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清
朝
宮
廷
演
劇
『
混
元
盒
』
の
成
立
と
上
演

山
下
　
一
夫

一
、
は
じ
め
に

か
つ
て
清
王
朝
の
宮
廷
で
は
︑
節
日
に
合
わ
せ
た
内
容
を
上
演
す
る
﹁
節
戯
﹂
や
︑
何
日
も
か
け
て
長
編
の
物
語
を
上
演
す
る
﹁
大
戯
﹂
な

ど
の
演
劇
が
行
わ
れ
た
︒
清
・
昭
槤
﹃
嘯
亭
続
録
﹄
巻
一
﹁
大
戯
・
節
戯
﹂
に
以
下
の
よ
う
に
言
う1

︒

乾
隆
年
間
の
初
め
︑
高
宗
乾
隆
帝
は
天
下
泰
平
に
因
み
︑
張
照
に
命
じ
て
戯
曲
を
作
ら
せ
て
︑
宮
中
の
俳
優
に
習
わ
せ
︑
様
々
な
節
令
に
合

わ
せ
て
上
演
さ
せ
た
︒﹃
屈
子
競
渡
﹄﹃
子
安
題
閣
﹄
な
ど
︑
節
日
に
応
じ
た
典
故
を
全
て
収
め
た
も
の
を
﹃
月
令
承
応
﹄
と
い
う
︒
︙
︵
略
︶

︙
ま
た
︑
目
連
尊
者
が
母
を
救
う
話
を
全
部
で
十
本
に
し
た
も
の
を
﹃
勧
善
金
科
﹄
と
い
い
︑
年
の
暮
れ
に
上
演
し
て
鬼
を
登
場
さ
せ
︑
古

え
の
追
儺
の
意
に
代
え
た
︒
ま
た
唐
の
玄
奘
が
天
竺
に
経
典
を
取
り
に
行
く
話
は
﹃
昇
平
宝
筏
﹄
と
い
い
︑
上
元
の
前
後
に
上
演
し
た
︒
こ

れ
ら
の
台
本
は
み
な
張
照
が
自
ら
作
っ
た
も
の
で
あ
り
︑
詞
藻
は
華
麗
で
︑
様
々
な
経
典
を
引
用
し
て
︑
す
ば
ら
し
い
出
来
栄
え
で
あ
る
︒

後
に
荘
恪
親
王
に
命
じ
て
蜀
漢
の
﹃
三
国
志
﹄
の
物
語
を
作
ら
せ
た
も
の
を
﹃
鼎
峙
春
秋
﹄
と
い
い
︑
宋
の
政
和
年
間
の
梁
山
の
盗
賊
た
ち

や
︑
宋
と
金
の
交
戦
︑
徽
宗
と
欽
宗
の
北
狩
な
ど
を
作
ら
せ
た
も
の
を
﹃
忠
義
璇
図
﹄
と
い
う
が
︑
歌
詞
は
宮
廷
の
御
用
文
人
の
手
に
な
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り
︑
単
に
筋
を
列
べ
︑
元
明
の
﹃
水
滸
記
﹄﹃
義
俠
記
﹄﹃
西
川
図
﹄
な
ど
の
戯
曲
を
写
し
た
だ
け
で
︑
張
照
の
作
品
に
は
遠
く
及
ば
な
い
︒

嘉
慶
十
八
︵
一
八
一
三
︶
年
︑
帝
は
白
蓮
教
匪
の
事
件
に
鑑
み
て
続
き
物
の
上
演
を
廃
し
︑
上
元
の
日
に
﹃
月
令
承
応
﹄
を
行
う
だ
け
に
す

る
よ
う
命
じ
︑
そ
の
響
き
は
聞
か
れ
な
く
な
る
に
至
っ
た
︒

節
戯
と
大
戯
は
別
個
に
始
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
く
︑
年
末
の
追
儺
の
節
戯
で
目
連
の
地
獄
巡
り
を
描
く
目
連
戯
を
上
演
し
た
た
め
に
︑
こ
れ

と
関
連
の
あ
る
大
部
の
演
目
も
導
入
さ
れ
︑
そ
れ
が
大
戯
と
な
っ
た
︑
と
い
う
関
係
に
あ
る2

︒
上
の
資
料
で
節
戯
と
大
戯
を
兼
ね
る
演
目
は
﹃
勧

善
金
科
﹄
だ
け
だ
が
︑
同
様
の
性
格
を
持
つ
演
目
は
実
は
も
う
一
つ
あ
る
︒
そ
れ
が
︑
端
午
節
で
上
演
さ
れ
る
﹃
混
元
盒
﹄
で
あ
る3

︒
筆
者
は
以

前
こ
れ
に
つ
い
て
論
考
を
発
表
し
た
が4

︑
近
年
新
た
な
資
料
を
閲
覧
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
旧
稿
で
示
し
た
観
点
の
一
部
に
つ
い

て
は
改
め
る
必
要
が
生
じ
た
︒
そ
こ
で
本
稿
で
は
以
前
用
い
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
資
料
に
基
づ
き
︑﹃
混
元
盒
﹄
の
様
々
な
テ
キ
ス
ト
の
成

立
の
問
題
に
つ
い
て
︑
上
演
状
況
と
の
関
連
か
ら
再
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う5

︒

二
、『
混
元
盒
』
と
は

﹃
混
元
盒
﹄
の
内
容
に
つ
い
て
は
︑
清
・
無
名
氏
の
﹃
伝
奇
彙
考
﹄
巻
三
に
詳
細
な
記
述
が
あ
る
︒
当
該
演
目
の
記
載
と
し
て
重
要
で
あ
る
た

め
︑
や
や
長
く
な
る
が
以
下
に
全
文
を
引
用
す
る6

︒

清
代
の
作
︒
荒
唐
無
稽
な
内
容
で
︑﹃
封
神
演
義
﹄
や
﹃
西
遊
記
﹄
な
ど
を
真
似
て
根
拠
の
無
い
話
を
作
り
上
げ
︑
一
時
の
娯
楽
に
供
し
た

も
の
で
あ
る
︒
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒
明
の
嘉
靖
年
間
︑
世
宗
嘉
靖
帝
は
不
老
不
死
の
術
を
好
ん
だ
︒
民
間
の
皮
職
人
だ
っ
た
陶
謙

が
︑
妖
言
を
流
し
た
罪
で
捕
ら
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
︑
石
を
金
に
変
え
る
術
を
持
つ
と
聞
い
て
引
見
し
た
世
宗
嘉
靖
帝
が
︑
陶
謙
の
話
を
盲
信

し
て
童
男
童
女
を
焼
き
殺
し
︑
錬
成
し
た
丹
薬
を
服
用
し
た
た
め
︑
人
々
の
怨
嗟
の
声
は
天
に
達
し
た
︒
怒
っ
た
玉
帝
は
凶
神
を
遣
わ
し
て

罰
を
下
し
︑
こ
の
悪
人
を
捉
え
よ
う
と
し
た
︒
大
孤
山
に
金
花
聖
母
娘
娘
と
い
う
水
神
が
お
り
︑
張
真
人
と
は
代
々
仇
同
士
だ
っ
た
が
︑
こ

の
機
に
乗
じ
て
妖
道
を
興
そ
う
と
し
︑﹁
聚
妖
幡
﹂
を
用
い
て
妖
怪
た
ち
を
集
め
た
︒
中
で
も
優
れ
て
い
た
者
は
白
氏
夫
人
・
紅
衣
道
人
・

洪
氏
夫
人
・
呉
公
長
者
・
白
衣
娘
子
・
黄
衣
娘
子
・
蛙
子
妹
妹
・
独
角
大
王
・
蓽
石
精
・
黒
石
精
・
蝎
子
精
・
大
毛
・
二
毛
・
狐
仙
・
七
怪



─ 39─（208）

で
あ
る
︒
娘
娘
は
こ
の
者
た
ち
に
法
術
を
授
け
て
言
っ
た
︒﹁
洪
教
の
張
節
真
人
は
先
祖
代
々
の
仇
だ
が
︑
先
祖
伝
来
の
九
宮
八
卦
五
雷
神

印
と
い
う
︑
世
に
類
い
稀
な
る
法
宝
を
持
っ
て
い
る
︒
お
前
た
ち
は
ま
ず
わ
が
法
術
で
神
印
を
破
り
︑
や
つ
が
出
て
き
た
と
こ
ろ
で
殺
す
よ

う
に
︒﹂
命
を
受
け
た
妖
怪
た
ち
は
各
地
に
散
り
︑
人
々
の
間
に
隠
れ
て
害
を
な
し
つ
つ
︑
張
真
人
を
待
ち
受
け
た
︒
こ
れ
を
知
っ
た
張
真

人
の
祖
で
あ
る
張
道
陵
が
陞
仙
台
に
降
り
︑
太
乙
図
・
九
竜
神
帕
・
琢
妖
金
簪
・
信
香
盒
・
如
意
金
盒
を
張
節
に
授
け
た
︒
信
香
盒
と
は
急

時
に
盒
の
中
で
香
を
焚
く
と
張
道
陵
が
現
れ
る
と
い
う
も
の
で
︑
ま
た
如
意
金
盒
と
は
﹁
混
元
盒
﹂
と
呼
ば
れ
る
︑
妖
怪
を
調
伏
し
閉
じ
込

め
る
こ
と
が
で
き
る
法
宝
で
あ
る
︒
さ
て
そ
の
頃
︑
将
軍
の
一
族
に
趙
国
盛
と
い
う
者
が
お
り
︑
父
祖
の
功
績
に
よ
っ
て
国
子
監
に
入
学
し

た
︒
奎
星
閣
に
妖
怪
が
出
る
と
い
う
噂
を
聞
き
︑
成
敗
し
よ
う
と
剣
を
携
え
中
で
待
ち
伏
せ
し
て
い
る
と
︑
は
た
し
て
夜
中
に
美
し
い
女
が

現
れ
た
︒
妖
怪
と
知
っ
た
趙
国
盛
が
酒
を
飲
ま
せ
る
と
︑
女
は
酔
っ
て
口
か
ら
玉
の
よ
う
な
も
の
を
吐
き
出
し
た
︒
趙
国
盛
が
飲
み
こ
む

と
︑
五
臓
が
燃
え
る
よ
う
に
熱
く
な
り
︑
そ
の
後
身
体
が
飛
ぶ
よ
う
に
軽
く
な
っ
た
︒
妖
怪
は
酔
い
か
ら
醒
め
る
と
激
怒
し
︑﹁
必
ず
お
前

に
復
讐
す
る
﹂
と
言
っ
た
︒
そ
の
後
趙
国
盛
は
科
挙
に
合
格
し
︑
御
史
に
抜
擢
さ
れ
て
江
西
に
赴
任
し
た
が
︑
御
史
の
印
を
な
く
し
た
た

め
︑
病
に
か
こ
つ
け
て
政
務
を
休
ん
で
い
た
︒
そ
こ
に
奇
病
を
治
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
二
人
の
道
者
が
現
れ
︑
趙
国
盛
が
御
史
の
印
を

な
く
し
た
こ
と
を
知
っ
て
︑
長
江
の
中
か
ら
印
を
探
し
出
し
て
き
た
︒
趙
国
盛
が
褒
美
を
取
ら
せ
よ
う
と
し
た
が
受
け
取
ら
ず
︑
か
わ
り
に

紙
を
一
枚
取
り
出
し
︑
そ
こ
に
張
真
人
の
神
印
を
押
す
よ
う
に
言
っ
て
き
た
︒
そ
こ
で
趙
国
盛
が
張
真
人
に
頼
み
に
行
く
と
︑
張
真
人
は
火

徳
星
君
を
召
喚
し
︑
真
火
で
紙
を
焼
き
は
ら
っ
た
︒
す
る
と
紙
は
女
の
姿
に
変
わ
り
︑﹁
私
は
も
と
も
と
良
家
の
娘
で
し
た
が
︑
二
匹
の
妖

怪
に
攫
わ
れ
︑
皮
を
剝
が
れ
て
紙
に
さ
れ
ま
し
た
︒
ど
う
か
私
の
仇
を
取
っ
て
く
だ
さ
い
﹂
と
言
う
︒
そ
こ
で
張
真
人
が
法
術
で
調
伏
す
る

と
︑
妖
怪
は
蓽
花
石
と
黒
花
石
で
︑
ま
た
仲
間
の
独
角
大
王
も
捉
え
た
が
︑
こ
れ
は
白
脛
大
虎
だ
っ
た
︒
恥
じ
入
っ
た
趙
国
盛
は
逆
恨
み
を

し
て
張
真
人
を
朝
廷
に
誣
告
し
た
た
め
︑
世
宗
嘉
靖
帝
は
廷
臣
の
陸
炳
と
薛
保
を
遣
わ
し
て
張
真
人
を
都
に
召
還
し
た
︒
そ
の
頃
︑
洪
氏
夫

人
が
美
し
い
女
に
化
け
て
村
民
の
富
氏
の
子
を
騙
し
︑
竜
を
桶
の
中
に
閉
じ
込
め
て
長
江
一
帯
の
住
民
を
溺
れ
さ
せ
︑
張
真
人
に
危
害
を
加

え
よ
う
と
し
て
い
た
︒
張
真
人
が
逆
に
富
氏
の
子
を
用
い
て
調
伏
す
る
と
︑
洪
氏
夫
人
の
正
体
は
大
白
蜢
蛇
で
あ
っ
た
︒
さ
ら
に
呉
公
長
老

た
ち
が
張
真
人
に
襲
い
掛
か
っ
た
が
︑
趙
国
盛
が
鞭
を
使
っ
て
縛
り
上
げ
︑
張
真
人
が
混
元
盒
の
中
に
閉
じ
込
め
た
︒
そ
こ
で
紅
衣
道
人
・
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白
衣
夫
人
・
黄
衣
娘
子
の
三
匹
の
妖
怪
が
金
花
娘
娘
に
訴
え
出
た
た
め
︑
金
花
娘
娘
自
ら
出
陣
し
て
張
真
人
と
戦
っ
た
︒
神
将
た
ち
は
誰
も

金
花
娘
娘
に
敵
わ
ず
︑
張
真
人
も
法
宝
を
す
べ
て
金
花
娘
娘
に
奪
わ
れ
て
捕
ら
え
ら
れ
た
が
︑
張
真
人
は
水
官
星
君
の
化
身
だ
っ
た
た
め
︑

金
花
娘
娘
も
手
を
出
せ
ず
︑
水
府
に
閉
じ
込
め
た
︒
張
道
陵
の
上
奏
に
よ
り
︑
玉
帝
は
天
王
た
ち
に
命
じ
て
十
万
の
天
兵
と
と
も
に
討
伐
に

向
か
わ
せ
た
が
︑
金
花
娘
娘
が
自
ら
の
居
所
を
﹁
寒
光
冷
気
﹂
で
覆
っ
た
た
め
︑
天
王
た
ち
は
中
に
入
れ
ず
︑
仕
方
な
く
西
方
闘
戦
勝
仏
孫

大
聖
と
二
郎
神
を
呼
び
︑
神
通
力
で
破
っ
て
も
ら
っ
た
︒
敗
走
し
た
金
花
娘
娘
は
師
の
老
母
元
君
に
出
陣
を
請
う
た
が
︑
孫
大
聖
も
老
母
元

君
に
は
手
が
出
せ
な
い
︒
怒
っ
た
玉
帝
が
仙
籍
を
調
べ
る
と
︑
老
母
元
君
は
女
媧
の
弟
子
と
分
か
っ
た
の
で
︑
女
媧
か
ら
老
母
元
君
と
金
花

娘
娘
を
叱
責
さ
せ
︑
三
匹
の
妖
怪
も
主
人
の
も
と
に
帰
ら
せ
た
︒
三
匹
の
妖
怪
は
︑
普
門
の
白
鸚
鵡
と
︑
南
極
山
中
の
猴
精
と
︑
南
極
老
人

の
乗
る
鹿
だ
っ
た
︒
水
府
か
ら
脱
出
し
た
張
真
人
は
張
家
湾
に
行
き
︑
そ
こ
で
白
氏
夫
人
を
混
元
盒
の
中
に
閉
じ
込
め
た
︒
白
氏
夫
人
は
千

年
の
老
狐
で
︑
強
大
な
神
通
力
の
持
ち
主
だ
っ
た
た
め
︑
張
真
人
は
四
依
山
の
散
仙
陸
圧
道
人
の
助
力
で
調
伏
し
た
︒
張
真
人
は
ほ
か
に
も

多
く
の
妖
怪
を
倒
し
な
が
ら
旅
を
続
け
た
が
︑
崇
文
門
に
到
着
す
る
と
火
徳
星
君
に
出
会
っ
た
︒
火
徳
星
君
が
勅
命
を
奉
じ
て
張
志
の
家
を

燃
や
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
張
真
人
は
︑
ひ
そ
か
に
張
志
に
こ
れ
を
伝
え
た
た
め
︑
天
の
機
密
を
漏
ら
し
た
罪
で
後
に
自
ら
の
居

所
を
焼
か
れ
て
し
ま
っ
た
︒
朝
廷
に
入
っ
た
張
真
人
の
弁
明
に
よ
っ
て
冤
罪
だ
と
知
っ
た
世
宗
嘉
靖
帝
は
︑
趙
国
盛
を
断
罪
す
る
が
︑
趙
国

盛
は
処
刑
間
際
に
脱
走
し
︑
そ
の
ま
ま
行
方
知
れ
ず
と
な
っ
た
︒
そ
の
頃
︑
蝎
子
精
が
人
々
に
害
を
な
し
て
い
た
た
め
︑
世
宗
嘉
靖
帝
は
陶

謙
に
命
じ
て
調
伏
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
︑
陶
謙
は
恐
れ
て
逃
げ
出
し
︑
路
上
で
死
亡
し
た
︒
張
真
人
は
廷
臣
た
ち
の
推
薦
で
蝎
子
精
を
調
伏

し
︑
世
宗
嘉
靖
帝
の
賞
賛
を
受
け
た
︒
張
真
人
は
︑
妖
気
が
盛
ん
に
な
っ
た
の
は
陶
謙
の
妖
術
が
天
帝
の
怒
り
に
触
れ
た
た
め
だ
と
告
げ
︑

世
宗
嘉
靖
帝
に
正
法
を
崇
め
妖
説
を
信
じ
な
い
よ
う
説
い
た
︒
つ
と
に
混
元
盒
の
こ
と
を
聞
い
て
い
た
世
宗
嘉
靖
帝
が
盒
を
開
け
て
中
を
見

せ
る
よ
う
命
じ
た
た
め
︑
張
真
人
は
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
た
妖
怪
を
一
つ
一
つ
取
り
出
し
て
見
せ
︑
再
び
盒
の
中
に
収
め
た
︒
そ
し
て
辞
去

し
て
竜
虎
山
に
戻
り
︑
羅
天
大
醮
を
行
っ
て
天
神
た
ち
に
酬
い
た
︒
そ
の
後
︑
張
真
人
は
玉
帝
に
よ
っ
て
水
府
星
君
に
任
命
さ
れ
︑
沐
浴
後

昇
天
し
て
い
っ
た
︒

作
中
登
場
す
る
﹁
西
方
闘
戦
勝
仏
孫
大
聖
﹂
は
天
竺
へ
の
旅
を
終
え
て
神
と
な
っ
た
孫
悟
空
の
こ
と
で
︑
二
郎
神
が
金
花
娘
娘
の
調
伏
に
赴
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く
場
面
も
﹃
西
遊
記
﹄
の
設
定
を
借
用
し
て
い
る
︒
ま
た
散
仙
陸
圧
道
人
は
﹃
封
神
演
義
﹄
に
登
場
す
る
神
仙
で
︑
人
間
が
成
道
し
た
神
仙
と
︑

動
物
や
鉱
物
に
由
来
す
る
妖
怪
と
の
抗
争
と
い
う
枠
組
も
﹃
封
神
演
義
﹄
か
ら
の
流
用
で
あ
る
︒
後
述
す
る
﹃
混
元
盒
﹄
の
別
名
﹃
闡
道
除
邪
﹄

の
﹁
闡
道
﹂
も
︑﹃
封
神
演
義
﹄
の
﹁
闡
教
﹂
と
い
う
表
現
を
意
識
し
た
も
の
と
思
わ
れ
︑
ま
た
嘉
靖
年
間
を
舞
台
と
し
て
い
る
の
も
﹃
封
神
演

義
﹄
が
嘉
靖
帝
の
道
教
政
策
を
意
識
し
て
書
か
れ
た
こ
と
を
受
け
て
い
る7

︒

張
道
陵
は
漢
末
の
五
斗
米
道
︑
後
の
天
師
道
の
鼻
祖
で
︑
道
教
の
実
質
的
な
開
祖
で
あ
る
︒
元
・
趙
道
一
﹃
歴
世
真
仙
体
道
通
鑑
﹄
巻
十
八

に
は
張
道
陵
が
﹁
五
方
八
部
鬼
帥
﹂
を
調
伏
し
た
話
が
記
さ
れ
て
い
る
が8

︑
こ
れ
は
張
道
陵
の
代
表
的
な
故
事
と
し
て
他
の
様
々
な
文
献
に
も
登

場
す
る
だ
け
で
な
く9

︑
張
道
陵
を
宋
の
包
拯
に
置
き
換
え
た
明
・
安
遇
時
﹃
百
家
公
案
﹄
第
五
十
八
回
﹁
決
戮
五
鼠
鬧
東
京
﹂
や
︑
鍾
馗
に
置
き

換
え
た
明
・
無
名
氏
﹃
慶
豊
年
五
鬼
鬧
鍾
馗
﹄
雑
劇
な
ど
の
﹁
変
種
﹂
も
存
在
す
る11

︒

天
師
道
の
領
袖
は
張
道
陵
の
子
孫
が
代
々
務
め
る
が
︑
こ
れ
が
作
中
に
登
場
す
る
張
真
人
で
︑
一
般
に
は
張
天
師
と
称
さ
れ
る11

︒
た
だ
嘉
靖

年
間
の
張
天
師
は
張
節
と
い
う
名
で
は
な
く11

︑
こ
う
し
た
点
は
﹃
伝
奇
彙
考
﹄
が
本
作
を
﹁
根
拠
の
無
い
話
﹂
と
し
て
い
る
理
由
の
一
つ
で
あ
ろ

う
︒
ま
た
金
花
娘
娘
の
配
下
の
う
ち
︑
洪
氏
夫
人
・
呉
公
長
者
・
蝎
子
精
は
そ
れ
ぞ
れ
蛇
・
蜈
蚣
・
蝎
の
妖
怪
だ
が
︑
こ
れ
は
人
々
に
病
毒
を
も

た
ら
す
存
在
と
し
て
端
午
節
で
辟
邪
の
対
象
と
さ
れ
た
﹁
五
毒
﹂
で
あ
る11

︒
明
・
劉
若
愚
の
﹃
酌
中
志
﹄
巻
二
十
に
以
下
の
よ
う
に
言
う11

︒

五
月
︒
初
一
日
か
ら
十
三
日
ま
で
︑
皇
后
妃
嬪
や
内
臣
た
ち
は
︑
五
毒
や
ヨ
モ
ギ
で
作
っ
た
虎
の
飾
り
の
縫
い
取
り
を
し
た
礼
服
を
着
て
︑

門
の
両
側
に
は
菖
蒲
や
ヨ
モ
ギ
の
鉢
を
置
き
︑
門
の
上
に
は
屛
風
を
吊
し
︑
そ
の
上
に
天
師
や
仙
子
仙
女
が
剣
を
執
っ
て
五
毒
を
降
す
物
語

を
描
き
︑
新
年
の
門
神
に
類
似
し
た
こ
と
を
行
う
︒
一
个
月
吊
し
て
か
ら
片
づ
け
る
︒

上
記
資
料
か
ら
︑﹁
張
道
陵
が
五
毒
を
降
す
物
語
﹂
が
少
な
く
と
も
明
代
に
は
成
立
し
て
お
り
︑
端
午
節
に
そ
の
図
像
が
魔
除
け
と
し
て
飾
ら

れ
た
こ
と
が
分
か
る11

︒
こ
れ
に
張
道
陵
の
﹁
五
方
鬼
主
﹂
の
逸
話
が
被
さ
っ
た
の
が
︑
明
末
清
初
あ
る
い
は
清
の
道
光
年
間
頃
の
成
立
と
さ
れ
る

小
説
﹃
混
元
盒
五
毒
全
伝
﹄
全
二
十
回
で
あ
る11

︒
こ
れ
は
︑
明
の
永
楽
年
間
の
蘇
北
を
舞
台
に
︑
張
俊
天
師
と
狐
精
の
金
奶
奶
が
対
立
し
な
が
ら

も
そ
れ
ぞ
れ
五
毒
を
倒
す
と
い
う
も
の
で
︑
陶
謙
・
趙
国
盛
・
孫
大
聖
・
二
郎
神
な
ど
は
登
場
せ
ず
︑
ま
た
張
天
師
と
金
花
娘
娘
が
戦
う
設
定
と

も
な
っ
て
い
な
い
︒
こ
の
話
が
後
に
﹃
封
神
演
義
﹄
や
﹃
西
遊
記
﹄
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
で
︑
宮
廷
演
劇
﹃
混
元
盒
﹄
の
物
語
が
成
立
し
た
も
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の
と
思
わ
れ
る
︒

清
・
姚
燮
の
﹃
今
楽
考
証
﹄
の
﹁
国
朝
雑
劇
﹂
に
は
︑
裘
蔗
村
の
作
品
の
中
に
﹁﹃
混
天
合
﹄﹂
の
文
字
が
見
え
︑
荘
一
拂
は
こ
れ
を
﹃
混
元

盒
﹄
の
誤
記
と
す
る11

︒
裘
蔗
村
と
は
裘
璉
の
こ
と
で
︑
浙
江
慈
渓
の
人
︑
崇
禎
十
七
︵
一
六
四
四
︶
年
に
生
ま
れ
︑
康
煕
二
十
六
︵
一
六
八
七
︶

年
に
﹃
大
清
一
統
志
﹄
の
編
纂
に
参
加
し
︑
雍
正
七
︵
一
七
二
九
︶
年
に
没
し
た
人
物
で
あ
る
︒
版
本
が
残
っ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
り
︑
こ
の
裘

璉
が
本
当
に
伝
奇
﹃
混
元
盒
﹄
を
書
い
た
か
ど
う
か
は
判
断
で
き
な
い
が
︑
一
方
で
成
立
の
下
限
が
乾
隆
二
十
五
︵
一
七
六
〇
︶
年
と
な
る
﹃
紅

楼
夢
﹄
第
五
十
四
回
で
伝
奇
﹃
混
元
盒
﹄
が
言
及
さ
れ
て
お
り
︑
後
述
す
る
よ
う
に
宮
廷
演
劇
﹃
混
元
盒
﹄
の
初
演
は
嘉
慶
七
︵
一
八
〇
二
︶
年

な
の
で
︑
そ
れ
以
前
に
確
か
に
伝
奇
﹃
混
元
盒
﹄
が
存
在
し
︑
宮
廷
演
劇
も
お
そ
ら
く
そ
れ
を
元
に
作
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

さ
て
︑
冒
頭
の
引
用
で
言
及
さ
れ
て
い
た
張
照
の
宮
廷
演
劇
﹃
月
令
承
応
﹄
に
は
﹁
端
午
承
応
﹂
と
し
て
以
下
の
節
戯
が
収
録
さ
れ
て
い
る11

︒

﹃
奉
勅
除
妖
﹄﹃
祛
邪
応
節
﹄︑
張
道
陵
天
師
が
法
力
の
弱
い
老
道
士
を
助
け
︑
女
に
化
け
た
五
毒
を
退
治
す
る
︒

﹃
霊
符
済
世
﹄︑
神
仙
の
呂
洞
賓
が
端
午
の
護
符
を
売
る
偽
道
士
を
打
ち
負
か
し
︑
さ
ら
に
五
毒
を
退
治
す
る
︒

﹃
正
則
成
仙
﹄﹃
漁
家
言
楽
﹄︑
屈
原
の
霊
が
現
れ
︑
自
分
は
仙
人
に
な
っ
た
の
で
も
は
や
弔
っ
て
も
ら
う
必
要
は
無
い
︑
と
述
べ
る
︒

﹃
奉
勅
除
妖
﹄﹃
祛
邪
応
節
﹄﹃
霊
符
済
世
﹄
に
は
い
ず
れ
も
五
毒
退
治
の
場
面
が
あ
り
︑
特
に
前
二
者
は
張
道
陵
が
登
場
し
︑﹃
混
元
盒
﹄
と
同

じ
モ
チ
ー
フ
を
扱
っ
て
い
る
︒
し
か
し
い
ず
れ
も
妙
に
お
ど
け
た
内
容
に
な
っ
て
お
り
︑
そ
れ
は
屈
原
が
登
場
す
る
﹃
正
則
成
仙
﹄﹃
漁
家
言
楽
﹄

も
同
様
で
あ
る
︒
ま
た
同
じ
﹃
月
令
承
応
﹄
の
﹁
中
元
承
応
﹂
に
あ
る
﹃
仏
旨
度
魔
﹄﹃
魔
王
答
旨
﹄
は
︑
目
連
が
悉
達
太
子
の
命
で
地
獄
ま
で

調
達
︵
デ
ー
ヴ
ァ
ダ
ッ
タ
？
︶
を
救
い
に
行
く
と
い
う
話
で
︑
明
ら
か
に
目
連
の
地
獄
巡
り
の
物
語
︵
あ
る
い
は
﹃
勧
善
金
科
﹄︶
の
パ
ロ
デ
ィ

で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑﹃
月
令
承
応
﹄
に
収
録
さ
れ
て
い
る
節
戯
は
い
ず
れ
も
遊
戯
的
性
格
が
強
く
︑﹃
奉
勅
除
妖
﹄﹃
祛
邪
応
節
﹄
も
﹃
酌
中

志
﹄
で
言
及
さ
れ
て
い
る
﹁
張
天
師
が
五
毒
を
降
す
物
語
﹂︵
さ
ら
に
言
え
ば
伝
奇
﹃
混
元
盒
﹄︶
を
知
り
な
が
ら
︑
意
図
的
に
こ
れ
と
異
な
る
話

を
展
開
し
た
も
の
と
い
え
る11

︒

三
、
テ
キ
ス
ト
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（
一
）
八
十
五
齣
本

﹁
嘉
慶
七
年
旨
意
檔
﹂
に
は
︑
以
下
の
よ
う
に
宮
廷
演
劇
﹃
混
元
盒
﹄
の
制
作
︑
お
よ
び
初
演
時
の
状
況
が
記
さ
れ
て
い
る11

︒

四
月
二
十
一
日
︒
陛
下
か
ら
﹃
混
元
盒
﹄
一
本
か
ら
三
本
が
下
賜
さ
れ
︑
内
頭
学
と
内
二
学
に
上
演
用
の
台
本
を
書
か
せ
︑
陛
下
が
配
役

を
考
え
た
︒
五
月
五
日
︒
蓮
慶
と
来
喜
が
﹁﹃
混
元
盒
﹄
を
鼓
板
の
伴
奏
か
ら
始
め
て
銅
鑼
と
太
鼓
が
続
く
の
は
誤
り
で
あ
る
﹂
と
報
告
し

た
︒
蓮
慶
と
来
喜
は
︵
鼓
板
を
担
当
す
る
︶
高
吉
順
に
自
ら
三
十
叩
き
の
罰
を
与
え
︑
以
後
二
度
と
か
れ
を
招
か
な
い
こ
と
に
し
た
︒
五
月

九
日
︒
陛
下
が
﹃
混
元
盒
﹄
の
配
役
を
決
定
し
た
︒
第
一
齣
︑
玉
皇
は
董
玉
と
大
劉
進
喜
︑
金
星
は
王
麟
祥
と
任
玉
︑
金
花
は
彭
禄
寿
と
曹

進
喜
︒
第
二
齣
︑
天
師
は
張
良
貴
と
黒
子
︒
第
三
齣
︑
呂
洞
賓
は
孫
魁
と
魏
得
禄
︑
陶
謙
は
大
劉
得
と
黃
元
︒
第
四
齣
・
第
五
齣
︑
陸
炳
は

陸
順
︒
第
六
齣
︑
嘉
靖
は
李
増
寿
と
小
劉
進
喜
︒

北
京
の
首
都
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
る
﹃
混
元
盒
﹄
三
巻
八
十
五
齣
抄
本
は
︑
上
の
第
一
齣
か
ら
第
六
齣
ま
で
の
登
場
人
物
が
一
致
し
て
お
り
︑

こ
の
嘉
慶
七
︵
一
八
〇
二
︶
年
の
初
演
時
の
面
影
を
伝
え
る
テ
キ
ス
ト
だ
と
思
わ
れ
る
︒
他
の
大
戯
と
同
様
︑
齣
ご
と
に
崑
曲
と
弋
陽
腔
系
の
曲

を
交
互
に
用
い
る
﹁
崑
弋
腔
﹂
で
︑﹃
伝
奇
彙
考
﹄
に
記
さ
れ
る
内
容
も
全
て
含
ん
で
い
る
︒
全
体
の
構
成
は
以
下
の
通
り
︒

　

巻
一 

第
一
齣 

家
門
／
第
二
齣　

張
捷
得
孫
／
第
三
齣　

房
山
遇
道
／
第
四
齣　

国
勝
行
路
／
第
五
齣　

陶
謙
遭
騙
／
第
六
齣　

張
李
首
告
／
第
七
齣　

金
殿
試
術
／
第
八
齣　

星
官
奏
事
／
第
九
齣　

金
花
聚
妖
／
第
十
齣　

巡
天
逢
怪
／
第
十
一
齣　

道
陵
賜
宝

／
第
十
二
齣　

凌
霄
哀
赦
／
第
十
三
齣　

呑
丹
／
第
十
四
齣　

嗟
嘆
／
第
十
五
齣　

設
計
／
第
十
六
齣　

二
妖
攝
韓
／
第
十
七
齣　

得
信
／
第
十
八
齣　

韓
氏
全
節
／
第
十
九
齣　

韓
氏
託
夢
／
第
二
十
齣　

従
文
主
試
／
第
二
十
一
齣　

為
国
薦
賢
／
第
二
十
二
齣　

公
厂解
失
印
／
第
二
十
三
齣　

二
妖
献
印
／
第
二
十
四
齣 

求
印
／
第
二
十
五
齣　

修
本
／
第
二
十
六
齣　

誣
奏
／
第
二
十
七
齣　

詔
取

　

巻
二　

第
一
齣　

家
宴
／
第
二
齣　

求
配
／
第
三
齣　

花
燭
／
第
四
齣　

問
探
／
第
五
齣　

驚
使
／
第
六
齣　

起
程
／
第
七
齣　

投
庵
／
第
八
齣　

染
病
／
第
九
齣　

鬧
廟
／
第
十
齣　

書
斎
詳
扇
／
第
十
一
齣　

夫
妻
嘆
子
／
第
十
二
齣　

邪
法
阻
舡
／
第
十
三
齣

　

法
官
破
宝
／
第
十
四
齣　

賜
針
／
第
十
五
齣　

金
針
刺
蜢
／
第
十
六
齣　

詰
問
子
情
／
第
十
七
齣　

維
厚
帰
郷
／
第
十
八
齣　

矛

精
強
配
／
第
十
九
齣　

香
閨
遭
変
／
第
二
十
齣　

請
術
鎮
魔
／
第
二
十
一
齣　

求
画
／
第
二
十
二
齣　

降
妖
／
第
二
十
三
齣　

失
画
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被
責
／
第
二
十
四
齣 

白
狐
附
体
／
第
二
十
五
齣　

神
壇
収
矛
／
第
二
十
六
齣　

法
官
送
符
／
第
二
十
七
齣　

鳴
冤
除
妖
／
第
二
十
八

齣　

分
身
拒
法
／
第
二
十
九
齣　

白
狐
求
救
／
第
三
十
齣　

悟
空
奉
牒
／
第
三
十
一
齣　

薛
劉
結
親
／
第
三
十
二
齣　

金
花
帰
命
／

　

巻
三　

第
一
齣　

国
勝
訪
友
／
第
二
齣　

水
中
呑
寿
／
第
三
齣　

三
妖
会
盟
／
第
四
齣　

投
井
入
竅
／
第
五
齣　

長
寿
擺
索
／
第
六
齣　

厨
後
開
店
／
第
七
齣　

闖
道
追
踪
／
第
八
齣　

法
官
縛
怪
／
第
九
齣　

後
堂
勘
問
／
第
十
齣　

姐
弟
議
盗
／
第
十
一
齣　

回
家
報
信
／
第
十

二
齣　

請
神
服
妖
／
第
十
三
齣　

盗
屍
／
第
十
四
齣　

奉
詔
入
都
／
第
十
五
齣　

陳
情
／
第
十
六
齣　

会
審
／
第
十
七
齣　

法
場
／
第
十
八

齣　

点
化
帰
山
／
第
十
九
齣　

下
凡
／
第
二
十
齣　

洩
機
／
第
二
十
一
齣　

赦
誅
／
第
二
十
二
齣　

焚
火
寓
／
第
二
十
三
齣　

救
難
／
第
二

十
四
齣 

静
掃
／
第
二
十
五
齣　

験
毒
／
第
二
十
六
齣　

恩
栄

な
お
宮
廷
演
劇
は
︑
光
緒
年
間
︵
一
八
七
五
︱
一
九
〇
八
︶
に
な
る
と
崑
曲
や
弋
陽
腔
系
に
代
わ
っ
て
新
興
の
京
劇
︵
皮
黄
︶
に
移
行
す
る
︒

﹃
清
蒙
古
車
王
府
蔵
曲
本
﹄
所
収
﹃
混
元
盒
﹄︵
頭
本
至
八
本
︶
お
よ
び
﹃
闡
道
除
邪
﹄︵
九
本
至
十
六
本
︶
は11

︑
歌
詞
は
皮
黄
に
改
め
ら
れ
て
い

る
が
︑
冒
頭
部
分
で
玉
帝
が
登
場
し
た
後
︑﹁
道
陵
賜
宝
﹂﹁
陶
謙
出
世
﹂
の
場
面
が
続
く
な
ど
︑
内
容
的
に
﹁
嘉
慶
七
年
旨
意
檔
﹂
や
首
都
図
書

館
本
と
近
く
︑
三
巻
八
十
五
齣
本
を
も
と
に
京
劇
に
改
編
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
だ
と
思
わ
れ
る
︒
そ
し
て
こ
れ
に
相
当
す
る
の
が
﹁
光
緒
十
年
恩
賞

日
記
檔
﹂
に
上
演
記
録
が
あ
る
﹃
混
元
盒
﹄﹃
闡
道
除
邪
﹄
で
あ
ろ
う11

︒

五
月
初
一
日
︙
︵
中
略
︶
︙
二
出
頭
本
﹃
混
元
盒
﹄︑
四
出
二
本
﹃
混
元
盒
﹄︑
六
出
三
本
﹃
混
元
盒
﹄︑
八
出
四
本
﹃
混
元
盒
﹄︒
初
五
日
︙

︵
中
略
︶
︙
二
出
二
本
﹃
闡
道
除
邪
﹄︑
末
出
二
本
﹃
闡
道
除
邪
﹄︒

ま
た
︑
北
方
の
歌
い
物
芸
能
の
一
種
で
あ
る
鼓
詞
に
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
蔵
﹃
五
毒
伝
﹄
が
あ
る
︒
孫
楷
第
は
﹃
中
国
通
俗
小
説

書
目
﹄
で
こ
れ
を
小
説
﹃
混
元
盒
五
毒
全
伝
﹄
の
藍
本
と
し
て
い
る
が11

︑
内
容
が
宮
廷
演
劇
﹃
混
元
盒
﹄︑
特
に
首
都
図
書
館
本
と
よ
く
似
て
い

る
の
で
︑
こ
の
点
は
孫
楷
第
の
誤
認
で
あ
ろ
う
︒
歌
い
物
芸
能
は
演
劇
の
廉
価
版
と
し
て
機
能
し
た
側
面
が
あ
り11

︑
こ
の
鼓
詞
も
宮
廷
で
の
上
演

を
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
層
や
︑
手
軽
に
宮
廷
演
劇
の
内
容
を
再
現
し
た
い
層
の
た
め
行
わ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
︒

（
二
）
三
十
二
齣
本

崑
弋
腔
の
宮
廷
演
劇
﹃
混
元
盒
﹄
は
他
に
四
本
三
十
二
齣
本
が
あ
る11

︒
冒
頭
の
玉
帝
の
場
面
は
無
く
﹁
金
花
聚
妖
﹂
か
ら
始
ま
り
︑
陶
謙
も
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最
後
に
唐
突
に
出
て
く
る
だ
け
で
︑
全
体
的
に
か
な
り
簡
略
化
さ
れ
た
内
容
に
な
っ
て
い
る
︒

第
一
本 

第
一
齣　

金
花
聚
妖
／
第
二
齣　

道
陵
賜
宝
／
第
三
齣　

被
攝
痛
妻
／
第
四
齣 

五
夜
吞
丹
／
第
五
齣 

全
節
剖
腹
／
第
六
齣 

起
程

失
篆
／
第
七
齣 

二
妖
献
印
／
第
八
齣 

謁
師
弁
明

第
二
本
／
第
九
齣 

思
春
獲
偶
／
第
十
齣 

漁
戸
憂
児
／
第
十
一
齣 

攝
水
阻
舟
／
第
十
二
齣 

尋
蹤
露
機
／
第
十
三
齣 

遭
冤
泣
訴
／
第
十
四
齣 

金
針
刺
蜢
／
第
十
五
齣 

劉
府
開
宴
／
第
十
六
齣 

大
悲
救
難

第
三
本
／
第
十
七
齣 
漁
色
逢
妖
／
第
十
八
齣 

猜
詩
遭
魅
／
第
十
九
齣 

痴
子
隠
情
／
第
二
十
齣 

霊
判
驅
邪
／
第
二
十
一
齣 

狂
狐
作
祟
／
第

二
十
二
齣 

蠍
虎
吞
児
／
第
二
十
三
齣 

瘋
魔
控
訴
／
第
二
十
四
齣 

施
威
被
擒

第
四
本
／
第
二
十
五
齣 
結
義
聯
盟
／
第
二
十
六
齣 

投
井
幻
形
／
第
二
十
七
齣 

献
技
得
信
／
第
二
十
八
齣 

鎖
拿
哭
屍
／
第
二
十
九
齣 

議
盜

同
心
／
第
三
十
齣 

預
召
諸
神
／
第
三
十
一
齣 

盜
屍
妖
遁
／
第
三
十
二
齣 

三
教
伏
魔

東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
双
紅
堂
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
る
以
下
の
清
内
府
抄
本
崑
弋
腔
﹃
闡
道
除
邪
﹄
残
本
は
︑
上
記
の
四
本
三
十
二
齣
と

齣
題
が
一
致
し
て
お
り
︑
こ
れ
と
同
系
統
の
テ
キ
ス
ト
だ
と
思
わ
れ
る
︒

頭
本　

五
齣　

全
節
剖
腹
／
六
齣　

起
程
失
篆
／
七
齣　

二
妖
献
印
／
八
齣　

謁
師
生
釁

中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
所
蔵
崑
弋
腔
﹃
闡
道
除
邪
﹄
残
本
も
四
本
三
十
二
齣
本
と
齣
題
が
一
致
す
る
が
︑
構
成
か
ら
考
え
て
二
本
三

十
二
齣
に
な
る
よ
う
で
あ
る
︒﹁
本
﹂
は
上
演
日
数
な
の
で
︑
初
め
は
四
日
間
の
上
演
を
想
定
し
て
作
ら
れ
た
が
︑
後
に
二
日
間
に
変
え
ら
れ
た

の
だ
ろ
う
︒

頭
本
二
齣　

道
陵
賜
寶
／
二
本
四
齣　

狂
狐
作
祟
／
二
本
六
齣　

瘋
魔
控
訴
／
二
本
七
齣　

施
威
被
擒

崑
弋
腔
﹃
闡
道
除
邪
頭
本
題
綱
﹄
昇
平
署
抄
本
も
︑
構
成
か
ら
し
て
や
は
り
二
本
三
十
二
齣
で
あ
る11

︒

頭
本　

第
一
齣 

金
花
聚
妖
／
第
二
齣 

陳
生
自
嘆
／
第
三
齣 

月
下
被
韓
／
第
四
齣 

午
夜
吞
丹
／
第
五
齣 

全
節
剖
腹
／
第
六
齣 

起
程
失
篆
／

第
七
齣 

二
妖
献
印
／
第
八
齣 

謁
師
生
釁
／
第
九
齣 

拘
魂
弁
明
／
第
十
齣 

蜢
怪
思
春
／
第
十
一
齣 

漁
戸
獲
偶
／
第
十
二
齣 

漁
戸
憂
児
／
第

十
三
齣 

攝
水
阻
舟
／
第
十
四
齣 

遭
冤
泣
訴
／
第
十
五
齣 

金
針
刺
蜢
／
第
十
六
齣 
大
悲
救
難



─ 46─ （201）

﹁
道
光
三
年
恩
賞
日
記
檔
﹂﹁
道
光
四
年
恩
賞
日
記
檔
﹂﹁
道
光
二
十
二
年
恩
賞
日
記
檔
﹂
に
載
せ
る
﹃
闡
道
除
邪
﹄
は
︑
こ
の
二
本
三
十
二
齣

本
の
上
演
の
記
録
だ
と
思
わ
れ
る11

︒

﹃
闡
道
除
邪
﹄
頭
本　

一 

金
花
聚
妖
／
二 

陳
生
自
嘆
／
三 

月
下
摂
韓
／
四 

五
夜
呑
舟
／
五 

全
節
剖
腹
／
六 

起
程
失
篆
／
七 

二
妖
献
印

／
八 
謁
師
生
釁
／
九 

拘
魂
弁
明
／
十 

蜢
怪
思
春
／
十
一 

漁
郎
獲
偶
／
十
二 

漁
戸
憂
児
／
十
三 

摂
水
阻
舟
／
十
四 

遭
𡨚
泣
訴
／
十
五 

金

針
刺
蜢
／
十
六 
大
悲
救
難

﹃
闡
道
除
邪
﹄
二
本　

一 

漁
色
逢
妖
／
二 

狂
狐
作
祟
／
三 

霊
判
閑
邪
／
四 

攔
街
控
訴
／
五 

白
氏
施
威
／
六 

金
花
奮
勇
／
七 

彭
沢
闘
法

／
八 

蝎
虎
呑
児
／
九 
投
井
幻
形
／
十 

献
技
投
充
／
十
一 

端
陽
聞
信
／
十
二 

妖
犯
鎖
拿
／
十
三 

哭
屍
霜
目
／
十
四 

議
盗
同
心
／
十
五 

諸

神
預
召
／
十
六 

四
怪
全
除

な
お
北
京
西
派
皮
影
戯
︵
影
絵
人
形
劇
︶
の
台
本
に
﹃
混
元
盒
﹄
が
あ
る11

︒
八
十
五
齣
本
に
し
か
な
い
﹁
琵
琶
縁
﹂
の
場
面
も
含
ま
れ
て
い

る
が
︑﹁
金
花
聚
妖
﹂
か
ら
始
ま
り
﹁
三
教
伏
魔
﹂
で
終
わ
っ
て
い
る
の
で
︑
基
本
的
に
は
三
十
二
齣
本
の
影
響
下
に
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
︒

王
府
で
の
上
演
を
中
心
に
活
動
し
た
北
京
西
派
は
︑﹃
混
元
盒
﹄
以
外
に
も
﹃
勧
善
金
科
﹄
に
近
い
﹃
忠
孝
節
義
﹄
や
︑﹃
昇
平
宝
筏
﹄
に
近
い

﹃
西
遊
記
﹄︑
ま
た
﹃
英
列
春
秋
﹄
や
﹃
香
蓮
帕
﹄
な
ど
︑
宮
廷
大
戯
と
共
通
し
た
演
目
を
有
し
て
お
り
︑
王
府
で
鼓
詞
と
同
じ
く
大
戯
の
﹁
廉
価

版
﹂
を
行
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

ま
た
皮
黄
﹃
頭
本
闡
道
除
邪
第
一
齣
至
第
九
齣
﹄
お
よ
び
皮
黄
﹃
闡
道
除
邪
第
十
齣
至
第
十
四
齣
﹄
昇
平
署
抄
本
は
︑
構
成
か
ら
見
て
全
体

で
四
本
三
十
二
齣
と
な
り
︑﹁
金
花
聚
妖
﹂
か
ら
始
ま
る
上
︑
車
王
府
曲
本
所
収
本
と
は
大
き
く
字
句
が
異
な
る
た
め
︑
こ
れ
と
は
別
に
崑
弋
腔

の
三
十
二
齣
本
か
ら
新
た
に
京
劇
に
改
編
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
だ
と
思
わ
れ
る11

︒

頭
本　

第
一
齣 

金
花
聚
妖
／
第
二
齣 

道
陵
賜
宝
／
第
三
齣 

被
攝
痛
妻
／
第
四
齣 

午
夜
吞
丹
／
第
五
齣 

全
節
剖
腹
／
第
六
齣 

起
程
失
籙
／

第
七
齣 

二
妖
献
印
／
第
八
齣 

謁
師
生
釁
／
第
九
齣 

拘
魂
弁
明

二
本　

第
十
齣 

思
春
獲
偶
／
第
十
一
齣 

漁
戸
憂
児
／
第
十
二
齣 

攝
水
阻
舟
／
第
十
三
齣 

遭
冤
泣
訴
／
第
十
四
齣 

金
針
刺
蜢

朱
家
溍
﹁
清
代
宮
中
乱
弾
演
出
史
料
﹂
に
引
か
れ
る
光
緒
年
間
の
上
演
記
録
は
︑
時
期
的
に
見
て
京
劇
と
思
わ
れ
る
上
︑
四
本
各
八
齣
︑
全
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三
十
二
齣
と
な
っ
て
い
る
の
で
︑
上
記
の
京
劇
テ
キ
ス
ト
で
あ
ろ
う11

︒

光
緒
二
十
二
年
五
月
初
五
日
︑
統
一
斎
承
応
︑﹃
闡
道
除
邪
﹄
二
十
三
齣
︑
過
会
︒
／
光
緒
三
十
四
年
五
月
初
一
日
︑
頤
楽
殿
承
応
︑
頭
本

﹃
闡
道
除
邪
﹄
前
八
出
︐︙
︙
頭
本
﹃
闡
道
除
邪
﹄
後
八
出
︒
初
四
日
︑
頤
楽
殿
承
応
︑
頭
本
﹃
闡
道
除
邪
﹄
前
八
出
︒
初
五
日
︑
頤
楽
殿
承

応
︑
頭
本
﹃
闡
道
除
邪
﹄
︙
︵
中
略
︶
︙
二
本
﹃
闡
道
除
邪
﹄︒
初
六
日
︑
三
本
﹃
闡
道
除
邪
﹄
︙
︵
中
略
︶
︙
四
本
﹃
闡
道
除
邪
﹄︒

（
三
）「
広
成
子
三
進
碧
游
宮
」
本

ま
た
﹁
嘉
慶
二
十
四
年
賞
恩
檔
﹂
に
は
︑
端
午
節
に
﹃
闡
道
除
邪
﹄
全
三
本
を
上
演
し
た
記
録
が
あ
る11

︒

五
月
初
二
日　

同
楽
園
承
応　

頭
本
﹃
闡
道
除
邪
﹄
五
齣
﹁
金
殿
試
術
﹂
／
初
四
日　

同
楽
園
承
応　

二
本
﹃
闡
道
除
邪
﹄
十
六
齣
﹁
彭
沢

闘
法
﹂
／
初
五
日　

同
楽
園
承
応　

三
本
﹃
闡
道
除
邪
﹄
十
五
齣
﹁
雷
撃
余
氛
﹂

初
四
日
の
﹁
彭
沢
闘
法
﹂
は
︑
先
に
見
た
道
光
年
間
の
上
演
記
録
に
あ
る
二
本
第
十
六
齣
の
齣
題
だ
が
︑
初
五
日
の
﹁
雷
撃
余
氛
﹂
は
八
十

五
齣
本
・
三
十
二
齣
本
の
い
ず
れ
に
も
見
あ
た
ら
な
い
︒
こ
れ
を
持
つ
の
が
﹃
闡
道
除
邪
四
本
題
綱
﹄
昇
平
署
抄
本
で
あ
る11

︒

四
本　

第
一
齣 

悩
怒
通
天
／
第
二
齣 
端
陽
聞
信
／
第
三
齣 

蛙
精
得
計
／
第
四
齣 

妖
犯
鎖
拿
／
第
五
齣 

哭
屍
露
目
／
第
六
齣 

議
盜
同
心
／

第
七
齣 

諸
神
預
召
／
第
八
齣 

四
怪
全
除
／
第
九
齣 

玉
清
収
陣
／
第
十
齣 

金
殿
陳
情
／
第
十
一
齣 

会
審
反
坐
／
第
十
二
齣 

獄
底
風
生
／
第

十
三
齣 

仙
境
同
帰
／
第
十
四
齣 

高
楼
験
盒
／
第
十
五
齣 

雷
擊
余
氛
／
第
十
六
齣 

三
清
祝
国

﹁
題
綱
﹂
は
︑
台
詞
や
唱
詞
が
無
く
配
役
を
示
す
だ
け
の
資
料
だ
が
︑
四
本
第
十
齣
・
第
十
一
齣
の
齣
題
が
八
十
五
齣
本
の
終
わ
り
近
く
の
巻

三
第
十
五
齣
・
第
十
六
齣
と
同
じ
な
の
で
︑
全
体
で
四
本
構
成
の
も
の
だ
ろ
う
︒
問
題
は
第
九
齣
の
﹁
玉
清
収
陣
﹂︑
第
十
三
齣
の
﹁
仙
境
同

帰
﹂︑
第
十
六
齣
の
﹁
三
清
祝
国
﹂
で
︑
齣
題
か
ら
道
教
の
最
高
神
で
あ
る
三
清
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
︑
ま
た
配
役
に
は
﹃
封
神
演

義
﹄
で
三
清
に
あ
た
る
﹁
通
天
教
主
﹂﹁
元
始
天
尊
﹂
が
見
え11

︑
他
に
も
﹁
広
成
子
﹂﹁
多
宝
道
人
﹂﹁
哪
吒
﹂
な
ど
﹃
封
神
演
義
﹄
の
人
物
が
書

か
れ
て
い
る
の
で
︑
状
況
か
ら
考
え
て
﹃
封
神
演
義
﹄
第
七
十
二
回
か
ら
第
七
十
八
回
︵
あ
る
い
は
︑
そ
れ
に
基
づ
く
宮
廷
大
戯
﹃
封
神
天
榜
﹄︶

の
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
広
成
子
三
進
碧
游
宮
﹂
の
場
面
が
﹃
混
元
盒
﹄
に
混
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
︒

こ
れ
と
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
の
が
︑
景
孤
血
に
よ
っ
て
記
録
さ
れ
て
い
る
﹁
兪
菊
笙
は
崑
曲
﹃
闡
道
除
邪
﹄
の
内
廷
本
を
ひ
そ
か
に
宦
官
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か
ら
借
り
出
し
て
京
劇
に
改
編
し
た
が
︑
完
成
前
に
露
見
し
た
た
め
︑
仕
方
な
く
﹃
封
神
演
義
﹄
の
﹁
広
成
子
三
進
碧
遊
宮
﹂
の
段
を
入
れ
て
内

廷
本
と
は
異
な
る
内
容
に
仕
立
て
あ
げ
︑
懲
罰
を
免
れ
る
よ
う
に
し
た
﹂
と
い
う
逸
話
で
あ
る11

︒
恐
ら
く
こ
れ
は
︑
兪
菊
笙
の
上
演
し
た
﹃
混
元

盒
﹄
が
他
の
テ
キ
ス
ト
と
異
な
っ
て
い
た
た
め
に
生
じ
た
話
で
︑
実
際
に
は
兪
菊
笙
が
も
と
に
し
た
崑
弋
腔
に
も
広
成
子
三
進
碧
游
宮
の
段
は
あ

り
︑
そ
れ
が
﹃
闡
道
除
邪
四
本
題
綱
﹄
に
反
映
さ
れ
て
い
る
崑
弋
腔
テ
キ
ス
ト
な
の
だ
ろ
う
︒
趙
綺
霞
が
所
蔵
す
る
と
い
う
兪
菊
笙
本
は
未
見
だ

が11

︑
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
所
蔵
﹃
混
元
盒
﹄
皮
黄
本
は
こ
の
兪
菊
笙
版
か
ら
﹁
広
成
子
三
進
碧
遊
宮
﹂
部
分
を
単
行
さ
せ
た
折
子
戯
本

だ
と
思
わ
れ
る
︒

な
お
兪
菊
笙
の
弟
子
の
王
瑶
卿
に
も
京
劇
﹃
混
元
盒
﹄
八
本
が
あ
り
︑
光
緒
二
十
八
︵
一
九
〇
二
︶
年
の
福
寿
班
で
の
上
演
を
皮
切
り
に
︑

民
国
十
三
︵
一
九
二
四
︶
年
に
舞
台
を
離
れ
る
ま
で
数
度
︑
紅
蜢
と
琵
琶
仙
子
の
役
で
演
じ
て
い
る
︒
斉
如
山
に
よ
れ
ば
︑
王
瑶
卿
本
は
兪
菊
笙

本
を
も
と
に
皮
影
戯
か
ら
﹁
蝎
子
精
﹂
の
段
を
入
れ
る
な
ど
し
て
旦
重
視
の
内
容
に
改
編
し
た
と
い
う11

︒
ま
た
梅
蘭
芳
も
琵
琶
仙
子
の
役
で
民
国

四
︵
一
九
一
五
︶
年
七
月
二
十
五
日
の
初
演
以
降
︑
何
度
か
上
演
を
行
っ
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
斉
如
山
が
王
瑶
卿
本
に
さ
ら
に
手
を
入
れ
た
も
の

で
︑
北
京
市
芸
術
研
究
所
所
蔵
本
が
こ
れ
に
あ
た
る11

︒

兪
菊
笙
は
ま
た
︑
内
弟
で
と
も
に
春
台
班
に
い
た
張
玉
奎
と
一
緒
に
︑﹃
混
元
盒
﹄
に
基
づ
い
て
以
下
の
よ
う
な
﹃
五
花
洞
﹄
と
い
う
演
目
も

制
作
し
て
い
る11

︒

五
花
洞
で
千
年
の
修
錬
を
経
た
蜈
蚣
の
金
頭
大
仙
︑
蝎
の
毒
尾
大
仙
︑
壁
虎
の
灰
身
大
仙
︑
蝦
蟇
の
金
眼
大
仙
︑
蛇
の
長
身
大
仙
の
﹁
五

妖
﹂
は
︑
天
師
の
張
傑
が
常
に
自
分
た
ち
と
敵
対
す
る
こ
と
を
恨
ん
で
い
た
︒
壁
虎
と
蝎
は
世
間
を
攪
乱
す
べ
く
人
間
界
に
降
り
て
ゆ
く

が
︑
途
中
︑
弟
の
武
松
の
所
へ
行
く
武
大
と
潘
金
蓮
に
会
い
︑
戯
れ
に
二
人
そ
っ
く
り
の
姿
に
化
け
る
︒
武
大
と
潘
金
蓮
の
本
物
と
偽
物
が

混
じ
り
合
い
︑
困
っ
た
一
同
は
役
所
に
訴
え
出
る
︒
訴
え
を
受
け
た
陽
穀
県
令
は
︑
折
良
く
巡
回
に
来
た
包
公
に
審
議
を
依
頼
す
る
︒
そ
こ

に
張
傑
が
現
れ
︑
法
官
ら
を
使
っ
て
壁
虎
と
蝎
を
調
伏
す
る
︒

こ
の
作
品
は
本
物
と
偽
物
が
同
じ
歌
で
歌
い
比
べ
を
す
る
面
白
さ
が
あ
る
上
︑
比
較
的
短
く
民
間
で
の
上
演
に
適
す
る
こ
と
も
あ
っ
て
︑
民

国
期
以
降
は
端
午
節
の
演
目
と
し
て
一
般
に
広
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
現
在
で
も
実
際
の
上
演
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
﹃
混
元
盒
﹄
由
来
の
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唯
一
の
演
目
と
な
っ
て
い
る
︒

五
、
お
わ
り
に

旧
稿
で
は
︑
は
じ
め
に
大
部
の
崑
弋
腔
テ
キ
ス
ト
が
成
立
し
︑
そ
の
後
簡
略
化
さ
れ
た
バ
ー
ジ
ョ
ン
も
作
ら
れ
た
が
︑
京
劇
が
流
行
す
る
と

蒙
古
車
王
府
曲
本
所
収
本
が
制
作
さ
れ
︑
そ
れ
を
も
と
に
兪
菊
笙
本
・
王
瑶
卿
本
・﹃
五
花
洞
﹄
な
ど
が
生
ま
れ
た
と
い
う
よ
う
に
︑
崑
弋
腔
か

ら
京
劇
へ
の
交
替
を
直
線
的
な
も
の
と
捉
え
て
い
た
︒
し
か
し
今
回
︑
新
た
に
参
照
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
資
料
を
利
用
す
る
こ
と
で
︑﹃
混
元

盒
﹄
に
は
八
十
五
齣
本
・
三
十
二
齣
本
・﹁
広
成
子
三
進
碧
遊
宮
﹂
本
の
三
系
統
が
存
在
し
︑
そ
れ
ら
を
も
と
に
そ
れ
ぞ
れ
京
劇
版
テ
キ
ス
ト
が

作
ら
れ
た
と
い
う
︑
や
や
複
雑
な
経
緯
を
辿
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
︒

こ
う
し
た
状
況
を
生
ん
だ
の
は
︑
一
つ
に
は
﹃
混
元
盒
﹄
が
節
戯
と
大
戯
の
両
方
を
兼
ね
た
演
目
で
あ
る
と
い
う
︑
作
品
の
特
質
が
関
わ
っ

て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
︒﹃
混
元
盒
﹄
の
上
演
は
︑
重
要
な
年
中
行
事
で
あ
る
端
午
節
の
活
動
の
一
部
と
な
っ
た
た
め
︑
他
の
大
戯
と
違
い
ほ

ぼ
毎
年
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
︑
時
代
が
崑
弋
腔
か
ら
京
劇
に
変
わ
っ
て
も
継
続
さ
れ
た
上
︑
恐
ら
く
は
そ
の
時
そ
の
時
の
条
件
に
応
じ
て
様
々

に
加
工
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
そ
う
し
た
状
況
下
に
作
ら
れ
た
諸
テ
キ
ス
ト
は
︑
一
般
の
古
典
文
献
と
は
様
相
の
異
な
る
繁
雑
な
版

本
問
題
を
作
り
出
す
こ
と
と
も
な
っ
た
︒
こ
う
し
た
点
は
︑
中
元
や
追
儺
と
関
わ
る
目
連
戯
が
各
地
で
膨
大
な
変
種
を
生
ん
だ
状
況
と
も
類
似
し

て
い
る
と
い
え
よ
う11

︒

か
つ
て
清
朝
の
演
劇
史
は
︑﹁
崑
曲
の
没
落
﹂
と
﹁
花
部
の
勃
興
﹂
と
い
う
軸
で
語
ら
れ11

︑
間
に
挟
ま
れ
た
崑
弋
腔
宮
廷
演
劇
は
あ
ま
り
評
価

さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
き
ら
い
が
あ
る
︒
こ
れ
は
︑︵
一
︶
レ
ー
ゼ
ド
ラ
マ
重
視
の
観
点
か
ら
文
学
的
価
値
が
低
い
と
さ
れ
た
こ
と
︑︵
二
︶
政
治
的

理
由
か
ら
支
配
階
層
の
反
動
的
な
演
劇
と
断
罪
さ
れ
た
こ
と
︑︵
三
︶
崑
曲
や
京
劇
と
違
っ
て
実
演
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
関
心
を
持
た

れ
な
か
っ
た
こ
と
︑︵
四
︶
後
の
京
劇
の
発
展
に
寄
与
し
た
点
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
︑
関
連
資
料
の
閲
覧
が
難
し
い
た
め
詳
細
を
検

討
で
き
な
か
っ
た
こ
と
︑
な
ど
が
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
︒
し
か
し
近
年
︑
研
究
環
境
の
変
化
や
関
連
資
料
の
出
版
な
ど
も
あ
っ
て
検
討
が
進

み
︑
演
劇
史
に
お
け
る
位
置
づ
け
も
見
直
し
が
行
わ
れ
て
い
る11

︒
そ
う
し
た
中
で
︑
本
稿
で
検
討
し
た
﹃
混
元
盒
﹄
の
展
開
は
︑
清
朝
宮
廷
演
劇
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の
演
目
を
考
え
る
上
で
一
つ
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
と
な
る
で
あ
ろ
う
︒

注1 

中
華
書
局
歷
代
史
料
筆
記
叢
刊
本
︑
一
九
八
〇
年
︒
原
文
は
紙
幅
の
都
合
で
省
略
し
た
︒

2 

目
連
戯
は
も
と
も
と
中
元
節
の
際
に
民
間
で
弋
陽
腔
系
諸
腔
に
よ
っ
て
上
演
さ
れ
た
が
︑
次
第
に
肥
大
化
し
て
﹃
西
遊
記
﹄
や
﹃
封
神
演
義
﹄
な
ど
明

代
の
章
回
小
説
を
題
材
と
し
た
大
部
の
演
目
を
吸
収
し
︑
さ
ら
に
こ
れ
が
宮
中
に
移
植
さ
れ
て
﹁
大
戯
﹂
と
な
っ
た
︒
拙
稿
﹁
宮
廷
大
戯
﹃
封
神
天
榜
﹄

を
め
ぐ
っ
て
﹂︵﹃
中
国
古
典
小
説
研
究
﹄
第
八
号
︑
汲
古
書
院
︑
二
〇
〇
三
年
︑
九
十
八
︱
一
一
四
頁
︶
を
参
照
︒

3 

牛
川
海
﹃
乾
隆
時
期
劇
場
活
動
之
研
究
﹄
華
岡
出
版
有
限
公
司
︑
一
九
七
七
年
︒

4 

拙
稿
﹁
混
元
盒
物
語
の
成
立
と
展
開
﹂︑﹃
近
代
中
国
都
市
芸
能
に
関
す
る
基
本
的
研
究
﹄
平
成
九
︱
十
一
年
度
科
学
研
究
費
基
盤
研
究(C

)

成
果
報
告

論
文
集
︑
二
〇
〇
一
年
︑
一
〇
六
︱
一
三
二
頁
︑
お
よ
び
拙
稿
﹁﹃
混
元
盒
﹄
与
民
間
文
学
﹂︑﹃
二
〇
〇
一
年
両
岸
民
間
文
学
学
術
研
討
会
論
文
集
﹄︑

国
立
花
蓮
師
範
学
院
民
間
文
学
研
究
所
︑
二
〇
〇
一
年
︑
一
三
九
︱
一
六
二
頁
︒

5 

な
お
本
稿
は
平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
一
日
に
フ
ォ
ー
レ
ス
ト
本
郷
会
議
室
で
開
催
さ
れ
た
﹁
清
朝
宮
廷
演
劇
文
化
の
研
究
﹂
研
究
会
で
行
っ
た
口

頭
発
表
﹁
宮
廷
演
劇
﹃
混
元
盒
﹄
の
成
立
と
上
演
﹂
に
基
づ
く
︒
ま
た
本
稿
で
参
照
し
た
﹃
混
元
盒
﹄
首
都
図
書
館
蔵
本
に
つ
い
て
は
同
研
究
会
の
磯

部
彰
氏
よ
り
複
写
の
提
供
を
受
け
た
︒
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
︒

6 

書
目
文
献
出
版
社
︑
一
九
九
四
年
︒
原
文
は
紙
幅
の
都
合
で
省
略
し
た
︒

7 

拙
稿
﹁﹃
封
神
演
義
﹄
通
天
教
主
考
﹂︑﹃
道
教
と
共
生
思
想
﹄︵
大
河
書
房
︑
二
〇
〇
九
年
︑
一
七
六
︱
一
九
八
頁
︶
参
照
︒

8 

﹃
正
統
道
蔵
﹄
洞
真
部
記
伝
類
︑
S
．N
．二
九
六
︒

9 

原
型
は
六
朝
時
代
の
初
期
天
師
道
文
献
で
あ
る
﹃
女
青
鬼
律
﹄
に
遡
り
︑
明
・
王
世
貞
﹃
列
仙
全
伝
﹄
や
明
・
無
名
氏
﹃
三
教
源
流
捜
神
大
全
﹄
な
ど

に
も
見
え
る
ほ
か
︑
後
の
五
福
大
帝
信
仰
に
も
繫
が
る
︒
宋
怡
明
編
﹃
明
清
福
建
五
帝
信
仰
資
料
彙
編
﹄︵
香
港
科
技
大
學
華
南
研
究
中
心
︑
二
〇
〇

六
年
︶
参
照
︒
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10 

櫻
井
幸
江
﹁
包
公
説
話
の
一
側
面
─
張
天
師
伝
説
と
の
関
わ
り
﹂︑﹃
お
茶
の
水
女
子
大
学
中
国
文
学
会
報
﹄
第
十
六
号
︑
一
九
九
七
年
︑
四
七
︱
六

二
頁
︒

11 
な
お
︑
宋
代
以
来
の
張
天
師
が
張
道
陵
の
子
孫
か
ど
う
か
は
議
論
が
あ
る
︒
二
階
堂
善
弘
﹃
明
清
期
に
お
け
る
武
神
と
神
仙
の
発
展
﹄︵
関
西
大
学
出

版
部
︑
二
〇
〇
九
年
︶
参
照
︒

12 

﹃
万
暦
続
道
蔵
﹄
所
収
﹃
漢
天
師
世
家
﹄︑
S
．N
．一
四
六
三
︒

13 

明
・
沈
榜
﹃
宛
署
雑
記
﹄
巻
十
七
︑
北
京
出
版
社
︑
一
九
六
一
年
︒

14 

五
月
︒
初
一
日
起
至
十
三
日
止
︐
宮
眷
内
臣
穿
五
毒
艾
虎
補
子
蜢
衣
︐
門
兩
旁
安
菖
蒲
︑
艾
盆
︐
門
上
懸
掛
吊
屛
︐
上
畫
天
師
或
仙
子
︑
仙
女
執
劍
降

五
毒
故
事
︐
如
年
節
之
門
神
焉
︒
懸
一
月
方
撤
也
︒︵
北
京
古
籍
出
版
社
︑
一
九
九
四
年
︶

15 
 

台
北
・
国
立
歴
史
博
物
館
所
蔵
﹁
天
師
鎮
宅
符
﹂︵﹃
道
教
文
物
﹄
国
立
歴
史
博
物
館
︑
一
九
九
九
年
︑
一
九
八
頁
︶
が
こ
れ
に
あ
た
る
︒

16 

﹃
古
本
小
説
集
成
﹄︵
上
海
古
籍
出
版
社
︑
一
九
九
四
年
︶
所
収
浙
江
図
書
館
蔵
道
光
十
二
年
富
経
堂
刊
本
︒

17 

﹃
古
典
戯
曲
存
目
彙
考
﹄
上
海
古
籍
出
版
社
︑
中
巻
一
二
五
四
頁
︒

18 

故
宮
博
物
院
︵
編
︶﹃
故
宮
珍
本
叢
刊
﹄
海
南
出
版
社
︑
二
〇
〇
一
年
︑
第
六
六
○
册
︒
ま
た
牛
川
海
﹃
乾
隆
時
期
劇
場
活
動
之
研
究
﹄
に
も
異
本
が

収
録
さ
れ
る
︒

19 

﹃
月
令
承
応
﹄
に
つ
い
て
は
有
澤
晶
子
﹃
中
国
伝
統
演
劇
様
式
の
研
究
﹄︵
研
文
出
版
︑
二
〇
〇
六
年
︶
参
照
︒

20 

四
月
二
十
一
日

：

上
交
下
﹃
混
元
盒
﹄
一
本
至
三
本
︐
着
內
頭
學
︑
內
二
學
寫
串
關
︐
上
覽
分
派
︒
五
月
初
五
日

：

蓮
慶
︑
來
喜
傳
旨
︐﹃
混
元
盒
﹄

鼓
板
當
起
更
︐
纔
是
打
了
上
場
鑼
鼓
︐
錯
了
︒
蓮
慶
︑
來
喜
親
看
將
高
吉
順
重
責
三
十
板
︐
永
遠
不
許
他
迎
請
見
面
︒
五
月
初
九
日

：

上
派
角
色
﹃
混

元
盒
﹄︒
第
一
齣 

玉
皇

：
董
玉
︑
大
劉
進
喜
；
金
星

：

王
麟
祥
︑
任
玉
；
金
花

：

彭
祿
壽
︑
曹
進
喜
︒
第
二
齣 

天
師

：

張
良
貴
︑
黑
子
︒
第
三
齣 

呂

洞
賓

：

孫
魁
︑
魏
得
祿
；
陶
謙

：

大
劉
得
︑
黃
元
︒
第
四
齣
︑
五
齣 
陸
炳

：

陸
順
︒
第
六
齣 

嘉
靖

：

李
增
壽
︑
小
劉
進
喜
︒︵
朱
家
溍
・
丁
汝
芹
﹃
清

代
内
廷
演
劇
始
末
考
﹄
中
国
書
店
︑
二
〇
〇
七
年
︶

21 

北
京
古
籍
出
版
社
︑
一
九
九
一
年
︒
清
蒙
古
車
王
府
蔵
曲
本
に
つ
い
て
は
拙
稿
﹁
車
王
府
曲
本
所
収
皮
影
戯
考
─
北
京
東
西
両
派
と
の
関
係
を
中
心

に
﹂︑﹃
中
国
都
市
芸
能
研
究
﹄
第
四
輯
︑
好
文
出
版
︑
二
〇
〇
五
年
︑
二
一
︱
三
二
頁
を
参
照
︒

22 

周
明
泰
︵
輯
︶﹃
清
昇
平
署
存
檔
事
例
漫
抄
﹄︵
文
海
出
版
社
︑
一
九
七
一
年
︶
所
収
︒
な
お
京
劇
で
は
一
般
的
に
齣
︵
出
︶
と
い
う
表
現
は
用
い
ら
れ

な
い
が
︑
こ
こ
は
崑
曲
や
崑
弋
腔
の
表
記
を
踏
襲
し
た
も
の
だ
ろ
う
︒

23 

﹃
中
国
通
俗
小
説
書
目
﹄
人
民
文
学
出
版
社
︑
一
九
五
七
年
︑
二
〇
五
頁
︒
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24 

拙
稿
﹁
郃
陽
木
偶
戯
の
形
成
と
梆
子
腔
﹂︑﹃
近
現
代
華
北
地
域
に
お
け
る
伝
統
芸
能
文
化
の
総
合
的
研
究
﹄
平
成17-19

年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基

盤
研
究(B

)

研
究
成
果
報
告
論
文
集
︑
二
〇
〇
八
年
︑
二
八
︱
三
五
頁
︒

25 
﹃
故
宮
珍
本
叢
刊
﹄︑
第
六
六
八
冊
︒

26 

﹃
故
宮
珍
本
叢
刊
﹄︑
第
六
六
八
冊
︒

27 

﹃
清
昇
平
署
存
档
事
例
漫
抄
﹄
所
収
︒

28 

﹃
燕
影
劇
﹄
オ
ッ
ト
・
ハ
ラ
ソ
ヴ
ィ
ッ
ツ
︑
一
九
一
五
年
所
収
︒
拙
稿
﹁﹃
燕
影
劇
﹄
の
編
集
を
め
ぐ
っ
て
─
ド
イ
ツ
・
シ
ノ
ロ
ジ
ス
ト
に
よ
る
北
京

皮
影
戯
の
発
見
﹂︑﹃
中
国
都
市
芸
能
研
究
﹄
第
三
輯
︑
好
文
出
版
︑
二
〇
〇
四
年
︑
二
一
︱
三
二
頁
参
照
︒

29 

﹃
故
宮
珍
本
叢
刊
﹄︑
第
六
九
三
冊
︒

30 

﹃
戯
曲
研
究
﹄
第
十
三
輯
・
第
十
四
輯
︑
文
化
美
術
出
版
社
︑
一
九
八
四
年
・
一
九
八
五
年
︒

31 

﹃
清
昇
平
署
存
档
事
例
漫
抄
﹄
所
収
︒

32 

﹃
故
宮
珍
本
叢
刊
﹄︑
第
六
九
四
冊
︒

33 

拙
稿
﹁﹃
封
神
演
義
﹄
通
天
教
主
考
﹂
参
照
︒

34 

景
孤
血
﹁
由
四
大
徽
班
時
代
開
始
到
解
放
前
的
京
劇
編
演
新
戯
概
況
﹂︑﹃
京
劇
談
往
録
﹄︵
北
京
出
版
社
︑
一
九
八
五
年
︶
所
収
︒

35 

﹃
京
劇
劇
目
辞
典
﹄︑
中
国
戯
劇
出
版
社
︑
一
九
八
九
年
︑
一
一
七
八
頁
︒

36 

斉
如
山
﹁
戯
界
小
掌
故
﹂︑﹃
京
劇
談
往
録
三
編
﹄︵
北
京
出
版
社
︑
一
九
九
〇
年
︶
所
収
︒

37 

﹃
京
劇
伝
統
劇
本
匯
編
続
編　

混
元
盒
﹄
北
京
出
版
集
団
公
司
・
北
京
出
版
社
︑
二
〇
一
二
年
︒

38 

﹃
戯
考
大
全
﹄︵
上
海
書
店
︑
一
九
九
〇
年
︶
第
二
巻
八
三
五
︱
八
四
一
頁
︒

39 

こ
の
方
面
の
最
新
の
成
果
と
し
て
は
田
仲
一
成
﹃
中
国
鎮
魂
演
劇
研
究
﹄︵
東
京
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
六
年
︶
が
挙
げ
ら
れ
る
︒

40 

例
え
ば
青
木
正
児
﹃
支
那
近
世
戯
曲
史
﹄︵
弘
文
堂
書
房
︑
一
九
三
八
年
︶
な
ど
︒

41 

磯
部
彰
︵
編
︶﹃
清
朝
宮
廷
演
劇
文
化
の
研
究
﹄︑
勉
誠
出
版
︑
二
〇
一
四
年
︒


