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は

じ

め
に

　

『

水

滸

伝
』

第
二

十
四

回

〜
第
二

十
六

回
に

は
、

後
に

梁
山

泊

入

り

す
る

こ

と

と

な

る

豪
傑

武
松
が

、

兄

嫁
潘
金

蓮
、

及
び

彼

女

と

密

通
し

た

西

門

慶

を
血

祭
り

に

あ

げ

る

ま
で

の

話
が

描
か

れ

る
。

こ

の

潘
金

蓮
と

い

う
女

性
は

、

武

大
と

い

う
夫
が

い

る

身
で

あ

り

な

が

ら

西

門
慶
と

密
通
し

、

夫
を

毒

殺
す
る
、

ま
さ

に

「

悪

女
」

の

代

名
詞
と

さ
れ

る

人

物
で

あ

る
。

そ
ん

な

彼
女

（

及
び

西

門

慶
）

を

主

人

公

と

し

て

物

語
が

繰
り

広

げ

ら
れ

る
の

が

『

金
瓶

梅
』

で

あ

る
。

『

水

滸
伝
』

か

ら

誕
生

し

た

悪

女
潘
金

蓮
は

、

『

金

瓶

梅
』

に

お

い

て

も
同

様
に
、

い

や

よ

り

肥
大

化
し

た

悪
女
的
形

象

を

備
え
持
つ

女

性
と
し

て

描
か

れ
て

い

る
。

し

か

し

そ
ん

な

中
、

彼

女
を

形

作
る

要
素
の

ひ

と

つ

と
し

て

散

曲
が

用
い

ら
れ

て

い

る

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

ゆ

点

は

見
逃

す
こ

と

が

で

き
な
い

だ

ろ

う
。

　

「

散
曲
」

と

は
、

元
代
を

中
心
に

行
わ

れ
た

歌
謡
で
、

日

本
の

端

唄
や

小

唄
に

類
似

す
る

と

言
わ
れ

る
。

散
曲
は

そ
の

形
体
や

発

想
、

表
現

、

効

用
な
ど
、

先

行
す
る

「

詞
」

と

本
質
的
に

は

ほ

と

ん

ど

変

わ

り

が

な

く
、

詞
の

連
続
或
い

は

亜

流
と

し

て

も

位

置
づ

け

ら

れ
る

も
の

で

あ

る
。

し

か

し

形

体
の

長
編

化、

俗
語
的

表
現

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　

の

多
様

化
な
ど

、

独
自
の

文

学
ジ

ャ

ン

ル

を
形

成

す
る

に

至
っ

た
。

　
散

文

（

小

説
）

の

中
に

韻
文
（

詩

詞
）

が

挿
入
さ
れ

る
の

は
、

唐

代

伝
奇
な
ど

に

も
多
く

見
ら

れ
る
、

伝
統
的

手
法
で

あ
る

。

小

説

中
に

お

け

る

詩
の

役
割
に

つ

い

て

は
、

す
で

に

様
々

な

指
摘
が

あ
る

が
、

中
で

も

登

場
人

物
の

感

情
を
表

現
す

る

役

割
を

担

う
詩

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

は

極
め

て

多
い

と

さ
れ

る
。

　

『

金

瓶

梅
』

で

も

同

様
に
、

登

場

人

物
の

心

理

を

描
写

す

る

ひ

と
つ

の

手
段

と

し

て
、

散
文

の

中
に

韻
文

を
取

り

込

む

と
い

う
手

法
が

用
い

ら

れ

て

い

る
。

そ

れ

も
、

詩
や

詞
の

み

な

ら

ず
、

「

俗

語
」

「

套

数
」

「

襯

字
」

の

使

用
な

ど

に

よ
っ

て
、

よ

り

細

や

か

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

な

感

情
の

描
写

を

可
能
に

し

た

と

さ

れ

る

「

散

曲
」

が

多
く

挿
入

さ

れ
て

い

る
の

で

あ

る
。

中
で

も

潘
金

蓮
の

心

情
を

表
す

散
曲

は

多
く

、

散
曲
を

取
り

入

れ

る

こ

と

で

潘
金

蓮
の

心

情
が

積

極
的
に

描
写

さ
れ

て

い

る
こ

と

が

わ

か

る
。

　

従

来
、

『

金

瓶

梅
』

に

見
ら
れ

る
散

曲
に

関
し

て

は
、

主
に

そ

の

素
材
を

中
心

と

し

た

研

究

は

な
さ

れ
て

い

る

も
の

の
、

作
者
が

散
曲

を

利
用

し

て

如

何
な
る

潘
金

蓮
像
を

構

築
し

よ

う
と

し

た

か
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を

探
る

試

み
は

な
さ

れ

て

い

な
い

よ

う

で

あ

る
。

そ
こ

で

本
稿
で

は
、

潘

金

蓮
像
に

迫
る

ア

プ
ロ

ー

チ
の

ひ

と
つ

と

し

て

こ

の

散
曲

を

取
り

上

げ
、

潘
金

蓮
の

心

理

描
写

と

の

関
係
を

中
心
に

考
察
を

加
え

て

み
た

い
。

一

　

散
曲
の

取
り

入

れ
ら
れ

方

　
ま

ず
、

散
曲

が

作
中
で

ど
の

よ

う
に

用
い

ら

れ
て

い

る

か

を

確

認
し

て

お

き

た

い
。

『

金

瓶

梅
』

に

お

け
る

散

曲
の

取

り

入

れ
ら

れ
方

は
一

様
で

は

な

く
、

以
下
の

五

つ

に

分
け

る
こ

と

が

で

き

る
。

　

 
語

り
手
が

挿
入

す
る

も
の

と

し

て

　

『

金

瓶
梅
』

と

い

う

作
品

は
、

同

時

代
の

白
話
小

説
同

様
、

語

り

手
が

あ
る

物

語
を

聴

衆
に

語
り

聞
か

せ

る
、

と
い

う
話

本
の

体

裁

を
取
っ

て

い

る
。

作
中
に

は

し

ば
し

ば

そ
の

語

り

手
が
、

物
語

に

登

場

す
る

人

物
の

心

情
、

場
の

状

況
な
ど

を

散
曲

に

よ
っ

て

語

る

場

面
が

見
ら

れ

る
。

例
え

ば

「

有
〔

山

坡
羊
〕

為

證
」

（

そ

の

あ

り

さ

ま
を
「

山

坡

羊
」

が

以
下
の

よ

う

に

う
た
っ

て

お

り

ま

す
）

」

と
い
っ

た
よ

う
に

散

曲
が

挿
入
さ

れ
る
の

で

あ

る
。

　

 
パ

フ

ォ

ー
マ

ン

ス

と

し

て

　

物
語

中
の

登

揚

入

物
（

主

に

妓
女
な

ど
の

唱
い

手
）

が

宴

席
な

ど
で

、

別
の

人

物
に
パ

フ

ォ

ー
マ

ン

ス

と
し

て

唱
い

聴
か

せ

る

も

の

で

あ

る
。

リ
ク
エ

ス

ト

を

受
け
、

そ

れ
に

応
じ

る

場
合

も
あ

る
。

特

定
の

人

物
の

心

理
を

描

写
し

て

い

る

も
の

は

少

な

く
、

そ
の

ほ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

と
ん

ど

が

「

遊

び
」

と

し

て

用
い

ら

れ

て

い

る
。

こ

の

 
は

作
品

全

体
を

通
し

て

最

も

多
く
見

ら
れ

る
。

　
 
手
紙
の

文
句
と

し
て

　
「

鶯
鶯

伝
」

な
ど

に

も

見
ら
れ

る
よ

う

に
、

意
中

の

相
手

に

想

い

を

伝
え

る

際

に

用
い

ら

れ

る

伝
統

的
な

手

法
で

あ

る
。

『

金

瓶

梅
』

で

も
、

潘
金

蓮
が

西

門

慶
及
び

陳
経
済
に

想
い

を
伝

え

る

場

面

で

用
い

ら

れ

て

い

る
。

　

 
ダ
イ

ア

ロ

ー
グ
と

し
て

　

登

場

人

物

同

士

が

台
詞
の

代
わ

り

に

散

曲
で

や

り

と

り

を

す

る
、

或
い

は

登

場
人

物
が

別
の

登

場

人
物
に

向
っ

て
一

方

的
に

散

曲

を

唱

う
も
の

で

あ
り

、

　

　

　
（

a
）

…

登

場
人

物
同

士

互
い

に

　

　

　
（

b
）

…

あ
る

登
場

人
物
が

、

別
の

登
場
人

物
に

向
か

っ

　

　

　

　

　

　

　
て
一

方
的
に

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

に

分
け

ら

れ

る
。

戯
曲
の

影
響
が

色
濃
く

窺
え

る

が
、

こ

れ
に

は
、

そ

も

そ

も

散

曲
が

諸
宮

調
や

戯
曲
に

お

け
る

歌
辞

部
分
と

全
く

同

じ

条

件
を
備
え

る

も
の

で

あ

る

こ

と

も
関
係
し

て

い

よ・
う

。

　

 
モ

ノ

ロ

ー
グ
と
し

て

　

登

場
人

物
が

誰
に

聞

か

せ

る

と

も

な
く

自
ら

の

想
い

を

唱
う

も

の

で

あ

る
。

こ

れ

も

戯
曲

的
な
手

法
で

あ

る

こ

と

が

指

摘
で

き

る
。

し

か

し

こ

ち

ら

は
、

 
の

そ

れ

が
、

登

場

人
物
間
に

お

け
る

意
思

の

伝

達
と
い

う

役
割
を

果
し

て

い

る

の

に

対
し

、

作
中
に

は

聞
き

手
が

存
在
し

な
い

完
全

な
る

独
白

の

形
式
と

な
っ

て

お

り
、

伝
達

の

手

段

と

し

て

は

機
能

し

て

い

な

い

と
い

う
大
き

な
特

徴
を

持
っ

て

い

る
。

つ

ま

り
、

こ

れ

は

登

場

人

物
の

抑
え
き

れ
な

く
な
っ

た

感

情、

嘘

偽
り
の

な
い

本
心

を

吐

き
出

す

為
だ

け

に

発

せ

ら
れ

た

も
の

と

い

え

る
。

そ
の

想
い

は

 
〜

 
の

よ

う
に

物
語

世
界
内

部

一 43 一
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だ
け

で

完
結

す
る

の

で

は

な
く
、

か

と
い

っ

て

 
の

よ

う

に

語

り

手

と

い

う
媒

介
に

よ

っ

て

代
弁

さ

れ

る
の

で

も

な
く
、

想
い

を

発

し

た

作
中
人

物
か

ら

ダ

イ

レ

ク

ト
に

読

者
に

向

か
っ

て

く

る

も

の

　

　

　

　

　

　

　

　

で

あ

る

と

言
え

よ

う
。

　

潘
金

蓮
の

心

情
描
写

を

考
察

す
る

際
、

特
に

重

要
視

す
べ

き
は

、

こ

の

強
い

感

情
表
現

の

手

段

と

し

て

用

い

ら

れ

る

 
「

モ

ノ

ロ

ー

グ

と
し

て
」

唱

わ

れ

る

も

の

で

あ
る

。

そ
こ

で

以

下
、

 
の

ス

タ

イ

ル

に

て

唱
わ

れ
る

第
一

回
、

第
八

回
、

第
三

十

八

回
の

散
曲

を

取
り

ト

げ
、

具

体
的

に

潘
金

蓮
の

ど

の

よ

う

な

心

情
が

表
さ
れ

て

い

る

の

か

を

見
て

い

く
こ

と
と

す
る

。

二

　

潘
金

蓮
の

散
曲

　

　

　
（

一
）

第
一

回
の

散
曲

　

貧
し

い

家
に

生
れ

育
ち
、

幼
い

頃
か

ら

屋

敷
を

転
々

と

さ
せ

ら

れ
て

い

た

潘

金
蓮
は
、

卜
八

才
の

頃
、

奉

公

先
の

張
旦

那

に

手
を

付
け

ら

れ
る

。

そ

れ
を

張
日

那
の

夫
人

に

知

ら

れ

た

彼
女
は
、

そ

の

後
「

三

寸

丁

谷

樹

皮

（

ち

ん

ち
く

り

ん

の

あ

ば

た

男
）

」

と

あ

だ

名
さ

れ
る
、

蒸
し

餅
売

り
の

武
大

に

嫁
が
さ

れ
る

羽
目

に

な

る
。

美
し

い

彼
女
が

醜
い

武

大
に

満
足
で

き

る

は

ず
は

な
い

。

そ

も

そ

も

潘
金

蓮
が

武

大

に

嫁
が

さ

れ

る

と

い

う
大

枠
は
、

『

水

滸

伝
』

か

ら

そ

の

ま

ま

借
り

受

け
た

も
の

で

あ
っ

た
。

そ
の

『

水

滸
伝
』

に

お

い

て
、

潘
金

蓮
の

不
満

は
ご

く

簡

単
に

し

か

記

さ

れ

て

い

な

　

　

ゆ

か

っ

た
。

　

　
原

来
這

婦
人

見

武
大

身

材
短

矮
、

人

物

猥
摧

、

不
会

風
流

。

　

　
女
が

見
ま

す
に
、

武

大
は

チ

ビ

で

人
間
も

野

暮
、

男

女
の

粋

　

　
は

ま

る
で

わ

か

り

ま

せ

ん
。

【

第
二

十

四

回
】

一

方
『

金

瓶

梅
』

で

は
、

潘
金

蓮
の

武

大
に

対

す
る

不
満
が

詳
し

く

記
さ
れ

る
。

　

　
原

來
金
蓮

自

從
嫁
武

大
、

見

他
一

味
老

實、

人

物
猥

猿
、

甚

　

　
是

憎

嫌
、

常

與

他
合

氣
。

報
怨

大

戸
、

「

普
天

世

界
、

斷
生

　

　
了

男
子
、

何

故
將
奴

嫁

與
這

樣
個
貨

。

毎
日

牽
着
不

走
、

打

　

　
着
倒
腿

的、

只

是
一

味
麻
酒

。

着

緊
處、

都
是
錐

扎
也

不

動
。

　

　
奴

端
的

那

世

裡
悔

氣、

却
嫁
了

他
。

是

好
苦
也

。

」

　

　
金

蓮
は

武
大
に

嫁
い

で

か

ら

と

い

う

も
の

、

武
大
が

ど
こ

ま

　

　
で

も

馬
鹿
正

直
、

野

卑
で

う
だ
つ

が

上

が

ら

な
い

も
の

で

す

　

　
か

ら
、

ひ

ど

く
嫌

い
、

武
大

に

腹
を

立

て

て

ば
か

り

い

ま

し

　

　
た

。

そ

し

て

大

戸

を

恨

み
ま

す
。

「

こ

の

世
の

中、

男
の

根

　

　
が

絶
え

た

わ

け
じ

ゃ

あ

る

ま

い

し
、

何
で

あ

た

し

を
こ

ん

な

　

　
奴
の

と

こ

ろ

に

お

嫁
に

や
っ

た

ん

だ

ろ

う
。

毎
日

毎
日

牽
い

　

　
て

も

進
ま

ず
打
て

ば

後
ず
さ

り
、

の

ん
べ

ん

だ

ら

り

と

酒
ば

　

　
か

り

飲
ん

で
。

肝
心

な
時
だ
っ

て
、

錐
で

刺
し

て

も

動

き
や

　

　
し

な

い
。

何
の

因
果
で

こ

い

つ

の

と

こ

ろ

に

嫁

ぐ
こ

と

に

な

　

　
つ

た

ん

だ
か

。

ほ

ん

と

に

辛
い

わ
。

」

【

第
一

回
】

こ

の

よ

う

に
、

『

金

瓶

梅
』

に

お

け
る

潘
金

蓮
の

不

満
は

『

水

滸

伝
』

を

下
敷
に

し

な
が

ら

も

よ

り

詳

し

く

記

さ

れ

る
の

だ

が
、

『

金

瓶

梅
』

の

方
は

単
な
る

描

写
の

増
加
だ

け
で

は

終
わ

ら

な
い

。

続

け

て
、

『

水

滸
伝
』

に

は

見
ら

れ

な
い

潘
金

蓮
の

嘆
き
が

綴
ら

れ

る
。

　

（

潘
金

蓮
）

常
無
人

處

彈
個
〔

山
坡
羊
〕

爲
証
、
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想

當
初

、

姻

縁

錯
配

、

奴

把
他

當
男

見
漢

看
戯

。

不
是
奴

　

　

　
自
己

誇

奬
、

他

烏

鴉
怎
配

鸞
凰

對
。

奴

眞
金

r
埋

在
土
里

、

　

　

　
他

是
塊

高
號

銅
、

怎

與
俺
金

色
比

。

他

本
是
塊
頑
石
、

有

　

　

　
甚
福
抱

着
我

羊
脂
｛

躰
。

好

似
糞
土

上

長
出
靈
芝

、

奈
何

、

　

　

　
隨
他
怎

樣
、

倒
底

奴
心

不

美
。

聽
知
、

奴
是
塊
金

磚、

怎

　

　

　
比

泥
土

基
。

　

　
潘
金

蓮
は
い

つ

も

人
の

い

な
い

と

こ

ろ

で

「

山

坡

羊
」

を

弾

　

　
い

て

お
り

ま

し

た
。

　

　

　
思
い

返

す
に

最

初
か

ら
、

間

違
い

だ
っ

た

縁
結
び
、

あ
ん

　

　

　
な

や
つ

が

亭

主
と

は
。

自

慢

す
る

ん

じ

ゃ

な

い

け

れ
ど
、

　

　

　

　

　

　
か

ら

す

　

　
　
　
　

　

　

　
　
　
　

は

ラ

お

ノ

　

　

　
あ
ん

な

烏
鴉

が

何
だ
っ

て
、

鸞
凰

を

女

房
に

持
て

る
の

か
。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
き

　
ん

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　

あ

か
が

ね

　

　

　
あ

た
し

ゃ

土

に

埋

も

れ
た

黄
金
、

ど

う

し

て

あ
ん

な
赤
金

　

　

　
と

、

一

緒
に

さ

れ
な

き
ゃ

な
ら

な
い

の
。

あ

い

つ

は

も
と

　

　

　
も
と
た

だ
の

石
、

そ

れ
が
い

っ

た
い

何
だ
っ

て
、

こ

の

や

　

　

　
わ

肌
を

抱
け

る
の

か
。

ま

る

で

泥
土
に

咲
く

霊

芝
、

あ
あ

、

　

　

　
た

と
え

あ
い

つ

が

ど
ん

な
で

も
、

あ

た

し

の

心
は

晴
れ

や

　

　

　
し

な
い

。

ね

え
ね

え

聴
い

て

ち
ょ

う
だ

い

な
、

あ

た
し

ゃ

　

　

　
金
の

塊

よ
、

ど

う
し

て

あ
ん

な

土

く
れ

と
、

一

緒
に

さ

れ

　

　

　
な
き
ゃ

な
ら

な
い

の
。

【

第
一

回
】

武

大
の

よ

う

な

男
に

嫁
が

さ

れ
た

美
女
潘
金

蓮
が

、

「

常
無
人

處

（

い

つ

も

人

の

い

な
い

と

こ

ろ

で
）

」

、

独

り

散

曲
に

載
せ

て

嘆

き
の

心

情
を
吐

露

す
る

姿
が

描

き
出
さ

れ

て

い

る
。

そ
の

後
、

潘

金

蓮
は

西
門

慶
と
の

密

通
、

武

大
の

毒
殺、

と

い

う

悪

事
に

手
を

染
め

る

こ

と
と

な
る

の

で

あ

る

が
、

彼

女
が

何

故
そ

う

な

る

に

至

っ

た

の

か
、

『

水

滸

伝
』

で

は

決
し

て

語
ら

れ

る
こ

と

の

な

か
っ

た

潘
金

蓮
な

り

の

苦
悩
、

想
い

が
、

散
曲
の

利
用

に

よ
っ

て
、

女
自

身
の

言

葉
と
し

て

語
ら

れ

る
の

で

あ

る
。

彼

　

　

　
（

二
）

第
八

回
の

散
曲

　
さ
て

、

こ

う

し

た

不
満
の

中
、

西

門
慶
と

出

逢
っ

た

潘
金

蓮
は
、

ほ

ど

な
く

彼
と

恋
仲
に

な
り
、

隣
に

住
む

仲

介
役
の

王

婆
の

計

画

に

従
っ

て

武

大

毒
殺
に

踏
み

切
る

。

武
大
の

供
養
も

そ
っ

ち

の

け

に
、

仲
睦
ま

じ
い

日
々

を

送
っ

て

い

た
西

門
慶
と

播
金

蓮
で

あ
っ

た

が
、

そ

ん

な

中
、

西

門

慶
に

、

第
三

夫
人
と

な
る

孟
玉

楼
と
の

結

婚
話
が

持
ち
上

が

る
。

そ
の

結

果
、

西

門

慶
の

足

は

潘
金
蓮
の

元

か

ら

す
っ

か

り

遠
の

い

て

し

ま

う
こ

と

と

な
る

。

西
門

慶
を

信

じ
、

待
ち

続
け

る

潘
金

蓮
で

あ
っ

た

が
、

彼
は

い

っ

こ

う
に

姿
を

見

せ

な
い

。

こ

の

場

面
に

お
い

て
、

潘
金

蓮
の

想
い

は
様
々

な

趣

向

を

凝
ら

し

て

描
写
さ

れ

る
。

西

門

慶
を
待

ち
な
が

ら
恋

占
い

を

や
っ

て

み

る

潘
金

蓮
、

そ
の

心

情
が

ま

ず
語

り
手
に

よ．
っ

て

代
弁

さ

れ
る

（

 
）

。

そ

の

後
、

通

り

す
が

り

の

玳

安
（

西

門

家
の

下

男
）

を

呼
び

止

め

た

潘
金

蓮
は

、

自
ら
の

想
い

を

う
た
で

玳
安
に

伝
え

る

（

 
b
）

。

玳
安
に

手

紙
を

言
付

け
て

も

ら

う
こ

と

に

し

た

潘
金

蓮
は
、

西

門

慶
へ

の

想
い

を

手

紙
に

綴

る

（

 
）

。

し

か

し
、

そ

れ

で

も

西

門

慶
は
や
っ

て

こ

な
い

。

那

婦
人

毎

日

長
等
短

等、

如
石

況
大

海
一

般
、

那

裡
得
個
西

門

慶
影

兒
來

。

看

看
七

月

將
盡

、

到

了
他
生

辰
。

這

婦
人

挨

一

日

似
三

秋
、

盻
一

夜
如

半
夏

、

等

了
一

日
、

杏
無

音
信

、

盻

了
多
時
、

寂

無
形

影
。

不

覺
銀

牙

暗
咬

、

星

眼
流

波
。

…

…

原
來
婦

人

在

房

中、

香

薫
鴛

被、

欸
剔
銀

灯、

睡

不
着

、
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短
歎

長
呼
、

翻

來

覆
去

。

正

是
「

得

多
少
琵

琶

夜
久

殷
勤

弄
、

　

　

寂

寞
空

房
不

忍

彈
。

」

于

是
獨

自
彈

着
琵

琶
、

唱
一

個

〔

綿

　

　

搭

絮〕

爲
証
、

　

　

女
は

毎
日
、

今
日

か

明
日

か

と

待
ち
こ

が

れ

て

お

り

ま

し

た

　

　
が

、

石

の

大

海
に

沈
ん

だ
が

如

く
、

西

門

慶
の

姿
は

見
え
ま

　

　
せ

ん
。

み

る

み

る

う
ち

に

七

月

も

残

す
と

こ

ろ

わ

ず
か

と

な

　

　

り
、

西

門
慶
の

誕

生
日

が

や
っ

て

き

ま

し

た
。

女
は
一

日

千

　

　

秋
、

冖

夜

半
夏
の

思
い

で

堪
え

忍

び

ま

す
が
、

い

く

ら

待
っ

　

　
て

も

音
沙
汰
は

な

く
、

ど

れ
だ

け
俟
っ

て

も

寂
と

し

て

影
も

　

　

形
も

見
え

ま

せ

ん
。

覚
え

ず
ひ

そ

か

に

歯
を

食
い

し

ば

り
、

　

　

瞳
か

ら

は

涙
が

あ

ふ

れ

ま

す
。

…

…

女
は

部
屋

の

中
で

夫
婦

　

　

布
団

に

香
を

焚
き

し

め
、

ね

ん

ご

ろ

に

灯
火

を

か

き

立

て

ま

　

　

す
が
、

寝
付
く

こ

と

も

で

き

ず
、

し

き

り

に

た

め

息
を
つ

い

　

　
て

は
、

寝
返

り

を

打
つ

ば
か

り
。

ま

さ

に

「

夜
長

に

な

ぐ
さ

　

　
む

琵

琶

あ

れ

ど
、

寂
し

き

閨
に

て

弾

く

に

忍

び

ず
」

と

い

う

　

　
と

こ

ろ
．

そ
こ

で

ひ

と
り

琵

琶
を

弾
き
な
が

ら
、

「

綿
搭
絮
」

　

　
を

唱
い

ま

す
。

待

て

ど

暮
ら

せ

ど

現

れ

な
い

西

門

慶
に

恋

い

焦

が

れ

る

潘
金

蓮

は
、

琵

琶
を

弾
き

な

が

ら

切
な
く

激
し

い

胸
の

内
を

吐

露
す

る
。

　

　

　
當
初
奴

愛

仰
風
流
、

共

祢
剪

髪
燃
香

、

雨
態

雲
踪
兩

意
投

。

　

　

　
背
親
夫

和

侮
情

偸
、

怕

甚
麼
傍

人

講

論
、

覆

水
難
收

。

弥

　

　

　
若
負
了

奴
眞

情
、

正

是
縁

木
求
魚

空
自

守
。

　

　

　
又

、

　

　

　
誰
想
祢

男
有

了

裙
釵
、

氣
的
奴

似
醉
如

痴
、

斜
傍
定

幃
屏

　

　

　
故
意
見

猜
。

不

明
白
、

怎
生

去

開
。

傳
書
寄

柬
、

怺
又

不

　
來

。

休
若

負
了

奴
的
恩

情、

人
不

爲
仇
天

降
災

。

　
又
、

　
奴

家
又

不

曾
愛

侮
錢
財
、

只

愛

侮
可

意
的
寃

家、

知

重
知

　

輕
性

兒
乖

。

奴
本

是
朶
好

花
見
、

園
内

初
開

。

蝴
蝶

餐
破

、

　
再

也

不

來
。

我

和
侮
那

樣
的

恩

情、

前

世
裡
前

縁
今

世
裡

　
該
。

　
又
、

　
心

中
猶
豫

展

轉
成
憂

、

常
言
婦

女
痴
心
、

惟
有

情
人

意
不

　
周

。

是
我

迎
頭

、

和

侮
把

情
偸

、

鮮
花

付
與
、

怎
肯
干

休
。

　
怺
如

今
男

有
知

心
、

海
神

廟
裡
和

侮
把
状

投
。

原
來
婦

人
一

夜
翻
來

覆
去

、

不

曾
睡

着
。

【

第
八

回
】

　
粋
な

あ
ん

た

を
見

初
め

た

頃
に

ゃ
、

あ

ん

た

の

為
に

髪
を

　
勇
り
、

灸
ま

で

据
え

て
、

二

人
し

て
、

息
も
ぴ
っ

た

り

濡

　
れ
た

じ

ゃ

な

い

の
。

夫
に

背
を

向

け
あ

ん

た

に

逢
っ

て
、

　
他
人
の

噂
も

な
ん

の

そ
の
、

も

う
あ

の

頃
に

は

戻

れ

な
い

。

　
あ

ん

た

あ
た

し

を

捨
て

る

の

か

い
、

こ

ん

な
あ
た

し

を
捨

　
て

る
の

か

い
、

何
を

言
つ

て

も

あ
ん

た

は

帰
ら
ず

、

ひ

と

　
り

む

な

し

く

閨

で

待
つ

。

　
他
に

女

が

い

た

な
ん

て
。

取
り

乱
し

て

は

ふ

ら

ふ

ら

と
、

　
屏
風

に

も

た

れ

て

考
え

る
。

わ
か

り

ゃ

し

な
い

わ
、

ど

う

　
す
れ

ぼ
、

あ
ん

た
を

忘
れ

ら

れ

る
の

か
。

い

く
ら
便
り

を

　
送
っ

て

も
、

あ
ん

た
の

姿
は

見
え

や
せ

ぬ
。

あ

た

し

の

気

　
持

ち
に

背
い

た
ら

、

き
っ

と
天

罰

下
る

わ

よ
。

　
愛
お
し

い

の

は

金

じ

ゃ

な
い
、

あ

ん

た

自
身
が

好
き
な
の

　
さ

、

賢
い

あ

ん

た

が

好
き
な
の

さ
。

あ

た

し

ゃ

も

と

も
と
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庭
に

咲

く
、

き
れ
い

な
き

れ
い

な
「

輪
花
。

咲
い

た

頃

に

　

　

　
は

蝶
々

に
、

さ

ん

ざ
ん

食
わ

れ

て

ち

ぎ
ら

れ

て
、

今
じ

ゃ

　

　

　

す
つ

か

り

見

向
き
も

さ
れ

ぬ
。

あ
た

し

と

あ

ん

た

の

あ
の

　

　

　

情
け
、

前
世

か

ら
の

因

縁
で

、

逃
れ

る

こ

と

な
ど

で

き

や

　

　

　
し

な
い

。

　

　

　
あ

れ

こ

れ
思
い

を

め

ぐ
ら

せ

て
、

く
よ

く

よ

嘆
い

て

寝
返

　

　

　
り

ば

か

り
。

「

女
は
｝

途
」

と
い

う

け
れ

ど
、

惚
れ

た

男

　

　

　
は

不

誠

実
。

面
と

向
っ

て

情
を

交
わ

し
、

切
り

花

渡
さ
に

　

　

　
ゃ

引
き

下
が

れ
な
い

。

他
に

女
が

で

き
た

だ

な
ん

て
、

海

　

　

　

神
さ
ま

に

訴
え

て

や

る
。

　

　

女
は
一

晩

中
寝

返
り

を

う
つ

ば
か

り

で
、

一

睡

も
し

ま
せ

ん

　

　
で

し

た
。

潘
金

蓮
は

「

獨
自

彈

着
琵
琶

（

ひ

と

り

琵

琶
を

弾
き

な

が

ら
）

」

、

苦
し

い

恋
心

を

切
々

と

唱
い

上

げ

る
の

で

あ

る
。

し

か

し

こ

こ

で

は
、

「

祢

若

負

了

奴

的

恩

情
、

人

不

爲
仇

天

降
災
（

あ

た

し

の

気

持
ち

に

背
い

た

ら
、

き
つ

と

天

罰

下

る

わ

よ

ご
、

「

前

世

裡
前

縁

今
世

裡

該
（

前

世
か

ら

の

因

縁
で
、

逃

れ
る

こ

と

な

ど

で

き
や
し

な
い

）

」

、

「

侮

如

今
男

有
知

心
、

海

神

廟
裡
和

祢
把

状
投
（

他
に

女
が

で

き

た

だ

な
ん

て
、

海

神
さ
ま

に

訴

え

て

や

る
）

」

な
ど

と

い

う

や
や

強
が
っ

た

歌

詞
が

採
用
さ

れ
て

お

り
、

苦

し

い

な

が

ら

も
ま
だ

西

門

慶
の

再

来
を
信
じ

て

い

る

潘
金

蓮
の

心

情
が

描
き
出

さ

れ
て

い

る
．

　

実

際
、

西

門

慶
は

再

び

彼

女
の

元
へ

戻
っ

て

く

る
。

や
っ

と

の

こ

と

で

王

婆
に

連

れ
ら

れ

て

こ

ら

れ

た

西

門

慶
に

対

し
、

潘
金
蓮

は

帽

子

を
つ

か

み

取
っ

て

地
べ

た
に

叩
き

つ

け
、

「

那

怕

負
心

強

人

陰
寒

死

了
、

奴

也

不

疼

他
。

（

こ

ん

な

薄
情

な

強

盗
は

、

大
風

邪

を

ひ
い

て

死

ん

で

し

ま
っ

た
っ

て
、

痛

く
も

痒
く
も

な
い

わ
。

）

」

と

罵
り
、

西

門

慶
が

持
っ

て

い

た

孟

玉

楼
の

簪
を

巻
き

上

げ

た

り
、

扇

を

別
の

女
に

も

ら
っ

た

も

の

だ

と

誤

解
し

て

へ

し

折
っ

た

り

と
、

ひ

と

し

き

り

大

騒
ぎ
を

す

る
。

先
ほ

ど
の

歌

詞
と

併
せ

て

み

て

も、

播
金

蓮
の

こ

の

強

が
っ

た

態
度
は

、

こ

の

よ

う
な

態
度
を

取
っ

た

と

こ

ろ

で

西

門

慶
は

逃
げ

て

い

か

な
い

と

い

う
、

西

門

慶

と

の

関

係
に

対

す
る

彼

女
の

自

信

を

描

写
し

て

い

る

と

言
え

よ

う
。

西

門
慶
に

な

お

ざ
り

に

さ

れ
、

涙

に

暮
れ
る

日
々

を

送
っ

た

潘

金

蓮
で

は

あ
っ

た

が
、

今
回
の
一

件

は

あ
く

ま

で

西

門

慶
の

浮

気
と

も

言
う
べ

き
→

時

的
な
も
の

で

あ

り
、

自

分
に

対
す

る
愛

情

が

根
底
か

ら

覆
っ

た

訳
で

は

な
い
、

と
の

自
信
で

あ
る

。

責
め

ら

れ

る

西

門
慶
の

方

も
、

「

我

若
負

了

伽

情

意
、

生

碗

來
大

庁

瘡
、

害
三

五

年
黄
病

、

匣

担
大

蛆

蜻

口

袋
（

も

し

も
お

前
の

気

持
ち
に

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
ぐ

き
も
の

背

く

よ

う

な
こ

と

が

あ
っ

た

ら
、

碗
ほ

ど

も
あ
る

瘡

が

で

き
、

四
五

年

間
黄
疸

を
患
い
、

蛆

虫
の

入
っ

た

大
き
な

袋
を

担

ぐ
こ

と

に

な

る

だ

ろ

う
よ
）
」

と

し

ら

を

切
り

通

す
な
ど
、

何
と

か

潘
金

蓮
を

な
だ
め

よ

う
と

す
る

様

子
が

描
か

れ
て

い

る
。

　

　

　
（

三
）

第
三

十

八
回

の

散
曲

　

そ
の

後
よ

う

や
く

西

門

慶
の

第
五

夫
人
に

お
さ

ま
っ

た

潘
金

蓮

は
、

相
変
わ

ら

ず
多

情
な
西

門

慶
に

幾
度
と

な
く

悩
ま

さ
れ
つ

つ

も
、

西
門

慶
に

相
手
の

女
性

と

の
一

部
始

終
を
全
て

報
告
さ
せ

る

こ

と

で

自

分
が

優
位
に

立
と

う

と

す

る

な
ど
、

強

気
な

姿
勢
を

保

っ

て

い

た
。

し

か

し

第
三

十

回
、

李

瓶
児
が

長
男
の

官
哥
を

出
産
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す

る

と
、

西

門
慶
の

寵
愛
は

す
っ

か

り

李
瓶

児
母

子
へ

と

移
っ

て

し

ま

う
。

今

夜
こ

そ

は
、

と

い

う
期
待
が

裏
切
ら
れ

る

日
々

が

続

い

て

い

た

潘
金

蓮
は
、

第
三

十
八

回
、

そ
の

夜
も

外
出

先
か

ら

帰

っ

て

く
る

西

門
慶
を

ひ

と

り

待
ち

わ
び

て

い

た
。

　

　

単
表

潘
金

蓮、

見
西

門
慶

許
多
時
不

進

他
房
里

來、

毎

日

翡

　

　

翠
衾

寒
、

芙

蓉
帳
冷

。

那
一

日

把

角
門

見
開

着、

在

房
内
銀

　

　

燈

高
點

、

靠
定

幃
屏
、

彈

弄
琵

琶
。

等

到
二

三

更
、

便
使
春

　

　

梅

礁
數

次
、

不

見

動
静

。

正

是、

銀

筝
夜
久

慇

懃
弄、

寂

寞

　

　

空

房
不

忍

彈。

取

過
琵

琶
、

横
在

膝
上

、

低
低

彈
了

個

〔

二

　

　

犯

江
見

水
〕

、

以

遣
其

悶
。

在

床
上

和
衣

兒

又

睡

不

着
、

不

　

　

免
、

　

　

　

悶
把

幃
屏
來

靠
、

和
衣
強
睡

倒
。

　

　

さ
て

潘
金

蓮
で

す
が
、

西

門
慶

が

長
ら

く
自

分
の

部
屋
へ

や

　

　
っ

て

き

ま
せ

ん

の

で
、

翡
翠
の

衾
は

寒
々

と
、

芙
蓉
の

帳
は

　

　

冷

え

冷
え
と

し

て

お

り

ま

し

た
。

そ

の

日

は

く

ぐ
り

戸

を

開

　

　

け

た

ま

ま
、

部
屋

の

中
で

と

も
し

び

を

高
く
つ

け、

屏

風
に

　

　

も

た
れ
か

か

り
、

琵
琶

を

か

き
鳴
ら
し

ま

す
。

二
、

三

更
（

夜

　

　

の

九

時

〜
一

時

頃
）

に

な

る

と
、

幾
度
か

春

梅
に

様
子

を

見

　

　

に

行
か

せ

ま
す
が
、

何
の

気

配
も
あ
り

ま
せ

ん
。

ま

さ
に
、

　

　

「

夜
長
に

な
ぐ

さ
む

銀

筝
あ

れ
ど

、

寂
し

き
閨
に

て

弾
く

に

　

　

忍
び

ず
」

と
い

う
と
こ

ろ
。

そ
こ

で

潘
金

蓮
は

琵
琶
を

手
元

　

　

に

寄
せ

る

と
、

膝
の

上

に

横
た

え
、

憂
さ

晴
ら

し

に

「

二

犯

　

　

江

兒
水
」

を

低
く

奏
で

ま

す
。

服

を

着
た

ま
ま
ベ

ッ

ド

に

横

　

　

た
わ

り

ま

す
が

、

寝
付
け
ま

せ

ん
。

　

　

　

く
よ

く
よ

屏
風

に

よ

り

か

か

り
、

帯

も

解
か

ず
に

臥
し

て

　

　

　
は

み

た

が
。

自
分
の

と

こ

ろ
へ

は

す
っ

か

り

足

を

運

ば

な

く

な
っ

た

西

門
慶
を

待
ち

続

け
な
が

ら
、

潘
金

蓮

は

琵

琶

を

か

き

鳴
ら

す
。

　

　

猛
聽

得
房

簷
上

鉄

馬
兒
一

片

聲
吶

。

只

道

西

門
慶

來
到
、

敲

　

　

的

門

環

兒

吶
、

連

忙

使

春

梅
去

礁
。

他

回

頭

［

道
］

、

「

娘

　

　

錯
了

、

是

外
邉
風
起
落

雪
了

。

」

婦

人
于

是
彈

唱
道

、

　

　

　

聽
風
聲

瞭
喨

、

雪
洒
窓

寮
、

任
氷
花
片

片

飄
。

　

　
一

回

兒
燈

昏
香
盡

。

心

里

欲
待
去

剔
續

、

見
西

門

慶
不

來、

　

　

又

意

兒
懶
的
動

旦

了
。

唱
道
、

　

　

　

懶

把

寳
燈

挑
、

慵
將

香

篆
燒

。

（

只

是
握
一

日

似
三

秋
、

　

　

　

盻
一

夜
如

半

夏
。

）

握
過

今

宵
、

怕
到

明

朝
。

細

尋

思
、

　

　

　

這

煩
惱

何
日

是

了
。

（

暗
想

負
心

賊

當

初
説

的

話

見、

心

　

　

　

中

由
不

的

我

傷

情
見

。

）

｛
（

合
）

｝

想
起
來
、

今
夜
裡
心

　

　

　

兒
内
焦

、

惧
了

我
青

春
年
少

。

（

誰

想
祢
弄

的
我
三

不

歸
、

　

　

　

四

捕

［

脯
］

見

着
他

［

地
］

。

）

伽
撤
的
人
、

有
上

稍

來

　

　

　

沒

下
稍

。

　

　

突
然
、

軒
の

風

鈴
が

鳴
り

響

き
ま

し

た
。

西
門

慶
が

や
っ

て

　

　

来
て

門
を

敲
い

た

音
だ

と

思
っ

た

潘
金
蓮
は

、

急
い

で

春

梅

　

　

を

見
に

行
か

せ

ま
す
。

し

か

し

春

梅
は

ふ

り

向
い

て

「

奥
さ

　

　

ま
、

違
い

ま

す
よ

。

外
で

風
が

吹
い

て

雪
が

落
ち
た

だ
け

で

　

　

す
わ

。

」

そ
こ

で

女
は

琵
琶
を

弾
き
な

が

ら

唱
い

ま

す
。

　

　

　

聞
こ

え

て

く
る
の

は

風
の

音
ば

か

り
。

雪
は

小

窓

に

降
り

　

　

　

し

き
り
、

ち

ら

ち

ら

舞
い

散
る

氷
の

花
。

　

　

し

ば

ら
く

す
る

と

灯
火

も
暗

く
な
り
、

お

香
も

消
え

て

し

ま

　

　

い

ま

す
。

付
け

足
し

に

行
こ

う
か

と

も

思

い

ま

し

た

が
、

西
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門

慶
が

来
な
い

と

見
る

と
、

体
を

動
か

す
の

も

お
っ

く

う
に

な
っ

て

し

ま

い

ま

し

た
。

　

消

え

る

灯

り
も

そ
の

ま
ま

に
、

香
を

足
す
の

も
何
だ

か

だ

　

る

い
。

（
一

日

三

秋
の

想
い

で

堪
え

忍

び
、

　一

夜

半
夏

の

　

想
い

で

待

ち

続
け
る

ば

か

り
。

）

今

宵
過

ぎ
れ

ば
ま

た

口

　

が

昇
る

。

よ

く
よ

く
思
い

返

し

て

み

る

に
、

一

体
い

つ

か

　

ら

こ

の

悩

み
。

（

薄
情
者
が

あ

の

頃

言
っ

た

言

葉
を

思
い

　

出

す

と
、

思

わ

ず

胸
が

き

り

き

り

痛

む

わ
。

）

（

合

唱
）

　

想
え

ば
心

は
じ

り

じ

り

痛
む

。

こ

の

美
し

き

青
春

を
、

あ

　

た

し

は

踏
み

外

し

た
の

や
ら

。

（

あ
ん

た

の

お

か

げ
で
、

　

す
っ

か

り

寄

る

辺

を

失
っ

て

し

ま

う
こ

と

に

な

る

な

ん

　

て
。

）

捨
て

ら

れ
ち

ま
っ

た
こ

の

あ

た

し
、

こ

の

先
ど

う

　

す
り

ゃ

い

い

の

や
ら

。

潘
金

蓮
在

那
邉

屋

裡
、

冷
清

清
獨
自
一

個
兒
坐

在
床
上
、

懷

抱
着
琵
琶

。

卓
上

燈

昏
燭
暗

。

待

要
睡

r、

又

恐

怕
西

門
慶

一

時

來
。

待

要
不
睡

、

又

是

那
眈

困
、

又

是
寒

冷
。

不

免
除

去

冠

兒
、

亂

挽
烏
雲

、

把
帳

兒
放

下
半

邉
來

、

擁
衾
而

坐
。

…
…

又
唱

道
、

　

懊
恨
薄

情
輕
棄

、

離
愁

間
自

惱
。

又

喚
春
梅
過

來
、

「

仰

去

外

邉
再

礁

礁
、

侮

釜
來

了

沒

有
。

快

來

回

我

話
。

」

那

春

梅

走
去
、

良

久
、

同

來

説

道
、

「

娘

還

認
参
沒

來
哩

。

参
來
家
不

耐

煩
了

、

在
六

娘

房
里

吃

酒
的

不

是
。

」

這

婦
人
不

聽
罷

了
、

聽

了

如
同

心

上

戳
上

幾

把
刀

子
一

般
、

罵
了

幾

句

「

負
心

賊
」

、

由

不

得

撲

籔
萩
眼

中
流

下

涙
來

。

．

逕
把

那

琵

琶

見
放

得
高
高

的
、

口

中
又

唱
道

、

　
論

殺
人

好
恕
、

情
理

難

饒
。

負
心

的
、

天

鑒

表
。

（

好

教

　
我

題
起

來
、

又

是

那
疼

他
、

又

是

那
恨

他
。

）

心

痒
痛

難

　
掃

［

揉
］

、

愁

懐

悶

自

焦
。

（

叫
了

聲

賊

狠
心

的

寃

家
、

　
我
比

他

何
如

。

塩
也

是
這

般
塩
、

酷
也

是
這

般
醋

。

磚
兒

　
能

厚、

瓦

見

能
薄

。

休
一

旦

棄

舊
憐

新
。

）

讓

了

甜

桃
、

　
去

尋

酸
棗

。

（

不

合
今
目

教

祢

哄

了
。

）

奴

將

伽

這

定

盤

　
星

見
錯

認

了
。

（

合
）

想

起
來

、

心

見
里

焦
、

懊

了

我

青

　
春

年
少

。

怺

撒
的
人
、

有
上

稍
來

沒
下

稍。

…
：・

　
常

記

的

當

初

相
聚

、

痴
心

見
望

到

老
。

（

誰

想
今

日

他
把

　
心

變
了
、

把

奴
來
一

旦

輕
抛

不
理
、

正

如

那

日
。

）

被
雲

　
遮

楚

岫
、

水

溝

籃

橋
、

打

拆

開

鸞
鳳

走

［

交
］

。

（

到

如

　
今

、

當
面

對
語
、

心

隔

千
山

。

隔
着
一

堵
墻
、

咫

尺

不

得

　
相

見
。

）

心

遠
路
非

遙
、

（

意
散

了
、

如

塩

落

水
、

如

水

　
落
沙

相
似
了

。

）

情

踈
魚

雁

杳。
（

空

教

我
有
情

難
控
訴

。

）

　
地

厚

天

高
、

（

空

教

我

無

夢

到

陽

臺
。

）

夢
斷

魂
勞

、

悄

　
寃

家
這

其

間
心

變
了

。

（

合
）

想

起

來
、

心

兒

裡
焦
、

惧

　
了

我
青
春

年
少

。

怺
撤

的
人

、

有
上

稍
來
無

下
稍

。

潘

金

蓮

は

自

分
の

部
屋

で

ひ

っ

そ

り

と

独
り
ベ

ッ

ト

に

坐

り
、

琵
琶
を

抱
い

て

お

り

ま
し

た
。

テ

ー

ブ
ル

の

上

の

灯

り

は

暗
く
な
っ

て

い

ま

す
。

眠
っ

て

し

ま

お

う
か

と

も

思
い

ま

し

た

が
、

西
門

慶
が

急
に

や
っ

て

く

る

か

も

し

れ

な

い

と

思

い
、

寝
な
い

で

い

よ

う
か

と

も

思
い

ま

し

た

が
、

眠

く

も

あ

り
、

寒
く

も
あ

り

ま

す
。

仕
方

な
く

か

ぶ

り

物
を

取
っ

て
、

黒

髪
を
適

当
に

束
ね
る

と
、

帳
を
下
の

方
に

や
り
、

衾
を

抱

え
て

坐

り

ま

す
。

…

…

そ

し

て

ま

た

唱

い

ま

す
。
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薄

情
者
を

恨
ん

で

み

て

も、

別
れ
の

悲
し

み

悶
々

と
。

そ

こ

で

ま

た

も

や

春

梅
を

呼
び

寄
せ

ま

す
。

「

お

ま
え

も
う

一

度
外
へ

行
っ

て
、

旦

那

さ
ま

が

帰
っ

て

来
た
か

ど

う
か

見

て

お

い

で
。

急
い

で

報
告
し

に

戻
る

ん

だ
よ

。

」

見
に

行
っ

た

春

梅
、

し

ば
ら

く

す
る

と
戻
っ

て

き
て

こ

う

言
い

ま

す
。

「

奥
さ

ま
は

ま
だ
旦

那
さ

ま
が

お

戻
り

に

な
っ

て

い

な
い

と

で

も

思
っ

て

ら
つ

し

や

る

ん

で

す
か

。

旦

那
さ

ま
は

お

戻
り

に

な

る

と

す
ぐ

に
、

六

奥
さ
ま
の

お

部

屋
で

飲
ん

で

い

ら
っ

し

ゃ

る

じ

ゃ

あ

り

ま

せ

ん

か
。

」

女
は

聞

か

な

け
れ

ば
よ

か

っ

た

も
の

を
、

聞
い

て

心

は
い

く
つ

も

の

刃

物
が

突
き
刺
さ

っ

た

か

の

よ

う
に

な

り
、

「

裏
切

り

者
」

と

罵
っ

て

は

思
わ

ず

涙
を
ぽ
ろ

ぽ
ろ

と

流
し

ま
す

。

そ

し

て

ひ

た

す
ら

琵
琶
を

高
々

と

か

き
鳴
ら

し
、

再

び

唱
い

ま

す
。

　

人

殺
し

な

ら

許
せ

て

も
、

情
理

に

も

と

る

は

許
さ

れ
ぬ

。

　

こ

の

裏
切
り

の
…

切
も
、

お

天

道

様
に

は

お

見

通
し

。

（

言

　

わ

せ

て

も
ら

え

ば
、

あ

い

つ

が

愛
お

し

く

も
あ
り
、

恨
め

　

し

く

も
あ

る
。

）

心

が

ず

き

ず

き

む

ず

む

ず
し

て

も
、

ど

　

う
す
る

こ

と

も
で

き

や
し

な
い

。

気

持
ち
は

ふ

さ
い

で

悶

　

々

と
、

ひ

と

り

む

し

や

く
し

や

す
る

ば
か

り
。

（

叫
ん

で

　

み

る
。

残
酷

な

憎
い

人
、

あ

た

し

が

あ

の

人
と
比
べ

て

ど

　

う
だ
っ

て

い

う
の

。

塩

だ
っ

て

酢
だ
っ

て

変
わ
り
ゃ

し

な

　

い

じ

ゃ

な
い

。

磚
は

厚
い

の

に

瓦

は

薄
い

と

で

も
い

う
の

　

か

い
。

旧

い

の

を

捨
て

た
か

と

思
っ

た

ら

も
う
新
し
い

の

　

を

可

愛
が

る

の

か

い
。

）

甘
い

桃
は

う
っ

ち

ゃ

っ

て
、

酸

　
っ

ぱ
い

棗
の

方
へ

行

く
。

（

今

日

は

あ

ん

た

に

騙
さ

れ

な

　

　

　
い

わ
。

）

あ

た
し

の

見

る

目

が

な

か
っ

た

の
。

（

合

唱
）

　

　

　
想
え
ば
心

は

じ

り

じ

り

痛
む

。

こ

の

美
し

き

青
春
を
、

あ

　

　

　
た

し

は

踏
み

外
し

た
の

や
ら

。

捨
て

ら

れ
ち
ま
っ

た

こ

の

　

　

　
あ

た
し
、

こ

の

先
ど

う
す
り

ゃ

い

い

の

や

ら
。

…

…

　

　

　
忘

れ
も

し

な

い

わ

あ
の

頃
は
、

共

白

髪
ま
で

と

願
っ

た
わ

。

　

　

　
（

あ
い

つ

が

心

変
わ

り

を

し

て
、

あ
た

し

を

突
然
捨
て

去

　

　

　
る

な
ん

て

思
っ

て

も
み

な
か
っ

た
。

ま

る

で

あ

の

時

み

た

　

　

　
い

。

）

楚

山
は

雲
に

遮
ら

れ
、

藍

橋

す
っ

か

り

水

浸
し
、

　

　

　
鸞
と

鳳
と

は

引
き

裂
か

れ、

顔

も
見

え

な
き

ゃ

会
え

も

せ

　

　

　
ず

。

（

今
じ

ゃ

向
か

い

合
っ

て

話
し

て

い

て

も
、

心

は

遠

　

　

　
い

山
の

彼
方

。

塀

ひ

と

つ

隔
て

て

い

る

だ
け
、

す
ぐ

そ
こ

　

　

　
に

い

る

の

に

会

え
な

い

の

ね
。

）

近
く

に
い

る

の

に

心

は

　

　

　
遠

く
、

（

気
持

ち

は

す
っ

か

り
バ

ラ

バ

ラ

で
、

水
に

落
ち

　

　

　
た

塩

み

た

い
、

砂
に

落

ち
た

水
み

た

い
。

）

気

持
ち

は

離

　

　

　
れ

て

便
り

も

な

い
。

（

未

練
が

あ
る

か

ら

訴
え

る

こ

と

も

　

　

　
で

き
な

い

わ
。

）

大

地

は

厚

く
天

高
く
、

（

夢
の

中

で

も

　

　

　
陽
台
に

は

行
け

な

い
。

）

夢
は

途

切
れ

て

気
は

疲
れ

果
て
、

　

　

　
愛
し

い

あ
ん

た

は

心

変

わ

り
。

（

合

唱
）

想
え

ば
心

は

じ

　

　

　
り

じ

り

痛
む

。

こ

の

美
し

き

青
春
を
、

あ
た

し

は

踏
み

外

　

　

　
し

た
の

や
ら

。

捨
て

ら

れ
ち

ま
っ

た

こ

の

あ

た

し
、

こ

の

　

　

　
先
ど

う
す
り
ゃ

い

い

の

や

ら
。

こ

こ

で

も

潘
金

蓮
は

、

「

冷
清
清

獨

自
一

個

見
坐

在

床
上

、

懐
抱

着
琵
琶

（

ひ
っ

そ
り

と

独
り
っ

き
り

で
ベ

ッ

ト

に

坐
り

、

琵

琶
を

抱
い

て
）
」

唱
う
の

で

あ
る

。

そ

の

頃
李

瓶

児
の

部
屋

で

飲
ん

で

い

た

西

門

慶
は
、

何

や
ら

琵
琶
の

音
が

し

て

い

る
の

に

気
付

き
、
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李

瓶

児

と

ふ

た

り

で

の

こ

の

こ

と

潘

金

蓮
の

部
屋
へ

や
っ

て

く

る
。

し

か

し

潘
金

蓮
は

取
り

合
わ

な
い

。

　
　

金

蓮
坐

在

床
紋
絲

見
不

動、

把
臉

兒
況

着
、

半
日

説

道
「

那

　
　

沒

時
運

的

人

兒
、

去
在
這

冷
屋

裡
、

隨
我

白
生

見
由

活
的

、

　
　

又

來
楸
採

我
怎

的
。

沒
的
空

費
了

侮
這

個
心

、

留
着
別

處
使

。

」

　
　

金

蓮
は
ベ

ッ

ド

に

座
っ

た

ま
ま

微

動
だ
に

せ

ず、

表

情
を

く

　
　

も

ら
せ

て

お

り

ま

し

た
が
、

し

ば
ら

く

す
る

と

こ

う

言
い

ま

　
　

す
。

「

運

に

見

放

さ

れ
た

人

間

が
、

こ

の

寒
々

と

し

た

部
屋

　
　

に

ほ

つ

た
ら

か

し

に

さ
れ

て

る

ん

で

す

も
の
、

何
を

し

よ

う

　
　

と

勝
手

で

し

ょ

う
。

あ
た

し

な

ん

か

を

構
い

に

来
て

ど

う

す

　
　

る
っ

て

い

う
の

よ
。

こ

ん

な
と

こ

ろ

で

無
駄
に

気
を

遣
っ

た

　
　

り
せ

ず
に

、

他
の

と

こ

ろ

で

遣
え

ば
い

い

じ

や

な
い

。

」

春

梅
に

鏡
を

持
っ

て

こ

さ
せ

た

潘
金

蓮
は
、

自
分
の

や
つ

れ

切
っ

た
顔

を

見
て
、

涙
を

流

す
。

　
　

春
梅
把

鏡
子

眞
個
逓
在
婦
入

手
裡

。

燈

下

觀
看

。

・

　
　

　
羞

把

菱
花

來
照
、

蛾
眉

懶
去

掃
。

暗
消

磨
了

精
神

、

折
損

　
　

　

了
半

標
、

痩
伶

仔
不

甚

好
。

　
　
…

…

説

道

［

着
］

、

我

［

順
］

着
香

腮

抛

下
珠

涙

來

「

我

的

　
　

苦
惱

、

誰
人
知

道
。

眼

涙
打

肚
里

流
罷
了

。

」

　
　

　
悶

下
［

悶
凵

無

聊
、

懐

攘
勞
勞、

涙
珠

見
到
今

滴
盡

了
。

　
　

　
（

合
）

想
起
來

、

心

裡

亂
焦

、

惧
了
我

青
春
年
少

。

撒
的

　
　

　
人

來
、

有
上

稍

來
落
下
稍

。

　
　

春
梅
は

本

当
に

鏡
を

女
に

渡
し

ま

す
。

灯
り
の

下

で

見
て

み

　
　

る
と
…

…
、

　
　

　
か

が

み

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
は

　
　

　
菱

花
に

映
す

も

恥
ず
か

し

く、

眉
を

刷
く
気

も
お
こ

り
ゃ

　
　

　
し

な
い

。

人
知
れ

ぬ

間
に

心
を

砕
き
、

美

貌
も

す
っ

か

り

　
　

　

損
っ

て
、

痩
け

て

今
で

は

見
る

影
も
な
い

。

　
　

…

…

話
し

な

が

ら
、

涙
の

し

ず

く
が

頬
を

伝
い

ま

す
。

「

あ

　
　

た
し

の

苦
し

み

が
、

一

体
誰
に

わ

か

る
っ

て
い

う
の

よ
。

涙

　
　

は

も

う
胸
の

中
か

ら

流
れ
尽

き
て

し

ま
っ

た

わ
。

」

　
　

　
心

は

く

さ

く
さ

、

気
持
ち

は

乱
れ
て

、

涙
の

玉

も
尽
き

果

　
　

　
て

た
。

（

合

唱
）

想
え

ば
心

は

じ

り

じ

り

痛
む

。

こ

の

美

　
　

　
し

き

青
春
を

、

あ

た
し

は

踏
み

外
し

た

の

や
ら

。

捨
て

ら

　
　

　
れ

ち

ま
っ

た

こ

の

あ
た
し

、

こ

の

先
ど

う

す
り
ゃ

い

い

の

　
　

　
や
ら

。

こ

こ

に

描
か

れ

る
の

は
、

西

門
慶
の

再
来
を

信
じ

て

待
ち

続
け
る

潘
金

蓮
で

は

な
い

。

今
や

西

門
慶
の

愛
は

完
全

に

李
瓶

児
母
子

に

移
り
、

自
分
を

愛
し

て

く

れ
て

い

た

頃
と

は

も
う
す
っ

か

り
変
わ

っ

て

し

ま
っ

た

の

だ
。

こ

こ

に

は

男
の

心

変
わ

り
を

は
っ

き
り

と

自

覚
し

、

も

う
ど

う
に

も

な
ら
な
い

こ

と

を

認
め

、

出
逢
っ

た

こ

と

さ
え

悔
い

る
、

そ

ん

な

絶
望
と

も
あ

き
ら
め

と

も
い

う
べ

き

潘

金
蓮
の

心

境
が

表
現
さ

れ
て

い

る
。

実

際
、

こ

こ

で

の

潘
金

蓮
は
、

第
八

回
に

見
ら

れ
た
よ

う
に

、

西

門

慶
に

食
っ

て

か

か

り
、

裏
切

り

を

責
め

立

て

た

り

は

し

な

い
。

た

だ
ひ

と

り

涙
を

流
す
ば
か

り

で

あ
る

。

　

以

上
、

潘
金

蓮
の

唱
う
散

曲
を

時

間
軸
に

沿
っ

て

見

て

き

た

が
、

そ
こ

か

ら

彼

女
の

「

心
」

、

及

び

状
況
の

変

化
に

伴
う

「

心

の

動

き
」

を

読
み

と

る

こ

と

が

で

き
た

。

他
の

人

物

の

散

曲
が

、

怒

り

や
死

別
の

悲
し

み

な
ど
、

あ
る
一

時

的
な

感
情
を
突

発

的
に

描
写
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す
る

も

の

で

あ
る

の

に

対
し

、

潘
金

蓮
の

散
曲

は
、

い

ず
れ

も
恋

愛
に

関

す
る

自
ら

の

継

続
的
な

想
い

が

ピ

ー
ク

に

達
し

た

時
々

に

唱
わ

れ
て

い

る
。

し

か

も

潘
金

蓮
の

唱
う

散
曲

を
通
し

て
、

（
一
）

「

自
ら

の

境
遇
に

対

す
る

不

満
、

孤

独

感
」

↓

（

二
）

「

西

門

慶

に

な

お

ざ

り

に

さ

れ
た

嘆
き

（

し

か

し

ま

だ
西

門

慶
の

愛

情
を

信

じ

て

お

り
、

強

気

な

姿

勢
）

」

↓

（

三
）

「

西

門

慶
の

愛
情
が

李

瓶

児
母

子
へ

と

完

全

に

移
行
し

て

し

ま
っ

た

こ

と

に

対

す
る

自

覚、

絶

望
」

と
い

う
、

彼
女
の

「

心
の

動
き
」

ま

で

も

読
み

と

る

こ

と

が

で

き

る

よ

う
に

な
っ

て

い

る
の

で

あ

る
。

例
え

ば
、

第
三

十
八

回

の

散
曲
に

は
、

う
た

の

問
に

潘
金

蓮
の

台

詞
が

挿
入

さ

れ

て

い

る

が
、

そ
の

中

に

あ

る
、

「

正

如

那
日

（

ま

る

で

あ

の

時

み

た

い

ご

と

い

う

台
詞

の

「

那
日

（

あ

の

時
）
」

と

は
、

第
八

回

で

彼

女
が

ひ

と

り

ぼ
っ

ち
に

さ

れ
た

時
の

こ

と

を

指
し

て

い

る

も

の

と

考

え
ら

れ
る

。

つ

ま

り
こ

れ
ら
の

散
曲
は
、

決
し

て

そ
の

場

限

り

の

も
の

と

し

て

適

当
に

配
置
さ

れ

た

関
連
性
の

無
い

も
の

な

ど

で

は

な

く
、

状

況
の

変
化
に

伴

う
彼

女
の

「

心
の

動

き
」

を

表

現
す
る

も
の

と

し

て
、

有
機

的
に

結
び
つ

い

て

い

る
と

考
え

ら

れ

る

の

だ
。

三

　
「

怨
婦
」

か

ら
「

妬
婦
」

へ

　

さ
て

、

散

曲
に

よ
っ

て
、

状
況
の

変
化
と

と

も

に

揺
れ

動
く

播

金

蓮
の

想
い

が

綴
ら

れ
て

い

た

わ

け

だ

が
、

第
三

十
八

同、

西

門

慶
の

寵

愛
が

李
瓶

児
へ

と

移
っ

て

し

ま
っ

た

こ

と

を
悟
り
、

そ
の

こ

と

に

対
す

る
絶
望
の

想
い

を
吐

露
し

た

彼

女
は

、

次
に

如
何
な

る

う
た

で

如

何
な
る

想
い

を

表
出

す

る
の

だ

ろ

う

か
。

　
実
は

こ

れ

以
降
、

潘
金

蓮
は

唱
わ

な

く
な
っ

て

し

ま

う
。

つ

ま

り

散
曲
を

用

い

て

潘
金

蓮
の

心

が

表

現
さ

れ

る

こ

と

は

な

く
な
つ

て

し

ま

う
の

で

あ
る

。

　
そ
の

頃
か

ら

彼

女
は

酋

門
慶
を

取
り

戻

す

為
の

直
接
的

な
行

動

を
エ

ス

カ

レ

ー

ト

さ

せ

る

よ

う

に

な
っ

て

い

く
。

西

門

慶
を

奪
い

取
っ

た

李
瓶

児
母

子

に

対
し
、

自
分
の

女

中
で

あ

る

秋
菊

を

虐
待

す
る
こ

と

で

間

接
的
に

李
瓶

児
を
当

て

こ

す
っ

た

り

（

第
四

十
一

回
、

第
五

十
八

回
）

、

正

妻

呉
月

娘
と

李

瓶
児
と

を

仲

違
い

さ

せ

よ

う

と

し

た

り

（

第
五

十
一

回
）

、

官
哥
を

お
び

え

さ

せ

た

り
（

第

五

十
二

回
）

と
、

執
拗
な

嫌
が

ら
せ

を

繰
り

返

す

潘
金

蓮
は
、

つ

い

に

は

李
瓶

児
母

子

を

死
へ

と

追
い

や
っ

て

し

ま

う
。

第
三

十
八

回

以
降
の

潘
金

蓮
は
、

『

金

瓶

梅
』

の

冒

頭
部
に

も
挙

げ
ら

れ

る

呂
后

を

彷

彿
と

さ

せ

る

女
性
と

し

て

描
か

れ

る

よ

う
に

な
る
の

で

あ

る
。

そ
の
、

相
手
の

女
性
を

死
へ

と

追
い

込

む

ほ

ど
の

恐

ろ

し

い

形

象
は
、

「

妬

記
」

な

ど
の

嫉

妬
物

語
に

も
登

場
す

る

典
型

的

な

「

妬

婦
」

像
に

他
な
ら

な
い

。

　
林

香
奈
氏

は
、

こ

の

「

怨
」

と

「

妬
」

の

関
係
に

つ

い

て
、

以

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

下
の

よ

う
に

指
摘
さ

れ

る
。

　

　
こ

の

「

妬
」

と

類

似
し

た

も
の

に

「

怨
」

が

あ

る
。

『

芸

文

　

　
類

聚
』

に

も

「

怨
」

の
一

項
が

設
け

ら

れ
て

い

る

が
、

そ

こ

　

　
に

は

男
の

心

変
わ

り

に

対
す
る

女
性
の

嘆
き

を
詠
ん

だ

も
の

　

　
が

多
く

収
め

ら

れ

て

い

る
。

こ

れ
ら
の

「

怨
」

と

「

妬
」

と

　

　
は
、

男
の

寵
愛
を

失

う
と

い

う

点
に

お

い

て

共

通
し

て

い

る

　

　
が
、

そ
の

現
れ
方
は

全
く

異
な

る
。

実

際
に

「

妬
」

に

関

す
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る

記
述
を

見

て

み

る

と
、

そ

の

ほ

と

ん

ど

が
、

…

…

嫉

妬
深

　

　
く
過

激
な

女

性
達
で

、

い

ず
れ
も

鬱

積
し

た

感
情
が

攻

撃
的

　

　
な
形

で

外
側

に

現
れ

出
て

い

る
。

　一

方
の

「

怨
」

は
、

王

昭

　

　
君
の

故

事
に

せ

よ
、

班

睫

好
や

陳
皇

后

に

題

材

を

と
っ

た

怨

　

　
み
の

詩

賦
に

せ

よ
、

い

ず

れ
も

相
手
に

対

す
る

思

い

が

自
ら

　

　
の

胸
の

内

に

と
ど

め

ら
れ

て

い

る
。

両
者
を

比

較
す

る

限

り
、

　

　

『

芸
文

類

聚
』

の

「

妬
」

は

内

的
感

情
が

外
的

な

行

動

に

移

　

　
さ

れ
た

も
の

が
、

集
め

ら

れ
て

い

る

と

言
え

る
。

ま

た
、

「

怨
」

　

　
の

項

に

は

多

く

詩

賦
が

収

め

ら

れ

て

い

る

が
、

「

妬
」

の

項

　

　
に

は
、

「

妬

婦
」

に

ま
つ

わ

る

故

事
が

豊

富
に

収
め

ら

れ

て

　

　
い

る
一

方
で

、

詩

賦
は

魏
の

曹
植
の

「

妬
」

詩

と

梁
の

張

纉

　

　
の

「

妬
婦
の

賦
」

し

か

採
ら
れ

て

い

な
い

。

こ

の

こ

と

か

ら

　

　

も
、

「

怨
」

は

人

間
の

よ

り

内

面
的

な

も
の

を
、

「

妬
」

は

　

　

行
動
と

し

て

現
れ

出
た

も
の

を
こ

こ

で

は

指
し

て

い

る

こ

と

　

　
が

わ

か

る
。

こ

の

「

怨
」

と

「

妬
」

は
、

　一

方
は

閨

怨
詩
の

伝
統

の

中

で

女
性

美
の

象

徴
と

し

て

賞
賛
さ

れ
、

　一

方
は

嫉
妬

故
事
の

中
で

悪

女
の

典
型
と

し

て

非

難
さ

れ

る
と

い

う、

独

自
の

道
を
歩
む

。

し

か

し

そ
も

そ
も

「

怨
」

と

「

妬
」

と

い

う
の

は
、

い

ず
れ

も
人

間
の

ひ

と

つ

の

感

情
が

表

現
さ

れ

た

も
の

で

あ
り

、

そ

れ
を

ど
の

よ

う
な

視
点
で

描
く
か

と
い

う

違
い

で

し

か

な
か
っ

た
。

内

側
か

ら

描
こ

う
と

す
れ

ば

韻
文
に

よ
っ

て

記
さ

れ
る

「

怨
」

と
な

り
、

外

側
か

ら
描
こ

う

と

す
れ

ば

客
観
的
な

散
文

に

よ
つ

て

記
さ

れ
る

「

妬
」

と

な

る
、

表

裏
一

体
の

も
の

な
の

だ
。

　

中

国
文

学
に

は
、

前
漢
の

班
捷

好
の

「

怨

歌
行
」

に

始
ま
り

、

六

朝
の

宮
体
詩
、

唐
の

閨

怨
詩
、

そ

し

て

戯

曲
、

散

曲
へ

と

脈
々

と

う
た

い

続
け
ら

れ

て

き
た
、

「

閨

怨
」

の

伝
統
が

あ
っ

た
。

松

浦

友
久
氏

が

「

唐
代
詩

人
の

抱

く
女

性
観
の

中
核
が
、

怨
の

心

情

を

抱
い

て

男
性

を
待
つ

女
性

像
を

、

女
性
の

美
、

も

し

く

は

魅
力

の

典
型

と

考
え

る

も
の

だ
っ

た
」

と

指
摘
さ

れ
る

よ

う

に
、

　
「

怨

の

心

情
を
抱
い

て

男
性
を

待
つ

女
性
」

は
、

好
ん

で

取
り

上

げ
ら

れ

続
け

た

題

材
で

あ
っ

た
。

潘
金

蓮
の

唱
う

散

曲

が

こ

の

「

閨

怨
」

の

流
れ

の

中

に

あ

る

こ

と

は
】

目

瞭

然
で

あ
ろ

う
。

つ

ま

り
、

第

三

十
八

回

ま

で

の

彼
女
に

は

伝
統
的

な
「

怨
婦
一

の

イ

メ

ー

ジ

が

付
与
さ

れ
て

い

た

と

考
え

ら
れ

る
の

で

あ

る
。

　

し

か

し

第
三

十

八

回
、

も
は

や

待
っ

て

い

る

だ

け

で

は

ど

う

に

も
な
ら

な
い

自
ら
の

境
遇
を

悟
り

、

絶
望

の

想
い

を

唱
っ

た

潘
金

蓮
は

、

そ

の

後
ス

イ
ッ

チ

が

切

り

替
わ
っ

た

か

の

よ

う
に
「

妬

婦
」

と

し

て

描
か

れ

る

よ

う
に

な

る
。

彼

女
は

終

始
「

怨

婦
」

と

し

て

描
か

れ
る
の

で

も

な
く

、

最
初
か

ら

理

解
不

能
な
「

妬
婦
」

だ
つ

た

わ
け

で

も
な

い
。

「

妬

婦
」

潘
金

蓮
は

「

怨
婦
」

潘
金

蓮
の

延

長
線
上

に

位

置
し

て
い

た
の

で

あ

る
。

彼
女
の

激
し

い

嫉
妬

は
、

切

な
い

想
い

が

外

に

牙

を

剥
い

た

も
の

だ
つ

た
の

だ
。

　

こ

う
し

て
、

第
三

十

八

回

の

絶
望
の

う

た

を

最
後
に

、

「

怨
婦
」

と

し

て

で

は

な

く
、

完
全
な

る

「

妬
婦
」

と

し

て

描
か

れ

る

よ

う

に

な
る

彼
女
の

心

の

内
は
、

も

は

や
散

曲
と

い

う

直
接
的
な

表

現

を

用
い

て

描
写

さ

れ
る
こ

と

は

な
く

な

る
。

し

か

し
、

彼

女
の

心

は

決
し

て

描
か

れ
な

く
な
っ

て

し

ま

う
訳

で

は

な
い

。

潘
金

蓮
は

李
瓶

児
母
子
へ

の

嫉
妬
を

激

化
さ
せ

る
一

方
で

、

西

門

慶
に

対

し

て

は
、

彼
を

自
分
の

と

こ

ろ

に
つ

な
ぎ
止

め

る

為
に

如

何
な

る

性
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的

行
為

を
も

厭
わ
な

く
な

る

な
ど
、

手

段

を
選

ば

な
い

よ

う
に

な

る
。

彼

女
の

歪

み

ゅ

く
心

は
、

性
の

描
写

に

よ
っ

て
、

間

接
的
に

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

描

き
続

け
ら
れ

る
の

で

あ

る
。

そ

ん

な

彼
女
の

歪
ん

だ

性
の

描
写

は
、

西

門
慶
の

死
と

同

時
に

終
止

符
を

打
つ

。

西
門

慶
の

死

後
、

娘

婿
陳

経
済
と

の

逢
瀬

を
楽
し

む

潘
金

蓮
の

性

は
、

直
前
ま

で

の

切

羽
詰
ま
っ

た
、

歪

み

き
っ

た

も
の

で

は

な
く
、

西

門
慶
と

出
逢

っ

た

頃
の

よ

う
な

歓
び
に

満
ち
た

も
の

へ

と

戻
る
の

で

あ
る

。

一

方
で

、

こ

の

西

門
慶
の

死

を

境
に

、

彼

女
は

再

び
恋
の

歌

を
唱

う

よ

う

に

な

る
。

「

怨
」

と

「

妬
」

と

「

淫
」

は

決
し

て

切
り

離
せ

る

も
の

で

は

な
く
、

複
雑
に

絡

み

合
い

な
が
ら

潘
金

蓮
と
い

う

女

性

像
を

作
り

上

げ
て

い

た

の

だ
。

お
わ

り
に

　

本

稿
で

は
、

潘
金

蓮
の

唱

う
散
曲
に

考

察
を
加
え

、

そ

れ
が

彼

女
の

心
、

及
び

心

の

動

き
を

表
現
す

る

た

め

に
、

有
機
的

な
関
わ

り

合
い

を

持
っ

て

用
い

ら

れ
て

い

る

こ

と
を

指

摘
し

た
。

更
に
、

そ

れ

ら

散
曲

に

よ
っ

て

表
さ

れ

る

潘

金

蓮
の

心

情
が

、

伝
統
的

女

性

美
の

象

徴
た

る

「

怨
婦
」

の

そ

れ

で

あ
る

こ

と
、

し

か

し

そ
の

「

怨
」

な
る

想
い

は

や

が
て

「

妬
」

な

る

行
為
に

変
わ
り
、

そ
の

歪

み

ゆ

く

心

は
、

散
曲

で

は

な

く

性

描
写

に

よ
っ

て

書
き

継
が

れ

て

い

く
こ

と

を
述
べ

た
。

　

潘
金

蓮
は

『

水
滸

伝
』

か

ら

借
り

受
け

た

稀

代
の

「

悪

女
」

と

し

て

設

定
さ

れ

て

い

る
。

西

門
慶
と

密
通
し

て

夫
を

毒
殺
、

西

門

家
に

嫁
い

だ

後

も
様
々

な

も
め

事
を

起
こ

し
、

恋

敵
李
瓶

児
を

徹

底

的
に

た

た

き
つ

ぶ

す
な
ど

、

そ
の

悪
女
ぶ

り

は

『

水
滸

伝
』

よ

り

も

過
激

化
し

て

い

る
。

し

か

し

そ

ん

な

彼
女
が
、

一

方
で

自
ら

の

苦
し

い

胸
の

内
を

散
曲
に

て

独
白

す
る
の

で

あ

る
。

彼
女

が

働

く
悪

事
と
、

彼

女
の

想
い

と

は
、

「

妬

婦
」

は

「

妬
婦
」

、

「

怨
婦
」

は

「

怨
婦
」

と

固

定

化
さ

れ
る

嫌
い

が

あ
っ

た

従
来

の

女
性

描
写

か

ら

す
る

と
、

一

見
相

容
れ
な
い

も
の

が

あ

る
。

そ

れ

は
、

孟
昭

連
氏
が

《

金

瓶

梅
詩

詞

解
析
》

（

吉
林

文

史

出
版

社、

一

九

九
一

）

の

中
で

、

第
三

十
八

回
の

潘
金

蓮
の

散
曲
に

対
し
、

　

　

迭

是

潘

金

蓬

喝

？

返

就
是

那

个

勾

好

夫

害

本

夫

的

潘

金
蓬

　

　

喝

？

逮

就

是

那

个

力

丁

満
足

欲

望

而

不

願
一

切

的

潘

金
蓮

　

　

喝
？

真
是

唯
以

相

信．

送
究

竟
反

映
了
潘

金
蓬

性
格
的

夏
朶

、

　

　

迩
是

反
映

了
姥

的

性
格

的
分
裂
？

　

　
こ

れ

が

潘
金

蓮
な
の

か
。

こ

れ
が

姦
夫
と

通
じ

夫
を

殺
し

た

　

　
あ

の

潘
金

蓮
な

の

か
。

こ

れ
が

欲
望

を
満
た

す

為
に

は
一

切

　

　

を
顧

み

な
い

あ

の

潘
金

蓮
な
の

か
。

実
に

信
じ

が

た
い

。

こ

　

　

れ
は

潘
金

蓮
の

性

格
が

複
雑
で

あ
る

こ

と

を

反
映

し

て

い

る

　

　
の

か
、

或
い

は

彼

女
の

性
格
が

分

裂
し

て

い

る

こ

と

を

反

映

　

　
し

て

い

る
の

か
。

と

の

コ

メ

ン

ト
を

附
さ

れ

て

い

る

と

こ

ろ

か

ら

も

見
て

と

れ

よ

う
。

し

か

し
、

悪
女
潘

金
蓮
が

伝

統
的
な

「

怨
」

な

る

う

た

を
唱

う
こ

と

は
、

決
し

て

彼

女
の

「

性

格
が

分
裂
」

し

て

い

る

為
の

も

の

な
ど

で

は

な
い

。

彼

女
の

働
く

悪
事
は
、

金

目

当

て

で

も

権
力

目
当
て

で

も
な
い
、

い

ず
れ

も
恋

愛
と

い

う
人

間
の

持
つ

普

遍
的

な
感
情
の

果
て

に

繰
り

広

げ
ら

れ
る

悪
事
で

あ

る

こ

と

を
、

そ
し

て

そ

こ

に

恋
に

身
を

焦
が

す

想
い

が

内
包
さ

れ

て

い

る
こ

と

を
、
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彼

女
の

唱
う

散
曲
は

読
者
に

訴

え

か

け

て

い

る
の

で

あ

る
。

そ

こ

に

描
か

れ
る
の

は
、

単
に

「

怨
」

な

る

想
い

を
抱
い

て

男
を

待
つ

だ

け
で

も

な

く
、

単
に

衝
動
的
に
「

妬
」

に

走

る

だ

け

で

も

な
い

、

恋
に

身
を

焦
が

す
が

故
に

悪

事
の

数
々

に

手

を

染
め

て

し

ま

う
こ

と

と

な

る、

重

層
的
で

リ

ア

ル

な

女

性
像
に

他
な

ら

な
い

の

で

あ

る
。

　

『

金

瓶

梅
』

は

本
稿
で

論
じ

た

よ

う
な

伝
統

的
な
手

法
（

散
曲

を

用
い

て

の

直
接
的
心

理

描
写
）
、

及
び

前
稿
で

論
じ

た

よ

う
な

斬

新
と

も
い

え
る

手

法
（

性

描
写
を

用
い

て

の

間
接

的
心

理

描
写
）

を

駆
使
し

つ

つ
、

様
々

な

角
度
か

ら
、

決
し

て

表
面

的
に

は

計
り

き

れ
な
い

人

間
の

裏
側
ま

で

も

描
き

出
そ

う
と

し

た

作
品

で

あ

る

と

言
え

よ

う
。

そ

れ

も

潘
金

蓮

と

い

う
、

『

水

滸
伝
』

か

ら

誕

生

し

た

既

存
の

悪

女
の

裏
側

を
、

で

あ

る
。

こ

の
、

従
来

誰
も

問
お

う

と
し

な
か

っ

た

悪
女
の

心

理

に

注
目

し

た

と
こ

ろ

に
、

『

金

瓶

梅
』

の

よ

り

深
い

人

間
洞

察
の

目

が

感
じ

ら

れ
る

の

で

あ

る
。

（

注
）

 

『

金

瓶
梅
』

に

当

時

流

行

し

て

い

た

数

多
く
の

散
曲

が

取
り

入

れ

ら

　
れ

て

い

る

と
の

指
摘
は
、

馮
玩

君
「
《

金
瓶

梅
詞

話
》

中
的
文
学
資
料
」

　
（

《

古
劇

説

匯）
V

上

海
商
務

印

書
館
、

一

九

四
七
・

《

金
瓶

梅
資
料
匯

録
》

　

黄
山
書
社
一

九

八

六
）
、

　
て．
O°
＝

¢

障
醇
口

　
「

らqO

⊆

国
O

Φ

し弓

Oh

け

丁

Φ

∩

丁

一
詳

”

一
詳
σq

　
7

貯

ご

（
『

〉

し・

討

語
」

○

艶゚
ω噛
』

＜
。

｝

×

諄
詳
目

、

一

九

六

〇
）

〈

荒
木
猛

　

訳

「

金

瓶

梅
の

素
材
」

（
「
長

崎
大

学
教
養
部
紀
要

（
入
文

科
学

編
）

」

35

　

…
1
、

一

九

九

四
〉

、

荒
木
猛
「

『

金

瓶

梅
』

中
の

散

曲
に

つ

い

て
」

（
「

国

　

語
と

教
育
」

（

長
崎
大
学
国
語

国
文

学
会
）

21
、

　一

九

九
六
）

等
に

よ
っ

　

て

な

さ
れ

る

と
こ

ろ
で

あ

る
。

 

田

中
謙
二

『

中

国
詩

文

選
22

楽
府

散
曲
』

（
筑

摩

書

房
、

一

九

八

　

三
）

参
照
。

 

内

山
知

也

「

唐
代

小

説

に

含
ま

れ
る

詩

の

機
能
」

（
「
新
潟

大

学
高

田

　

分

校
紀

要
」

2
、

　【

九

五
八
V
、

近

藤
春

雄
「

唐
代

小

説
と

詩
」

（
「
東

洋

　

文

化
（

8
ご

2135

、

一

九
六

二
・

『

唐
代
小

説
の

研

究
』

笠

間

書

院、

　
一

九

七
八
〉

等．、

 

田

中
氏

前
掲
書
（
注

 
）

参

照。

 

こ

の

よ

う

に
、

ス

ト

ー

リ

ー
の

展
開
や

登

場
人

物
の

心

情
等
と

は

無

　

関
係

に
、

単
に

「
遊
び
」

と

し

て

取

り
入

れ

ら

れ

て
い

る

散
曲

に

つ

い

　

て、

荒
木
氏

は

前
掲
論
文

（

注

 ）

の

中
で
、

「
…

…
ほ

と
ん

ど

前
後
の

　

筋
や
、

登

場
人

物
の

心

情
と

は

関
係

が
な

く、

ま

た、

作
者
も

、

こ

れ

　

ら
の

曲

に

何
ら

意
味

も
こ

め

て

な

い

よ

う
で

あ

る
。

恐

ら

く
、

こ

れ

は

　

金

瓶
梅

に

描
か

れ

た

と

考
え

ら
れ

る

明

嘉
靖

年

間、

廓
で

実
際
に

こ

の

　

種
の

散

曲

が

よ

く
唱
わ

れ
て

い

た

こ

と
の

忠
実
な
再

現
で

あ

ろ

う
」

と

　

す
る

。

筆
者
も、

こ

れ

ら

「
遊
び
」

の

散
曲

を

作
者
が

わ

ざ
わ

ざ
作
中

　

に

描
き

こ

ん

だ
の

は
、

自

ら
の

散
曲
の

知

識

を
ア

ピ

ー
ル

す
る

為
か
、

　

或
い

は

作
品
に

BGM

と

も

言
う

べ

き

彩
り

を

加
え

る

為
か
、

い

ず
れ

　

に

せ

よ
、

ス

ト

ー

リ
ー

展

開

と
は

あ

ま

り

関

係
の

な
い

よ

う

な

日

常
生

　

活
の

細

部
ま

で

も

描
き

出
す

と
い

う
姿
勢
の
一

環
と

し
て

当
時
の

流
行

　

り

歌
を

取
り

込

ん

だ

だ

け
の

こ

と

で

あ

り
、

そ
の

大

多
数

は
ス

ト
ー

リ

　

ー

展
開

に

機
能
さ
せ

る

こ

と

を

意
図

し
た

も
の

で

は

な
い

と

考

え
る

。

 一

蕾
コ

璧
氏
前

掲
論

文

（
注

 ）

は
、

「
対

話

が

詞
の

形
で

表

さ

れ
て

い

　

る
こ

と

の

唯
一

確
実

な
る

比

較
は

、

戯
曲

と
の

比

較
で

あ

る
。

事

実
『

金
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瓶
梅
』

の

作
者

は
こ

の

場
合

戯

曲
の

技
巧

を

真
似
た

か
の

よ

う
で

あ
る

」

　

と
し
、

日

下

翠
「
『

金
瓶
梅
』

に

お

け
る

戯

曲
的
表
現」

（

「
九

州

中

国

学

　

会
報
」

35
、

　一

九

九
七
）

も、

『

金
瓶
梅
』

に

お

け

る

「

小
説
と

は

異

質

　

の

『

戯
曲
的

表

現
』

と

も
い

う
べ

き
も
の
」

と

し
て

、

「
台
詞
が

唱

に
な

　

る
」

と
い

う

点
を

指

摘
す

る
。

 

実

際
恋

愛

劇

に

お
い

て

も
、

登

場

人

物
が

嘘

偽
り
の

な
い

強
い

感
情

　

を

吐
露
す
る
時
、

そ
れ

が

他
の

登

場

人

物
に

は

聞
こ

え

な
い

設
定

に

な

　

っ

て
い

る

と
い

う
。

桜
木

陽
子

「

関
漢

卿
の

恋

愛
劇
に

お
け

る

〈

も
の

　

思
い
〉

の

位
置
」

〔
「
饕

餮
」

9
、

一

九

九

九
）

、

日

下

翠
前

掲

論
文

（
注

　

 
）

等
参

照
。

 

以

下
、

『

水

滸
伝
』

の

引

用

文
は

『

容
与
堂
本
水
滸
伝
』

（
上

海
古
籍

　

出

版
社

、

一

九

八
八
）

に

拠

る。

ま
た
、

『

金

瓶

梅
』

の

引
用

文
は

『

金

　

瓶
梅
詞

話
ハ

影
印）
』

（
大

安、

一

九
六

三
）

に

拠

り
、

白

維

国
・

卜

鍵

　

校
注
『

金

瓶

梅
詞
話
』

（
岳
麓
書

社、

一

九

九

五
）

を
参

照
し

て、

誤

字

　

と

思

わ

れ

る
も
の

は
［

　
］

で

訂
正

し
、

脱

字
と

思

わ

れ
る

も
の

は
｛
　
｝

　

で

補
っ

た
。

 

冨
コ

碧
氏

前
掲
論
文

（
注

 ）

に
も

「
−

：，．
一

回

で

は

金
蓮
が
一

人

に

　

な
っ

た

時

唱
う

歌

（
「

想
当

初
、

姻

縁
錯
配
奴
」

）

が

あ

る
。

こ

の

歌
に

　

よ

り
、

彼
女
の

絶
望

的
孤

独

感
が

述
べ

ら

れ

て

い

る
」

と
の

指

摘
が

あ

　

る
。

 

「

海
神

廟
裡
和

祢
把

状

投
（

海
神

さ
ま

に

訴
え

て

や

る
こ

の

句
は

、

　

　
『

酔
翁
談
録
』

巻
二

に

も
収
め

ら

れ

る
「
王

魁

負
心
」

故
事
を

踏
ま
え

　

て

い

る
。

恋

仲
に

あ
っ

た

書
生
の

王

魁
と

妓
女
の

桂
英
は
、

海
神

廟
で

　

結
婚
を

誓
い

合
う

。

し
か

し

後
科
挙
に

合
格
し
た

王

魁
は

別
の

女

性
と

　

結
婚、

裏
切

り

を

知
っ

た

桂
英
は

海
神

廟
に

て

自

害
し

、

亡

霊

と

な
っ

　

て

王

魁

を
苦
し
め

る
。

 

林
香
奈
「

「
妬

婦
」

考
」

（
「
言

語
文

化

論
叢
」

5
、

二

〇

〇
｝
）

。

 

松

浦
友
久

「

唐
詩
に

あ

ら
わ

れ
た

女
性

像
と

女
性
観
」

〔
『

中
国
文

学

　

の

女
性
像
』

汲

古
書
院、

　　

九

八
二
）

 

実
際

彼
女
が

唱

う

第
八

回、

第
三

十
八

回
の

散
曲

は
、

明
の

嘉
靖
年

　

間
に

成
立

し

た

『

雍
熙

楽
府
』

巻

十
五

に

収

録
さ

れ

る

「
思
情
」
、

及
び

　
　「
題

情
」

と
い

う
、

「

閨
怨」

を

想
起
さ

せ

る

タ

イ
ト

ル

の

つ

け

ら

れ
た

　

散
曲

と

ほ

ぼ

同
じ

内

容

を

持
つ

も
の

で

あ

り
、

既

存
の

「
怨

歌
」

だ

っ

　

た

と

考
え

ら

れ
る
。

 

拙

稿
「

潘
金

蓮
論

ー
歪

み

ゆ
く

性
に

見

る

内
な

る

叫
び

ー
」

（

「
中

国

　

中

世
文

学
研

究
」

45
、

46
合

併
号

、

二

〇

〇
四
）

。
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