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『
元
刊
雑
劇
三
十
種
』
に
よ
る
元
代
庶
民
の
貞
節
観

福　

永　

美　

佳

　
　
　
　

一　

は
じ
め
に

　
「
餓
死
は
極
め
て
小
事
で
あ
り
、
節
を
失
う
こ
と
は
極
め
て

大
事
で
あ
る
」（『
程
氏
遺
書
』
伊
川
先
生
語
八
）。
こ
れ
は
北

宋
の
思
想
家
程
伊
川
の
言
葉
で
あ
る
。
中
国
で
、
女
性
の
貞

節
が
こ
の
よ
う
に
声
高
に
叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

そ
れ
ほ
ど
古
い
話
で
は
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
澤
田
瑞
穂

氏
は
「
南
宋
時
代
に
な
っ
て
、民
族
の
純
潔
保
持
の
見
地
か
ら
、

婦
女
の
貞
節
と
い
う
こ
と
を
重
視
す
る
朱
子
派
の
道
学
が
思

想
界
を
風
靡
す
る
に
及
ん
で
、
世
間
の
空
気
も
硬
化
し
、
再

嫁
を
失
節
の
行
為
と
し
て
賤
し
め
、
後
家
を
立
て
通
し
た
女

を
節
婦
烈
女
と
し
て
称
賛
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
明
清
時
代

に
は
朱
子
学
が
国
家
の
す
べ
て
の
政
治
・
教
化
の
規
範
と
さ

れ
た
か
ら
、
節
婦
が
国
家
か
ら
表
彰
さ
れ
る
の
は
も
と
よ
り
、

反
対
に
再
嫁
の
婦
は
誥
封
を
申
請
す
る
資
格
が
な
い
と
さ
れ

た
ほ
ど
で
あ
る
」１
と
述
べ
て
い
る
。
女
性
の
貞
節
に
固
執
す

る
風
潮
は
宋
代
以
降
に
始
ま
り
、
明
清
代
に
は
い
っ
そ
う
強

ま
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
元
代
女
性
を
取
り
巻
く
状
況
は
ど
の
よ
う
な

も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。『
大
元
聖
政
国
朝
典
章
』（
正

集
は
大
徳
七〔
一
三
〇
三
〕年
に
、新
集
は
至
正
二〔
一
三
四
二
〕

年
に
頒
行
）
に
記
載
さ
れ
る
至
大
四
（
一
三
一
一
）
年
八
月

の
事
例
を
挙
げ
る
２
。

近
年
以
来
、婦
人
夫
亡
守
節
者
甚
少
、改
嫁
者
歴
歴
有
之
。

近
年
以
来
、
婦
人
は
夫
が
亡
く
な
り
節
を
守
る
も
の
が

は
な
は
だ
少
な
く
、
再
嫁
す
る
も
の
が
明
ら
か
に
い
る
。

　

こ
の
資
料
は
元
代
の
法
律
書
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
こ
こ
に

記
さ
れ
て
い
る
の
は
支
配
す
る
側
か
ら
の
見
解
と
い
え
よ
う
。

こ
の
例
に
よ
る
と
、
元
代
は
女
性
の
再
嫁
に
批
判
的
で
あ
っ

た
が
、
現
実
に
は
徹
底
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
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下
見
隆
雄
氏
に
よ
れ
ば
、
宋
代
は
「『
節
を
失
う
事
の
重
大
』

を
主
張
し
た
程
伊
川
で
さ
え
も
、
そ
の
甥
女
・
姪
婦
と
も
に

改
嫁
し
て
お
り
、
当
時
は
現
実
に
は
世
俗
の
風
を
完
全
変
転

と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
」
３
と
さ
れ
る
が
、
元
代
も

同
じ
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
い
知
れ
る
。
で

は
、
一
方
、
支
配
さ
れ
る
側
の
人
々
は
女
性
の
貞
節
と
い
う

問
題
に
対
し
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
本

稿
で
は
、
元
代
に
大
都
（
現
在
の
北
京
）
を
中
心
に
、
庶
民

の
間
で
流
行
し
た
歌
劇
、
す
な
わ
ち
元
雑
劇
の
テ
キ
ス
ト
に

も
と
づ
い
て
、
元
代
の
庶
民
女
性
の
貞
節
観
に
つ
い
て
論
じ

る
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
　
　

二　
『
元
刊
雑
劇
』
に
み
る
貞
節
観
念

　

元
代
の
庶
民
に
関
す
る
記
録
と
し
て
、『
元
刊
雑
劇
三
十
種
』

を
用
い
る
こ
と
に
し
た
い
４
。
こ
れ
は
元
代
に
刊
行
さ
れ
た
戯

曲
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
中
国
の
戯
曲
テ
キ
ス
ト
の
な
か
で
は
、

現
存
最
古
の
も
の
と
さ
れ
、『
元
刊
雑
劇
』と
も
呼
ば
れ
る
。『
元

刊
雑
劇
』
は
戯
曲
テ
キ
ス
ト
と
は
い
え
、
当
時
の
世
相
や
人
々

の
価
値
観
を
伝
え
る
貴
重
な
資
料
と
い
え
る
。
た
だ
し
歌
辞

は
全
文
を
備
え
て
い
る
が
、
せ
り
ふ
や
し
ぐ
さ
は
簡
略
化
さ

れ
、
成
立
過
程
な
ど
不
明
な
点
も
多
い
。

　
『
元
刊
雑
劇
』
が
収
め
る
三
十
種
の
な
か
に
、
旦
本
（
歌
い

手
を
女
性
が
つ
と
め
る
作
品
）
が
三
つ
あ
る
。
そ
の
う
ち
「
調

風
月
」
と
「
拝
月
亭
」
が
関
漢
卿
作
品
で
、
残
る
は
石
君
宝

作「
紫
雲
亭
」で
あ
る
。
ど
の
作
品
に
も
異
本
は
伝
わ
ら
な
い
。

こ
こ
に
登
場
す
る
ヒ
ロ
イ
ン
の
立
場
は
異
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ

｢

調
風
月｣

が
侍
女
、「
拝
月
亭
」
が
良
家
出
身
の
娘
、「
紫
雲
亭
」

が
諸
宮
調
歌
い
で
あ
る
。
ど
の
作
品
も
縁
談
を
扱
っ
て
お
り
、

し
か
も
共
通
し
て
い
る
の
は
ヒ
ロ
イ
ン
が
正
式
な
手
順
を
踏

ま
ぬ
ま
ま
男
性
と
結
ば
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

　

一
例
を
あ
げ
れ
ば
「
調
風
月
」
の
第
二
折
【
江
児
水
】
の

な
か
で
燕
燕
が
小
千
戸
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
発
言
を
行
っ

て
い
る
。

【
江
兒
水
】
老
阿
者
使
將
来
伏
侍
尓
、
展
汚
了

身
起
。

尓
養
着
別
個
的
、
看
我
如
奴
婢
。

【
江
児
水
】
老
婦
人
に
あ
な
た
を
世
話
す
る
よ
う
任
さ
れ
、

体
を
汚
さ
れ
た
。（
そ
れ
な
の
に
）
あ
な
た
は
他
の
女
を

囲
う
と
は
、
私
を
奴
婢
の
よ
う
に
み
て
い
た
の
ね
。
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こ
こ
で
は
、
ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
る
侍
女
が
、
主
人
と
関
係
を

持
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
直
接
的
な
言
葉
で
述
べ
、
責
任
を
取

ろ
う
と
し
な
い
主
人
に
対
し
、
侍
女
で
あ
る
自
分
を
奴
婢
の

よ
う
に
み
て
い
た
の
か
と
非
難
し
て
い
る
。

　
「
拝
月
亭
」
の
王
瑞
蘭
も
ま
た
第
一
折
で
、
戦
乱
の
さ
な
か

自
分
が
生
き
る
た
め
に
「【
賺

尾
】
假
妝
些
厮
収
厮
拾
、
佯

做
個
一
家
一
計
、
且
著
這
脱
身
術
謾
過
這
打
家
賊
」（
仮
に
二

人
で
何
と
か
こ
の
場
を
や
り
過
ご
し
、
一
家
の
夫
一
家
の
妻

の
ふ
り
を
し
て
、
こ
の
身
を
の
が
れ
る
術
を
用
い
て
こ
の
賊

ど
も
を
欺
く
こ
と
に
し
よ
う
）
と
述
べ
て
い
る
。
だ
が
第
二

折
で
、
生
き
別
れ
た
父
親
に
よ
っ
て
強
引
に
家
に
連
れ
戻
さ

れ
そ
う
に
な
る
と
、
仮
の
妻
で
あ
っ
た
は
ず
の
瑞
蘭
は
仮
の

夫
に
対
し
、「【
黄

尾
】

兀
的
做
夫
妻
三
個
月
時
光
、
你

末
不
曽
見

這
歹
渾
家
説
個

」（
我
ら
が
な
ん
と
夫
婦
に
な

っ
て
三
ヶ
月
経
ち
ま
し
た
が
、
あ
な
た
は
こ
れ
ま
で
あ
な
た

の
悪
妻
が
で
た
ら
め
を
言
う
の
を
み
た
こ
と
は
な
い
で
し
ょ

う
）
と
い
い
、
二
人
が
夫
婦
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

し
か
も
、瑞
蘭
は
第
四
折
の
【
水
洗
子
】
で
仮
の
夫
と
は
違
う
、

父
の
勧
め
る
別
の
男
性
と
の
婚
約
の
席
に
も
渋
々
な
が
ら
出

席
し
て
い
る
。

　

い
か
な
る
状
況
に
あ
ろ
う
と
、
自
ら
の
判
断
で
男
性
と
結

ば
れ
た
彼
女
た
ち
の
行
為
は
、
儒
教
的
な
道
徳
観
に
照
ら
せ

ば
、
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
伝
統
的
な
中
国
の

価
値
観
で
は
、
婚
姻
は
個
人
の
問
題
で
は
な
く
、
家
同
士
の

結
び
つ
き
と
理
解
さ
れ
、
そ
の
成
立
に
は
祖
父
母
や
父
母
の

同
意
が
必
要
で
あ
り
、
仲
人
を
立
て
、
正
式
な
手
順
を
も
っ

て
有
効
な
婚
姻
の
成
立
と
み
な
さ
れ
る
５
。「
拝
月
亭
」
の
王

瑞
蘭
が
自
分
の
決
め
た
夫
を
見
捨
て
、
父
の
決
め
た
相
手
と

の
縁
談
を
断
り
切
れ
な
か
っ
た
の
も
こ
の
こ
と
が
関
係
し
て

い
る
。

　

こ
の
ほ
か
「
紫
雲
亭
」
の
第
三
折
で
は
「【

孩
兒
】
若
還

俺
娘
知

這
暗
私
奔
倒
毒
似
那
倒
宅
計
、
若
還

見
你
這

諸
宮
調
更
狠
如
那
唱
挽
歌
」（
も
し
も
母
が
、
私
が
こ
っ
そ
り

駆
け
落
ち
し
た
こ
と
を
知
っ
た
ら
（
あ
の
李
娃
が
実
行
し
た
）

倒
宅
の
計
よ
り
も
恨
む
で
し
ょ
う
し
、
も
し
あ
な
た
の
父
が

あ
な
た
と
い
う
諸
宮
調
歌
い
を
見
た
ら
（
李
娃
に
騙
さ
れ
乞

食
と
な
っ
た
あ
の
鄭
元
和
が
）
挽
歌
を
歌
っ
た
こ
と
よ
り
も

辛
い
で
し
ょ
う
）
と
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
『
元
刊
雑
劇
』
に
収
載
さ
れ
た
旦
本
の
ヒ
ロ
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イ
ン
は
、
仲
人
を
立
て
ず
に
、
自
分
で
選
ん
だ
男
性
と
結
ば

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
女
性
の
自
我
の
発
生
を
み
る

こ
と
が
で
き
る
。

　

し
か
し
、『
元
刊
雑
劇
』
に
は
貞
節
に
対
す
る
意
識
が
ま
っ

た
く
描
か
れ
て
い
な
い
の
か
と
い
う
と
、そ
う
で
は
な
い
。「
調

風
月
」
の
第
一
折
【
後
庭
花
】
に
は
次
の
よ
う
な
歌
詞
が
あ
る
。

【
後
庭
花
】
我
往
常
笑
別
人
容
易
婚
、
打
取
一
千
個
好　

噴
。
我
往
常
説
真
烈
自
由
性
、
嫌
輕
狂
悪
盡
人
。

【
後
庭
花
】
私
は
い
つ
も
他
人
が
た
や
す
く
結
婚
す
る
の

を
笑
い
、
千
回
も
の
く
し
ゃ
み
を
し
た
も
の
で
す
。
私

は
日
ご
ろ
か
ら
貞
烈
と
は
本
性
に
よ
る
も
の
と
口
に
し
、

軽
は
ず
み
に
人
の
恨
み
を
買
う
こ
と
を
嫌
が
っ
た
も
の

で
す
。

　

こ
の
歌
詞
に
あ
る
「
真
」
は
「
貞
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ

て
い
る
の
で
６
、
貞
節
が
ま
っ
た
く
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

と
は
い
え
な
い
。
だ
が
、
儒
教
倫
理
に
抵
触
す
る
内
容
の
芝

居
が
上
演
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
元
代
は
貞
節
へ
の
意
識

が
薄
い
と
い
え
る
。

　

さ
ら
に
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、『
元
刊
雑
劇
』
と

『
元
曲
選
』
に
テ
キ
ス
ト
が
伝
わ
る
岳
伯
川
作
「
鉄
枴
李
」（
男

性
が
歌
い
手
と
な
る
末
本
）を
比
較
し
た
い
。
な
お『
元
曲
選
』

は
、
明
の
万
暦
四
十
三･

四
十
四
（
一
六
一
五
〜
一
六
）
年

に
臧
懋
循
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
、
こ
こ
に
収
め
ら

れ
る
百
篇
の
戯
曲
に
は
か
な
り
手
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と

で
知
ら
れ
る
。

　

こ
の
話
の
主
役
は
妻
子
持
ち
の
岳
受
と
い
う
名
の
胥
吏
で
、

評
判
の
悪
い
男
で
あ
る
。
彼
は
あ
く
ど
い
や
り
口
を
長
官
韓

魏
公
に
見
破
ら
れ
、
驚
き
の
あ
ま
り
に
寝
込
ん
で
し
ま
う
。

第
二
折
に
あ
る
【
叨
叨
令
】
の
後
の
せ
り
ふ
の
中
で
、
今
に

も
死
に
そ
う
な
岳
受
が
、
妻
に
向
っ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

〔
旦
云
〕
我
道
它
支
出
我
（
去
）、
好
歹
与
孫
福
叔
叔
說

些
話
也
。
岳
孔
目
、
你
好
多
心
多
慮
。
你
死
之
後
、
我

也
大
門
不
出
便
了
。〔
末
云
〕
大
嫂
、
你
婦
人
家
那
里
得

那
恒
常
久
遠
的
心
腸
。
大
嫂
、我
数
你
幾
件
児
你
便
出
門
。

〔
旦
云
〕
你
（
数
）
幾
庄
児
我
聽
。
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〔
妻
が
言
う
〕
彼
は
人
払
い
を
し
て
、
や
た
ら
と
孫
福
さ

ん
に
話
を
し
て
お
り
ま
す
。
岳
孔
目
、
あ
な
た
は
余
計

な
心
配
を
し
す
ぎ
で
す
。
あ
な
た
の
死
後
、
私
が
外
出

し
な
け
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
。〔
夫
が
言
う
〕
お
前
、
お

ま
え
た
ち
女
が
ど
う
し
て
長
い
間
変
わ
ら
な
い
気
持
ち

で
い
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
お
前
、
私
が
い
く
つ
か
外
出

に
つ
い
て
挙
げ
て
み
せ
よ
う
。〔
妻
が
言
う
〕
あ
な
た
お

話
し
く
だ
さ
い
、
お
聞
き
し
ま
す
。

　

自
分
の
死
後
、
妻
の
心
変
わ
り
を
危
惧
す
る
夫
に
比
べ
る

と
、
妻
は
そ
れ
ほ
ど
深
刻
に
捉
え
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、

同
じ
場
面
で
あ
っ
て
も
『
元
曲
選
』
に
収
載
さ
れ
た
「
鉄
枴
李
」

に
は
、
妻
の
言
葉
に
変
化
が
起
き
て
い
る
。

〔
旦
上
、
悲
科
、
云
〕
孔
目
、
你
怎
生
對
着
小
叔
叔
說
這

等
話
那
。〔
正
末
云
〕
大
嫂
、
這
等
近
禮
的
話
、
我
也
難

對
你
說
。〔
旦
云
〕
則
願
的
無
是
無
非
、
便
有
些
好
歹
、

你
則
放
心
。
我
一
車
骨
頭
半
車
肉
、
我
一
馬
不
鞁
兩
鞍
、

雙
輪
不
碾
四
轍
、守
着
福
童
孩
兒
、直
到
老
死
也
不
嫁
人
。

有
你
在
時
、
三
重
門
兒
也
不
曾
出
。
休
道
你
死
了
、
我

可
出
門
去
。〔
正
末
云
〕
你
道
你
不
出
門
去
、
保
守
着
不

見
人
的
面
皮
、我
略
說
幾
件
兒
見
人
的
勾
當
、與
你
聽
者
。

〔
旦
云
〕
你
說
我
聽
。

〔
妻
が
登
場
し
、
悲
し
む
し
ぐ
さ
を
し
て
、
言
う
〕
孔
目
。

あ
な
た
は
ど
う
し
て
孫
福
さ
ん
に
向
か
っ
て
そ
ん
な
話

を
す
る
の
で
す
か
。〔
夫
が
言
う
〕
お
前
、
こ
ん
な
道
理

に
近
い
話
、
お
前
で
あ
っ
て
も
言
い
づ
ら
い
。〔
妻
が

言
う
〕
何
事
も
な
い
こ
と
を
願
い
ま
す
が
、
も
し
万
一

の
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
あ
な
た
は
安
心
し
て
く
だ
さ
い
。

私
は
一
つ
の
骨
に
半
分
の
肉
、
私
と
い
う
馬
に
は
二
つ

の
鞍
を
お
け
な
い
し
、
二
つ
の
車
輪
が
四
つ
の
轍
を
作

る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
福
童
を
守
り
、
年
老
い
て
死

ぬ
ま
で
嫁
ぎ
ま
せ
ん
。
あ
な
た
の
ご
存
命
中
で
す
ら
外

出
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
し
て
あ
な
た
が
亡
く
な
っ
た

ら
、
外
出
す
る
な
ん
て
言
わ
な
い
で
く
だ
さ
い
。〔
夫
が

言
う
〕
お
前
は
外
出
し
な
い
、
人
に
会
わ
な
い
で
い
る

と
言
う
が
、
私
は
い
く
つ
か
人
に
会
わ
ね
ば
な
ら
な
い

こ
と
を
ざ
っ
と
話
す
か
ら
、
聞
き
な
さ
い
。〔
妻
が
言
う
〕

お
話
し
く
だ
さ
い
。
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こ
こ
に
挙
げ
た
の
は
全
く
同
じ
場
面
で
あ
る
が
、『
元
刊
雑

劇
』
の
妻
の
言
葉
に
比
べ
る
と
、『
元
曲
選
』
は
貞
節
に
対
す

る
意
識
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
な
お
女
性
の
貞
節
に
関
す
る

こ
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
間
の
違
い
は
、「
拝
月
亭
」
に
お
い
て

も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
７
。

　

こ
の
よ
う
に
『
元
刊
雑
劇
』
か
ら
う
か
が
え
る
元
代
女
性

の
貞
節
観
は
厳
格
な
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
そ
の
発
言
に
は

男
女
間
で
温
度
差
が
み
ら
れ
る
。
舞
台
上
で
、
女
性
が
、
意

中
の
男
性
へ
の
率
直
な
気
持
ち
や
二
人
の
親
密
な
関
係
を
語

る
こ
と
が
容
認
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
元
代
は
女
性
の
貞

節
を
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
締
め
付
け

が
庶
民
レ
ベ
ル
で
は
ま
だ
弱
か
っ
た
と
い
え
る
。

　
　
　
　

三　

お
わ
り
に

　
『
元
刊
雑
劇
』
の
特
色
と
し
て
、
女
性
の
貞
節
観
念
か
ら
の

逸
脱
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。『
元
刊
雑
劇
』
に
よ
れ
ば
、

私
通
や
貞
節
を
強
調
す
る
の
は
女
性
よ
り
も
む
し
ろ
男
性
の

ほ
う
で
、
性
に
奔
放
な
女
性
の
芝
居
が
舞
台
上
で
上
演
さ
れ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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