
アジアの伝統芸能 第一回

なぜアジアの伝統芸能を

学ぶのか

狂言「附子」を例に



？
外国の人から「日本独自の伝統文化にはどのような

ものがありますか？」とたずねられたら、あなたは何
と答えますか？



2008年、能楽(能・狂言)が文楽、歌舞伎と
ともに国連教育科学文化機関（ユネスコ）の
無形文化遺産の代表リストに登録された。



？
能狂言の研究で、世界の拠点となっている研究

所はどこにありますか？





？
あなたは能狂言を見たことが

ありますか？



外
国
の
人
か
ら
「
日
本
独
自
の
伝

統
文
化
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ

り
ま
す
か
？
」
と
た
ず
ね
ら
れ
た
ら
、

あ
な
た
は
何
と
答
え
る
で
し
ょ
う
か
。

能
・
狂
言
、
歌
舞
伎
、
文
楽
、
講
談
、

落
語―

―

名
前
は
い
ろ
い
ろ
と
浮
か

ぶ
で
し
ょ
う
が
、
実
際
に
鑑
賞
し
た

こ
と
が
あ
る
も
の
は
ど
れ
く
ら
い
あ

る
で
し
ょ
う
か
。
さ
ら
に
「
そ
の
特

色
は
？
」
と
聞
か
れ
た
ら
。

こ
の
授
業
で
は
中
国
の
伝
統
芸
能

に
つ
い
て
学
ぶ
と
と
も
に
、
そ
れ
と

の
比
較
を
通
じ
て
、
ア
ジ
ア
と
い
う

大
き
な
視
点
か
ら
日
本
の
伝
統
芸
能

の
特
色
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
ま
す
。

第
一
回
の
今
日
は
狂
言
「
附
子
」

を
例
に
、
日
本
の
伝
統
芸
能
と
ア
ジ

ア
と
の
意
外
な
繋
が
り
に
つ
い
て
ご

紹
介
し
ま
す
。



狂
言狂

言
は
、
今
か
ら
約
六
〇
〇
年
前
、
室

町
時
代
に
成
立
し
た
、
せ
り
ふ
と
仕
草
で

演
じ
ら
れ
る
演
劇
で
あ
る
。

わ
が
国
の
古
典
芸
能
の
中
で
は
、
唯
一

の
純
粋
な
喜
劇
で
あ
り
、
二
〇
〇
八
年
に

は
、
能
と
と
も
に
ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文
化

遺
産
の
代
表
リ
ス
ト
に
登
録
さ
れ
た
。

狂言「附子」(『狂言絵』より)



狂
言
「
附
子
」

〔
梗
概
〕

狂
言
の
現
行
曲(

現
在
も
上
演
さ
れ
て

い
る
演
目)
に
は
、
和
泉
流
が
二
五
六
曲
、

大
蔵
流
が
二
〇
〇
曲
、
両
者
の
重
複
を
除

き
、
計
二
六
三
曲
が
あ
る
。

そ
の
中
で
も
っ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
の
が
「
附
子
」
で
あ
る
。

大蔵流狂言「附子」(主人：山本則俊、太郎冠者：山本則重、次郎冠者：山本則秀)



狂
言
「
附
子
」

〔
梗
概
〕

主
人
が
太
郎
冠
者
と
次
郎
冠
者
を
呼
ん

で
留
守
居
を
命
じ
る
。

主
人
は
桶
を
取
り
出
し
、
こ
れ
は
附
子

(

ト
リ
カ
ブ
ト
の
根
を
乾
燥
さ
せ
た
毒
薬)

と
い
う
猛
毒
で
、
風
に
当
た
っ
た
だ
け
で

も
死
ん
で
し
ま
う
か
ら
、
く
れ
ぐ
れ
も
気

を
つ
け
る
よ
う
に
と
言
い
残
し
、
屋
敷
を

出
る
。

大蔵流狂言「附子」(主人：山本則俊、太郎冠者：山本則重、次郎冠者：山本則秀)



大蔵流狂言「附子」

（主：山本則俊、太郎冠者：山本則重、次郎冠者：山本則秀）



狂
言
「
附
子
」

〔
梗
概
〕

好
奇
心
の
強
い
太
郎
冠
者
は
、
附
子
と

は
ど
う
い
う
も
の
か
気
に
な
っ
て
し
か
た

が
な
い
。
怖
が
る
次
郎
冠
者
を
説
得
し
、

附
子
の
毒
に
中
ら
ぬ
よ
う
に
と
扇
で
扇
ぎ

な
が
ら
、
こ
わ
ご
わ
桶
の
中
を
の
ぞ
く
。

す
る
と
、
中
に
入
っ
て
い
た
も
の
は
。

大蔵流狂言「附子」(主人：山本則俊、太郎冠者：山本則重、次郎冠者：山本則秀)



大蔵流狂言「附子」

（主：山本則俊、太郎冠者：山本則重、次郎冠者：山本則秀）



狂
言
「
附
子
」

〔
梗
概
〕

桶
の
中
に
入
っ
て
い
た
の
は
、
意
外
に

も
砂
糖
だ
っ
た
。
吝
嗇
な
主
人
は
、
二
人

に
砂
糖
を
つ
ま
み
食
い
さ
れ
な
い
よ
う
嘘

を
つ
い
た
の
だ
。

太
郎
冠
者
と
次
郎
冠
者
は
「
こ
ん
な
う

ま
い
も
の
食
べ
た
こ
と
が
な
い
」
と
砂
糖

を
頬
張
る
。

砂糖を食べる太郎冠者と次郎冠者



大蔵流狂言「附子」

（主：山本則俊、太郎冠者：山本則重、次郎冠者：山本則秀）



狂
言
「
附
子
」

〔
梗
概
〕

気
が
つ
く
と
桶
の
中
は
空
っ
ぽ
。

太
郎
冠
者
は
、
主
人
が
帰
っ
て
き
た
と

き
の
言
い
訳
に
と
、
次
郎
冠
者
に
主
人
が

大
切
に
し
て
い
る
掛
軸
を
破
ら
せ
、
さ
ら

に
二
人
で
台
天
目
茶
碗
を
割
っ
て
し
ま
う
。

天目茶碗を割る太郎冠者と次郎冠者



大蔵流狂言「附子」

（主：山本則俊、太郎冠者：山本則重、次郎冠者：山本則秀）



狂
言
「
附
子
」

〔
梗
概
〕

主
人
が
外
出
か
ら
も
ど
る
と
、
太
郎
冠

者
と
次
郎
冠
者
が
泣
い
て
い
る
。
何
を
泣

い
て
い
る
の
だ
と
た
ず
ね
る
と
、
二
人
は

留
守
の
間
に
う
っ
か
り
し
て
主
人
が
大
切

に
し
て
い
る
掛
軸
と
台
天
目
茶
碗
を
割
っ

て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
死
ん
で
お
わ
び
を

し
よ
う
と
附
子
を
食
べ
た
。
と
こ
ろ
が
、

な
ぜ
か
死
ね
な
い
の
で
、
泣
い
て
い
た
の

だ
、
と
言
い
訳
す
る
。

大声で泣く太郎冠者と次郎冠者



大蔵流狂言「附子」

（主：山本則俊、太郎冠者：山本則重、次郎冠者：山本則秀）



狂言「附子」の歴史

鎌倉時代
13世紀に僧・無住が編んだ説話集『沙石集』に当時の民間
伝承として「附子」のモチーフが記録される

室町時代
14～15世紀に描かれた『法師物語絵巻』(僧侶の貪欲や吝嗇
を風刺した絵巻物)の中に「附子」のモチーフが描かれる

安土桃山時代
16世紀に編まれた『天正狂言本』に寺の住持と小僧を主人
公とした「ぶすさとう（附子砂糖）」が記録される

江戸時代

『祝本狂言集』に大名、太郎、次郎の主従狂言として「附
子」が記録される

大蔵流、和泉流など諸流派の「附子」が成立



(
鎌
倉
時
代)

無
住
『
沙
石
集
』

巻
七
下

慳
貪
者
事

あ
る
山
寺
に
慳
貪
な
る
房
主
あ
り
て
、

飴
桶
を
一
つ
も
ち
て
、
只
一
人
あ
る
小
児

に
い
さ
さ
か
も
食
は
せ
ず
し
て
、

「
こ
れ
は
、
人
の
食
へ
ば
死
ぬ
物
ぞ
」

と
て
、
た
だ
一
人
食
ひ
て
は
よ
く
置
き
お

き
し
け
る
。

活字本『沙石集』(国立国会図書館蔵)



(
鎌
倉
時
代)

無
住
『
沙
石
集
』

巻
七
下

慳
貪
者
事

こ
の
児
、
い
か
が
し
て
こ
れ
を
食
は
ま

し
と
思
ひ
て
、
房
主
他
行
の
暇
に
棚
に
高

く
置
き
た
る
を
取
る
ほ
ど
に
、
髪
に
も
小

袖
に
も
う
ち
こ
ぼ
し
て
つ
け
た
り
け
り
。

日
頃
欲
し
ほ
し
と
思
ひ
け
る
ま
ま
に
、

よ
く
二
、
三
杯
食
ひ
て
、
房
主
の
秘
蔵
の

水
瓶
を
雨
だ
り
の
石
に
落
と
し
て
打
ち
割

り
、
房
主
の
帰
り
た
る
時
、
し
く
し
く
と

泣
く
。

活字本『沙石集』(国立国会図書館蔵)



(
鎌
倉
時
代)

無
住
『
沙
石
集
』

巻
七
下

慳
貪
者
事

「
何
事
ぞ
、
け
し
か
ら
ず
の
泣
き
や
う

や
」
と
言
へ
ば
、

「
あ
さ
ま
し
き
事
の
候
。
お
水
瓶
を
あ
や

ま
ち
に
打
ち
割
り
て
候
時
に
、
い
か
な
る

御
勘
当
も
や
と
思
ひ
候
て
、
命
生
き
て
も

よ
し
な
く
覚
へ
て
、
人
の
食
へ
ば
死
ぬ
と

仰
ら
れ
候
物
を
一
盃
食
べ
候
へ
ど
も
死
な

れ
候
は
ず
、
二
、
三
盃
食
べ
つ
れ
ど
も
死

な
れ
候
は
ず
、
髪
に
も
小
袖
に
も
つ
け
て

死
な
ん
と
し
候
へ
ど
も
死
な
れ
候
は
ず
」

と
言
ひ
け
る
。

活字本『沙石集』(国立国会図書館蔵)



(
鎌
倉
時
代)

無
住
『
沙
石
集
』

巻
七
下

慳
貪
者
事

慳
貪
な
る
は
ま
さ
に
損
な
り
。
少
し
食

は
せ
た
ら
ば
、
水
瓶
は
割
ら
れ
じ
か
し
。

児
の
心
賢
か
り
け
り
。
学
問
の
器
量
も
無

下
に
は
あ
ら
じ
。

活字本『沙石集』(国立国会図書館蔵)



狂言「附子」の歴史

鎌倉時代
13世紀に僧・無住が編んだ説話集『沙石集』に当時の民間
伝承として「附子」のモチーフが記録される

室町時代
14～15世紀に描かれた『法師物語絵巻』(僧侶の貪欲や吝嗇
を風刺した絵巻物)の中に「附子」のモチーフが描かれる

安土桃山時代
16世紀に編まれた『天正狂言本』に寺の住持と小僧を主人
公とした「ぶすさとう（附子砂糖）」が記録される

江戸時代

『祝本狂言集』に大名、太郎、次郎の主従狂言として「附
子」が記録される

大蔵流、和泉流など諸流派の「附子」が成立



『
法
師
物
語
絵
巻
』

こ
の
モ
チ
ー
フ
は
僧
の
貪
欲
や
妄
語
を

風
刺
す
る
笑
話
と
し
て
、
絵
巻
物
の
題
材

に
も
な
っ
た
。

近
年
公
開
さ
れ
た
『
法
師
物
語
絵
巻
』

に
は
、
僧
と
小
僧
の
対
話
を
通
じ
て
、
こ

の
笑
話
が
生
き
生
き
と
描
か
れ
て
い
る
。

僧侶にまつわる笑話を集めた『法師物語絵巻』（個人蔵 14～15世紀）



悪
し
く
食
い
ぬ
れ
ば
死
ぬ
る
程
に

食
わ
せ
ぬ
ぞ

恐
ろ
し
や
～

こ
れ
は
香
の
粉
に

死
に
薬
を
入
れ
具
し
て
食
う
ぞ

そ
れ
に
し
て
も
、
ち
と
賜
ひ
候
へ

あ
れ
は
何
を
な
り
候
う
ぞ

こ
の
小
法
師
に
も
賜
ひ
候
へ
～

僧侶にまつわる笑話を集めた『法師物語絵巻』（個人蔵 14～15世紀）



こ
の
鉢
を
過
ち
に
打
ち
割
り
て
候
が
、

い
か
な
る
べ
き
身
や(

ら)

ん
と
思
ひ
て
、

生
き
て
何
に
し
し
べ
き
と
て
、
坊
主
の

死
ぬ
る
御
薬
の
御
下
ろ
し
を
多
く
取
り

食
い
て
候
へ
ど
も
死
な
れ
ず
候‥

‥

や
れ
、
わ
れ
は
何
事
に
さ
よ
う
に

泣
く
ぞ

何
事
か
あ
り
つ
る
ぞ

僧侶にまつわる笑話を集めた『法師物語絵巻』（個人蔵 14～15世紀）



狂言「附子」の歴史

鎌倉時代
13世紀に僧・無住が編んだ説話集『沙石集』に当時の民間
伝承として「附子」のモチーフが記録される

室町時代
14～15世紀に描かれた『法師物語絵巻』(僧侶の貪欲や吝嗇
を風刺した絵巻物)の中に「附子」のモチーフが描かれる

安土桃山時代
16世紀に編まれた『天正狂言本』に寺の住持と小僧を主人
公とした「ぶすさとう（附子砂糖）」が記録される

江戸時代

『祝本狂言集』に大名、太郎、次郎の主従狂言として「附
子」が記録される

大蔵流、和泉流など諸流派の「附子」が成立



天
正
狂
言
本

現
存
す
る
最
古
の
狂
言
台
本
。
中
世
の

狂
言
の
姿
を
伝
え
る
唯
一
の
台
本
で
も
あ

る
。巻

末
に
天
正
六(

一
五
七
八) 

年
の
日
付

が
あ
る
た
め
、
こ
の
名
で
呼
ば
れ
る
。
安

土
桃
山
時
代
の
狂
言
一
〇
三
曲
の
上
演
方

法
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。



？
世界に一冊しか現存しない

中世の狂言の姿を伝える天正狂言本は、
どこに所蔵されているか？





天
正
狂
言
本

ふ
す
さ
た
う

一

は
う
す
一
人
出
て
二
人
よ
び
出
す
。

「
よ
所
へ
行
」
と
て
る
す
に
お
く
。

「
お
く
の
ま
に
ぶ
す
が
あ
る
。
あ
け
て

見
て
し
す
る
な
」
と
ゆ
ふ
。
「
も
っ

と
も
」
と
て
ゐ
る
。

天正狂言本「ふすさたう(附子砂糖)」（野上記念法政大学能楽研究所蔵）



天
正
狂
言
本

‥
‥
‥
‥

二
人
の
者

ふ
し
ん
し
て

見
る
。
さ
た
ふ
を
み
な
く
う
。
さ
て

ゑ
さ
ん
天
目
打
か
ふ
す
。
な
ひ
て
ゐ

る
。
は
う
す
来
て
、
こ
れ
を
見
て

た
ず
ぬ
る
。
せ
れ
ふ
「
一
口
く
へ
と
も

し
な
れ
も
せ
ず
、
二
口
く
へ
と
も
し

天正狂言本「ふすさたう(附子砂糖)」（野上記念法政大学能楽研究所蔵）



天
正
狂
言
本

な
れ
も
せ
ず
。
三
口
四
口
五
口
六
口

十
口
と
ね
ぶ
り
く
へ
ど
も

死
な

れ
ぬ
事
こ
そ
目
出
け
れ
」
。
ひ

や
う
し
と
め

天正狂言本「ぶすさたう(附子砂糖)」（野上記念法政大学能楽研究所蔵）



狂言「附子」の歴史

鎌倉時代
13世紀に僧・無住が編んだ説話集『沙石集』に当時の民間
伝承として「附子」のモチーフが記録される

室町時代
14～15世紀に描かれた『法師物語絵巻』(僧侶の貪欲や吝嗇
を風刺した絵巻物)の中に「附子」のモチーフが描かれる

安土桃山時代
16世紀に編まれた『天正狂言本』に寺の住持と小僧を主人
公とした「ぶすさとう（附子砂糖）」が記録される

江戸時代

『祝本狂言集』に大名、太郎、次郎の主従狂言として「附
子」が記録される

大蔵流、和泉流など諸流派の「附子」が成立



狂言「附子」(『狂言絵』より)

？
狂言は６００年にわたって受け継がれてきた、日

本の伝統芸能である。

その代表曲である「附子」は、日本独自の作品

なのか？



新
た
な
資
料
の
発
見

十
九
世
紀
の
末
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
仏

教
石
窟
（
莫
高
窟
第
十
七
窟
）
で
発
見
さ

れ
た
古
文
書
か
ら
、
狂
言
「
附
子
」
の
類

話
を
収
め
た
古
写
本
が
見
つ
か
っ
た
。

敦
煌
写
本
『
啓
顔
録
』
で
あ
る
。

敦煌莫高窟第17窟(画面右端)と発見された古文書群



敦
煌
本
啓
顔
録
の
発
見

一
九
〇
〇
年
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
オ
ア

シ
ス
都
市
・
敦
煌
の
近
郊
の
仏
教
石
窟
に

暮
ら
す
王
円
籙
と
い
う
道
士
が
、
そ
こ
に

小
さ
な
隠
し
部
屋(

莫
高
窟
第
一
七
窟)

が

あ
る
の
を
発
見
し
た
。

十
一
世
紀
ご
ろ
封
印
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
こ
の
隠
し
部
屋
に
は
、
四
世
紀
か
ら

十
一
世
紀
ま
で
の
文
書
数
万
点
が
保
存
さ

れ
て
い
た
。

そ
の
中
か
ら
、
狂
言
「
附
子
」
と
よ
く

似
た
物
語
を
持
つ
『
啓
顔
録
』
と
い
う
笑

話
集
の
唐
代
写
本(

七
二
三
年)

が
見
つ

か
っ
た
。



清朝

敦煌石窟で大量の古文書が発見される(1900年)
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敦煌莫高窟第16窟と第17窟蔵経洞



敦煌莫高窟第16窟と第17窟蔵経洞



敦煌写本『啓顔録』(S610、723年写本)

敦
煌
写
本
『
啓
顔
録
』(

Ｓ
六
一
〇)

『
啓
顔
録
』
は
そ
の
後
散
逸
し
、
一
部

の
作
品
が
『
太
平
広
記
』
な
ど
に
転
載
さ

れ
て
い
る
が
、
敦
煌
写
本
『
啓
顔
録
』
に

見
ら
れ
る
狂
言
「
附
子
」
の
類
話
は
、
伝

わ
っ
て
い
な
か
っ
た
。

で
は
、
そ
の
内
容
は
ど
の
よ
う
な
も
の

な
の
だ
ろ
う
。



む
か
し
一
人
の
僧
、
ふ
と
蒸
し
パ
ン
が

食
べ
た
く
な
り
、
寺
の
外
で
数
十
個
の
蒸

し
パ
ン
と
一
瓶
の
蜜
を
買
い
、
僧
房
の
中

で
こ
っ
そ
り
食
べ
て
い
た
。
食
べ
終
わ
る

と
残
っ
た
蒸
し
パ
ン
を
鉢
に
入
れ
、
蜜
の

瓶
を
寝
床
の
下
に
置
い
て
弟
子
に
言
っ
た
。

「
わ
し
の
蒸
し
パ
ン
が
な
く
な
ら
な
い
よ

う
、
し
っ
か
り
見
張
っ
て
お
れ
。
寝
床
の

下
の
瓶
の
中
は
猛
毒
じ
ゃ
、
飲
め
ば
す
ぐ

に
死
ん
で
し
ま
う
ぞ
」

敦
煌
写
本
『
啓
顔
録
』(

Ｓ
六
一
〇
、
七
二
三
年
写
本)



僧
が
去
る
と
、
弟
子
は
瓶
か
ら
蜜
を
出

し
、
蒸
し
パ
ン
に
つ
け
て
食
べ
る
と
、
二

個
だ
け
残
し
て
お
い
た
。
僧
が
来
て
、

取
っ
て
お
い
た
蒸
し
パ
ン
と
蜜
を
出
す
よ

う
に
い
っ
た
が
、
蒸
し
パ
ン
は
二
個
し
か

残
っ
て
お
ら
ず
、
蜜
も
す
っ
か
り
嘗
め
尽

く
さ
れ
て
い
た
。

(

僧
は)

怒
っ
て
言
っ
た
。

「
ど
う
し
て
わ
し
の
蒸
し
パ
ン
と
蜜
を
食

べ
た
の
じ
ゃ
」

敦
煌
写
本
『
啓
顔
録
』(

Ｓ
六
一
〇
、
七
二
三
年
写
本)



弟
子
は
言
っ
た
。

「
和
尚
様
が
去
っ
た
後
、
蒸
し
パ
ン
の
良

い
香
り
が
し
た
の
で
、
が
ま
ん
で
き
ず
に

取
っ
て
食
べ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
し
か
し

和
尚
様
に
怒
ら
れ
る
の
が
怖
く
て
、
瓶
の

中
の
毒
薬
を
飲
ん
で
死
の
う
と
思
っ
た
の

で
す
が
、
不
思
議
な
こ
と
に
い
ま
だ
に
何

と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
」

敦
煌
写
本
『
啓
顔
録
』(

Ｓ
六
一
〇
、
七
二
三
年
写
本)



僧
は
怒
っ
て
言
っ
た
。

「
ど
う
す
れ
ば
、
あ
ん
な
に
た
く
さ
ん
の

蒸
し
パ
ン
を
平
ら
げ
ら
れ
る
ん
じ
ゃ
」

す
る
と
弟
子
は
鉢
の
中
に
残
し
て
お
い

た
二
個
の
蒸
し
パ
ン
を
手
で
つ
か
み
、
つ

ぎ
つ
ぎ
と
頬
張
っ
て
言
っ
た
。

「
こ
う
や
っ
た
ん
で
す
よ
。
」

僧
が
寝
床
か
ら
降
り
て
大
声
で
怒
鳴
る

と
、
弟
子
は
逃
げ
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
。

敦
煌
写
本
『
啓
顔
録
』(

Ｓ
六
一
〇
、
七
二
三
年
写
本)



敦煌写本『啓顔録』(S610、723年写本)

敦
煌
写
本
『
啓
顔
録
』(

Ｓ
六
一
〇)

敦
煌
写
本
『
啓
顔
録
』
は
、
巻
末
の
奥

書
か
ら
唐
の
開
元
十
一
年(

七
二
三
年)

に
書

き
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ

た
。こ

の
古
文
書
の
発
見
に
よ
り
、
鎌
倉
時

代
の
『
沙
石
集
』
よ
り
も
五
百
年
以
上
も

前
に
、
中
国
に
狂
言
「
附
子
」
の
ル
ー
ツ

が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。



相声芸人・劉宝瑞（1915～68）

単
口
相
声
『
学
徒
』

こ
の
話
は
文
献
は
散
逸
し
た
も
の
の
、

民
間
で
は
脈
々
と
語
り
継
が
れ
て
い
た
。

そ
の
一
つ
に
単
口
相
声
（
中
国
落
語
）
の

『
学
徒
』
が
あ
る
。

主
人
公
は
家
具
屋
の
奉
公
人
の
「
私
」
。

日
頃
か
ら
主
人
の
け
ち
に
不
満
を
持
っ
て

い
た
「
私
」
は
、
主
人
の
留
守
に
鶏
や
ハ

ム
な
ど
の
ご
馳
走
を
平
ら
げ
、
主
人
が
毒

だ
と
い
っ
た
酒
を
飲
ん
で
し
ま
う
。

店
に
戻
っ
た
主
人
に
と
が
め
ら
れ
た

「
私
」
は
、
逆
に
と
ん
ち
を
働
か
せ
て
主

人
を
や
り
こ
め
て
し
ま
う
。



相声芸人・劉宝瑞（1915～68）



(
朝
鮮)

姜
希
孟
『
村
談
解
頤
』

十
五
世
紀
ご
ろ
、
朝
鮮
半
島
で
も
狂
言

「
附
子
」
の
類
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
。

李
氏
朝
鮮
初
期
の
文
官
・
姜
希
孟

（
강
희
맹
、
一
四
二
四
～
八
三
）
が
編
ん

だ
説
話
集
『
村
談
解
頤
』
に
、
次
の
よ
う

な
話
が
見
ら
れ
る
。



(
朝
鮮)

姜
希
孟
『
村
談
解
頤
』

庭
の
柿
が
熟
し
た
の
で
、
僧
は
こ
れ
を

摘
む
と
籠
の
中
に
入
れ
、
梁
の
上
に
置
い

て
、
喉
が
渇
く
た
び
に
こ
れ
を
啜
っ
て
い

た
。
小
僧
が
「
そ
れ
は
何
か
」
と
た
ず
ね

る
と
、
僧
は
「
こ
れ
は
毒
の
果
物
じ
ゃ
。

子
供
が
食
え
ば
、
舌
が
爛
れ
て
死
ぬ
ぞ
」

と
言
っ
た
。

用
事
で
外
出
す
る
こ
と
に
な
り
、
小
僧

に
僧
房
の
見
張
り
を
さ
せ
た
。
す
る
と
小

僧
は
竹
竿
で
梁
の
上
の
籠
を
下
ろ
し
、
食

べ
た
い
だ
け
柿
を
食
べ
る
と
、
茶
臼
で
蜜

の
瓶
を
打
ち
割
っ
た
。



(
朝
鮮)

姜
希
孟
『
村
談
解
頤
』

小
僧
は
柿
の
木
に
登
り
、
僧
が
帰
る
の

を
待
っ
た
。
僧
が
帰
る
と
、
部
屋
に
は
蜜

が
満
ち
、
柿
の
籠
が
落
ち
て
い
る
。
僧
は

怒
り
、
杖
で
柿
の
木
を
叩
き
、
「
早
く
降

り
て
来
い
！
」
と
い
っ
た
。

小
僧
は
、
「
私
が
鈍
か
っ
た
た
め
に
、

誤
っ
て
茶
臼
で
蜜
瓶
を
割
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
怖
く
な
っ
て
死
の
う
と
し
た
の
で

す
が
、
首
を
く
く
る
に
も
縄
が
な
く
、
首

を
斬
る
に
も
刃
物
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ

で
籠
に
入
っ
た
毒
の
果
物
を
す
べ
て
食
べ

た
の
で
す
が
、
ど
う
し
て
も
死
ね
ず
、
木

の
上
に
登
っ
て
死
ぬ
の
を
待
っ
て
い
ま
し

た
」僧

は
そ
れ
を
聞
く
と
、
笑
っ
て
赦
し
た
。



な
ぜ
ア
ジ
ア
の
伝
統
芸
能
を

学
ぶ
の
か
？

日
本
は
ア
ジ
ア
と
の
交
流
の
中
で
独
自

の
文
化
を
築
き
上
げ
て
き
た
。
こ
の
た
め
、

日
本
文
化
の
特
色
を
理
解
し
、
世
界
の

人
々
に
伝
え
る
た
め
に
は
、
ま
ず
何
が
ア

ジ
ア
に
共
通
の
も
の
で
、
何
が
日
本
独
自

の
も
の
な
の
か
を
正
し
く
理
解
す
る
必
要

が
あ
る
。

こ
の
講
義
で
は
、
ア
ジ
ア
の
庶
民
文
化

に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
中
国
の
民
間
伝

承
（
四
大
民
間
故
事
）
と
、
そ
れ
を
伝
え

た
伝
統
芸
能
（
戯
曲
・
曲
芸
）
の
世
界
を

学
ぶ
と
と
も
に
、
日
本
と
の
類
似
点
や
相

違
点
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。


