ
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く
ま
で
劉
閥
張
の
物
語
な
の
で
あ
っ
て
、
諸
葛
亮
は
主
た
る
関
心
の

封
象
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
こ
こ
で
南
蟹
征
討
の
物
語
が
語
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い

の
か
。
し
か
も
、
『
鼎
時
春
秋
」
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
一
一
一
園
志

の
様
々
な
物
語
の
中
で
、
南
蟹
征
討
ほ
ど
詳
し
く
演
劇
化
さ
れ
て
い

る
部
分
は
他
に
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
「
千
里
濁
行
」
や
赤
壁
の

戦
い
と
い
え
ど
も
、
そ
の
詳
細
さ
に
お
い
て
南
蟹
征
討
に
は
遠
く
及

ば
な
い
。
本
劇
は
南
蟹
征
討
を
描
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
も

そ
れ
は
、
こ
れ
も
異
様
な
ほ
ど
執
揃
に
語
ら
れ
る
曹
操
が
天
罰
を
受



け
る
物
語
と
同
時
進
行
で
展
開
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

で
は
、
南
聾
征
討
の
中
で
は
ど
の
部
分
に
重
貼
が
置
か
れ
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
注
意
さ
れ
る
の
は
、

日
ー
ロ
か
ら
凹
ま
で
一
一
一
一
闘
に

わ
た
っ
て
、
南
蟹
が
諸
葛
亮
の
徳
に
服
し
て
反
逆
を
や
め
る
次
第
が

ロ
が
「
自
此
南
人
不
復
反
」
、
四
が

「
剖
今
荒
徴
蓋
来
王
」
と
題
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
特
に
興
味
深
い
。

そ
の
後
、
更
に
二
回
に
わ
た
っ
て
凱
旋
が
描
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
事
賓
と
、
清
朝
宮
廷
に
お
い
て
『
鼎
峠
春
秋
』
が
上
演
さ
れ

て
い
た
時
期
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
南
蟹
征
討
の
物
語
が
持
つ
意

味
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
前
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
本
劇
は
乾
隆

描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

帝
の
お
聾
掛
か
り
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
乾
隆
帝
が

数
々
の
外
征
に
勝
利
を
牧
め
た
こ
と
を
誇
っ
て
「
十
全
老
人
」
と
披

し
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
物
語
が
一
麿
終
結
し

た
後
に
、
外
征
の
勝
利
と
被
征
服
民
の
心
服
を
内
容
と
す
る
南
蟹
征

討
の
物
語
を
く
ど
い
ほ
ど
念
入
り
に
描
く
部
分
を
付
け
加
え
た
の
は
、

乾
隆
帝
自
身
の
征
服
事
業
に
重
ね
合
わ
せ
る
た
め
だ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
い
う
推
定
が
成
り
立
つ
。
他
の
部
分
は
、
先
行
作
品
の
流
用

の
本
文
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
、
か
な
り
手
軽
に
制
作

ゃ
、
『
演
義
』

清
朝
宮
廷
大
戯
『
鼎
峠
春
秋
』
に
つ
い
て
(
小
松
)

さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
に
封
し
、
こ
の
最
後
の
部
分
だ
け
は
、

内
容
が
『
演
義
』
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ほ
と
ん

ど
そ
の
文
言
を
用
い
た
形
跡
が
な
い
酷
か
ら
考
え
て
、
お
そ
ら
く
か

な
り
力
を
入
れ
て
創
作
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
こ
と
も
、
南
蟹
征
討

が
『
鼎
時
春
秋
」
の
中
で
特
別
な
意
味
を
持
つ
部
分
で
あ
っ
た
こ
と

を
示
唆
し
て
い
よ
う
。

そ
し
て
南
蟹
征
討
の
物
語
は
、
曹
操
一
統
の
地
獄
巡
り
と
畜
生
へ

の
蒋
生
の
物
語
と
な
い
ま
ぜ
に
し
て
語
ら
れ
る
。
な
ぜ
こ
こ
で
曹
操

の
地
獄
落
ち
の
物
語
が
必
要
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

曹
操
が
好
臣
と
し
て
地
獄
に
堕
ち
る
以
上
、
正
首
な
皇
帝
は
献
帝
、

そ
れ
に
績
い
て
劉
備
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
覗
貼
か
ら
す
れ
ば

- 81ー

三
園
志
は
、
正
嘗
な
皇
帝
が
好
臣
に
虐
待
さ
れ
、
か
わ
っ
て
新
た
な

正
骨
固
な
皇
帝
が
即
位
す
る
物
語
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
御
前
ゆ
え
に

直
接
的
描
寓
は
避
け
な
が
ら
も
、
董
承
ら
の
物
語
に
よ
っ
て
曹
操
に

よ
る
献
帝
虐
待
を
執
効
に
描
く
こ
と
は
前
者
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
、

劉
備
の
即
位
が
ひ
ど
く
入
念
に
、
し
か
も
『
演
義
』
と
は
遣
う
形
で

描
か
れ
る
こ
と
は
後
者
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
『
演

義
』
と
は
異
な
り
、
劉
備
は
董
承
の
企
み
に
参
加
し
な
い
こ
と
に
な
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。
新
た
な
正
嘗
な
皇
帝
が
、
前
の
正
賞
な
皇
帝
を
救
う
企
み
に
参

董
し
て
い
な
が
ら
自
ら
即
位
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
か
ら
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
、
前
述
の
通
り
劉
闘
張
の
敗
北
や
死
を
舞
牽
上
で
演

じ
る
こ
と
が
避
け
ら
れ
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
正
首
な
皇
帝

で
あ
る
劉
備
は
、
あ
る
意
味
で
清
朝
皇
帝
の
分
身
と
し
て
の
役
割
を

捨
う
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、
最
後
の
部
分
で
曹
操
及
び
董
卓
と
そ
の
配
下
の
者
た
ち

は
、
ひ
ど
く
念
入
り
に
そ
れ
ま
で
の
物
語
を
な
ぞ
る
形
で
罰
を
受
け
、

一
方
正
嘗
な
皇
帝
の
後
耀
者
で
あ
る
劉
樟
は
南
蟹
を
服
属
さ
せ
、
南

蟹
の
人
々
は
自
治
権
を
認
め
ら
れ
て
卒
和
を
喜
ぶ
。
そ
し
て
献
帝
は

死
後
仙
界
に
迎
え
ら
れ
て
、
天
蓋
山
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
赴
く
。
こ
れ

は
、
正
嘗
な
皇
帝
に
従
わ
な
い
者
と
服
属
す
る
者
と
が
た
ど
る
運
命

の
差
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
お
い
て
三
園
志
物
語
は
、
正
首

な
でる
は皇
、帝

司の

再警
空言
こ:刀主

性高
ζ 話
の 1

4語
?み

量す
警ち
イ丁 れ
動る
をの
承で
けあ
てる
作
ら

れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
本
劇
が
上
演
さ
れ
た
年
代
に
闘
わ
る

問
題
で
も
あ
ろ
う
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
作
者
と
さ
れ
る
荘
悟
親
王

の
活
動
期
聞
を
基
準
に
す
れ
ば
、
『
鼎
峠
春
秋
」
の
成
立
時
期
は
乾

隆
七
年
(
一
七
四
二
)
か
ら
三
十
一
一
年
(
一
七
六
七
)
の
聞
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
こ
の
時
期
の
軍
事
行
動
で
、
南
聾
征
討
の
物
語
と
地
理

的
に
も
符
合
す
る
も
の
と
し
て
は
、
乾
隆
十
四
年
(
一
七
四
九
)
に

お
け
る
四
川
の
土
司
大
金
川
の
征
討
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
事
賓
、

『
清
史
稿
』
巻
五
二
三
「
土
司
二
」
に
見
え
る
次
の
記
事
は
、
諸
葛

亮
の
南
賛
征
討
を
思
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

古
沙
羅
奔
乞
降
於
鍾
瑛
、
鍾
旗
軽
騎
径
赴
其
巣
、
賊
大
感
動
、

頂
悌
経
立
誓
聴
拘
束
。
次
日
、
鍾
瑛
率
+
沙
羅
奔
父
子
坐
皮
船
出

洞
詣
大
軍
、
十
沙
羅
奔
等
叩
頼
、
誓
逢
六
事
、
時
各
土
司
侵
地
、

献
凶
曾
、
納
軍
械
、
蹄
兵
民
、
供
稽
役
。
乃
宣
詔
赦
其
死
。
諸
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香
焚
香
作
築
、
献
金
悌
謝
。

務
羅
奔
(
大
金
川
の
土
司
)
は
岳
鍾
瑛
(
清
勝
)
に
降
伏
し
た

い
と
申
し
出
た
。
鍾
瑛
が
軽
装
で
ま
っ
す
ぐ
渉
羅
奔
の
根
擦
地

ま
で
行
く
と
、
賊
は
大
い
に
感
激
し
て
、
悌
経
を
頂
き
、
命
に

従
う
こ
と
を
誓
っ
た
。
翌
日
、
鍾
瑛
は
十
沙
羅
奔
父
子
を
連
れ
て

皮
の
船
に
乗
っ
て
洞
を
出
る
と
、
官
軍
の
も
と
に
向
か
っ
た
。

汁
沙
羅
奔
た
ち
は
叩
頭
し
て
六
つ
の
僚
件
を
守
る
こ
と
を
誓
い
、

各
土
司
か
ら
奪
っ
た
土
地
を
返
し
、
凶
悪
な
族
長
を
引
き
渡
し
、



武
器
を
差
し
出
し
、
捕
ら
え
た
兵
士
や
民
を
返
し
、
揺
役
を
提

供
す
る
こ
と
と
し
た
。
そ
こ
で
詔
に
よ
り
死
罪
を
克
ず
る
こ
と

に
し
た
。
蟹
人
た
ち
は
香
を
焚
い
て
音
楽
を
演
奏
し
、
金
備
を

献
上
し
て
感
謝
し
た
。

従
っ
て
、
『
鼎
時
春
秋
』
は
乾
隆
十
四
年
よ
り
少
し
遅
れ
る
時
期

に
制
作
・
上
演
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
し
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
劇
は
一
度
に
作
ら
れ
た
も

の
で
は
な
く
、
改
嬰
を
経
て
い
る
形
跡
が
認
め
ら
れ
る
貼
か
ら
す
れ

ば
、
制
作
・
上
演
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
軍
事
行
動
も
一
つ
で
は
な

い
可
能
性
が
あ
る
。
た
だ
、
演
じ
ら
れ
る
の
が
南
蟹
征
討
で
あ
る
賄

に
は
一
定
の
意
味
を
見
出
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
乾
隆
帝
の
外
征
の
う

ち
、
ピ
ル
マ
・
ベ
ト
ナ
ム
方
面
に
封
す
る
も
の
は
必
ず
し
も
成
功
と

は
い
え
ず
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
に
つ
い
て
は
一
麿
の
戟
勝
の
後
朝
貢

圃
と
し
た
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
『
鼎
時
春
秋
」
に
お
い
て
諸
葛

亮
が
孟
獲
を
あ
え
て
滅
ぼ
そ
う
と
せ
ず
、
心
服
さ
せ
て
地
元
の
支
配

を
任
せ
る
こ
と
と
符
合
し
て
い
よ
う
。
も
し
か
す
る
と
、
『
鼎
時
春

秋
』
に
は
乾
隆
帝
の
南
征
が
十
分
な
成
功
を
牧
め
え
ず
、
支
配
権
を
確

立
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
美
化
す
る
意
園
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

清
朝
宮
廷
大
戯
『
鼎
峠
春
秋
』
に
つ
い
て
(
小
松
)

--'ー，、

以
上
で
、
「
鼎
時
春
秋
』

の
制
作
過
程
と
制
作
意
園
は
お
お
む
ね

明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
分
析
の
過
程

で
、
『
桃
園
記
』
『
胡
鮪
記
』
「
射
鹿
記
」
『
赤
壁
記
』
で
は
な
い
か
と

推
測
さ
れ
る
今
は
失
わ
れ
た
一
連
の
演
劇
作
品
の
内
容
が
あ
る
程
度

明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
演
劇
作
品
の
内
容
は
、

『
演
義
」

の
原
型
と
な
っ
た
三
園
志
物
語
の
原
型
が
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
か
を
考
え
る
上
で
も
、
重
要
な
ヒ
ン
ト
を
輿
え
て
く
れ

- 83ー

る
の
で
あ
る
。

通
常
演
劇
・
塞
能
に
は
、
民
間
で
惇
え
ら
れ
て
い
た
物
語
の
内
容

が
か
な
り
後
ま
で
蔑
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
三
園
志
の
場
合
も
例
外

で
は
な
い
。
「
鼎
峠
春
秋
」
に
蔑
さ
れ
て
い
る
先
行
演
劇
作
品
の
内

容
に
は
、
『
演
義
」
に
お
け
る
不
自
然
な
設
定
や
展
開
を
説
明
す
る

鍵
に
な
り
う
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
最
初
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、

そ
の
賄
で
『
鼎
時
春
秋
」
は

『
演
義
』
研
究
を
進
め
る
上
で
も
か
け

が
え
の
な
い
債
値
を
持
つ
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
の
賄
に
つ
い
て
は
、

稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。
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註①
小
松
謙
「
清
朝
宮
廷
大
戯
『
如
意
賓
冊
』
に
つ
い
て
」
(
「
和
漢
語
文

研
究
」
第
八
競
〔
二

O
三
年
十
一
月
〕
)
。

②
『
鼎
時
春
秋
』
に
つ
い
て
は
複
数
の
テ
キ
ス
ト
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い

る
が
、
今
回
は
『
古
本
戯
曲
叢
刊
』
九
集
所
収
の
テ
キ
ス
ト
に
限
定
し
て

調
査
を
行
っ
た
。
異
本
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
舎
に
論
じ
た
い
。

③
第
三
一
本
は
二
十
三
一
齢
、
第
七
本
は
二
十
五
齢
、
ま
た
第
五
本
は
二
十

四
齢
と
な
っ
て
い
る
が
、
賓
は
第
五
輪
剛
を
快
く
。
各
齢
の
標
題
が
二
齢

車
位
で
封
匂
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
本
来
齢
数
が
奇
数

だ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
後
述
す
る
よ
う
に
、

『
古
本
戯
曲
叢
刊
九
集
』
所
牧
の
テ
キ
ス
ト
が
後
で
あ
る
程
度
の
改
嬰

を
経
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

④
こ
の
貼
に
つ
い
て
は
、
小
松
謙
「
四
大
奇
書
の
研
究
』
(
汲
古
書
院

二
O
一
O
)
第
二
部
第
三
章
「
『
三
園
志
演
義
』
の
成
立
と
展
開
に
つ

い
て
|
|
嘉
靖
本
と
葉
逢
春
本
を
手
が
か
り
に
|
|
」
参
照
。

⑤
『
清
史
稿
』
巻
一
一
一
九
「
諸
王
五
」
の
本
俸
に
よ
る
。

⑥
南
曲
系
の
演
劇
作
品
に
つ
い
て
は
、
「
惇
奇
」
「
戯
文
」
「
南
戯
」
な

ど
様
々
な
呼
稽
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
呼
稽
が
一
定
の
イ
メ
ー
ジ
を
伴

う
た
め
、
用
語
の
選
揮
に
問
題
が
生
じ
や
す
い
。
本
論
に
お
い
て
は
、

比
較
的
贋
い
範
園
で
使
用
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
「
惇
奇
」
と
い
う

語
を
、
南
曲
系
演
劇
作
品
の
線
稽
と
し
て
使
用
す
る
。

⑦
竹
林
本
に
つ
い
て
は
、
「
績
修
四
庫
全
書
」
(
上
海
古
籍
出
版
枇
二

O

O
八
)
の
テ
キ
ス
ト
に
よ
る
。

③
土
屋
育
子
「
元
雑
劇
テ
キ
ス
ト
の
明
代
以
降
に
お
け
る
継
承
に
つ
い

て
」
(
『
日
本
中
園
撃
曾
報
」
第
五
十
六
集
〔
二

O
O
四
年
十
月
〕
)

0

⑨
散
齢
集
に
つ
い
て
は
、
土
屋
育
子
「
明
清
刊
散
齢
集
の
収
録
演
目
に

見
ら
れ
る
特
徴
に
つ
い
て
」
(
「
佐
賀
大
皐
文
化
数
育
墜
部
研
究
論
文

集
』
第
十
六
集
第
二
競
〔
二

O
一
二
年
一
月
〕
)
を
参
照
し
た
。
附
表

の
も
の
も
含
め
て
、
一
連
の
散
齢
集
は
、
『
大
明
天
下
春
」
「
幾
府
玉
樹

英
』
『
築
府
高
象
新
』
に
つ
い
て
は
『
海
外
孤
本
晩
明
戯
劇
選
集
三
種
』

(
上
海
古
籍
出
版
枇
一
九
九
三
)
、
そ
の
他
は
『
善
本
戯
曲
叢
刊
』
の

各
集
(
蓋
湾
皐
生
書
局
一
九
八
四
l
八
七
)
所
牧
の
影
印
に
よ
る
。

⑮
異
同
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
赤
松
紀
彦
ほ
か
『
元
刊
雑
劇
の
研
究
一
一
一

奪
梨
・
気
英
布
・
西
局
夢
・
阜
万
合
」
(
汲
古
書
院
二

O
O
七
)
の

「
皐
万
曾
校
勘
表
」
(
土
屋
育
子
作
成
)
参
照
。

⑪
子
小
穀
本
に
つ
い
て
は
、
小
松
謙
「
中
園
古
典
演
劇
研
究
」
(
汲
古

書
院
二

O
O
一
)
E
の
第
二
章
「
「
脈
望
館
抄
古
今
雑
劇
』
考
」
参
照
。

⑫
こ
れ
ら
の
黙
に
つ
い
て
は
、
「
明
末
清
初
に
お
け
る
戯
曲
選
本
の
纂

輯
|
|
明
刻
清
康
照
閲
重
修
本
『
綴
白
菜
合
選
』
に
つ
い
て
|
|
」

(
『
中
園
文
皐
論
集
」
第
二
十
五
競
〔
一
九
九
六
年
十
二
月
〕
)
に
始

ま
る
根
ケ
山
徹
氏
の
一
連
の
論
考
に
詳
し
い
。

⑬
『
風
月
錦
嚢
」
に
つ
い
て
は
孫
崇
譲
『
風
月
錦
嚢
考
緯
』
(
中
華
書

局
二

0
0
0
)
、
ま
た
「
三
園
志
大
全
」
に
つ
い
て
は
上
回
望
「
明
代

に
お
け
る
三
園
故
事
の
通
俗
文
義
に
つ
い
て
|
|
『
風
月
錦
嚢
』
所
牧

「
精
選
績
編
妻
全
家
錦
三
園
志
大
全
」
を
手
掛
か
り
と
し
て
|
|
」

(
『
東
方
血
宇
』
第
八
十
四
輯
〔
一
九
九
二
年
七
月
)
に
詳
し
い
。
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⑭
倉
氏
進
賢
堂
に
つ
い
て
孫
崇
寝
前
掲
童
日
は
、
建
陽
の
倉
氏
が
江
西
に

出
し
た
支
世
で
あ
る
可
能
性
に
言
及
し
て
い
る
。

⑮
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
、
上
回
望
⑬
前
掲
論
文
に
言
及
が
あ
る
。

⑬
中
川
議
「
「
三
園
士
山
演
義
』
版
本
の
研
究
」
(
汲
古
書
院
一
九
九
八
)
。

⑫
片
倉
健
博
「
『
草
屋
記
』
の
構
成
に
つ
い
て
|
|
「
三
園
志
演
義
』

及
び
雑
劇
と
の
開
連
を
中
心
に
|
|
」
(
『
三
園
志
研
究
」
第
四
競
〔
二

0
0九
年
九
月
〕
)
。

⑬
小
松
謙
④
前
掲
害
及
び
井
口
千
雪
「
「
三
園
志
演
義
』
の
原
初
段
階

に
お
け
る
成
立
と
展
開
|
|
段
階
的
成
立
の
可
能
性
|
|
」
(
『
和
漢
語

文
研
究
』
第
八
競
〔
二

O
二
年
十
一
月
〕
)
。

⑬
本
論
文
脱
稿
後
、
日
本
大
挙
非
常
勤
講
師
の
片
倉
健
博
氏
か
ら
「
侍

惜
華
古
典
戯
曲
珍
本
叢
刊
」
(
皐
苑
出
版
社
二

O
一
一
)
に
「
東
臭
記
』

全
人
出
が
牧
め
ら
れ
て
お
り
、
末
葉
に
「
錦
嚢
記
」
と
記
さ
れ
て
い
る

こ
と
、
人
出
の
う
ち
第
二
・
コ
了
四
・
五
出
が
そ
れ
ぞ
れ
『
鼎
峠
春

秋
』
の
6

4

・
8
・
日
・
日
と
文
言
ま
で
お
お
む
ね
一
致
し
、
第
八

出
も
張
飛
・
黄
忠
・
貌
延
が
漁
師
に
扮
す
る
と
こ
ろ
は
「
鼎
時
春
秋
』

6
l
m
と
一
致
す
る
こ
と
を
ご
敬
一
不
い
た
だ
い
た
。
お
そ
ら
く
『
東
英

記
』
は
「
錦
嚢
記
』
か
ら
一
部
を
抜
き
出
し
た
も
の
で
、
こ
れ
ら
の
齢

は
『
錦
嚢
記
』
に
基
づ
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
本
文
・
表
に
お
け

る
こ
れ
ら
の
齢
に
関
す
る
記
述
は
、
初
校
段
階
で
片
倉
氏
の
指
摘
に
基

づ
い
て
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
片
倉
氏
か
ら
は
更
に
『
美
園
恰
悌
大
挙
恰
悌
燕
京
圏
書
館
蔵
中

文
善
本
書
士
山
』
(
贋
西
師
範
大
撃
出
版
枇
二

O
一
一
)
の
清
抄
本
「
西

清
朝
宮
廷
大
戯
『
鼎
峠
春
秋
』
に
つ
い
て
(
小
松
)

川
園
」
に
つ
い
て
の
記
述
に
よ
れ
ば
劉
備
の
結
婚
が
主
た
る
題
材
で
あ

る
こ
と
も
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。
筆
者
は
、
題
名
か
ら
萄
攻
略
を
主
た

る
内
容
と
し
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
た
が
、
こ
の
指
摘
に
よ
り
本

文
・
表
の
記
述
を
改
め
た
。
こ
の
題
名
は
い
さ
さ
か
不
可
解
で
あ
る
が
、

片
倉
氏
は
、
『
曲
海
線
目
提
要
』
が
四
割
攻
略
を
題
材
と
し
て
い
る
よ
う

に
書
い
て
い
る
黙
か
ら
考
え
て
、
問
題
の
作
品
が
二
つ
存
在
し
た
か
、

あ
る
い
は
『
東
臭
記
」
が
別
名
『
錦
嚢
記
」
、
「
西
川
記
』
が
別
名
『
錦

繍
圃
』
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
錦
」
と
い
う
字
に
引
き
ず
ら
れ
て
誤
っ

た
可
能
性
も
あ
る
か
と
し
て
お
ら
れ
る
。
筆
者
も
基
本
的
に
こ
の
意
見

に
賛
成
で
あ
る
が
、
と
り
あ
え
ず
易
攻
略
の
部
分
の
本
文
が
ほ
ぼ
『
演

義
』
に
沿
っ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
て
、
こ
の
部
分
に
封
す
る
『
西
川

園
』
の
影
響
は
想
定
し
な
い
こ
と
と
し
た
。
片
倉
氏
の
見
解
は
追
っ
て

論
文
の
形
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
謝
意
を
表

さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

@
前
掲
注
⑬
参
照
。

@
京
都
府
立
大
事
大
挙
院
生
井
口
千
雪
氏
の
ご
指
摘
に
よ
る
。

⑫
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
、
小
松
謙
『
中
園
古
典
演
劇
研
究
』
(
汲
古
書

院
二

O
O
一
)
I
の
第
二
章
「
元
刊
本
考
」
参
照
。
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本
論
文
は
、
平
成
二
十
三
年
度
科
挙
研
究
費
補
助
金
・
特
別
推
進
研
究

課
題
番
競
一
一

0
0
0
一
O
O
一
「
清
朝
宮
廷
演
劇
文
化
の
研
究
(
代
表
者

一
磯
部
彰
)
」
及
び
基
盤
研
究
C

課
題
番
競
一
一
一
五
二

O
三
八
一
「
『
四

大
奇
書
」
の
研
究
」
の
成
果
で
あ
る
。
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原擦との関係・特徴的 流用/創
備考 本文封比

ト書き・曲の問題 作

衆扮霊官従踊壷職壷毒 創作

肇上跳舞科下衆扮十八

天竺羅漢雲使上龍従雲

兜下虎従地井上合舞

科・牧蔦園成寧匿科

場上設香凡内奏楽扮八 創作

開場人捧燈盤執知意従

雨場門分上

一夫人登場など停奇の 桃園記ワ 劉備一夫人嘗初より登場

類型に近い。あるいは

基づくところあるか

風月錦嚢に見えるのは 風月錦嚢 風月錦嚢を参考にしたか、もしくは

要該鬼一曲のみ 風月錦嚢の原擦によるか

桃園記ワ 熊虎登場。北曲だが歌唱者は複数。

演義とは全く無関係。依擦するとこ

ろあるか。次齢と連績? r桃園記」
地ミ

桃園記ワ 一人濁唱だが、内容は前前と連績。

あるいは雑劇の車専用? r桃聞記」か

風月錦嚢 『桃聞記』か

作細柴雑扮功曹曲内乗 風月錦嚢 前働に績く。あわせて風月錦嚢また

雲兜下焚疏接疏科佑上 はその原擦によるか。原擦は桃園記

雲兜下(三回繰り返 の可能性も

す)風月錦嚢に見える

のは八整甘州三支のみ

桃園記ワ

桃園記ワ 張梁と張費を殺してしまう

劉罵のもとで僻令を受 桃園記。

けるという設定

セリフまですべてほぽ 連環記

一致

はじめの四勝の曾話以 連環記

外セリフまで同じ・竹

林本に一致ワ

セリフまで竹材司王に一致 連環記

山歌の位置以外セリフ 連環記

まで同じ・竹林本にー

致

節節両のみ曲僻異な 連環記

る・他はセリフまでほ

ぽ竹林本に一致

位置異なる・セリフま 連環記

でほぼ同じ・竹林本だ

が一部叢刊本に一致
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通算 齢 題 中，[;、 曲牌(除引子) 喜華腔 原擦

l 1-1 五色雲降書呈瑞 僻説ニ園因縁 悌 普天築・傾盃序・錦 なし

纏道・五幅降中天

喜・慶絵

2 1-2 二分鼎演義提網 開場 開場人 漢宮春 なし

3 1-3 楼桑村帝子潜掠 劉備出世 劉備 両陽牽X4・尾聾 ワ

4 1-4 添鹿郡妖人矯暴 黄巾賊 黄巾 鮪緯唇・要該児・二 途中から 風月錦嚢二園志大金6

害者・二紫・一紫・紫 北曲套

尾

5 1-5 韓秀才時行祭掃 闘公出世 闘公 粉該児・繭馬郎・紅 南北合套ワ

:13薬・要該児・曾河

陽・綾綾金・越怨

好・紅繍鮭・慶官室

6 1-6 閥夫子夜看春秋 斬熊虎 閥公 貼鋒唇・混江龍・憶 北曲套ワ

帝京・六五え令・嚇陀 (開公濁

令・寄生草・青歌 唱)

(寄)児・上馬矯熱

7 1-7 葎綜合酒癖訂交 桃園結義 劉開張 駐雲飛X4 風月錦嚢ニ園志大全4

8 1-8 蘭契投桃園結義 桃園結義 劉閥張 人撃甘州X3・惜黄 風月錦嚢二園志大全5

花X3

9 1-9 雨叔姪新聯玉牒 劉駕認姪 劉備 檎花好(集曲) X 3 

10 1 -10 二弟兄大破黄巾 大破黄巾 劉閥張 柳梢青・新水令・歩 南北合套

歩矯・折桂令・江見

水・雁児落帯得勝

令・僚僚令・牧江

南・園林好・治美酒

帯太平令・慶飴

11 1-11 劉冗徳作尉安喜 門将惇命 劉備 梁州序X3・尾聾

12 1 -12 丁建陽起兵郊州 丁原起兵 連環 好事近X2 連環記4(起布)

13 1 -13 議廃立董卓不臣 董卓議慶立丁 連環 二捧鼓・一勇梅・園 連環記 6(大議)

原挑戦 林好・江児水・五供

養 X2・川援梓・尾

聾

14 1-14 利金珠奉先背主 李粛賄赤兎馬 連環 天下柴・駐馬醸X2 連環記 7(説布)

15 1 -15 托乾児丁原授首 日布殺丁原 連環 桂枝香X2・楼績金 連環記8(刺う0・9(反

X2 助)

16 1 -16 奔義父呂布封侯 日布封温侯 連環 生査子X2・梁州新 連環記10(奔印)

郎(集曲) X 2・節

節高・尾聾

17 1 -17 董太師元夜張燈 董卓母子観燈 連環 錦堂月(集曲)・酔 連環記3(観燈)

翁子・傍使令

に
つ
い
て
(
小
松
)
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セリフまでほぼ一致・ 連環記

曹操の引子歩謄宮、連環

記は二匂のみ、鼎は四

匂・叢刊本と竹林本それ

ぞれに近い部分あり

セリフまでほぼ一致・ 連環記

叢刊本と竹林本それぞ

れに近い部分あるも竹

林か

13の集賢賓2支と白まで 連環記 ここでは紹蝉と翠環はともに「一斑

すべてー苦ん猫児墜2支 女業」・曲牌づくしのセリフ、ほとん

と尾なL・竹林本か。歌 どは北曲の曲牌

の拳習で前半はまとめ。

桃園記ワ 一夫人 1-3のパターンに同じ・ー

度詩をとなえて退場し、賞宮花から

次の場面・督郵の名は貌明

登場の順序は許猪を除?

けばおおむね演義と同

じだが文言は一致せ

ず・曹操副から浮に

(副は許楕)

一部演義(嘉靖本ワ) 桃園記ワ 哀紹の言葉は演義の盟書とその後の 俺生来面如嘆血、天然就虎髄狼腰

と一致 セリフを一緒にしたもの。華雄の描 嘉: 面如嘆血、 虎髄狼腰

寓は嘉靖本に一致。ただし孫堅(百 毛・ 虎健狼腰

浮)が道化なのは雑劇に同じだが曲

辞は異なる。先行作品あるか・劉備

「安喜l孫令J(次齢では「劉平原jと

演義に同じ)

演義とはあまり一致せ 桃園記ワ 尾撃のあとに太平令(第一本末尾ゆ

ず えワ)孫堅が張飛と賭けるのは車戟

呂布と同じだが内容が不明確・酒を

奥えるのは曹操ではなく衷紹

セリフまでほとんど同 連環記 楊鳳(呂布の部下。連環記・演義に

じ(結ぴのみ少し異な なし)・探子(雑)が主唱・日布が韻

る) 文のセリフで受けて「哨息定了慢慢

設来J(探子の定型)

曲辞2支のみ同じ(治 連環記

美酒を調笑令とする)

セリフまでほとんど同 連環記 紹揮が日布に冠を贈ること、戯曲で

じ(結びのみ少し異な は理由あり

る。多少白を追加)

セリフまでほぼ同じ・ 連環記 王允の百葉演義に同じ(連環記も)

概ね竹林本に一致・引

三句から四句に

初めの堂候の場面を除 連環記 連環記の「大宴」なし

きほぽ同じ。聞に柳揺

金を揺入・竹林本にー

致・丑(翠勝の呉諾の

白あり俊彦癒己にはなし)

初めの昌布と把門のや 連環記 紹蝉の引、後二勾は叢刊本のみ

りとりのみ創除・叢刊

本に一致ワ

ほとんど同じ・すべて 連環記

竹林本
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18 1 -18 王司徒私衛談剣 曹操借剣 連環 歩塘宮・錦纏遁・歩 連環記ll(議剣)

蛤宮・四遺静X2

19 1 -19 計不成曹臓走馬 曹操刺董卓 連環 鎖南枝X2・孝南枝 連環記12(献剣)

20 1-20 歌有習王允式環 紹蝉習幾・王 連環 清江引 X 2・西地 連環記 5(数技)・ 13

允賜環 錦・二郎榊 (賜環)

21 1 -21 鞭都郵豚尉掛冠 張飛鞭督郵 劉備 桂枝香 X 2・賞宮 ワ

花・宴幡桃・風入松

X4 

22 1-22 曾虎牢援騎惇撒 諸持投曹操 曹操 出隊子・傾盃玉芙 演義ワ

蓉・朱奴児・尾聾

23 1-23 抱忠憤猷血勤王 華雄敗孫堅 劉開張 粉蝶児・好事近× 南北合套 演義(嘉靖本ワ)ワ

2・太平令・出隊子

X2・尾聾

24 1-24 奮神威停杯、斬勝 閥公斬華雄 劉閥張 解ニ醒(醒) ・滴溜 ワ

子X3・尾聾・太平
メμ弘、

25 2-1 中軍帳探子宣威 探子報劉開張 連環 貼緯唇・醇花陰・喜 北 曲 套 連環記16(間探)

威勢 遷鴛・出隊子・剖地 (探子濁

風・四門子・古水仙 唱)

子・害者尾

26 2-2 虎牢閥義師決勝 ニ戦目布・車 劉閥張 水底魚児X4・調笑 後半曲鮮は連環記17

戦目布 -連環 令・五馬揺金 (三戦)

27 2-3 日布私l肱束髪冠 董卓責辱呂 連環 桂枝香・琉泊猫児 連環記19(回軍)

布・呂布受冠 墜・尾聾

28 2-4 紹蝉初試連環計 呂布初見紹蝉 連環 童眉序X3・滴溜子 連環記20(小宴)

X2・隻聾子・尾整

29 2-5 貧美色中言十納姫 董卓納紹輝 連環 山坂羊・憶多矯・闘 連環記22(途親)・23(納

黒麻・柳揺金・普賢 妾)
歌・好事近・不是

路 .i卓角児序・尾聾

30 2-6 慮私情争鋒郷戟 鳳儀苧董卓榔 連環 六五i令・鎖南枝× 連環記24(激布)・ 26

戟 2・紅柄襖X2・撲 (榔戟)

燈蛾X2・不是路・

長拍・短拍・尾聾

31 2-7 吐虞情虎責助力 王允説服李粛 連環 啄木児X2・蹄朝歎 連環記27(計盟)

に
つ
い
て
(
小
松
)
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暗撞董卓切末放場上 連環記 董君雅(董卓の父)の魂が董卓の出

科・連環記29に俵詔の 畿の際に暗上(蓮環記にはなし)

部分なし。他本に存

在ワ・最後の部分は連

環記から離れる

入聾韻 胡筋記ワ 黄粋吾の『胡筋記j(遠山堂曲品)に

よるか・白多く後漢書・演義に一致

胡筋記? 『胡箔記』か・董杷は察文姫の夫

創作。

王允の猷帝に釣するセワ

リフのみ演義に依擦

惜春の英語の白(旦と 胡筋記。 『胡筋記」か・惜春と李旺が夫婦に

するも丑ワ) なる設定

雑劇に基づくワ(一人ワ

濁唱)

雑扮太監随意白 創作。

胡箔記ワ 尤伺「弔琵琶j第四折とは設定同じ

だが異なる・ 「胡筋記』か

雑劇に基づくつ(一人 胡知記ワ 雑劇つあるいは『胡知記」かっ

濁唱)

有識の「一虎競食」、 創作ワ

内容はほぼ演義に同じ

だが文言異なる

演義とあまり一致せず 創作ワ

劉備の密書演義(嘉靖ワ 侯成が諌めて打たれ馬を盗むこと、 劉備の密書の「邑布狼虎之徒」、嘉靖

本ワ)に近い・多くの 演義になく平話に同じ。基づくとこ 本に「呂布乃狼虎之徒jとあるが毛

場面を一気に演じる・ ろあるか 本にはな L

毛本14後半-19前半に

信たる内容省略

セリフほとんど演義に 創作。 紹蝉のことなし(末路不明) 容日布口伸一言、死而無悔

同じ。異同少ないが嘉 嘉.容 伸一言而死

靖本? 毛・(なし)

演義と内容共通するも 創作。

文言は特に一致せず

演義(嘉靖本ワ)とセリ 創作。 呉の話をここでまとめて演じる 此非将軍突泣時也。今天下未定、

7ほぼ一致 好雄競起、針狼嘗道、…猶関門而揖

盗也

嘉:此非持軍突時也。 方今天下未

定、…況今好雄競起、針狼1南道、…

猶開門而揖盗

毛・此非将軍突時也。
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32 2-8 停俵詔泉賊燃焼 訴董卓 連環 望吾郷・榊伏見・望 連環記28C仮詔). 29 

吾郷・春柳娘X4 (諌卓)

33 2-9 察邑感奮陥圏園 王允囚察邑 察邑 女冠子・童屑序 ワ

34 2 -10 董杷乞骸蹄電多 察邑嚢首死・ 察邑 新水令・歩歩矯・折 南北合套ワ

董施政屍 桂令・江児水・雁児

落帯太平令・億僚

令・牧江南・園林

好・治美酒帯太平

令・尾聾

35 2-11 趣赦書官室輩稀兵 李郭起兵 李郭 尾犯序・駄環看

36 2 -12 衛尽城孤忠、殉節 王允殉節 王允 水底魚、・粉蝶児・好 南北合套 演義ワ

事近・石楠花・好事

近・闘鶴鶏・撲燈

蛾・上小棲・害事尾

37 2 -13 掠雨郡右賢獲艶 右賢王掠察文 察文姫 貼緯唇・清江引・集 ワ

姫 強黄鴛・族御林・水

底魚

38 2 -14 鼓ニ軍孟徳勤王 曹操起兵 曹操 貼緯唇・端正好・濠 北曲套ワ

繍繍毛主・備秀才・切 (黙緯唇

切令・害者尾 以外許猪

濁唱)

39 2 -15 疲虎迎饗幸許都 曹操迎献帝 曹操 鎖南枝X5・滴1留子 つ

40 2 -16 文姫止輩弔青塚 察文姫弔王昭 察文姫 普天築・玉芙蓉・尾 ワ

君 聾

41 2 -17 感同調明妃入夢 王昭君入文姫 察文姫 新水令・駐馬悪・雁 北曲套ワ

夢 鬼落・得勝令・牧江 Ci青江引

南・浩美酒・太平 を除き王

令・ 1青江引 昭君濁

唱)

42 2 -18 迭人情曹操致書 萄瑛献二虎競 曹操 二重令・剃銀燈X2 演義ワ

食言f

43 2 -19 軍有徳陶謙譲州 陶謙譲徐州 劉備 臨江仙X2・宜春令 ワ

X3 

44 2 -20 進議百侯成受責 曹操圃呂布・ 目布 董眉序X2 演義(嘉靖本ワ)ただし

侯成盗馬戟 平話と共通する内容を

合む

45 2 -21 白門棲家奴就毅 曹操言来日布 日布 捧角児序・四遺静・ 演義(嘉靖本ワ)

清江引 X 2・黒麻

序・尾聾

46 2 -22 黄金殿皇叔承恩 献帝封劉備 劉備 出隊子・惜奴矯序・ 演義ワ

駐雲飛X2

47 2 -23 擦江東兄終弟及 孫権纏孫策 孫権 闘鶴鶏・繍停針・紫 南北合套 演義(嘉靖本ワ)

花見序・四般宜・調

笑令・憶多矯・綿搭

紫

に
つ
い
て
(
小
松
)
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演義と内容共通するも 射鹿記ワ 『射鹿言司(遠山堂曲品・曲海線、目提要

文言は特に一致せず 44)かワ[育虹蛾J5もこの場面だが

異なる・曹操が帝の弓を奪って射る設

量当寅義にはないれ『青甑瑞』にはあり

セリフ毛本に一致と嘉 青梅記? 『幾府高象新』巻二上段の『青梅記』 被我心生一計・即不識其面…劉

靖本等に一致と隻ある (狂廷前のものとは別)I曹操青梅煮 表虚名主正賓・・劉王章雄係宗室乃

も基本は毛本 酒」と曹操の登場詩及び泣顔回の初 嘉:被吾心生一計…不識者 -・・劉

句のみ似る 表酒色之輩・・・劉環 乃

毛: 吾心生一計…銃不識其面…劉

表虚名無関・・・劉Ul章雄係宗室乃

創作。 吾観劉備問時拳圏、又復倶雷、

此非成事業之人、何足憂也

嘉:吾観劉備閑中事園、醇後畏雷、

亦非成業之人、何憂之有

毛.なし

創作ワ 校尉来此何幹。 ー奉丞相之命

着俺前来請元徳公団去共議行兵大事

嘉:校尉来此何幹。…丞相 命

特来請将軍回別有商議

毛:公来何幹0 ・奉 丞相 命

特請持軍回去別有商議

献帝没白・董妃濠白・ 射鹿記ワ 青虹崎 6も同じ場面だが異なる。以 近者曹賊弄権、欺1M君父、結連黛

詔書の内容ほほ毛本に 下同じ。濠白あり、青陽腔系の演劇に基 初、敗壌朝綱、勅賞封罰、不由朕主

合致(葉逢春本はほぼ づくか。射鹿記ワ・詔書の内容が毛 嘉:近者権臣曹賊、 賓有欺岡之罪

嘉靖本に同じ) 本に合致するのは本劇成立の段階で 結連黛伍、敗壊朝綱、勅賞封罰、皆

改められたものか 非朕意

毛:近日操賊弄権、 ・・欺区君父、結

連黛伍、敗壊朝綱、勅賞封罰、不由

朕主

(太監白)聖h賜榊白(随 射鹿記ワ 演義と文百一致せず、細部の展開も

意念虚白)・(春零)濠白 異なる

吉平董承馬騰作唖ワ科 射鹿記。 馬騰とのやりとり演義と一致。葉逢 面帯春色、非是有志…曹公乃

春本が最も近く、毛本が最も遠い 園家梁棟、吾何能及也

葉:面帯春色、非有病者…曹丞相乃

園之棟梁、吾何能及駕

嘉:面帯春色、非有病者…曹丞相乃

棟梁也、吾何能及意

毛:面帯春色、未見病容・曹丞相乃

園之大臣、朝廷所情頼

吉平液白・一部のセリ 射鹿記。 張遼知悪者 (張遼)自古道君用薬臣先嘗之、

7演義に一致し、葉逢 吾鼠矯主公心腹、亦賞先嘗而後進。

春本に最も泣い (吉平)薬是好薬、過不得手

葉:操目、君有疾飲薬、臣先嘗之…

汝銃潟吾心腹之人、何不先嘗而後進〈

平日、薬皆農薬、何必先嘗。

嘉:操日、汝知君有疾而飲薬、臣先

嘗之、…汝心腹之人、何不先嘗。…

(吉平のセリフなし)

毛:操起目、…君有疾飲薬、臣先嘗

之、…汝篤我心腹之人、何不先嘗而

後進。平目、薬以治病、何用人嘗

射鹿記ワ

吉平濠白・曹操濠白 射鹿記。 王子服這化。英子蘭・呉碩・神輯と 汝罪過王葬、悪勝董卓、天下人

(ともに複数)・王子 もども傍観者(本劇末尾で科輯が忠 皆欲峡汝之内、何止我吉平也

服打科虚白津科下・ー 臣義士とされることと矛盾)・董承が 葉:汝情過王葬、妄似董卓、天下人

部のセリフ演義に一致 吉平を打つ展開はi貴義と異なる 皆欲争峡汝之肉、何止吉平乎

L、葉逢春本に最も近 嘉:汝情過王葬、伝勝董卓、天下人

し三 民皆欲峡汝、 何止吉平一人乎

毛 (なし)
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48 2 -24 猟許田君弱臣強 許田園型車 劉備 出隊子 X2・新水 演義ワ

令・胡十八・也不

羅・錦上花・ i青江引

49 3 -1 俣小'L'聞雷失筋 煮青梅論英雄 劉備 好事近X2 青梅記9・演義(毛

本)

50 3-2 員大意縦虎蹄山 郭嘉程星諌曹 曹操 朝克令・纏緩金・出 演義(嘉靖本ワ)

操 (劉備) 隊子X2

51 3-3 難迫銭甲二千騎 許補迫劉備 劉備 劉褒・朝元令 演義(嘉靖本ワ)

52 3-4 蜜(密)草根ー 献帝寓血書詔 献帝 風入松X6 青陽腔系 演義(毛本)

尺書

53 3-5 賜衣帯血詔潜投 董承受血詔 董承 鎖南枝・生査子・江 青陽腔系ワ

頭金桂(集曲)X 2 

54 3-6 坊褒旗赤'L'共吐 董承吉平馬騰 董承 駐馬諜X2・擢拍 演義(葉逢春本ワ)

結盟

55 3-7 未将園賊頭楓療 吉平用毒被捕 吉平 降黄龍X2・黄龍濠 青陽腔系 演義(葉逢春本ワ)

X2・尾聾

56 3-8 忽把謀臣'L'病鈎 董承馬騰間報 董承 駐馬悪X2 ワ

57 3-9 抱忠憤誓死報君 拷吉平 吉平 出隊子・上馬賜・採 青陽腔系 演義(葉逢春本ワ)

茶歌・梁州錦序(集

曲)・奈子五更寒

(集曲)・梁州序

に
つ
い
て
(
小
松
)

- 93ー



中
園
文
曲
学
報

第
八
十
一
加

春雲下、苗津吊場科白 射鹿記ワ 苗津、演義では秦慶童

董承曲内下(伴奏がお 射鹿記。

わらないうちにつ)・

尾聾のあと北曲套に

馬超と韓遂の曾話の内ワ 演義では赤壁の後のこと

容は演義と同じだが文

言は一致せず

ワ

大まかな内容は演義と ワ 馬超の話ここでとぎれる 青虹噺21

同じだが文言は一致せ とは異なる

ず

後に績くはずの展開だ 射鹿記。 張遼悪役・吉望遠逃走(後の伏線ワ)

が承けるものなし

曹操登場の出隊子を青 古城記 嘉靖本等に一致

柄襖にかえ、張遼・許

楕登場の鵡鵡天を削り

演義由来のセリフを加

える・萄識のセリフ、

嘉靖本では萄議、毛本

では程量。他も嘉靖本

に一致

曲はすべて異なるがセ 古城記 報子の遁化

1)7は合致。末尾でー

部演義に合致するセリ

7 

古城記と合致(曲辞は 古城記 張遼軍師役・液白古城記にはないが

かなり異なる)・一部 同劇は I時調青昆」など青陽腔系散

改愛(劉備の悪口は削 前集に多く取られる

除)・ 6前竿と 7の第

一駐雲飛は削除・第二

駐雲飛を駐馬轄とする

(同じなのは担向のみ)・

8の張飛のうたは取ら

ず.9の第(笹雲飛は削

除・劉備濠白・張飛濠

白

曲一支のみ合致・一夫 古城記 報子の這化

人波白・閥公法白・端

正好とイ向秀才のみ合

致・白は一部合致

セリフのみ一部合致 古城記そ 『莞天幾』巻下の古城記「閥雲長捜叔

(許裕と騨丞のやりと の他 樺降」と『詞林一枚J巻二の「閥雲長

りなど)・曲は異なる 聞言卜権降J(ほほ同文)は、古城記とは

寄生草が合致するのみで、他は異な

る・『詞林一枚JI閥雲長乗燭待旦」も

騨丞の滑稽なセリフが合致するのみだ

が、古城記とはほぼ同じ・『風月錦嚢I
「三園志大全」の「江康二婦下徐州」

もほぼ同じだが岡林一枝』に近い。

古城記カま改作版か・乗燭は各本(曲僻
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58 3 -10 露姦情求首主 苗i畢密告董承 董承 鎖南枝X2・四遁静

59 3-11 謀t世雨損匡園命 董承馬騰撞死 董承 歩歩嬬・園林好・錦 青陽腔ワ

衣香・衆水令・五更 系ワ+北

黒宙X2・尾聾・一枝 曲套

花・梁州第七・害事尾

60 3 -12 痛深共起報讐兵 馬超聞耗 馬超 黙緯唇・一江風× 演義ワ

3・推拍

61 3 -13 誓中軍孤児泣血 馬超起兵 馬超 四遺静X3 ワ

62 3 -14 逢劫敵好賊党第 馬超破曹操 馬超 山隊子・普賢歌・水 ワ

底魚・普賢歌・水底

魚・普賢歌・水底

魚・普賢歌・水底

魚・普賢歌・紅繍

革主・遁溜子

63 3 -15 弱息一線延嗣績 張遼逼死吉平 吉平一 水底魚・檎花好・不 つ

母妻 家 是路・駐雲飛・香羅

帯X2・風雲曾四朝

元(集曲)X 2・金

銭花・駐雲飛・金銭

花

64 3 -16 戦書ニ月下i佳徐 曹操登兵討劉 曹操 青柄襖・自羅抱X2 古城記3・演義(嘉靖

備 (劉備) 本ワ)

65 3 -17 葬張飛献倫替言十 張飛献言十 劉開張 新水令・閲金四塊 古城記4

玉・喬木査・掲練

子・慶豊年

66 3 -18 俣曹操看子夜書 劉備張飛劫曹 劉閥張 出隊子・清江引・駐 青 陽 腔 古城記5・6・7・9

替敗走 馬聴・駐雲飛・四遺 系ワ

静・紅納襖・駐雲

飛・霊毒杖

67 3 -19 遊説客較短論長 張遼説閥公降 闘公 桂枝香・端正好 .fi両 青陽腔 古城記10

秀才・霊書杖・塞鴻 系ワ

秋

68 3 -20 乗燭人有一無ー 闘公権降・闘 闘公 醇花陰・喜遷鷲・出 古城記 11・『詞林一

公乗燭 隊子・苦l地風・四門 校J 2・『完天梁』

子・古水仙子・紫尾 下・『風月錦嚢JI三園

志大全」

に
つ
い
て
(
小
松
)

95 



中
園
文
曲
学
報

第
八
十
一
加

のみの I群音類選j12 I五夜乗燭」も

含む)とも悶五更の形式

古城記の曲の一部を省 古城記

略。牧尾のみ異なる・

他はほぼ同じ

貼緯唇・水底魚以外は 古城記 劉備、顔良・文醜に八百長を依頼

曲牌異なるも同じ語を

多く用い内容はほぼ共

通・セリフは概ね同じ

創作ワセリフ嘉靖本に 創作ワ 曹虞を避詳して曹子孝に・演義では 小将軍先射中、汝何奪之。 看我

一致するも、徐晃の 赤壁の後 奥汝雨個解箭。

「体敢奪我的錦抱腹」 嘉:小将軍先射、汝何奪之。 看我

は嘉になく毛には「汝 奥汝爾個解箭。

敢強奪」あり。王朗・ 毛:文烈先射、汝何得争奪。看我

王祭の詩は嘉にあり 輿イヤ雨個解箭。

(ただし後者は鍾録と

する)、毛になし

セリフは古城記を簡略 古城記 69の績き・張遼の計・長蛇障出るも

化したもの・落梅風と 古城記の長い説明はない

播海令は古城記の波繍

強X2とほぼ同じ

古城記に闘しては一部 古城記・ 基本は古城記と合致するも一部日義 駐馬藤整頓上鮮血征抱烈火競

曲牌名異なるも曲僻は 義勇僻金 勇僻金」と一致。古城記の異なるテキス 太平令投降的馬前奔脆

おおむね同じだが、少 トに依援するか・顔良が閥公と封話 義:整頓下狸血征抱烈火旗

L省略あり・基本古城 するつもりでいたことは嘉靖本と同じ 投降的戦篤逮馬前斉脆

記と同じだが、一部 古:准備着朱雀南方烈火旗

「義勇辞金」に合致 なし

古城記になし。別本にワ

あるかワ

趨雲の劉備に封する 古城記 趨雲、劉闘張と虎牢闘で別れ、劉表

「仁兄」という呼びか に身を寄せるも見限って青州に馬を

けをすべて削除・古城 買いに行った腸り(古城記では「領

記の劉備のセ1)7 I但 主上之命、前往青州買馬而回J)。内

我今腹中儀餓了、行走 府本雑劇の馬商人という設定と合致

不上」がないにもかか 劉備の白馬は趨雲が贈ったもの

わらず越雲の「待我到

村中買些酒飯奥皇叔充

飢」があり不自然(古

城記に依擦)・張飛の

「御駕親征j など削

除・古城記の張飛が二

弟に昇格して趨雲を三

弟にするというセリフ

を削るも末尾の詩の

「撒了雲長得子龍jは

残る

引の新水令前宇のみ古 古城記・

城記と合致。他の曲僻 義勇僻金

はほぼ「義勇辞金」と

ほぽ完全に一致するも

セリフは異なる。合致

度高く、直接朱有激の

曲鮮によるか。曲僻の

み合致する鮪からする

と『薙鼎祭府』巻四に

よるか
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69 3 -21 承燕曾却物明心 閥公退美女 閥公 賄緯唇・備秀才・傍 古城記13
粧蓋・寄生草害事・

二紫・牧尾

70 3 -22 剖金魚兵資孤客 劉備投衰紹 劉備 賄緯唇・捷破歌・紅 古城記14
柄襖X2・水底魚児

71 3 -23 宴銅雀煩起草僚 曹操宴銅雀蓋 曹操 好事近 X2・千秋 演義(嘉靖本ワ)

歳・紅繍桂

72 4-1 宏、兎馬蹄翼主控 曹操贈赤兎馬 閥公 錦上花・新時令・援 古城記15
不断・落梅風・醇娘

子・播海令

73 4-2 青龍刀振壮夫残 閥公斬顔良文 閥公 新水令・駐馬聴・大 北曲套 古城記16・朱有骸「義

醜 徳歌・喬木査・治美 (四遺静 勇辞金」第二折

酒帯太平令・四遺 以外は閥

静・駐雲飛 公濁唱)

74 4-3 翼徳操城賓作主 張飛占古城 張飛 水底魚児・重量地錦 ワ

槍・水底魚鬼・節節

高X3

75 4-4 子龍奪食弟逢兄 劉備逢趨雲張 劉備・ 邑羅抱 X2・駐馬 古城記17
飛 張飛・ 聴・上小棲

越雲

76 4-5 掛印封金尋奮主 閥公封金 閥公 端正好・濠繍盤・倫 北曲套の 「義勇辞金j第二折・

秀才 前半(閥 古城記18
公濁唱)

に
つ
い
て
(
小
松
)
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閥公の役白・許猪のセ 古城記・ ①「義勇僻金」と重なる部分は古城 九韓貨郎児(慌時節)・ー轄(本待要

')7が一部のみ古城記 義勇僻金 記より「義勇jに近いが完全に一致 下征鞍)・三韓(光閃閃)・四特(猛聴

19と共通。曲は古城記 はしない。 得一聾高叫)・出隊子(曹操らによ

20と一部共通するも、 ②曲牌名は古城記とは異なる。 る)・五轄(悠那心事児)・六蒋(伝道

曲牌名が異なり、「義 ③比較的一致する部分が多いのは 俺受恩)・七轄(多奔上二位隼娘)・人

勇辞金J4とは初めの 『玉谷新筆」だが、完全に一致する 韓(休得要胸懐)・九轄(俺本是南山

三曲が曲牌名も含めて わけではない。ただし『玉谷』の濠 豹)

一致・セリフは「義勇 調を受けている(入轄と九蒋)こと 「義勇僻金J 韓調貨郎児(涼時

辞金」ではなく古城記 は注意される。 節)・二轄(光閃閃)・三縛(我子見青

と一致・ I玉谷新策』 複雑な状況だが、青陽腔系の古城 蔭蔭:後半二轄と共通)・四韓(打這

首巻「曹相覇橋献錦」 記異本(劇名は遣ったかもしれな 厩舌刺刺)・五時(銭行酒)・六轄(寛

はほぼ「義勇僻金jに い)に依援するか・ I八能奏錦』巻 l 度量)・七轄(閥~白河東)・八轄(炎
同じで二韓もなし・三 に見える I五閥記jr曹操覇橋銭別」 漢室衰微時)・九車専(誰肯立狐忠)・熱

轄を古城記は「濠」と は冒頭のみだが、新水令が古城記の 尾(愁随煙柳)

するが、通常の濠調と 賀新郎・本劇の九縛貨郎見と一致 古城記20・賀新郎(涼時節ニ九時)・

は遣い貨郎鬼のスタイ 天下梁(本待要下征鞍=二韓)・濠

ル・四聴は古城記の前 (光閃閃=三轄)・前腔(忽聴得一聾

腔つまり天下築で「義 高叫=四韓)・出隊子(曹操らによ

勇辞金」にはなし。た る)・濠(又不知他有甚慶他になし)・

だし賓際の曲僻は前も 前腔(停言拝上二位=七持。義勇の五

含めて貨郎児に合致・ 轄の順序を費えて使用)・濠(悩得我

『薙照築府』巻五の黙 =八縛後半と九蒋)

経唇套「千里濁行」 『玉谷新築』首巻:韓調鶴郎児

C[風月錦嚢』にも見 cc丑)涼時節(閥)秋風八月=九

える)とは合致せず 特)・初蒋更(光閃ヒ=三轄)・曲牌名

なし(本待要下征鞍=二韓。鼎で波白

の部分が曲辞に)・三韓更(際跡潜奔

:他になし)・四韓更(猛悪得一聾高

叫=四車事。途中から五特)・五縛更

(因良勝返故郷 はじめは曹操唱で他

になし。途中から五轄に一致)・六蒋

更(儀行酒=義勇五轄)・七樽(俺自

有寛度量庚ニ義勇六特)・前腔(他那

里好意設=義勇六轄の績き)・濠調

(悩得我=古城i査。八轄と九車専)

ほとんど同じだが八聾 古城記 形式が合致するのは鼎の曲牌名。修

甘州以外の曲牌名異な 正したか別本によったか

る

曲はほぼ同じ。セリフ 古城記

は演義に合わせて詳し

くなっている

ほぽ同じだが曲牌名異 古城記

なり、セリフも近いが

一部順序が異なる

曲・セリフともほぼ同 古城記

じ

金銭花と前後のセリフ 古城記

のみ同じ・古城記に見

える新水令以下の旦と

の互唱なし。この部分

は『群音類選j12の

『桃園記Jr千里濁

行j と一致し元来の

『古城記」の曲僻では

ないかもしれない

粉蝶児以下が古城記28古城記 軍校のセリフに古城記に基づくギャ

に該首・古城記迎仙客 グを追加

が闘鶴鶏、句格は闘鶴

鶏に近い・閥公i裏白・

- 98ー



清
朝
宮
廷
大
戯
『
鼎
峠
春
秋
』

77 4-6 紅抱薬酒銭賢侯 曹操銭関公 闘公 九時貨郎児・ー噂・ 青 陽 腔 「義勇辞金」第四折・

三特・四車事・出隊 系ワ 古城記19及び20・『玉

子・五蒋・六蒋・七 谷新貨」首巻

蒋・人特・九輔

78 4-7 避遁荘翁書別謄 胡華遇闘公託 闘公 人聾甘州.p古略令・ 古城記21

書 醇笑婆・柳葉兜

79 4-8 陵防閥特命軽揖 閥公斬孔秀韓 閥公 八聾甘州・甘州歌 古城記22・23

編 (集曲)

80 4-9 浄園寺借酒作力 闘公斬下喜 闘公 翠地錦稽・新水令・ 古城記24

駐馬聴近・錦上花×

2・鴛驚紫

81 4 -10 袋陽閥漏風胞、火 閥公斬王植 閥公 金銭花・駐雲飛 古城記25

82 4-11 棄盗投軍邪改正 閥公斬秦瑛・ 閥公 金銭花・駐雲飛・六 古城記26

牧周倉 玉江姐児(集曲)・六

弘江水(集曲)

83 4 -12 閉城迫戦弟疑兄 張飛拒閥公 閥公・ 駐雲飛・甘草子・粉 北曲套・ 古城記27・28

張飛 蝶児・酔春風・闘鶴 青 陽 腔

鶏・惜花嫌・要該児 系ワ

に
つ
い
て
(
小
松
)
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古城記より曲敷支少な

い・『群音類選j12 r桃
園記Jr古城東曾jとは

一致せず

古城記は一度尾告書の後 古城記 柳を切る力比べのエピソード、古城

端正好からこの前と合 記のみ

致・古城記前腔(端正

好)の途中から倫秀才

i衰を液繍越とするも勾

格合わず

引、順序を聖書えて古城 古城記 張飛請罪のエピソードあり

記の三犯令を使用・古

城記途中から曲牌名を

記さず

ワ 劉表「白虎牢闘上孫堅背盟被吾所殺」

「賢弟、白虎牢閥ー別、直至如今1・
劉備、察王宮を用いぬよう進言

作殺鶏求科 ワ 察璃の二弟のうち察動のみ君子・龍

王の助け・的虚説明なしに言及・殺

鶏求科

演義(毛本)に基づく 創作ワ 遁童(丑)美文調のセリフ 忽爾生局抗・・・・・. 久間明公大

複数の場面をまとめて 名、 何故至今猫落晩不偶耶

慮理 嘉忽有殺伐之調…・・ 愚問持軍大

名久失。何故直匿奔走於形勢之途耶

毛.忽起高抗之調……吾久間明公大

名、 何故至今猫落晩不偶耶

演義に基づくが、版本 創作。

の特定困難

演義とは異なり、金鎖 創作ワ

陣などなし

創作。 徐庶の梁棟z々 と劉備の匡扶王室之

心の語、毛本になし

引の高陽蓋も同じ・慨 草塵記

重眉は草塵記三支のー

支目のみを改愛使用・

草塵記の淘金令なく、

水隊子は草庫記になし

セリフも前半はほぼ同

じだが後半異なる

前竿は草塵記・ただし 草塵記+草塵記は夏、本劇は各。草麗記は諸 二公誰是臥龍先生。(石庚元~)公

草庫記は三度目にあた 創作 葛亮に曾うも断られる・後宇は演義 乃何人、欲尋臥龍何幹......不省i古園
り諸葛亮に曾って断ら (毛本)に基づく 安民之事

れる・初めの石・孟の 嘉:二公何者是臥龍先生也。面白者

やりとり草庫記にな 日、将軍欲尋臥龍何幹…・・不省治園

し・引の探春令は同じ 之事
(前半のみ)・山歌は 毛:二公誰是臥龍先生。長費者目、

草庫記では歌頭曲尾・ 公何人、欲尋臥龍何幹…・・不省治園

後半は演義(毛本)・ 安民之事

諸葛均の東甑令はi寅義

の本文を曲に改めたよ

うなもの

前竿は草塵記とほぼ同 草塵記+丑(童子)の四六まじえた長ぜりふ 南陽野人、疎傾成性、屡蒙在臨、

じだが、諸葛均が現れ 創作 あり・「生一子、該有四十年天下、 f事 不勝憾厳

てからは演義(毛本) 此俺師偉便有出山之念j。草直記で 嘉:南陽田夫、鰯事疎瀬、屡蒙持軍
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84 4 -13 二度鼓停老勝訴 閥公斬察陽 閥公 端正好・譲繍毛主・倫 北曲套・ 古城記28

秀才X2・濠繍毛主・ 青 陽 腔

熱尾 系ワ

85 4 -14 一家人在古城来 古城来曾 劉閥張 新水令・駐馬聴近・ 北曲套 古城記29

喬木査・梅花酒・水

仙子・得勝令・掻等

琶・離亭宴害者

86 4 -15 惇銭聯菌張締席 劉表設宴逝劉 劉備 漁家倣・別銀燈・擁 ワ

備 破地錦花・尾聾

87 4 -16 避危匹馬躍檀渓 劉備躍馬跳檀 劉備 好事近X2・撲燈蛾 ワ

渓 X5・尾聾

88 4 -17 徳操指引求名土 劉備遇司馬徽 劉備 江頭金桂(集曲) X 演義(毛本)

徐庶 2・桂枝香X3

89 4 -18 冗直安排破敵軍 徐庶用計斬ー 徐庶 江頭金桂(集曲)・ 演義(特定不能)

呂 襲令江児水( 集

曲)・六五i令・駐馬

聴X3

90 4 -19 持計就計取奨城 徐庶大破曹仁 徐庶 朱奴児X2・朱奴易l
銀燈(集曲)X 2・水

底魚、児X3

91 4 -20 知恩報恩薦諸葛 徐庶臨別薦諸 徐庶 新水令・折桂令・雁 北曲套 演義(嘉靖本ワ)

葛 児落帯得勝令・牧t工
南・ 1青江引

92 4 -21 知客来遊山先往 初顧草塵 諸葛亮 噸董眉・字字隻・水 草塵記3

隊子

93 4 -22 求賢切踏雲重臨 二顧草塵 諸葛亮 山歌・大是正鼓・慨童 前年草塵記8・後半は

眉・西地錦・東甑令 演義(毛本)

X2・牽地錦楢

94 4 -23 隆中振挟起耕夫 三顧草庫 諸葛売 憶鴛児(集曲)・宜 前竿草塵記11・中盤は

春令X2・望吾郷 演義(毛本)・後半はま

た草塵記11

に
つ
い
て
(
小
松
)
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宜春令からまた草庫記 は博望焼屯と同様に後主の誕生を越 在駕来臨、下情不勝感激

に一致(セリフは少し 雲が報告し、諸葛亮は四十年天下之 毛:南陽野人、疎慣性成、屡蒙将軍

異なる) 分と占って下山を決意・草虚記は夏 柾臨、不勝惚赦

末秋初、本劇は春

貨郎見を用いた長い北 創作ワ 『四聾猿jI漁陽二弄」とは異なる・ 廟堂之上、何太無種。 (繭衡

曲套だが演義(毛本) 短歌行による歌舞あり・演義では吉 白)欺君岡上乃矯無躍。吾露父母之

に基づく。五轄の内容 平の前に置かれる。嬰化をつけるた 形以額i青白之憧。

もi貴義を曲に改めたも めつ第四本の末尾ゆえ長い套数を置 嘉:廟堂之中、何太無雄。 衡日、

の く9 ・セリフの一部(敗北の列奉) 欺君岡上以矯無種。吾露父母之形以

は演義の張松のセリフに依擦 額貞潔之人。

毛:廟堂之上、何太無種。 衡目、

欺君岡上乃矯無櫨。吾露父母之形以

額清白之健耳。

セリフ演義(毛本)と 創作。 ここから韻を表記(先天・ 3齢ま 近間劉備在新野、

同じ。草塵記12とは題 で) 毎日操i寅土卒、必震後患。

材同じだが異なる 嘉:近間劉備在新野、奔孔明矯軍師

毎日数演士卒、必f奇心腹之患。

毛近間劉備在新野、

毎日数演士卒、必矯後患。

北曲套で大部分一人濁 創作ワ 演義聞の異同少ないが、閥公・張飛

唱だが演義(毛本)に に輿える軍勢が嘉靖本の一千五百人

基づく ではなく、毛本の一千人に一致・張

飛反君主のエピソードなし。『博望焼

屯j 2や草塵記13とは全く一致せず

北曲套だが歌唱者は多 創作。 セリフの多くは演義(毛本)に基づ 自古這、欺敵者必敗。

様・セリフ演義(毛 く。「博望焼屯」や草庫記13とは一致 南道路狭、・…・・倫用火攻奈何。(子禁

本)と同じ せず・張飛謝罪のことなし 白)君言是也

嘉: 欺敵者必敗。禁日一

李典目、南道路狭、…・・恐使火攻。

子禁目、長成之言是也。
毛・ 欺敵者必敗。

南道路狭、……倫用火攻奈何。禁日

君言是也。

前半セリフはi寅義(嘉 創作+草 諸葛儒生(駐馬諜)・張遼謀士。演義 縦然不降、亦可以宣愛民之心也。

靖本ワ)に基づく・後 塵記 では劉障のセリフ・火焼新野のこと 若見事念慮降、則神j州之地不戦自然

半駐馬聴二支以下はセ なし。原型地け・逃げる理由につい 而得。然後再暴剰裏之衆、徐園江東

1) 7も含めて草鹿記 て孔明の説明あり(演義にはなし)・ 以掃一統

20・21・22とほぼ同じ 以下韻の表示消える 嘉.縦然不降、亦可以見愛民之心也。

火焼新野がないため前 若使事急来降、則1!lJ州之地不須征戦
半は異なる。曹仁のか 失。然後再奉押j裏之兵、可園江南也。

わりに張遼が献策 毛郎不降、亦可見愛民之心。

若其来降、 則剤州之地、可不戦

而定也。

八婁甘州の前のセリフ 創作+草 5 -5なし(葉数は連績)。特に脱落 (干し明白)主公今擁大衆十自主高、

と水底魚児、草麗記23塵記 がある形跡もなく、車なるミスか・ 皆是百姓、披甲者少、似此幾時得到

に同じ(曲牌名は水中 劉埼が「感公(諸葛亮)昔日之数以 江陵。

物)・文聴の水底魚、見 獲全生」とあるが、このこと劇中に 嘉・孔明日、 …今擁大衆十飴高、

草庫記23の曹操の水底 なし・尾聾ごとに韻嬰わる・ 5-8 皆是百姓、披甲者少。日行十絵里、

魚児に類似・廃竺が捕 の題名に li覇橋」とあるのは不自然 似此幾時得到江陵。

らえられる際のセリフ だが、草塵記23では張飛に「覇陵 毛.衆持管目、…今擁大衆十徐寓、

も類似・民衆に闘する 橋」で敵を防ぐよう命じている(本 日行十絵里、

議論は演義(嘉靖 劇では長坂橋)・毛本は孔明を美化 似此幾時得至江陵。

本ワ)に基づく (右欄)

演義(毛本)に基づく 創作ワ 死ぬのは甘夫人(草履記23では甘夫 小勝歩行死戦、保夫人殺出重園【

が水底魚児のみ少し草 人がまず井戸に投身、後で康夫人が 嘉雲自歩行、遇敵軍必営死戟。

庫記23に似る・衆百姓 越雲に阿斗を託して臓の下にて金銀 毛:雲自歩行死戟、保夫人透出重園〈

甘夫人語上土地上・ で自害。平話では康夫人の死因不明

作墜井科雑扮金童玉女 甘夫人が婚の下で自害。葉逢本では

上作引下・土地需繋阿 康夫人が脂に鯖れて自害。嘉靖本・
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95 4 -24 席上裸衣充鼓吏 繭衡撃鼓罵曹 繭衡 一枝花・九特貨郎 北曲套 演義(毛本)

児・四蒋・五蒋・六

韓・九轄・害者尾

96 5 -1 曹操遣将戟諸葛 曹操遣夏侯惇 曹操 好事近・石橋花・越 演義(毛本)

討劉備 f主好・慶官室

97 5 -2 孔明滅特敵曹兵 諸葛売波終週 諸葛売 新水令・駐馬聴・折 北曲套 演義(毛本)

敵 桂令・雁児落帯得勝

令・掛玉鈎・治美酒

帯太平令・熱尾

98 5 -3 入重地曹兵中計 諸葛亮博望焼 諸葛亮 酔花陰・童眉序・喜 北曲套 演義(毛本)

屯 遷鴬・童眉序・出隊

子-滴溜子・割地

風・三段子・四門

子・襲撃子・古水仙

子・榊伏見・然尾

99 5-4 圃遠策徐庶招安 曹操遣徐庶説 諸葛亮 駐雲飛X3・駐馬諜 演義(嘉靖本ワ)・後

劉備 -劉備 X 2・天仙子・梁州 竿草塵記20・21・22

-徐庶 序 X 2・生査子×

2・四遁静

100 5 -6 自率兆民逃難去 嘗陽曹操敗劉 越雲・ 園林好・啄木児・ニ 演義(嘉靖本1)・ー

( 5 備 劉備 段子.~商溜子・尾 部草塵記23

5はな 撃・綾緩金・金銭

L) 花・八聾甘州・水底

魚児X2・不是路・

捧角児序・水底魚

児・捧角児序・水底

魚、児X2・尾聾・ i商
溜子X2・尾聾

101 5 -7 戦長坂絶慮逢生 長坂坂越雲救 趨雲 山坂羊X2・鎖南枝 演義(毛本)・一部草

阿斗 X 3・撲燈蛾・水底 庫記23

魚児・尾

に
つ
い
て
(
小
松
)
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斗在懐内科・土地需堆 毛本で婚を倒して井戸を覆うのは不

脂科下・地井出草人知 自然)・土地神の助けあり・金童玉女

馬延扮越雲鎗挑草人起 が甘夫人を迎える・戟う相手はほぼ

馬延下地井 演義に従う

演義の本文に異同少な 創作ワ 大喝した結果退くというのではなく

く版本特定不能。草虚 合理化・草虚記では「在此一肌則橋

記24とは異なる 分~雨段、逆水而倒流j と平話・雑

劇に同じ表現

向上(ただし「浮橋j 創作ワ

の語は毛本のみ)

劉備の語は毛本にない 創作ワあ (劉備白)・・懐中何物。(越雲白)所

が、後は毛本が近い。 るいは赤 懐幼主、適才暗突、此一因不見動静

あるいは嘉靖本に脱落 壁記。 原来睡熟了。……不是江東之兵、定

あるか。後の部分で演 是曹操兵也。

義の劉埼の言葉を劉備 嘉:子龍懐抱何物。子龍ー目、 一遁

に流用している箇所は 来公子筒在懐中、此一日袖内無動静

明らかに嘉靖本に近い 多是不能保了。・…・・不是江東之兵、

自日是曹操軍也。

毛(劉備の言なし)雲・・日・・遁来

公子尚在懐中晴央、此ー曾不見動静

多是不能保也。……非曹操之軍、自日

江東之軍也。

鴎鵡天の白 創作ワ 呉の扶況を一度にまとめて紋遁

前半は演義(草庫記も 創作ワ+前半で使用している演義のセリフは 説南北爾軍互相呑併、吾則無事免

演義のセリフを用いる 草塵記 嘉靖本に近い。草屋記も同じだが、 嘉:説南北雨軍互相呑併、吾則無事

が少し異なる)似娘児 演義から省略している部分が異なる 失。若南軍勝照奮而殺操以取弗J州之

(草塵記は上園春)以 地、

下はセリフも含めてほ 毛:読南北爾軍互相呑併、若南軍勝

ぽ草塵記制鵬首したも 共訴曹操以取lfiJ州之地、

の 草:説南北雨軍互相呑併、南勝則投

南而攻北以取押J州之地、

セリフ、かなり異なる 創作ワあ 孫権は浄(ここで初めて明記)・呂蒙 前到夏口探聴虚賞、帯得一人深悉

も演義(嘉靖本ワ)と るいは赤 群儒の一人(演義は異なる) 就裡、乃南陽諸葛孔明。(孫権白)莫

一致多し・草塵記28と 壁記。 非諸葛道之弟諸葛亮仏

は異なる (曲数多 嘉:次至江夏相見、特問其虚賓、有

く可能性 一人深知前故・田・・目・諸葛瑳之弟諸葛亮

あり) 也。権目、莫非臥龍先生否。

毛:粛至江夏、引諸葛道之弟諸葛亮

也。一種目、臥龍先生在此乎。

セリフ演義によるが、 創作ワ 若不見棄、山人思施犬馬。

完全には一致せず、底 嘉将軍不棄、願施犬馬之勢

本特定困難 毛.若蒙不棄、願数犬馬之勢

周球の命令のみ演義 創作ワ赤 吾今奉命吊民伐罪、 但

(嘉靖本ワ)と合致・ 壁記。 大軍到慮、不可騒擾百姓。

衆企揺船下 嘉:吾今奉命吊民伐罪、 但以

大軍到底、不得一概動擾。

毛:吾今奉命討之、諸君幸努力向前【

大軍到底、不得擾民。

引の接雲鶴、草庫記30草塵記・ やはり日蒙は文官の扱い・太史慈登 可侃吾剣作個明輔、 若有言者

の菊花新前半と同じ。 演義(嘉 場せず、程普が代行。草塵記では責 郎新

以下も四支の排歌を二 靖本。) 蓋・前宇は草鹿記に依嬢Lつつ演義 嘉:可侃吾創作明甫、…・・如有但題

支にするなど、多少削 あるいは で増補し、後半は演義(嘉靖本ワ) -・・・者可立斬
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102 5-8 拒濁橋粗中有細 張飛喝退曹軍 張飛 好事近 X 2・紅繍 演義(版本特定不能)

革主・尾聾

103 5 -9 曹操迫兵遇伏蹄 曹操遇閥公回 閥公 普天築・朝天子・普 演義(版本特定不能)

軍 天幾・朝天子・普天

集

104 5 -10 越雲懐主全身至 劉備描阿斗 越雲・ 新水令・折桂令・雁 北 曲 套 演義(嘉靖本かワ)

劉備 見落帯得勝令・牧江 (複数歌

南・泊美酒帯太平 唱)

令・尾聾

105 5-11 自稽玉江東開宴 孫権構王 孫権 新水令・歩歩矯・折 南北合套ワ

桂令・江児水・雁児

落帯得勝令・健億

令・牧江南・園林

好・治美i酉帯太平

令・清江引

106 5 -12 商拒敵夏口維舟 魯粛探劉備 諸葛亮 江児水X2 草庫記26・演義(嘉靖

本ワ)

107 5 -13 戦群儒舌吐蓮花 諸葛売舌戦群 諸葛売 八聾甘州・解二醒 南北合套 演義(嘉靖本ワ)

儒 (醒) ・踏疹行・粉

該児・稲馬郎・紅有

薬・要該児・曾河

陽・績緩金・越伝

好・紅繍桂・尾聾

108 5 -14 激周郎詩歌銅雀 諸葛亮智激周 諸葛先 園林好・月上海業・ 演義

T歯 江水児・川援梓・尾

喜幸

109 5 -15 激持乃牧遣勝功 周論設令・康 周論 梁州新郎(集曲) X 演義(嘉靖本ワ)

竺探呉軍 2・節節高・尾

110 5 -16 醒人翻被醇人算 群英曾・蒋幹 周瑞 排歌X2 草庫記30・i貴義(嘉靖

盗書 本ワ)

に
つ
い
て
(
小
松
)
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減しつつほぼ合致。前 赤壁記? にほぼよる 毛:公可侃吾剣作監酒、…・・如有但

半については、セリフ 題者自日斬

は演義(嘉靖本ワ)と 我想周論是個精細之人、天明尋書

合致するも、これは草 不見、必然洩漏。

庫記に由来するもの・ 嘉.想周聡是個精細之人、天明尋書

後竿は、草塵記も演義 不見、必然洩漏。

に基づくが、僑手紙の 毛周珠是個精細人、天明尋書不見、

文面などは演義(嘉靖 必然害我。

本ワ)の方に合致し、

セリフも多くi寅義によ

る

ほとんど草塵記のまま 草塵記 一つの「蒋」の聞で一行とばして後

(第二・四邑羅抱と第 に補う

三好姐姐を創るのみ)

一つの場面を一前に・ 草塵記 草塵記は演義(嘉靖本ワ)に曲解の

ほとんど草塵記のまま 文言まで依擦

前半は諸葛亮と魯粛の

滑稽をやりとりを足し

周識と黄蓋の曾話を詳

しくする程度。後半は

闘黒廊を加える

一つの部分をー輸に・ 草塵記 草塵記は演義に依擦

はじめは草塵記の周珠

諸葛亮を迎える場面・

黄蓋を打つ撲燈蛾は、

草庫記のセリフ(演義

にほぼ同じ)を曲に改

愛・後牢は曲牌名一部

異なるも、ほぼ草麗記

のままだが、少し演義

で補う(徐府腕身のく

だりなど)

事銀燈(草塵記は弗銀 草塵記 草塵記は演義に依援・周聡の令箭を

花)第二・四支を省略 借りて鎮壇とするのは演義になし

する程度でほぼ同じだ (黄鶴棲の伏線だが本劇にはこのく

が、末尾に諸葛亮を斬 だりなく矛盾)

る命を追加

草庫記とは異なる 赤壁記。 風刺登場

草庫記とは異なる 創作。赤 草塵記では身代わりを殺させる
壁記。

出だしのみ草塵記・周 草塵記+草塵記、身代わりの首の後に徐盛・

識の手配りは演義によ 創作?. 丁奉登場、矛盾。本劇は儒首のこと

る・駐雲飛は草庫記に あるいは なし・草庫記も演義に依擦・甘寧に

もあるも曲辞異なる・ 赤壁記? 察中察和を連れて行けと言いつつす

水雲従中地井出分立科 ぐに斬るのは矛盾(演義は二人を分

(役者で水雲を表現か) けて使用)

地の文を張遼のセリフ、 創作ワ赤 草底記は黄蓋死す(平話に同じ)

黄蓋が助かった理由を 壁記。

周識のセリフにするな

ど、 i寅義の様々な箇所

を運用。異同少なくテキ

ストの特定困難・雑扮

水雲従左右地井上操科

水底魚、児は草雇記、他 草塵記+
は創作ワセリ 7は草庫 創作ワ
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111 5 -17 江東計献一隻環 腐統献連環計 腐統 悔董眉 X2・邑羅抱 草塵記31
X 2・・西地錦・白

羅抱・好姐姐X2

112 5 -18 河北自輸十高矢 周珠施計・諸 諸葛亮 風入松X2/憶鴛児 草塵記32・33(前半)

葛亮取箭 -周瑞 X2・闘黒麻X2

113 5 -19 事可圃何妨丙苦 周五量打黄蓋・ 周五言 憶多嬬・撲燈蛾X2 草塵記33(後宇)・ 34
閥揮投書 /西地錦・粉蛾児・

一封書・宝胞吐・尾

草草

114 5 -20 風不便未完心憂 諸葛先約借東 諸葛先 期j銀燈X2 草庖記35
風 -周論

115 5 -21 壇中可望不可馨 諸葛亮借東風 諸葛亮 闘鶴鶏・紫花見序・ 北曲套+ ワ

天書評沙・秦児令・禿 綾緩金

厩児・牧尾・綾綾金

116 5 -22 江上濁来還濁往 越雲接腰諸葛 諸葛亮 董眉序・遁溜子・飽 演義(特定不能)

亮 老催・襲撃子・尾聾

117 5 -23 西北計成百這出 周論調勝 周聡 出隊子・駐雲飛 草塵記39・演義

118 5 -24 東南風動一軍灰 赤壁塞兵 周瑞 鮪緯唇・粉蝶児・好 南北合套 演義(特定不能)

事近・石楠花・好事

近・上小棲・撲燈

蛾・尾整

119 6 -1 未可笑時偏溌笑 曹操遭埋伏 曹操 貼鋒唇・水底魚児・ 草屋記42・演義

紅繍桂・撲燈蛾・水

底魚児

に
つ
い
て
(
小
松
)
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記と合致せずi賓義を加

工して使用

ほほ赤壁記と一致(曲 赤壁記 閥公の登場詩で「悩得心中怒気沖、

牌名異なり、赤壁記の ~肯私情廃公議」とあるが、前にこ

歩歩矯なく、水底魚 のことなし・閥公のうたは北曲套

児・駐雲飛は赤壁記に

ない)・草塵記とはー

致せず・セリフ赤壁記

に近く、一部i寅義と共

遁・駐雲飛以外は閥公

のうたはすべて北曲

(曹操らは南曲)・閥

公衝上

演義ともあまり一致せ 四郡記。

ず、草慮記にもなし。

四郡記 cr曲海徳目提

要J45)か?・設剃州

城雑扮小軍将官引生扮

孔明上

諸葛売が手順を説明す 錦嚢記 輩固登場(平話に同じ)・引の長生導

るセリフと闘公のセリ 引を劉備・諸葛亮・闘公・張飛が分唱

ブのみ演義と一致・錦 (他に少ない形式)・閥公「本部下五

嚢記 百名棄刀手」錦嚢記による。主E⑬参照

金旋と輩志のやりとり 四郡記ワ 加之張翼徳乃首世虎持

演義(嘉靖本?)とー 嘉.加之張盆徳乃嘗世虎将

致・四郡記かっ 毛.加之張翼徳犠勇非常

演義とはストーリーは 四郡記ワ 吾主劉フE徳乃剰王之弟(平話と同じ)

同じだが文言一致せ

ず・四郡記かっ

演義とはストーリーは 四郡記ワ

同じだが文言一致せ

ず・四郡記かつ・前半

は北曲套(はじめを鉄

く。主に閥公)、尾聾

の後、後半は南曲

前半、越雲・貌延との 錦嚢記と 孫権の妹は新月公主・草塵記を流用 美色天下人愛之、公何濁如此。

やりとりほぼ演義(嘉 草塵記 するも演義に合わせて魯粛を呂範に 越範之兄、曾在郷中有一面之交

靖本ワ)と一致・後半 費える 嘉美色天下人愛之、公何濁如此。

の日範とのやりとりは 越範之兄、曾在郷中有一面之交

草庫記44の魯粛とのや 毛.此亦美事、公何知此。

りとりに依操(鼓盆 趨範銃奥某結矯兄弟

云々)。曲もほぼ同じ

諸葛売の越雲に封する 草塵記 喬5GC玄)は「忠厚寛仁、未完好利

命令、草鹿記とほぼ同 虎牢闘有奮」・錦嚢記の影響の有無は

じ(演義とは異なる) 不明・草虚記はこの後黄鶴楼になり

別離の詩も同じ(情到 ここで越雲に錦嚢を渡すのは不自然

不堪回首慮、一斉扮附 45では周球は、諸葛亮は曹操を這っ

奥東風。不適切)・雑 て華容道にいると黄鶴棲雑劇と同じ

扮水雲上 ことを述べて前後矛盾

末扮喬興上虚白作群夢 錦嚢記 劉備「虎牢ー別失候起居Jr舎弟越

君主語科・草塵記47・演 雲」・孫策の遺言に「家門之事要問老

義のいずれとも異なる 夫(喬元)Jを付加

錦嚢記

前竿は草塵記47・演義 草塵記・ 幼女新月・園太が孫権を責める言葉

のいずれとも異なる・ 錦嚢記 のみ草塵記と一致。甘露寺なく、演

後竿園太の孫、権に封す 義とは設定が異なる。錦嚢記による

る言葉は草塵記と一致
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120 6 -2 絶無生庭却逢生 華容道閥公義 閥公 車占緯唇・ 7昆江龍・水 北曲套に 赤壁記 C[時調青毘』

緯曹操 底魚児・劉j衰 .i由萌 南曲をま 巻二「華容緯操J)

董・天下築・満江 じえる

紅・駐雲飛

121 6 -3 擦険要定策襲州 諸葛亮一気周 諸葛亮 四遺静・新水令・歩 南北合套ワ

耳量 -周五量 歩嬬・折桂令・江児

水・雁児落帯得勝

令・僕僚令・牧江

南・園林好・浩美酒

帯太平令・尾聾

122 6-4 計久長拍間取郡 定計取四郡 諸葛 四遺静X4 錦嚢記

亮・劉

開張越

123 6 -5 動降不得自投降 張飛取武陵 張飛 水底魚児X2・不是 演義(嘉靖本ワ)

路・出隊子

124 6 -6 計計却篤人算計 越雲取桂陽 越雲 組編畦・風入松・奈子

花X2・出除子・駐馬

強X2・水底魚児

125 6 -7 老持甘潟明聖用 閥公取長沙 閥公・ 明日陀令・寄生草・水 北曲套+ ワ

黄忠 底魚児・寄生草・尾 南曲

聾・駐雲飛X2・2苦

地錦

126 6-8 軍師勧結晋秦歎 ニ持献功・呂 劉備ー 普天築・催拍・桂枝 前半は i寅義(嘉靖

範説親 統 香X2・大涯鼓X2 本?)と錦嚢記・後半

(桂枝香)は草虚記

127 6 -9 波浪来申繍楊盟 劉備過江 劉備ー 甘州歌(集曲) X 2 草庫記44

統

128 6 -10 過江初試錦嚢計 劉備謁喬克 劉備・ 啄木児 X 2・二段 錦嚢記

喬元 子・蹄朝歎

129 6-11 巧氷人牽就婚姻 喬元成就婚姻 劉備・ 解二醒X2 錦嚢記、一部のみ草庫

喬元・ 言己47

孫権

に
つ
い
て
(
小
松
)
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魯粛らのやりとり、末 草塵記 「相持宇世、尚健兵器」、草庫記は

による長い美文以外は 「且扶半世、倫倶兵器j。草直記誤り

ほぼ草底記のまま。以 か。本劇の依援するところはワ

下も順序を聖書え省略は

あるが、ほほ草庫記を

利用

左慈のこと、一部演義 胡筋記。 「震石壁千年之融、饗化従心、洩天

と共通(急流勇退 書三巻之裁、霊奇在手」演義の記述

云々) に合致するが平妖停にも同じ・ 2

17を承けて胡筋記か

陳奥郊「文姫入塞」と 胡筋記。 涜渓沙による白・琴曲・胡曲(謎

は異なる 歌)・黄阿狗(蘇州人)我従小児串過

戯、如今還記得些、待我唱一雨隻昆

-'(;雨腔的戯曲別別体例如何。(巴朗除

拐作喜科白)塞牢度柱、塞牢度桂。

(阿狗白)我不唱奮戯、唱的就是娘

娘本家琵琶記戯文。蛍目先中郎老爺

中了扶元、金殿僻朝一出唱輿体例聴

聴…・・・(唱金殿僻朝傍戯一段完)(築

屋落ちの事例。昆℃腔)

草庫記49とは異なる 錦嚢記ワ 一封書、賓際に書簡の内容に用いら 疎遠孔明閥張、各生怨望、自然

れることが多い・草塵記と異なる。 散去、荊裏不戦而自得。

南山逸史の中郎女雑劇とも異なる 嘉 :i疎遠孔明闘張、各生怨望、而白

(曹彰の戦勝による塵力という貼は 散去、荊裏可不戦而自得也。

共通するが)。錦嚢記か 毛:疎遠孔明開張等、使彼各生怨望

自然散去、然後押J州可圃也。

甘州歌以下は草麗記に 草塵記・ 長い齢だが、後半二分のーは草履記

セリフまでほぼ一致 錦嚢記 初めの部分(張・黄・貌漁師に扮す

ること)は錦嚢記。新月公主の名、

草塵記にはなし

草庫記49とは異なる 錦嚢記。 船兵作唱呉歌・草庫記49は6ー 16の

み使用。演義とも異なる。錦嚢記か

胡箔記ワ 相見歓の白・胡筋十/唱のうち第一・

五・十・十二・十八拍を唱い、一拍ご

とに三人のうた入るも、第十二拍のあ

とは「阿狗護課唱背弓曲」・調の白と

耕慢のセ 1)7あり。胡筋記か

セリフは演義に依擦。 創作。 周識が危倶するセリフは演義の一度 子敬誠賓篤厚之人。・…・・ 我

一部毛本に近いが、基 目の魯粛汲遣のものだが、曾見の内 東呉起兵伐取。……兵馬到城下、一

本は嘉靖本と一致。草 容は三度目の減遣に該賞 鼓平枚。

庫記にはなし 嘉:子敬乃誠賓篤厚之人也。 一我

東呉起軍愛馬去取。……兵馬到城下

一鼓平収。

毛:子敬乃誠賓人也。・…・・ 我

東臭起兵去取。…・・那時乗勢殺之、

奪取刑州。

セリフ演義(嘉靖 創作ワ 諸葛売の「非親不解其繭」、嘉靖本に

本ワ)に依擦 あって毛本に者し

セリフ演義(嘉靖 創作ワ 衆扮水雲中地井上操科・周磁の遺書 劉某乃漢朝皇叔、忍背義而取西川

本ワ)に依擦 はここで血書として書かれる 乎。

嘉:孤乃漢朝皇叔、安沼、背義而取

川乎。

毛:孤奥劉環、皆漢室宗親、安忍、背

義而取西川。

『綴白委」初編に見え 西川圃 「黄鶴棲上勝俺大寄謀害殺」と本劇

る『西川園Ji蓋花 と矛盾するうた。草庫記では周識が

蕩」とほとんど合致。 二度死ぬ形・『綴白装』では闘鶴鶏の

ハU
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130 6 -12 老新郎順諾仇健 孫劉結婚 劉備・ 惜奴婿・錦衣香・紫 草庫記48

孫夫人 水令

131 6 -13 化鶴矯人閲覧路 左慈戯曹操・ 左慈・ 浪淘沙・好事近× ワ

曹操命迭薬文 曹操・ 2・千秋歳・越悠

姫 察文姫 好・紅繍軽・向如綾

号昆

132 6 -14 鳴鏑迭馬入天闘 文姫入塞 察文姫 端正好・快活ニ・要 北曲套 ワ

該見・三害事・三害事・

一害者・尾聾

133 6 -15 第一錦嚢謀去臭 劉備公主決計 劉備・ 一封書・瓦盆児・楢 演義(嘉靖本ワ)

赴刑州 孫夫人 花泣(集曲)・喜漁

燈(集曲)・尾聾

134 6 -16 一隻美壁還蹄越 劉備走脱東呉 劉備・ 十棒鼓・二鴫附・隻 草慮記49・錦嚢記

孫夫人 令江鬼水X2・甘州

歌 X2・水底魚児・

甘州歌 X 2・滴溜

子・水底魚児X2

135 6 -17 雨挫屠龍射虎威 開張大破周議 周五言 勝萌董・水底魚・紅 ワ

精睦・害容尾

136 6 -18 重翻捲葉吹産調 察文姫董杷結 察文姫 ;式式令X2・沈醇東 ワ

姻・文姫唱胡 風・臓梅花・園林

筋十八拍 好・川援梓・尾聾

137 6 -19 請伐貌奮計新施 周瑞立候途滅 周瑞 紅納襖 演義(嘉靖本ワ)

鏡之計

138 6 -20 告伐川仮百翼聴 諸葛売特計就 諸葛売 駐馬諜X2 演義(嘉靖本ワ)

計

139 6 -21 刑州城諸葛謀長 刑州城周磁i畳 周瑞 豹子令・水底魚児・ 演義(嘉靖本ワ)

伏 緩緩金X2

140 6 -22 蓮花蕩周郎命短 重花蕩周歳時 周珠・ 闘鶴鶏・雲裡梅・調 北曲套 西川圃

天 張飛 笑令・然尾・囚蓬静

に
つ
い
て
(
小
松
)
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草庫記46の黄鶴棲に績 「殺哀勝謄量沖懐」を「俺簿巌顔我

く張飛接磨のくだりと 的謄量高jに改める。衷鮮(裏)の

はある程度合致するも 話が忘れられたことから考えて、本

差多い 劇が古形か。北曲ゆえ依捺するとこ

ろあるか

ワ 演義とは一致せず・北曲套の一人濁

唱。依擦するところあるか

演義に基づくが、異同 創作ワ 鬼兵による操演あり

少なく特定不能

演義(嘉靖本ワ)に依 創作ワ 呂布ー哀皆被滅之、南抵江

嬢 漢、北至幽燕、

嘉:呂布二衰皆被滅之、南直抵子江

漢、北直抵乎幽燕

毛:呂布二衷皆矯所滅、

鹿統轄白・やや微妙だ 創作。章 輩固登場(平話に同じ)・「我鹿統自 依少一廓宰、公且任之、待日後

が嘉靖本か 固の登場 別了子敬」この設定本劇になし・鹿 有鉄、自然重用

が疑問 掠四郡雑劇とは異なる 嘉:扶一際宰、公且任之、 加後

有鉄、 嘗重用

毛:鉄少ー!孫宰、屈公任之、 如後

有鉄、却嘗重用

ほほ演義(嘉靖本ワ) 創作ワ 松聞公世代箸鎮、組宗相停、

に依嬢 磨立子廟堂、 輔佐天子

嘉:久間明公世代替線、組宗相輔、

何不立於廟堂而輔佐天子

毛久間公世代替額、

何不立子廟堂、輔佐天子

演義(嘉靖本ワ)に依 創作ワ 嘉靖本にあって毛本にない部分を含 我川中不曾見此兵革、但以仁義

擦かと思われるが、一 むが、一部の文言が毛本と一致。中 i古民…逆吾者死、非只能令人栄達

部毛本と合致 聞のテキストワ 亦能令人減族、汝可知否。

嘉:吾謁中不曾見此兵革、但有以仁

義定天下之土…・・逆吾者死、非只能

令人栄達、亦能使人減族、汝知之乎【

毛:吾謁中不曾見此兵革、但以仁義

治人…・・逆吾者死、汝知之乎。

末尾の張飛のセリフが? 裁判。頁氏と柳青による夫殺害・胡

演義と一致するのみ 徒による盗難・銭贋による英文に針

する頼婚・僧侶静空と尼姑定虚によ

る密通・王思による成児の誘拐・「千

金義曾」による賭博・長い場面であ

り、演義とも合致せず、依援すると

ころあるか

一部のセリ 7のみ演義 創作ワ

と一致

セリフほとんど演義 創作ワ 「漢」を「汗」と表記 他乃漢朝之臣、以覇遁居之

(嘉靖本りのまま 嘉其他皆漢之蚤賊、以覇道居之

(毛本とは異なる)・ 毛.其他皆漢之議賊、却都侍強侵占

地土

セリフほぼ演義による 創作ワ

末尾のみ演義(嘉靖 創作 {由一時有嬰、不可料也

本?)による 嘉:倫一時有愛、夫可量也

毛還宜防之

セリフは多く演義(嘉 創作ワ 吾弟兄乃漢室宗親、今日相逢痛

靖本?)による。 飲、並無疑忌。

嘉:吾弟兄乃漢室宗親、 相逢痛

飲、並無疑忌。

9
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141 6 -23 哀動呉員皆服罪 諸葛先弔周珠 諸葛先 端正好・濠繍毛主・切 北曲套 ワ

切令・脆布杉・小梁

州・快活三・朝天子

142 6 -24 思圃局地大興妖 張魯起兵伐謁 張魯 貼経唇・好事近× 演義(特定不能)

2・千秋歳x2・越

伝好・尾聾

143 7 -1 遣張松許都説曹 劉茸遣張松 張松 童屑序・不是路 演義(嘉靖本ワ)

144 7-2 屈腐統来陽昔主任 腐統任来陽豚 腐統 桂枝香X2 演義(嘉靖本ワ)

令

145 7 -3 嫉賢能曹操焚書 曹操焼孟徳新 張松 駐馬聴・駐雲飛 演義(嘉靖本ワ)

書

146 7-4 不威武張松露詩 曹操逐張松 張松 梁州新郎(集曲)x 演義(嘉靖本ワ)

2・節節高・尾聾

147 7-5 片言折獄服張飛 腐統断獄 腐統 醇花陰・童眉序・喜 南北合套?

選鷲・童屑序・出隊

子・滴溜子・剖地

風・滴滴金・四門

子・飽老催・古水仙

子・襲撃児・害者尾

148 7-6 屈己下賢隼鹿統 劉備牧鹿統 腐統 園林好・江見水× 演義(特定不能)

2・五供養・川援

樟・尾聾

149 7-7 種別駕誠，心献園 張松献園 張松・ 一江風 X 4・白羅 演義(嘉靖本ワ)

劉備 抱・尾聾

150 7-8 見同僚私意謀主 張法孟謀献萄 張松 玉胞吐 演義(特定不能)

151 7 -9 入西川情同雁序 劉備入局 劉備 出隊子 X 2・山花 演義(嘉

子・尾聾 靖本?)

152 7 -10 関東閤宴比鴻門 活城曾上舞剣 劉備 粉該児・紅均薬・稲 演義(嘉靖本ワ)

馬郎・曾河陽・緩綾

金・越窓好・紅繍

革主・尾聾

に
つ
い
て
(
小
松
)
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毛:吾弟兄同宗膏血、 共議大

事、井無二心。

セリフは多く演義(嘉 草塵記。 周善を周虚善とする・知知奈何(如 不亦寄奇矯重、私自逃婦、是何

靖本ワ)による 之奈何の誤り)・周虚善殺されず 遁理

嘉:不以俺寄奇矯重、私自蹄家、是

何道理

毛不以俺寄奇矯重、私自蹄家、遺

便無瞳

セリフはほぼ演義(嘉 創作ワ 選精兵、今日起程、克襲

靖本ワ)による 成都、ー翠而下

嘉.只今便遺精兵、書夜粂道、径襲

成都、一奉使定

毛只今使遺精兵、書夜粂道、径襲

成都

演義と展開同じだが文 創作ワ

言一致せず

セリフはほぼ演義(嘉 創作。 白馬ではなく的慮。的虚が腕統に崇 腐統のセリフ「我命在天、量在人乎」

靖本?)による るのが本来の形か 嘉靖本にあり、毛本になし

セリフはほぼ演義によ 創作。 七夕を中秋に・閥謀と表記

る

諸葛亮が開公に奥える 創作。

指示はほぼ演義(他に

セリフ少ない)

セリフの内容演義(嘉 創作。 「酎耐劉備奔孔明第軍師、分兵五路

靖本に近い)にほぼ合 下JIIJ前の賦況と合わず・張飛の

致するが、文言は微妙 「軍師之言信非謬」も前になし。他

に異なる に基づくか

セリフはほぼ演義(嘉 創作。 途中から北曲套。他の車専用か 重量延領一千長鎗手在左遁・・・・・・殺

靖本ワ)による 関士卒(張任)願早賜一万

嘉:貌延引一千長鎗手在左遁…・・殺

開士卒・・・・・・願早賜一刀

毛:貌延領一千長鎗手伏子左・…・・殺

散彼軍・田・・・・可速殺我

馬超3ー14までの話はワ 演義とも特に合致せず

尻切れのままいきなり

張魯のもとに投じる

先設布城・セリフは演 創作ワ セリフは演義(嘉靖本ワ)に 況馬超有邑布之勇

義(嘉靖本ワ)に依援 嘉況馬超有信布之勇

毛.今馬超之勇

演義とのセリフの一致 創作ワ 李恢の説得と馬超の投降と一つの場 有何面目以見天下之人

は比較的少ないが、ー 面・劉峻と馬漢を討つのは演義では 嘉. 何面見天下大丈夫乎

致する部分は毛本 趨雲、本劇では馬超・馬岱。嘉靖本 毛・ 何面目見天下之人乎

で越雲が「某来未曾毅尺寸之功jと

いうのは不自然で馬超にふさわしい

(毛本は改めている)

五勝それぞれのうた。 創作ワ 貌延を入れて五虎持

特に基づくところは不

明

セリフ演 創作ワ

義とほぼ

同じ

各本に異同あり。曲の 車万曾 雑劇には元刊本と越埼美抄本(子小

前のセリフは趨靖美抄 穀本か)あり。『大明天下春J6 I雲
本にほぼ合致。粉蝶児 長訓子」・『柴府寓象新J3 I闘雲長

-114ー
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153 7-11 越子龍奮身救主 趨雲奪幼主 趨雲・ 酔扶蹄・小措大・不 演義(嘉靖本ワ)

孫夫人 是路捧角児序X2・

尾聾

154 7 -12 腐士元定計園川 腐統定計取成 腐統・ 重肩序 演義(嘉靖本ワ)

都 劉備

155 7 -13 蔑萌閥掲将蓮訴 斬局柿楊懐 劉備・ 出隊子 X 2・重眉 ワ

腐統 序・水底魚、児

156 7 -14 落鳳披軍師着箭 落鳳披鹿統受 腐統・ 不是路・普天柴・朝 演義(嘉靖本ワ)

箭 劉備 天子・普天祭・朝天

子・普天築

157 7 -15 一夜観星央鳳雛 諸葛亮聞報畿 諸葛亮 梁州新郎(集曲)・ 演義(特定不能)

軍 -閥公 節節高・尾聾

158 7 -16 詰朝解印僻押J土 諸葛亮解印付 諸葛亮 好事近X2・千秋歳 演義(特定不能)

闘公 -閥公 X2・尾聾

159 7 -17 稗巌顔大得其力 張飛稗殿顔 巌顔・ 水底魚児X2・八聾 演義ワ

張飛 甘州X2

160 7 -18 殺張任幸成厭名 金雁橋檎張任 張任・ 駐雲飛・水底魚児・ 途中から 演義(嘉靖本ワ)

諸葛亮 粉蝶児・闘鶴鶏・上 北曲套

小棲・告書尾 (諸葛亮

の一人濁

唱)

161 7 -19 錦馬超失水暗投 馬超投張魯 馬超・ 玉環j青江引(集曲) ワ

張魯 -駐雲飛X2・駐馬

強X2

162 7 -20 葬張飛然火夜戟 馬超大戦張飛 馬超・ 粉該児・編馬郎・紅 演義(嘉靖本ワ)

張飛 有薬・曾j可陽・緯綾

金・越窓好・紅繍

軽・尾整

163 7 -21 馬氏ー'l;、蹄漢室 馬超降劉備 馬超 紅納襖・窒地錦槍・ 演義(毛本)

紅柄襖・邑羅袖・壷

眉序・滴溜子・飽老

催・襲撃子・尾聾

164 7 -22 劉家五虎下西川 五虎持略萄 張・馬 粉蝶見・好事近・石 南北合套ワ

-趨・ 檎花・好事近・闘鶴

黄・貌 鶏・撲燈蛾・上小

棲・撲燈蛾・害事尾

165 7 -23 知時蹄命求安逸 劉備入成都 劉備・ 出隊子X2・降黄龍 演義(特定不能)

劉理 X2・掃朝歎・尾聾

166 7 -24 湖奮盟闘公訓子 閥公欲赴皐万 閥公 粉蝶児・醇春風・十 北曲套 閥漢卿「皐万曾」

曾 二月・嘉民歌・石棺

花・闘鶴鶏・上小棲

に
つ
い
て
(
小
松
)
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第一句「楚漢争強」に 訓子」・『幾府紅珊J4 r桃園記・漢

合致するのは『綴白 毒亭侯訓子j・『大明春J6の「雲長

委』のみだが、以下は 訓子」はいずれもほぼ同内容で、雑

一致するテキスト固定 劇とはかなり異なる。『綴白委J8の

せず、石棺花第六句の 「訓子」はいずれとも異なる・本劇

「現花醸」と一致する では敬訓を受けるのは閥平ではなく

のは元刊本と越清美抄 開輿・一致するテキストが定まらな

本のみ。闘鶴鶏第二句 いが、元刊本・趨清美抄本とのみー

の「員心便休想」も元 致する例が多く、古形を留めた現存

刊本の「誠心便休想」・ しないテキストによるか。

趨埼美抄本の「誠心更

休想」以外は合致せず

飽老児末句も同じ。蔓

青菜の「排文甲列旗

鎗」は、元刊本と越璃

美抄本(巌密には後

者)にしか存在せず

創作ワ 「亀雄寄」による歌舞・慶祝の場面

で第七本を終える。第七本のみ齢数

が奇数。前名は165と封になる。 166

を後で括入したか

開公の登場詩以下、末 軍刀曾 元刊本・越埼美抄本のほか、『風月錦

尾を除けばセリフまで 震jr~赴里万J r魯粛迭闘王j・「築府

基本的に『綴白薬』に 紅珊J11 r閥雲長赴車万曾」・『高盤清

同じ。同じ来j原か。脅事 音J7 r草万赴曾」・『恰春錦J7 r四
尾は他本の撹等琶 郡記・皐万赴曾j・『玄雪譜J3 r三園

C[綴白萎』は曲牌名 記・車刀曾j、『綴白委J1 r刀曾j、

なし)。他本の尾聾も 曲鮮のみのテキストとして『珊珊h集』

しくは熱尾は本劇には 3 r赴曾」・『祭府南音Jr皐万赴曾」

なし (雨者同文)がある。 I寓墾清音」以

下の諸本はほぼおなじだが、[被白

表Jは費演用にセリフを増やしている

演義と合致せず 創作ワ 耕文調のセリフや知識人風のやりと

りあり。演義とは合致しないが、内

容は王ではなく帝位につく際のもの

演義と合致せず 創作ワ

演義と合致せず 創作ワ 王と言いつつ明らかに皇帝に卸位の

朕況。皇帝の御前ゆえワ・開公は弗l
裏玉、張飛は束川王

演義になし 創作ワ 操演七曜陣

演義と合致せず 創作ワ 費詩は登場するも、開公が五虎特に

ついて不平をいうことはなし

演義(部分により異な 創作ワ 此書生之言也。 畳不

り特定困難。別のテキ 間一必獲全勝。闘公雄智勇、何足倶

ストによるか)・閥平 哉。

沖上 嘉:汝是秀才之言、不暁破敵。畳不

聞・・・・・・何足倶之。

毛:此書生之言耳。 量不
聞ー 一白可取勝。

i寅義(毛本)に合致 創作。 槻に閥公の首を入れるという演義の 孤縦不疑、奈衆口何 -卿

本文を避けて「敵首jと陵昧にする 不負孤、孤亦必不負卿也

嘉 孤縦不疑、奈衆口所言…・・・

孤誓不敢負於卿也

毛.孤縦不疑、奈衆口何 -卿

不負孤、孤亦必不負卿也
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X 2・快活二・飽老

鬼・劇銀燈・蔓青

菜・紫尾

167 7 -25 伎勢加封摩舞歌 曹操封貌王 曹操 粉蝶児・好事近・石 南北合套ワ

檎花・好事近・闘鶴

鶏・撲燈蛾・上小

棲・撲燈蛾・尾聾

168 8 -1 赴軍刀魯粛消魂 閥公赴里万曾 閥公 新水令・駐馬聴・胡 北曲套 闘漢卿「皐刀曾j

十八・治美酒帯太平

令・錦上花・雁児

落・得勝令・害事尾

169 8-2 定局都群工勘進 群臣勧進劉備 劉備・ 桂枝香X3・隻令t工 ワ

諸葛亮 鬼水(集曲)

170 8-3 允請郊天 法正築蓋 群臣 融経唇X2 ワ

171 8-4 西萄正位 劉備剖王位 劉備 醇花陰・童眉序・喜 南北合套?

選鴛・重屑序・出隊

子・紳伏見・剖地

風・闘隻鶏・古水仙

子・熱尾

172 8-5 聖武式昭華夏震 閥公看操演 閥公 五供養・新水令× ~t曲 ワ

2・撹等琶

173 8-6 王猷久塞九裏開 閥公受命君主兵 閥公 慶宣和・雁児落帯得 ~t曲 ワ

勝令・甜水令・折桂

令・離亭宴熱

174 8-7 攻裏郡大隊奪門 閥公取裏陽 閥公 貼鋒唇・普天梁・朝 北曲 演義(特定困難)

天子・普天幾・朝天

子-普天柴・朝天

子・普天築・朝天子

175 8-8 救奨城小軍界槻 腐徳、昇槻出征 腐徳 一枝花・梁州第七・ 北曲套 演義(毛本)

賀新郎・梧桐樹

に
つ
い
て
(
小
松
)
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最後のやりとり演義に 創作ワ 七曜陣と七杖兵(このこと演義にな

一致。異同少なく、テ し。七軍からの溌想で、演劇の説覚

キストの特定不能 的数果をねらう)・闘公矢を受けるこ

となし。避けたか

衆扮水雲持水切末上・ 創作ワ 毛本と本劇は閥公に封する罵百を遜 汝故主亦在掲矯大勝。……

衆曹軍作漂i呈科従地井 けたか 吾寧死子万下、畳降也。

下。斬鹿徳の部分は明 嘉:故主馬超亦事吾兄篤勝。……竪

らかに毛本による 子、何謂降也。…・・寧死子万下、安

降無名之将耶。

毛:汝故主馬超亦在萄中潟大将。

……吾寧死子万下、畳降汝耶。

雑扮水雲中地井上操 創作ワ 集刀手 山水際至、量能長存。...・a・願持

科・セリフ演義に合致 軍耐心堅守、以矯園家保障

するも、毛本に近い部 嘉:山水膝至、量有長存。…・・願持

分と嘉靖本に近い部分 軍耐守此城、以矯園家保障

があり、特定困難 毛:山水駿至、量能長存。・…・・願将

軍国守此城、以矯 保障

前場設碁秤巣椅各坐科ワ 閥卒、「父王」という(本劇の設定と 汝等敢 慢吾軍心層E・o ・..聞閥
閥公作出仮管・セ 1)7 矛盾)・金蕉葉以外は閥公の一人濁唱 将軍乃天下英雄

は演義(毛本)にほぼ 嘉:汝等特来慢吾軍心耳…… 聞知

依擦 君侯乃天下大義之士

毛汝等敢 慢吾軍心耶……因間関

将軍乃天下英雄

セリフは演義(毛本) 創作ワ 日蒙と陸遜の策までで、闘公の敗北 賎躯偶か抱荷、何勢探問

に依嬢 と死は全く描かれず 嘉.某病躯有失迎待

毛.賎躯偶病、何勢探問

セリフは演義(毛本) 創作ワ 西萄夢雑劇とは異なる・闘公の死明 雲長有失、孤断不濁生。軍師保

に依擦 言されず 守西川、孤来日自帥往救

嘉.孤弟有失、孤豊能濁生也。

孤来日自提一軍去救吾弟

毛雲長有失、孤断不濁生。

孤来日自提一軍去救雲長

場上設玉泉山科・雑扮 創作ワ 君侯前身乃是悌門紅護也・且善悪報 「向蒙相救、銘感不忘」、毛本にあっ

衆雲使浮扮周倉閥平引 慮将来自見分明(結末への伏線)・却 て嘉靖本になし

i手扮開公騎馬馬童随 己策名子紫府0 ・今営正位之期、玉

上・演義(毛本)を使 旨少刻便到。准備接旨者。且喜彼此

用しつつも、悌の世界 己成善果、老借亦往西天去也

における出来事という

本劇の枠組みに合わす

雑扮衆天官従大雲板下 創作。 (掲諦)吾悌有旨道、閥公前身原是

作接見闘公科・向上雲 悌門紅護法・葱封カ，;1喜三界伏魔大

板科・内作設朝科 帝・すべて「天数jとする

劉備と韓首のやりとり 創作ワ 張飛の死も舞蓋では演じられず、こ 誓不奥立於天地之開

は演義(毛本)に依擦 の場面で言及されるのみ 嘉・誓不同 天地共日月也

後は特に一致せず・北 毛誓不奥立於天地之閲

曲套だが一人濁唱では

ない

セリフほぽ演義(毛 創作ワ これ以前の朕況は陸遜のセリフで説 今連管五六百皇、…・・安得破乎

本)に依擦 明 /空白折終損兵

嘉:今入五六百里、……撃之必無

利実/以此論之、空殺兵耳
毛:今連管五六百里、......安能破乎

/空白損兵折将耳

i寅義になし 創作。 腸鵠天のセ 1)7 ・戦闘を演じず、報

子の報告ですませる元雑劇式の手法

。。
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176 8-9 守奨士卒無生気 鹿徳大戦闘公 闘公・ 牧羊閥・紅有薬・菩 北 曲 套 演義(特定不能)

腐徳 薩梁州・元(玄)鶴 (前前と

鳴・烏夜晴・害事尾 合わせて

一套)

177 8 -10 界槻先鋒有死'L'水掩七軍 閥公・ 風入松X4 演義(毛本)

鹿徳

178 8-11 暗傷毒矢迦頭音量 攻奨城閥公受 閥公 好事近 X 2・千秋 演義(特定不能)

箭 歳・慶徐

179 8 -12 分痛椴杯封手談 華陀刻骨治闘 閥公・ 闘鶴鶏・紫花見序・ 北曲套 演義(毛本)

公 華陀 小桃紅・金蕉葉・調

笑令・禿厩児・聖薬

王・麻郎児・害事尾

180 8 -13 勝局全牧一席談 陸遜献策 日蒙・ 甘州歌(集曲)・桂 演義(毛本)

陸遜 花襲抱香(集曲) X 

2 

181 8 -14 繭機先入ニ更夢 劉備得凶夢 劉備 香循滴・慎重眉・本 演義(毛本)

宮嫌X2・涜沙渓・

秋夜月・東甑令・金

蓮子・慶官室

182 8 -15 老比郎玉泉貼化 玉泉山闘公訪 闘公 醇花陰・喜遷鷲・出 北 曲 套 演義(毛本)

普j事 隊子・由j地風 (次齢に

績く)

183 8 -16 紅護法貝閥朝天 閥公封伏魔大 閥公 四門子・古水仙子・ 北曲套つ

帝 古秦児令・古市申伎 (績き)

鬼・隠眉

184 8 -17 勢嘗全盛讐将復 電量亭劉備大破 劉備 粉蝶児・醇春風・紅 北曲套 演義(毛本)

呉兵 繍軽・石棺花・闘鵠

鶏・浦庭芳・快活

三・朝天子・上小棲

X 3・十二月・奏民

歌-要該児・ー熱・

害事尾

185 8 -18 探得連管火可攻 陸遜定計調諸 陸遜 降黄龍X2・黄龍濠 演義(毛本)

持 X2・三勾見害者

186 8 -19 偵羽書屯管ー矩 諸葛亮開敗報 諸葛亮 好事近 X 2・太平 つ

令・撲燈蛾・太平

令・撲燈蛾・節節高

に
つ
い
て
(
小
松
)



中
園
文
曲
学
報

第
八
十
一
加

雑扮市申兵浄扮閥公張飛 創作ワ 劉永・劉理より馬設への呼びかけ 何期智術浅随、……因此差見諸

魂引金童玉女執瞳上・ 「先生」・閥公と張飛の霊の迎えを受 公。嘗今病勢垂危/ 稀有怠慢、

作閉目死科扮劉備俵身 け、天上の音楽がなる中劉備が膜目 天人共諒か等不孝之罪

上・セリフほほ演義 すると、魂を示すもう一人の劉備が 嘉:何期智術浅阻、……差回成都奥

(嘉靖本つ)に同じ。 現れ、閥公張飛とともに退場する演 丞相相見。今日病己危篤/稀有怠慢、

憶鷲児は演義の趨雲に 出 天人共誌か等不孝之子

針するセリフを曲に改 毛:何期智識浅隔、一 ー悔恨成疾、

めたもの 死在Eタ/ 不可怠慢、

衆侍従引東議大帝従昇 創作ワ 東畿大帝はj事・美文調のセリフ・東

天門下上稔蓋科雑扮衆 巌大帝が「上帝」に上奏して裁可を

神上J鵡壷作設朝科・剣 得る

官引十殿閤君従郵都門

上

鬼王出郵都門作按八方 創作。 劉録・王郎・孫策等並皆割譲一方と

招八鬼上又招取中央鬼 する・郵都鬼王登場・重犯共十一名

上共九鬼・北曲套だが

一人猫唱ではない

地井内上ニ生魂地方鬼 創作つ 伏完のこと前にはなくここでいきな

大頭鬼摸壁鬼無常鬼九 り亡霊が登場

都鬼鎖科三屍(曹操・

相1慮・華散)放地上

創作ワ 二人に張遼と許楕も加えられるが、

ト書きは「三魂」

セリフは演義(嘉靖ワ 天蓬星以下の九星が登場、九宮之位 此石乃諸葛丞相入川

本?)に合致・北曲套 を出て八陣園を守る・黄承彦が陸遜 ...... 此惑軍之術、有何盆哉

だが一人濁唱ではない を救うのは諸葛亮の指示 嘉: 此石乃諸葛丞相入川

之時一此乃惑軍之術也、有何金需

毛:此慮地名魚腹浦、諸葛亮入川之

時…… 此惑人之術耳、有何盆湾

諸葛先のセリフのみ少 創作ワ ここではじめて帝位につく・後主は

L演義に似る 小旦・重々しく北曲から開始

創作ワ 以下曹操の十殿閣君巡りが演じられ

る。城陸榊が頭殿に嘗たるか・城陸

神は紀信・王允、孔融、慮植、調衡

丁原、神輯、吉卒、楊奉登場。本劇

で演じられたのは王允、繭衡、丁原

台卒のことのみ。太尉楊奉は不可

解・曹操、都慮、華散、萄耳皇、萄依

毛扮、郭嘉、程畳、王祭、許橋、張

遼犯人として登場

衆水卒持水雲従地井上ワ 孫夫人「郡主娘娘j・日常的かっ喜劇

龍母随上・作投江水卒 的な膏吏のやりとりから始まる・末

龍母迭従地井下・北曲 尾も典史の「皇帝是休倣着哩」

套の一人濁唱。依援す

るところあるか

儀従引董承馬騰吉平従 創作ワ -殿閤君・二暦舞蓋を運用o この種

職蓋下仙棲・向下場取 の数果のため執揃に冥府の場面が績

虹架大秤安中場捉曹操 くか

下中地井取俵身以大秤

鈎起曹操綬身切末科・

動刑鬼卒謄放俵身切末

入地井科曹操中地井上

(この聞は地井よりセ

1) 7をいう)・内作細

幾扮伏后董妃中天井各

乗小雲兜下
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187 8 -20 託遺詔輔取爾盲 劉備白帝城託 劉備・ 集賢賓・一郎榊× 演義(嘉靖本ワ)

孤蹄天 諸葛亮 2・憶鴛児X2・尾

聾

188 8 -21 議帝奏申彰揮権 東撮大帝奏罰 東撮大 賄緯唇・駐馬聴× ~t曲 ワ

曹操 帝 4・意不壷

189 8 -22 閤君牌掃好議瞬 九鬼赴捉曹操 閤君九 一枝花・梁州第七・ 北曲套 ワ

鬼 牧羊闘・元(玄)鶴

鳴・烏夜暗・政尾

190 8 -23 補行陽世ニ章法 伏完董承馬騰 曹操 風入松・急ニ鎗・風 つ

活捉曹操 入松・風入松

191 8 -24 試取陰司九股叉 曹操赴陰司 曹操 念ニ鎗・風入松 ワ

192 9 -1 魚腹威呉八陣圃 陸遜誤入八陣 陸遜 票占絡唇・四漫静・夜 北曲套 演義(嘉靖本ワ)

圃 行船・喬牌児・風入 (新水令

松・慶東原・新水 以下)

令・沈醇東風・折桂

令・殿前歎・掛玉

鈎・紫尾

193 9-2 龍興嗣萄ニ分圃 劉鵡登極 諸葛先 貼蜂唇 X 3・滴溜 ワ

-劉鵡 子・童眉序・滴溜

子・尾聾

194 9-3 初入冥途須掛競 城陸斜j善悪 曹操 集賢賓・遁逢梁・金 北曲套 ワ

菊香梧葉児・酷萌董

X 3・柳葉児・浪裡

来殺

195 9-4 自沈江浦欲全名 孫夫人投江 孫夫人 水底魚 X 2・端正 北曲套ワ

好・濠繍毛主・倫秀 (初めの

才・切切令・脱布 水底魚、を

杉・小梁州・害事尾 除く)

196 9-5 -殿曾二忠勘罪 三殿閣君曾審 曹操 賞花時・醇花陰・童 南北合套?

董卓曹操 肩序・喜選鷲・重眉

序・出隊子.~商溜

子・剖地風・滴i商
金・四門子・隻聾

子・古水仙子・紫尾

に
つ
い
て
(
小
松
)
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七勝記になし(以下同 創作ワ 闘索登場。「有何能」と問われて「武

じ)0r大明天下春J6 重量十八般件件通jと答え、「小小年紀

「武侯平蟹」とは場面 使出此大言jといわれて貌延の大万

は同じだが内容異なる を舞わせる

演義(毛本)と近いが

一致はせず

内容は同じだが演義の 創作。 平蟹指示園、演義はいずれも卒蟹指

記述簡略 掌圃

董茶奴の名は嘉靖本に 創作ワ ニ郡平定のことを孟獲の口から遮ベ

一致(毛本は董茶 る・三元帥が出撃を望んで争うので

那)・内容は演義(嘉 三路に分かれるという展開は毛本に

靖本)に一致 なく嘉靖本と一致

ほぽ演義と同じ展開だ 創作。 勝の敷がj寅義より多い

が、将の配置や趨・重量

に釘する言葉など少し

異なる。完全には一致

せず

セリフ演義と同じ部分 創作ワ

多いが、異同少なく特

定困難

セリフ演義と同じ部分 創作ワ

多いが、異同少なく特

定困難

セリフ演義と同じ部分 創作ワ

多いが、異同少なく特

定困難

セリフ多く演義(嘉靖 創作ワ 渡江の策を述べるのは土人ではなく 日開盛熱…・-自然無事

本?)に依擦 呂凱(役者の節約?) 嘉:日開盛熱・…・・自然無事

毛:日開甚熱…方可無事

セリフ演義に泣いが微 創作ワ

妙に異なる。曲も第三

駐馬泣は演義を敷桁

セリフ演義に泣い部分 創作ワ

あり

演義では簡単に絞遮さ 創作。

れるのみ(演義・七勝

記では孟優)

七勝記14とは異なる・ 創作。

展開は演義に同じだが

文言は一致せず

内容演義と同じだが文 創作ワ 演義の「非吾之不能也」を「非爾之

言一致せず 能」とするなど、意圃的に演義と愛

えているように見える

内容演義と同じだが文 創作。

言ほとんど一致せず

内容演義と同じだが文 創作。

言ほとんど一致せず

セリフほぼ演義に基づ 創作ワ 孟依の七言による長いセリフあり

く。演義の異同少なく

特定困難
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197 9-6 千軍擁ー相征蟹 諸葛売出師征 諸葛売 融経唇・粉蝶児・酔 北曲套 ワ

蟹 春風・石橋花・闘鶴

鶏・揃庭芳・上小棲

X2 ・告書尾

198 9-7 永昌郡郡曹献園 呂聞l献園 呂凱・ 宜春令X2・繍衣郎 ワ

諸葛亮 X2 

199 9-8 銀坑洞洞主定策 孟獲定計 孟獲 貼鋒唇・風検才・生 演義(嘉靖本ワ)

萎芽X2

200 9-9 偏用少年激老勝 諸葛亮用計激 諸葛亮 歩歩矯・風入松× 演義(特定不能)

趨雲貌延 -越雲 2・急三鎗・風入松

-貌延

201 9 -10 只消ータ繋4二蟹 諸葛売大破二 諸葛売 劉褒・金銭花・大勝 演義(特定不能)

洞元帥 柴・五更香・五更

韓・尾聾

202 9-11 丞相檎蟹錦帯山 諸葛売ー檎孟 諸葛売 水底魚 X 3・駒鋒 演義(特定不能)

獲 -孟獲 唇・隻令江児水(集

曲)

203 9 -12 通囚拒漢温江水 孟獲温水拒局 孟獲 駐雲飛・燕児舞・駐 演義(特定不能)

兵 雲飛・大廷鼓X2

204 9 -13 漢軍五月渡誼江 馬岱誼江損兵 諸葛亮 啄木児X2・二段子 演義(嘉靖本ワ)

X2・掃朝歎X2

205 9 -14 蟹師ニ更縛孟獲 董茶奴檎孟獲 董茶奴 駐馬聴X2・駐馬泣 演義(特定不能)

-孟獲 X 2・添字紅繍軽・

尾聾

206 9 -15 好相父再縦蟹主 諸葛亮一放孟 諸葛亮 覗英蓋X2 演義(特定不能)

獲 -孟獲

207 9 -16 親弟兄同誌叛帥 孟獲孟依定侵 孟獲 梨花見 X 2・下山 ワ

降計 虎・蟹牌令

208 9 -17 孟依甲帳ー湖杯、 諸葛亮ニ檎孟 諸葛亮 粉該児・職馬郎・紅 南北合ワ

獲 -孟獲 有薬・要該児・曾河 套ワ

陽・綾緩金・越f孟
好・紅繍桂・尾聾

209 9 -18 諸葛軍門二解縛 諸葛売二放孟 諸葛売 新水令・歩歩矯・折 南北合套 演義(特定不能)

獲 -孟獲 桂令・江見水・雁見

落帯得勝令・侯僚

令・ l政江南・園林

好・泊美酒帯太平

令・清江引

210 9 -19 棄ニ管八蕃入院 諸葛亮四捨孟 諸葛亮 水底魚・甘州歌× 演義(特定不能)

獲 -孟獲 3 .六仏令X4・尾

聾

211 9 -20 鏡一死四次蹄巣 諸葛亮四放孟 諸葛亮 梁州新郎(集曲) X 演義(特定不能)

獲 -孟獲 2・節節高・尾聾

212 9 -21 禿龍洞窮冠借兵 孟獲求援采思 孟獲・ 牽地錦檎・十棒鼓・ 演義(特定不能)

大王 染思大 蹄仙洞・普賢歌×

王 2 .風入松X4

に
つ
い
て
(
小
松
)
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セリフ多く演義(嘉靖 創作ワ 馬援登場 寓望書主神、憐漢朝一波、 大

本ワ)に基づく 賜霊額、護之佑之

嘉:寓望隼神、念漢朝大事之重、通

霊額聖、護之佑之

毛:高望隼榊、念本朝思義、 通

重額聖、護佑三軍

セリフ多く演義に基づ 創作。

く。演義の異同少なく

特定困難

場上設割舌屠腸切末・ 創作。 四殿閤君(ニ殿を繰り・董卓・買胡

内現万山切末 (調)・李催・郭氾を裁く。董卓「後

来陳毒勝人汚」と述べる・曹操に封

L昌伯奪の訴え。華散、都慮、有識

萄依、毛扮、郭嘉、程皇、王祭、許

格、張遼も登場。華散、都慮が獄妃

賓行犯として割舌屠腸される・九本

の終わりに儀式的場面

雲帳設山科・上雲帳撤 創作つ 諸仙登場。襲航など多くは態愛がら

山子(山の設置と登山 み・今有伏董二后妃原隷仙籍、偶諦

の様が見えないように 人賓… 昨者献帝昇題、我欲引他到

「雲帳」を設けるか) 来輿二后妃相曾、道明因果、重締仙

縁・今有漢献帝現在天蓋山(劉震・

院肇とともに)・歳寒三友之舞・天蓋

山に三人で赴く・十本の初めに慶説

劇

次的にかけて徐謂『四 四整猿 王殿閤君・欄衡が裸憶になるくだり

撃猿』の一つ「狂鼓史 は削除(御前上演ゆえ?) 

漁陽三弄jをほぼその

まま使用(上演上の必

要ゆえと思われるセリ

7を若干追加。多少セ

1) 7の順序も入れ替

え)・曹宇新令大模大様剣

官笑科(四聾猿になし)

『四聾猿JI狂鼓史漁 四撃猿

陽三弄」の最後の部分

を二曲削つでほぼその

まま使用・要該児を

首日って三熱を要該児と

L、一熱も創除

内上雲帳設布山科・演 創作。 演義のストーリーには合致するが、

義にこの場面なし この場面は演義にはない

上雲帳場上右側設山崖 創作ワ

中場設禿龍洞・撤雲帳

衆扮漢兵王平閥索上・

内容演義と同じだが文

言ほとんど一致せず・

七勝記21とは異なる

扮串戯人虚白誇科・上 創作ワ 重量能の場面。演義にない楊鋒をもて 子子孫孫、傾心事之

席科雑要畢・セリフ演 なす場面があるのはこのためか 嘉.子子孫孫、傾心事之

義による。嘉靖本かっ 毛.子子孫孫、傾心服事

(ー箇所のみの異同)

創作ワ 七殿閤君(六殿を鉄く)・ここでは曹

操ではなく董卓・買翻・李催・郭氾

が裁かれ、買謝は曹操とともに裁〈

として八殿へ、董卓は銭床、李催・

郭氾は鋸解の刑に
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213 9 -22 伏波洞山神指路 諸葛亮稽伏波 諸葛売 六五i令 X 2・酔扶 北曲主程 演義(嘉靖本ワ)

廟得神麿 蹄・歩歩矯・園林

好・江児水・五供

養・玉交枝・川援梓

214 9 -23 求高安萎香蓮茶 諸葛亮謁孟節 諸葛亮 鎖南枝X3・孝南枝 演義(特定不能)

得霊薬 X2 

215 9 -24 上回殿剣樹万山 董卓曹操上万 董卓・ 新水令・歩歩嬬・折 南北合套ワ

山 曹操 桂令・園林好・雁児 (北曲主

落・江見水・得勝 健)

令・玉矯枝 '1古美酒

帯太平令・尾聾

216 10-1 仙春重固兜率天 献帝伏后董妃 献帝・ 集賢賓・遣造業・掛 北曲套 つ

天霊山重固 伏后・ 金索・金菊香・酷萌

董妃 董X2・梧葉児・後

庭花・酷萌蓋・浪裡

来熱

217 10-2 除曹複i寅漁陽操 陰司禰衡i貴打 爾衡・ 車占緯唇・ 7昆江龍・泊 北曲套 『四聾猿JI狂鼓史漁

鼓罵曹 曹操 萌産・天下祭・嚇陀 陽三弄」

令・鵠踏枝・寄生

草・採茶歌(女幾に

よる括入。第二支は

削除)・六仏序×

2・青歌(寄)見・

寄生草・萌萱草混・

嫌熱

218 10-3 授黄封修文天上 繭衡封修文舎 繭衡 要該児・二然・熱尾 北曲套 『四撃猿JI狂鼓史漁

人 陽三弄」

219 10-4 換白袷準設南荒 呂凱説楊鋒助 呂凱・ 一江風X2・宜春令 演義ワ

局 楊鋒 X2・尾聾

220 10-5 一宵蟹洞翻紅袖 楊鋒檎孟獲 孟獲・ 鎖憲寒X2・大勝築 演義(特定不能)

楊鋒 X2・香柳娘

221 10-6 五度鞍門繋白綾 諸葛売五放孟 諸葛売 獅子序・太平歌・駄 演義(嘉靖本ワ)

獲 -孟獲 環着・越怨好・尾聾

222 10-7 七殿巌刑諒園賊 七殿閤君断董 董卓 貼緯唇・ 7昆江龍・油 北曲套 ワ

卓 萌蓮・寄生草・然尾

に
つ
い
て
(
小
松
)
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一部のセリフ演義と合 創作ワ

致するも、テキストの

特定は困難

仮獅上作跳舞象見驚科 創作ワ 諸葛売の一人濁唱・獅子舞を演じ

下仮j師古書課科下・展開 るワ

は演義に同じだが、演

義の記述簡略

一部のセリ 7演義と合 創作ワ

致するも、テキストの

特定は困難

演義簡略。冗突骨の自 創作。 平和に暮らす冗突骨を孟獲が欺いて

己紹介は演義と重なる 出兵させることに改める

が他は一致せず

一部のセリフ演義と合 創作。 演義はこの部分簡略。後の桃花渡の

致するも、テキストの 戦における曾話をここで使用

特定は困難

曲僻も含め、基本的に 創作。 藤甲について「毎人一身五片」とい

i寅義(嘉靖本つ)によ う記述は毛本にはなく、嘉靖本には

り少し改嬰 「五片共潟ー副」と見える。貌延へ

の命令も「以今日矯始」は嘉靖本に

あり毛本になし

内長許扮左慈従雲兜下 創作。 八殿閤君・七殿より買翻到着・左慈

科・場上設寒氷地獄切 道清(情)を要該児で唱う・董承、

末 馬騰、吉卒、王允ら昇天

演義簡略。内容はほぼ 創作ワ ト書きの記述、克突骨から烏文園王

合致 (しばしば烏℃に誤る)に饗化

上雲帳設山科・撤雲帳 創作。 山を出し入れするごとに雲帳を使用

科・各坐科随意駄科・

上雲帳撤山科・内容ほ

ぽ演義に同じだが文言

一致せず

一部のセリフ演義と合 創作ワ

致するもテキストの特

定は困難

内容演義とかなり異な 創作ワ

る

演義の内容はごく簡略 創作ワ 異民族の服属を強く強調

演義の内容はごく簡略 創作。

内奏楽衆扮群雲使者持 創作。 十殿閤君の勢揃い (10ー 14では九殿

雲上・(忠臣義子)同 に迭るというセリフがあったが省略

従仙棲下・場上遮烏雲 か)・再び丁原、慮植、王允のほか、

帳中地井上設轄輪戒ー 神輯、何進、華陀、楊奉が「忠臣義

座・後場撤烏雲帳・輪 士」として登場。華陀と何進は初め

下轄出各種馬毛畜生轟 てだが、後者は特に不審・好臣は董

毒罪人戴各色献畜形皮 卓(亀)、曹操(篭)、李儒(狼)、都

従中地井入輪車事出至中 慮(兎)、華飲(兎)、李催(鼠)、郭

場作央泣科 氾(羊)、買調(狼)、張済(猪)、奨

調(青島)、張遼(駈矧)、許楕(猿)、

郭嘉(猿)、程豆(狼)、萄議(豹)、

萄依(虎)で、 o内の動物に縛生

雑扮衆雲使持雲四天持 創作ワ 忠臣義士今度は伏、董、丁、馬、主

衆儀従周倉闘平引伏魔 神と楊奉に呉子蘭が加わる・禰衡、

大帝上 華陀、吉平は修文院に
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223 10-8 八蟹邪法敗天兵 木鹿大王破越 木鹿大 鮪緯唇・水底魚× 演義(特定不能)

貌 王・諸 2・纏纏金X3・別

葛亮 銀燈・尾聾

224 10-9 粧獅子仮且敗員 諸葛売大破木 諸葛売 闘鶴鶏・紫花見序・ 北曲套 演義ワ

鹿大王 調笑令 X 2・禿厩

児・熱尾

225 10-10 款降王檎而又縦 諸葛売六放孟 諸葛売 梨花見X2・? (又 演義(特定不能)

獲 -孟獲 一種とするも、梨花

児でも前の引の臨江

仙でもない)・尾聾

226 10-11 乞救授激怒，烏二見 孟獲請兵冗突 孟獲・ 呉小四・桂枝香X2 演義(特定不能)

骨 冗突骨

227 10-12 迫遁逃険逢藤甲 冗突骨破貌延 孟獲・ 駐馬聴X2・四遺静 演義(特定不能)

冗突骨 X2 

228 10-13 相地宜得盤蛇谷 盤蛇谷諸葛亮 諸葛亮 勝如花 X 2・ニ段 演義(嘉靖本ワ)

定計 子・滴溜子

229 10-14 遭謎堕陰氷山 曹操堕寒氷地 曹操 水底魚児X2・要該 つ

獄 見・黒麻序・好姐

姐・錦衣香・禁水

令・情未断熱

230 10-15 誘烏蟹敗十五陣 貌延詐敗誘:n;孟獲・ 滴溜子X2・榊杖児 演義(特定不能)

突骨 :n;突骨 X2・襲撃子

231 10-16 破藤甲焼三高軍 諸葛亮火焼藤 諸葛亮 車占緯唇・小桃紅・下 演義(特定不能)

甲軍 -冗突 山虎・蟹牌令・山麻

骨 稽・五韻美・五般

宜・江頭送別・尾聾

232 10-17 自此南人不復反 諸葛先七檎孟 孟獲 孤雁飛・大涯鼓× 演義(特定不能)

獲 2・金鏡花

233 10-18 自日今荒徴童来王 孟獲，心服諸葛 諸葛先 奈子宜春X2・大勝 ワ

亮 -孟獲 幾

234 10-19 一軍振放唱鏡歌 蟹人迭諸葛売 諸葛売 水底魚・朝元令 演義ワ

班師 -孟獲

235 10-20 九陛酬庸頒御酒 後主設宴勢諸 諸葛亮 童眉序・襲生子・尾 演義ワ

葛亮 -後主 聾

236 10-21 分善悪十殿輪廻 忠臣昇天好臣 十殿閤 闘鶴鶏・繍停針・紫 南北合套ワ

入輪廻 君 花見序・四般宜・金

蕉葉・闘黒廊・調笑

令・憶多矯・綿搭紫

帯拙魯速・有飴情熱

237 10-22 大褒崇九天淘歩 閥公封伏魔大 閥公 檎花好(集曲)・好 集曲のみワ

帝遊行天宮 銀燈(集曲)・銀燈

紅(集曲) 六花仏

に
つ
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て
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小
松
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雑扮四公曹職蓋上 創作ワ 混世魔、酒魔、色魔、財魔、気魔、

文魔、愁魔、睡魔、病魔、名利魔、

花月魔、菩薩法術魔登場。各自六言

主憧の韻文で自己紹介・如今聖主嘗

陽、邪魔紋迩(皇帝へのメッセージ)

寄蓋衆扮二十八宿上跳 創作ワ ニ園から明までの歴史を語り、「列聖

舞一回下書墓雑扮十八 関建高年園、大清朝無量稲jと唱っ

魁昼減量雑扮十八羅漢 て「今日文昌司命曾同如来悌太上老

編蓋雑扮十八仙長上 君共趨丹陛慶賀昇平」・天花祭に「一

(以下三数の閥係者が 年債才遇、不覚又是一年債春。哩哩

登場) 天花、哩哩天花柴j とあり。蓮花落

かつ四季を唱う・同曲に「重出清明

上河園」とあり・蝦麟、鳳風、獅子

象、龍、虎の舞・「用花操百年春三字

科」の後、「俺只願輩固輩固也那皇園

i量昌j屋昌也那帝這、大清園、高年長

歌、天保榊悌仙歳歳今朝、費拍手、

共唱一回哩哩天花祭」と結ぶ。闘公

の登場を除けば三園志とは無関係な

慶祝演劇
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(集曲)・刻銀燈集

(集曲)・銀燈照芙

蓉(集曲)

238 10-23 群魔紋蹟i育華旬 伏魔大帝命諸 閥公 麻婆穿繍軽(集曲)・ 集曲 ワ

魔紋跡 有薬掛銀燈(集曲)・

千秋舞寛裳(集曲)・

意不蓋

239 10-24 ニ数同聾領太平 ニ数数主領太 二教教 二車事雁児落・雁児落 ワ

平 主 梅花・天花祭(蓮花

落ワ)・酵太平・天

花祭・醇太平・天花

柴・醇太平・天花

築・醇太平・天花築
に
つ
い
て
(
小
松
)
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