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金
聖
嘆
本
『
水
滸
伝
』の
成
立
過
程
に
関
す
る
試
論

─
明
代
伝
奇
「
元
宵
鬧
」
と
の
関
係
に
つい
て
─

石
川
　
就
彦

一
　
序
言

明
代
白
話
小
説
﹃
水
滸
伝
﹄
で
は
百
八
人
の
好
漢
が
梁
山
泊
に
入
山
す
る
ま
で
︑
多
く
の
話
が
数
珠
繋
ぎ
に
な
っ
て
展
開
さ
れ
る
︒
そ
の
中
で

も
︑
百
回
本
及
び
百
二
十
回
本
﹃
水
滸
伝
﹄
第
六
〇
~
六
七
回
で
展
開
さ
れ
る
盧
俊
義
の
入
山
に
関
わ
る
ス
ト
ー
リ
ー
︵
以
下
︑
盧
俊
義
故
事
︶

は
︑
梁
山
泊
が
招
安
に
向
か
う
た
め
の
大
き
な
契
機
で
あ
っ
た
︒
更
に
盧
俊
義
故
事
は
﹃
水
滸
伝
﹄
の
み
な
ら
ず
︑
戯
曲
の
題
材
に
も
な
っ
て
い

る
︒
盧
俊
義
故
事
を
題
材
と
す
る
戯
曲
と
し
て
は
︑
元
末
明
初
の
成
立
と
さ
れ
る
無
名
氏
﹁
梁
山
七
虎
鬧
銅
台
﹂
雑
劇
︑
明
末
清
初
の
成
立
と
さ

れ
る
李
素
甫
﹁
元
宵
鬧
﹂
伝
奇
が
現
存
す
る
︒

明
末
清
初
の
文
人
で
あ
る
金
聖
嘆
は
自
ら
の
批
評
理
論
に
基
づ
い
て
﹃
水
滸
伝
﹄
を
批
評
し
︑
テ
キ
ス
ト
を
大
幅
に
改
変
し
た
︒
こ
の
テ
キ
ス

ト
は
一
般
的
に
﹁
金
聖
嘆
本
﹂
と
呼
ば
れ
︑
金
聖
嘆
本
の
テ
キ
ス
ト
分
析
か
ら
彼
の
批
評
理
論
を
論
じ
る
研
究
は
多
い
︒
ま
た
︑
金
聖
嘆
本
の
底

本
の
解
明
も
進
ん
で
お
り
︑
金
聖
嘆
の
﹃
水
滸
伝
﹄
批
評
と
先
行
版
本
の
批
評
と
の
関
連
性
も
度
々
論
じ
ら
れ
る(1)

︒
し
か
し
︑
他
ジ
ャ
ン
ル
の
作

品
と
金
聖
嘆
本
と
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
は
十
分
な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
︒
本
稿
で
は
金
聖
嘆
本
﹃
水
滸
伝
﹄
の
成
立
過
程
に
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お
い
て
︑﹁
水
滸
伝
﹂
物
語
を
題
材
と
す
る
戯
曲
が
影
響
を
及
ぼ
し
た
可
能
性
に
つ
い
て
の
考
察
を
試
み
る
︒
具
体
的
に
は
︑
成
立
年
代
が
近
い

と
さ
れ
る
李
素
甫
﹁
元
宵
鬧
﹂
と
の
比
較
を
通
じ
て
︑
金
聖
嘆
本
と
﹁
元
宵
鬧
﹂
の
関
係
を
分
析
す
る
︒

一
般
的
に
金
聖
嘆
本
の
底
本
は
百
二
十
回
本
と
考
え
ら
れ
て
い
る(2)

︒
一
方
で
︑
第
四
章
で
詳
述
す
る
よ
う
に
︑﹁
元
宵
鬧
﹂
の
執
筆
に
あ
た
っ

て
は
︑
少
な
く
と
も
百
回
本
・
百
二
十
回
本
の
ど
ち
ら
か
は
参
照
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
た
め
本
稿
で
は
百
回
本
・
百
二
十
回
本
・﹁
元

宵
鬧
﹂・
金
聖
嘆
本
の
四
種
の
テ
キ
ス
ト
を
比
較
し
検
討
す
る
︒
た
だ
し
紙
幅
の
関
係
上
︑
百
回
本
の
テ
キ
ス
ト
に
関
し
て
は
︑
百
二
十
回
本
と

異
同
が
あ
る
場
合
の
み
括
弧
﹇
﹈
内
に
示
す
︒
ま
た
︑
回
︵
折
︶
数
は
括
弧
︿
﹀
内
に
漢
数
字
の
み
で
表
記
す
る
︒

二
　
盧
俊
義
故
事
の
梗
概

　
﹃
水
滸
伝
﹄
に
お
け
る
盧
俊
義
故
事
の
梗
概
は
次
の
通
り
で
あ
る
︒

梁
山
泊
は
大
円
法
師
を
招
い
て
晁
蓋
を
追
悼
し
た
︒
そ
の
際
︑
法
師
が
盧
俊
義
の
名
を
口
に
し
た
の
を
き
っ
か
け
に
︑
盧
俊
義
の
入
山
を
画
策

す
る
︒
占
い
師
を
装
っ
た
呉
用
は
李
逵
を
引
き
連
れ
て
北
京
大
名
府
に
赴
い
て
盧
俊
義
の
運
勢
を
占
い
︑
近
く
災
難
が
起
こ
る
が
︑
東
南
︵
梁
山

泊
の
あ
る
方
角
︶
に
千
里
行
け
ば
難
を
逃
れ
ら
れ
る
と
告
げ
る
︒
ま
た
占
い
の
結
果
を
詩
に
詠
ん
で
盧
俊
義
に
聞
か
せ
︑
壁
に
書
き
つ
け
さ
せ

た
︒
盧
俊
義
は
大
番
頭
の
李
固
︑
義
子
の
燕
青
︑
妻
の
賈
氏
ら
の
諫
め
を
振
り
切
っ
て
旅
立
つ
も
︑
道
中
で
梁
山
泊
軍
と
交
戦
し
て
捕
ら
え
ら
れ

る
︒
盧
俊
義
は
入
山
の
誘
い
を
拒
否
し
た
が
︑
そ
の
後
も
し
ば
ら
く
梁
山
泊
に
留
ま
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
呉
用
は
先
に
下
山
す
る
李
固
に
対
し
︑

盧
俊
義
が
梁
山
泊
の
一
員
に
な
っ
た
こ
と
︑
以
前
壁
に
書
い
た
詩
の
各
句
の
冒
頭
を
繋
げ
る
と
﹁
蘆
︵
盧
︶
俊
義
反
﹂
と
な
り
︑
こ
れ
は
盧
俊
義

の
国
に
対
す
る
反
逆
の
意
図
を
表
す
こ
と
を
告
げ
た
︒
屋
敷
に
戻
っ
た
李
固
は
︑
か
ね
て
よ
り
不
貞
関
係
に
あ
っ
た
賈
氏
と
共
謀
し
て
盧
俊
義
を

梁
中
書
に
告
発
し
︑
告
発
に
反
対
し
た
燕
青
を
追
放
し
た
︒
し
ば
ら
く
経
ち
︑
何
も
知
ら
ず
に
帰
宅
し
た
盧
俊
義
は
梁
中
書
に
捕
ら
え
ら
れ
投
獄

さ
れ
る
︒
燕
青
が
一
度
救
出
に
成
功
す
る
も
︑
直
後
に
ま
た
捕
ら
え
ら
れ
︑
再
度
投
獄
さ
れ
た
︒
燕
青
か
ら
事
情
を
聞
い
た
梁
山
泊
は
盧
俊
義
の

救
出
に
向
か
う
が
失
敗
し
︑
そ
の
際
に
石
秀
も
捕
縛
︑
投
獄
さ
れ
る
︒
そ
の
後
︑
二
度
に
わ
た
っ
て
北
京
大
名
府
を
攻
め
よ
う
と
し
た
が
途
中
で

断
念
し
︑
救
出
は
失
敗
に
終
わ
る
︒
元
宵
節
の
賑
わ
い
に
乗
じ
て
三
度
目
の
救
出
作
戦
を
実
行
し
︑
盧
俊
義
と
石
秀
を
助
け
出
し
た
︒
そ
の
際
︑
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李
固
と
賈
氏
を
捕
ら
え
︑
梁
山
泊
に
帰
還
し
た
︒
盧
俊
義
は
第
二
位
の
頭
領
と
な
り
︑
李
固
・
賈
氏
は
殺
さ
れ
た
︒

　
﹁
元
宵
鬧
﹂
に
お
い
て
は
︑
僧
侶
探
し
の
た
め
の
李
逵
の
下
山
︑
燕
青
に
よ
る
李
固
の
反
骨
の
相
の
指
摘
︑
時
遷
の
城
内
へ
の
潜
入
︑
燕
青
追

放
の
経
緯
の
詳
細
な
描
写
︑
閻
婆
惜
の
物
語
に
関
わ
っ
て
い
た
張
文
遠
の
再
登
場
︑
招
安
を
受
け
て
の
大
団
円
な
ど
︑
登
場
人
物
や
設
定
に
違
い

が
見
ら
れ
る
が
︑﹃
水
滸
伝
﹄
と
概
ね
一
致
す
る
︒

三
　
反
詩
の
問
題

　
﹁
元
宵
鬧
﹂
と
金
聖
嘆
本
の
関
係
を
紐
解
く
手
掛
か
り
と
し
て
︑
反
詩
の
字
句
の
問
題
が
あ
る
︒
盧
俊
義
故
事
内
で
こ
の
反
詩
は
︑
①
盧
俊
義

が
壁
に
書
き
つ
け
た
際
︑
②
阮
三
兄
弟
が
盧
俊
義
を
取
り
囲
ん
だ
際
︑
③
呉
用
が
李
固
に
対
し
て
︵﹁
元
宵
鬧
﹂
で
は
李
固
が
張
文
遠
に
対
し
て
︶

﹁
蘆
︵
盧
︶
俊
義
反
﹂
の
解
き
明
か
し
を
し
た
際
の
三
場
面
で
描
か
れ
る
︒
以
下
は
①
②
③
の
字
句
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
︒

︻
百
回
本
・
百
二
十
回
本
︼

①
蘆
花
叢
裏
一
扁
舟　

俊
傑
俄
從
此
地
遊　

義
士
若
能
知
此
理　

反
躬
逃
難
可
無
憂
︿
六
一
﹀

②
蘆
花
叢
裏
一
扁
舟　

俊
傑
俄
從
此
地
遊　

義
士
若
能
知
此
理　

反
躬
逃
難
可
無
憂
︿
六
一
﹀

③
蘆
花
蕩
裏
一
扁
舟　

俊
傑
那
能
此
地
遊　

義
士
手
提
三
尺
劔　

反
時
須
斬
逆
臣
頭
︿
六
二
﹀

︻
元
宵
鬧
︼

①
蘆
花
叢
裡
一
扁
舟　

俊
杰
俄
從
此
地
游　

義
士
若
能
知
此
理　

反
躬
逃
難
可
無
憂
︿
四
﹀

②
蘆
花
叢
裡
一
扁
舟　

俊
傑
黄
昏
獨
自
游　

義
士
若
能
知
此
理　

返
躬
逃
難
必
無
游(4)

︿
七
﹀

③
蘆
花
叢
裡
一
扁
舟　

俊
傑
俄
從
此
地
游　

義
士
若
能
知
此
理　

反
躬
逃
難
可
無
憂
︿
一
三
﹀

︻
金
聖
嘆
本
︼

①
蘆
花
灘
上
有
扁
舟　

俊
傑
黄
昏
獨
自
遊　

義
到
盡
頭
原
是
命　

反
躬
逃
難
必
無
憂
︿
六
〇
﹀
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②
蘆
花
灘
上
有
扁
舟　

俊
傑
黄
昏
獨
自
遊　

義
到
盡
頭
原
是
命　

反
躬
逃
難
必
無
憂
︿
六
〇
﹀

③
蘆
花
灘
上
有
扁
舟　

俊
傑
黄
昏
獨
自
遊　

義
士
手
提
三
尺
劔　

反
時
須
斬
逆
臣
頭
︿
六
一
﹀

︵
①
②
:
蘆
の
花
が
咲
く
ほ
と
り
に
は
小
舟
が
あ
り
︑
俊
傑
が
夕
暮
れ
に
一
人
で
訪
れ
る
︒
そ
の
義
の
心
が
絶
頂
に
達
す
る
こ
と
は
元
々
定

め
ら
れ
た
命
運
で
あ
り
︑
我
が
身
を
顧
み
て
難
を
逃
れ
る
な
ら
ば
き
っ
と
憂
い
は
な
く
な
る
だ
ろ
う
︒
／
③
:︵
第
一
・
二
句
訳
文
略
︶
義

士
は
三
尺
の
剣
を
手
に
提
げ
︑
叛
く
時
に
は
必
ず
や
逆
臣
の
頭
を
斬
る
こ
と
だ
ろ
う
︒︶

　
︻
元
宵
鬧
①
・
③
︼
の
字
句
は
︻
百
回
本
・
百
二
十
回
本
①
・
②
︼
と
完
全
に
一
致
す
る
︒
一
方
で
︻
元
宵
鬧
②
︼
第
二
句
中
の
﹁
黄
昏
獨
自
﹂

と
第
四
句
中
の
﹁
必
﹂
は
︻
金
聖
嘆
本
①
・
②
︼
と
一
致
す
る
︒
以
上
の
比
較
か
ら
︑﹁
元
宵
鬧
﹂
は
百
回
本
︵
ま
た
は
百
二
十
回
本
︶
と
金
聖

嘆
本
の
両
方
の
テ
キ
ス
ト
を
含
む
こ
と
が
分
か
る
︒﹁
元
宵
鬧
﹂
が
﹃
水
滸
伝
﹄
刊
行
後
に
制
作
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば(5)

︑
こ
こ
で
二
つ
の

可
能
性
が
浮
上
す
る
︒
ひ
と
つ
は
李
素
甫
が
百
回
本
︵
ま
た
は
百
二
十
回
本
︶
と
金
聖
嘆
本
の
両
者
を
参
照
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
字
句
を
借
用
し
た

可
能
性
で
あ
り
︑
も
う
ひ
と
つ
は
李
素
甫
が
百
回
本
︵
ま
た
は
百
二
十
回
本
︶
を
底
本
と
し
︑
金
聖
嘆
が
﹁
元
宵
鬧
﹂
の
字
句
を
借
用
し
つ
つ
百

二
十
回
本
に
手
を
加
え
た
可
能
性
で
あ
る
︒
こ
の
二
つ
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
︑
次
章
で
詳
し
く
検
討
す
る
︒

小
説
技
巧
と
い
う
観
点
で
考
え
る
と
︑
①
~
③
の
字
句
が
一
致
す
る
方
が
反
詩
の
伏
線
と
し
て
の
機
能
が
発
揮
さ
れ
る
︒
そ
の
点
で
は
﹁
元
宵

鬧
﹂
に
お
い
て
は
反
詩
の
効
果
が
半
減
し
て
い
る
と
言
え
る
︒﹁
元
宵
鬧
﹂
の
底
本
が
ど
の
版
本
で
あ
れ
︑﹃
水
滸
伝
﹄
で
は
前
後
一
致
し
て
い

た
反
詩
の
字
句
を
あ
え
て
一
致
し
な
い
よ
う
に
改
変
し
た
理
由
は
考
察
し
が
た
い
︒﹁
元
宵
鬧
﹂
自
体
の
未
熟
さ
に
帰
結
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う

が
︑
テ
キ
ス
ト
が
伝
わ
る
過
程
で
②
の
字
句
の
み
が
書
き
換
え
ら
れ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
︒

尚
︑︻
百
回
本
・
百
二
十
回
本
③
︼・︻
金
聖
嘆
本
③
︼
の
後
半
二
句
が
︻
百
回
本
・
百
二
十
回
本
①
・
②
︼・︻
金
聖
嘆
本
①
・
②
︼
と
異
な
る

点
に
つ
い
て
は
︑
作
者
が
故
意
に
行
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒﹃
水
滸
伝
﹄
の
③
は
呉
用
が
李
固
に
口
頭
で
説
明
す
る
場
面
で
あ
る
た
め
︑
①
・

②
と
齟
齬
を
き
た
し
て
も
許
容
さ
れ
る
が
︑︻
元
宵
鬧
③
︼
で
は
李
固
が
反
詩
の
書
か
れ
た
壁
を
直
接
見
な
が
ら
解
説
し
て
い
る
た
め
に
︑
字
句

の
異
同
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
︒
③
の
字
句
に
つ
い
て
は
︑
元
末
明
初
・
無
名
氏
﹁
梁
山
七
虎
鬧
銅
台
﹂
雑
劇
に
見
え
る
反
詩
﹁
蘆
花
蕩
内
一
扁
舟
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俊
義
身
危
可
去
遊　

若
肯
山
中
尋
保
義　

那
時
方
斬
逆
賊
頭
︵(6)

蘆
の
花
が
咲
く
湖
に
は
一
艘
の
小
舟
が
浮
い
て
お
り
︑
俊
義
は
身
の
危
険
を
冒

し
て
訪
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
︒
も
し
進
ん
で
山
中
で
保
義
を
尋
ね
た
な
ら
ば
︑
そ
の
時
は
じ
め
て
逆
賊
の
頭
を
斬
る
こ
と
だ
ろ
う
︶﹂︿
二
﹀
の
第
四

句
﹁
那
時
方
斬
逆
賊
頭
﹂
が
後
に
﹃
水
滸
伝
﹄
に
取
り
込
ま
れ
︑﹁
反
時
須
斬
逆
臣
頭
﹂
に
改
変
さ
れ
た
と
さ
れ
る(7)

︒
ま
た
︑︻
百
回
本
・
百
二
十

回
本
③
︼
第
一
句
中
の
﹁
蕩
﹂
も
﹁
梁
山
七
虎
鬧
銅
台
﹂
以
来
︑
百
二
十
回
本
ま
で
継
承
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒

四
　「
元
宵
鬧
」
の
底
本

四
─
一
　
成
立
時
期
か
ら
の
考
察

　
﹁
元
宵
鬧
﹂
の
底
本
を
調
査
す
る
に
あ
た
っ
て
︑
ま
ず
﹁
元
宵
鬧
﹂
の
成
立
時
期
か
ら
考
察
を
試
み
る
︒

　
﹁
元
宵
鬧
﹂
の
作
者
に
つ
い
て
は
李
素
甫
説
と
朱
良
卿
︵
朱
佐
朝
︶
説
が
あ
る
︒
清
・
無
名
氏
﹃
伝
奇
彙
考
標
目
﹄
の
李
素
甫
の
項
目
に
は

﹁
元
宵
鬧　

一
云
:﹃
朱
良
卿
作
︒﹄﹂
と
あ
り(8)

︑
朱
良
卿
︵
朱
佐
朝
︶
の
項
目
に
も
﹁
元
宵
鬧
﹂
の
名
が
見
え
る(9)

︒﹃
伝
奇
彙
考
標
目
﹄
に
は
﹁
別

本
﹂︵
邵
氏
増
補
原
稿
本
︶
を
用
い
た
校
勘
記
が
あ
り
︑
朱
良
卿
の
項
目
に
は
﹁
元
宵
鬧
︙
︙
︒
方
蓮
英
事
︑
與
李
本
異(10)

﹂︑
李
素
甫
の
項
目
に

は
﹁
元
宵
鬧　

宋
江
事(11)

﹂
と
の
注
が
あ
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
李
素
甫
の
﹁
元
宵
鬧
﹂
と
は
別
に
朱
良
卿
の
﹁
元
宵
鬧
﹂
も
存
在
し
て
い
た
可
能

性
が
あ
る
︒
一
般
的
に
は
︑
傅
惜
華
氏
が
高
奕
﹃
伝
奇
品
﹄・
黄
文
暘
﹃
曲
海
目
﹄・
支
豊
宜
﹃
曲
目
表
﹄
各
書
の
朱
良
卿
の
作
品
目
録
に
﹁
元
宵

鬧
﹂
の
名
が
見
え
な
い
こ
と
か
ら
李
素
甫
の
作
品
だ
と
見
做
し
た
よ
う
に(12)

︑
李
素
甫
を
現
存
す
る
﹁
元
宵
鬧
﹂
の
作
者
と
す
る
説
が
有
力
で
あ

り
︑
本
稿
で
も
李
素
甫
説
に
従
う
︒﹁
元
宵
鬧
﹂
の
作
者
の
問
題
を
は
じ
め
︑﹁
元
宵
鬧
﹂
に
関
す
る
総
合
的
な
研
究
と
し
て
は
︑
聶
芸
﹁
明
代
水

滸
戯
︽
元
宵
鬧
︾
研
究
﹂︵
修
士
論
文
︑
河
北
師
範
大
学
︑
二
〇
一
六
年
︶
が
詳
し
く
︑
特
に
第
五
章
第
一
節
は
聶
氏
論
文
に
拠
っ
た
と
こ
ろ
が

大
き
い
︒

李
素
甫
の
生
卒
年
や
﹁
元
宵
鬧
﹂
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
︑
歴
代
の
戯
曲
集
で
は
情
報
が
錯
綜
す
る
︒﹃
伝
奇
彙
考
標
目
﹄
で
は
李
素
甫
を
明

代
の
人
物
と
す
る
が
︑
邵
氏
の
﹁
別
本
﹂
で
は
清
代
の
人
物
と
し
て
収
録
す
る(13)

︒
ま
た
︑﹃
重
訂
曲
海
総
目
﹄・﹃
曲
海
総
目
提
要
﹄・﹃
今
楽
考
証
﹄

は
﹁
元
宵
鬧
﹂︵
あ
る
い
は
別
名
の
﹁
玉
麒
麟
﹂︶
を
清
代
無
名
氏
の
作
と
し
て
収
録
す
る(14)

︒
鄭
振
鐸
氏
は
李
素
甫
を
阮
大
鋮
に
代
表
さ
れ
る
明
・
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天
啓
年
間
︵
一
六
二
一
─

一
六
二
七
︶
か
ら
清
・
康
煕
年
間
︵
一
六
六
二
─

一
七
二
二
︶
前
半
ま
で
の
劇
作
家
の
一
人
と
し
て
扱
い(15)

︑﹃
中
国
曲

学
大
辞
典
﹄
で
は
﹁
明
崇
禎
初
在
世
﹂
と
し(16)

︑
許
子
漢
氏
は
天
啓
・
崇
禎
年
間
︵
一
六
二
八
─

一
六
四
四
︶
か
ら
清
初
の
作
家
と
見
做
す(17)

な
ど
︑

い
ず
れ
も
具
体
的
な
生
卒
年
や
成
立
年
代
の
確
定
に
は
至
っ
て
い
な
い
︒
管
見
の
限
り
︑
程
華
平
﹃
明
清
伝
奇
雑
劇
編
年
史
﹄
だ
け
は
李
素
甫

を
﹁
約
崇
禎
初
年
在
世
﹂
と
し
︑
崇
禎
五
︵
一
六
三
二
︶
年
の
項
に
入
れ
る
︒
し
か
し
︑
崇
禎
五
年
の
項
に
入
れ
る
根
拠
が
示
さ
れ
な
い
上
に
︑

凡
例
に
﹁
年
之
不
能
定
而
僅
知
大
体
時
段
者
︑
則
在
相
応
的
朝
代
予
以
交
代
︵
年
が
確
定
で
き
ず
大
体
の
年
代
だ
け
判
明
し
て
い
る
も
の
は
︑
そ

れ
に
相
当
す
る
時
代
で
解
説
す
る(18)

︶﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
こ
れ
は
あ
く
ま
で
推
測
に
よ
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
だ
ろ
う
︒
以
上
の
点
か
ら
︑﹁
元
宵

鬧
﹂
の
成
立
年
代
は
早
く
て
天
啓
年
間
︑
遅
く
と
も
清
初
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

一
方
で
﹃
水
滸
伝
﹄
諸
版
本
の
刊
行
時
期
も
確
定
に
は
至
っ
て
い
な
い
︒
文
繁
本
と
し
て
は
現
存
最
古
の
完
本
で
あ
る
容
与
堂
本
︵
百
回
本
︶

の
版
本
の
う
ち
︑
内
閣
文
庫
所
蔵
本
の
序
に
は
万
暦
三
十
八
︵
一
六
一
〇
︶
年
の
日
付
が
あ
り
︑
こ
れ
が
容
与
堂
本
の
刊
行
年
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
て
い
る
︒
百
二
十
回
本
は
特
に
多
く
の
版
本
が
存
在
す
る
が
︑
そ
の
中
で
も
古
い
﹁
全
伝
本
﹂
に
崇
禎
元
︵
一
六
二
八
︶
年
か
ら
施
行
さ
れ
た

避
諱
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
崇
禎
元
年
以
降
の
刊
行
と
考
え
ら
れ
る
︒
金
聖
嘆
本
の
刊
行
年
間
に
つ
い
て
は
︑﹁
序
三
﹂
に
﹁
皇
帝
崇

禎
十
四
年
二
月
十
五
日
﹂
と
あ
り
︑
泰
昌
︵
一
六
二
〇
︶・
天
啓
・
崇
禎
年
間
の
避
諱
が
厳
格
に
施
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
︑
少
な
く
と
も
版
下
は

崇
禎
年
間
に
作
ら
れ
た
と
さ
れ
る(19)

︒

以
上
の
情
報
か
ら
︑
金
聖
嘆
本
と
﹁
元
宵
鬧
﹂
の
成
立
年
代
は
近
い
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
が
︑
両
者
の
前
後
関
係
の
断
定
は
難
し
い
︒
そ
の

た
め
続
い
て
は
テ
キ
ス
ト
比
較
を
通
し
て
﹁
元
宵
鬧
﹂
の
底
本
を
探
る
︒

四
─
二
　
テ
キ
ス
ト
比
較
か
ら
の
考
察

　
﹃
水
滸
伝
﹄
と
﹁
元
宵
鬧
﹂
の
テ
キ
ス
ト
比
較
か
ら
は
︑﹁
元
宵
鬧
﹂
の
底
本
に
関
す
る
手
掛
か
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
︒
ま
ず
︑
盧
俊
義
が

梁
山
泊
の
そ
ば
を
通
る
際
に
掲
げ
た
旗
に
書
か
れ
た
詩
の
字
句
を
例
に
挙
げ
る
︒
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︻
百
回
本
・
百
二
十
回
本
︼

慷
慨
北
京
盧
俊
義　

遠
駄
貨
物
離
鄕
地　

一
心
只
要
捉
強
人　

那
時
方
表
男
兒
志
︿
六
一
﹀

︻
元
宵
鬧
︼

慷
慨
北
京
盧
俊
義　

遠
駝
貨
物
離
鄕
地　

一
心
只
要
捉
強
人　

那
時
方
表
男
兒
志
︿
七
﹀

︻
金
聖
嘆
本
︼

慷
慨
北
京
盧
俊
義　

金
裝
玉
匝
來
深
地
　
太
平
車
子
不
空
回
　
收
取
此
山
奇
貨
去
︿
六
〇
﹀

︵
意
気
盛
ん
な
北
京
の
盧
俊
義
が
︑
黄
金
や
玉
を
身
に
着
け
奥
地
に
や
っ
て
来
た
︒
太
平
車
を
た
だ
で
引
き
返
す
つ
も
り
は
な
く
︑
こ
の
山

の
奇
貨
を
手
に
入
れ
て
帰
る
つ
も
り
だ
︒︶

　
﹁
元
宵
鬧
﹂
の
こ
の
詩
は
明
ら
か
に
百
回
本
︵
ま
た
は
百
二
十
回
本
︶
に
基
づ
い
て
お
り
︑
金
聖
嘆
本
の
字
句
を
参
照
し
た
形
跡
は
認
め
ら
れ

な
い
︒
こ
こ
に
金
聖
嘆
は
﹁
奇
貨
字
︑
又
用
得
妙
︵﹁
奇
貨
﹂
の
字
は
ま
た
用
い
方
が
素
晴
ら
し
い
︶﹂
と
い
う
夾
批
を
附
し
︑
梁
山
泊
好
漢
を

﹁
奇
貨
﹂
に
喩
え
た
点
に
注
目
す
る
︒
こ
の
箇
所
の
異
同
を
見
る
限
り
で
は
︑﹁
奇
貨
﹂
と
い
う
表
現
は
金
聖
嘆
本
独
自
の
も
の
か
と
も
思
え
る

が
︑﹁
元
宵
鬧
﹂
に
﹁
把
命
訣
爲
奇
貨
︑
首
做
梁
山
叛
逆
徒
︵︵
盧
俊
義
は
︶
命
を
絶
っ
て
奇
貨
と
な
り
︑
そ
の
首
は
梁
山
泊
の
逆
徒
と
な
っ
た
︶﹂

︿
一
五
﹀
と
い
う
燕
青
の
セ
リ
フ
が
あ
る
こ
と
か
ら
︑
梁
山
泊
好
漢
を
﹁
奇
貨
﹂
に
喩
え
た
﹁
元
宵
鬧
﹂
の
表
現
を
金
聖
嘆
が
借
用
し
た
と
も
推

測
さ
れ
る
︒

続
い
て
︑
晁
蓋
の
追
悼
の
際
に
大
円
法
師
が
盧
俊
義
の
名
を
口
に
し
た
場
面
の
一
節
を
示
す
︒

︻
百
二
十
回
本
﹇
百
回
本
﹈︼

宋
江
呉
用
聽
了
︑
猛
然
省
起
説
道
︑﹁
你
看
我
們
未
老
︑
却
恁
地
忘
事
︒
北
京
城
裏
﹇
裡
﹈
是
有
箇
﹇
個
﹈
盧
大
員
外
︑
雙
名
俊
義
︑
綽
號

玉
麒
麟
︑
是
河
北
三
絶
︑
祖
居
北
京
人
氏
︑
一
身
好
武
藝
︑
棍
棒
天
下
無
對
︒
梁
山
泊
寨
中
若
得
此
人
時
︑
何
怕
官
軍
緝
捕
、
豈
愁
兵
馬
來
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臨
︒﹂︿
六
〇
﹀

︻
元
宵
鬧
︼

︵
外
︵
筆
者
注
:
宋
江
︶︶
軍
師
︑
我
久
聞
河
北
有
個
盧
員
外
︑
雙
名
俊
義
︑
綽
號
玉
麒
麟
︒
膂
力
過
人
︑
熟
嫻
弓
馬
︑
文
武
俱
全
︑
萬
夫

莫
敵
︒
我
寨
中
若
得
此
人
上
山
︑
何
愁
官
軍
緝
捕
︒︿
三
﹀

︻
金
聖
嘆
本
︼

宋
江
聽
了
︑
猛
然
省
起
説
道
︑﹁
你
看
我
們
未
老
︑
却
恁
地
忘
事
︒
北
京
城
裏
是
有
箇
盧
大
員
外
︑
雙
名
俊
義
︑
綽
號
玉
麒
麟
︑
是
河
北
三

絶
︑
祖
居
北
京
人
氏
︑
一
身
好
武
藝
︑
棍
棒
天
下
無
對
︒
梁
山
泊
寨
中
若
得
此
人
時
︑
小
可
心
上
還
有
甚
麼
煩
惱
不
釋
︒﹂︿
五
九
﹀

︵
宋
江
は
聞
い
て
突
如
思
い
出
し
て
言
っ
た
︑﹁
ご
覧
の
通
り
我
々
は
ま
だ
老
い
た
わ
け
で
も
な
い
の
に
︑
ど
う
し
て
忘
れ
て
い
た
の
で
し

ょ
う
︒
北
京
城
に
は
盧
員
外
と
い
う
者
が
お
り
︑
名
は
二
字
で
俊
義
︑
渾
名
は
玉
麒
麟
︑
河
北
三
絶
の
一
人
で
︑
代
々
北
京
に
住
み
︑
武
芸

に
優
れ
︑
棍
棒
は
天
下
無
双
で
す
︒
梁
山
泊
の
山
寨
が
も
し
こ
の
人
物
を
得
た
な
ら
ば
︑
私
の
心
に
は
何
の
心
配
事
も
な
く
な
り
ま
す
︒﹂︶

　
﹁
元
宵
鬧
﹂
の
﹁
何
愁
官
軍
緝
捕
︵
ど
う
し
て
官
軍
の
追
捕
を
心
配
す
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
︶﹂
は
百
回
本
︵
ま
た
は
百
二
十
回
本
︶
の
﹁
何
怕

官
軍
緝
捕
︑
豈
愁
兵
馬
來
臨
︵
ど
う
し
て
官
軍
の
追
捕
を
恐
れ
︑
軍
隊
の
侵
攻
を
心
配
す
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
︶﹂
の
字
句
を
削
っ
た
も
の
で
あ

る
可
能
性
が
高
い
︒

次
の
例
も
︑﹁
元
宵
鬧
﹂
の
テ
キ
ス
ト
が
百
回
本
・
百
二
十
回
本
に
近
い
こ
と
を
示
す
︒

︻
百
二
十
回
本
﹇
百
回
本
﹈︼

呉
用
再
把
鐵
算
子
搭
了
一
回
︑
便
回
員
外
道
︑﹁
只
﹇
則
﹈
除
非
去
東
南
方
巽
地
上
一
千
里
之
外
︑
方
可
免
此
大
難
︑
雖
有
些
驚
恐
︑
却
不

傷
大
體
︒﹂︿
六
一
﹀

︻
元
宵
鬧
︼
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︵
末
︵
呉
用
︶︶
︙
︵
略
︶
︙
員
外
︑
幸
虧
天
恩
解
厄
︒
除
往
巽
方
千
里
之
外
︑
方
可
免
此
大
難
︒︿
四
﹀

︻
金
聖
嘆
本
︼

呉
用
再
把
鐵
算
子
搭
了
一
回
︑
沉
吟
自
語
道
︑﹁
只
除
非
去
東
南
方
巽
地
上
一
千
里
之
外
︑
可
以
免
此
大
難
︑
然
亦
還
有
驚
恐
︑
却
不
得
傷

大
體
︒﹂︿
六
〇
﹀

︵
呉
用
は
鉄
の
算
木
で
も
う
一
度
占
い
︑
考
え
な
が
ら
呟
い
た
︑﹁
東
南
の
方
角
︑
巽
に
千
里
以
上
行
け
ば
︑
こ
の
大
難
を
免
れ
ま
し
ょ

う
︒
し
か
ら
ば
恐
ろ
し
い
目
に
遭
お
う
と
も
︑
そ
の
お
体
が
傷
付
く
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
︒﹂︶

以
上
の
こ
と
か
ら
︑
百
回
本
︵
ま
た
は
百
二
十
回
本
︶
が
﹁
元
宵
鬧
﹂
の
底
本
で
あ
る
可
能
性
が
非
常
に
高
い
と
言
え
よ
う
︒
ま
た
そ
う
考
え

れ
ば
︑
反
詩
の
例
か
ら
︑
金
聖
嘆
本
の
成
立
過
程
に
お
い
て
﹁
元
宵
鬧
﹂
が
参
照
さ
れ
た
可
能
性
も
高
ま
る
︒

五
　
盧
俊
義
・
燕
青
形
象

五
―
一
　「
元
宵
鬧
」
に
お
け
る
盧
俊
義
・
燕
青
形
象

聶
氏
は
百
回
本
・﹁
元
宵
鬧
﹂
間
に
お
け
る
盧
俊
義
・
賈
氏
・
燕
青
・
蔡
福
の
形
象
の
変
化
に
つ
い
て
論
じ
て
お
り
︑
総
じ
て
﹁
元
宵
鬧
﹂
の

人
物
形
象
は
二
極
化
し
て
い
る
と
述
べ
る(20)

︒
盧
俊
義
形
象
は
﹁
頑
固
で
自
信
家
な
大
地
主
﹂
か
ら
﹁
報
国
の
志
士
﹂
に
︑
賈
氏
形
象
は
﹁
愛
情
を

得
ら
れ
な
い
こ
と
を
恨
み
に
思
う
婦
人
﹂
か
ら
﹁
淫
蕩
な
婦
人
﹂
に
︑
燕
青
形
象
は
﹁
利
発
な
義
子
﹂
か
ら
﹁
忠
実
な
召
使
い
﹂
に
︑
蔡
福
形
象

は
﹁
貪
欲
な
押
獄
﹂
か
ら
﹁
善
良
な
押
獄
﹂
に
変
化
し
て
お
り
︑
盧
俊
義
・
燕
青
・
蔡
福
は
﹁
忠
﹂
や
﹁
善
﹂
と
い
っ
た
中
国
の
伝
統
的
な
倫
理

的
審
美
観
念
に
合
う
形
象
が
意
識
さ
れ
︑
賈
氏
は
情
欲
に
溺
れ
る
反
倫
理
的
な
姿
が
強
調
さ
れ
る
と
指
摘
す
る(21)

︒
本
節
で
は
本
章
第
二
・
三
節
の

議
論
と
関
わ
る
﹁
元
宵
鬧
﹂
に
お
け
る
盧
俊
義
・
燕
青
形
象
に
つ
い
て
︑
聶
氏
の
分
析
を
中
心
に
述
べ
る
︒

ま
ず
盧
俊
義
形
象
に
つ
い
て
︑﹃
水
滸
伝
﹄
で
描
か
れ
る
盧
俊
義
に
は
自
尊
心
の
強
い
大
地
主
ら
し
さ
が
表
れ
る
と
さ
れ
る(22)

︒
一
方
で
﹁
元
宵

鬧
﹂
の
盧
俊
義
に
つ
い
て
聶
氏
は
︑
盧
俊
義
が
報
国
の
思
い
を
述
べ
た
り
︑
宋
江
の
籠
絡
に
対
し
て
﹁
礼
義
﹂・﹁
盗
泉
之
水
﹂・﹁
滔
天
大
逆
﹂・
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﹁
志
實
不
頽
﹂
と
い
っ
た
語
を
用
い
て
拒
絶
し
た
り
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
︑﹁
元
宵
鬧
﹂
の
盧
俊
義
は
国
に
対
す
る
﹁
忠
﹂
が
強
調
さ
れ
る
傾
向
に

あ
る
と
述
べ
る
︒
更
に
愛
国
志
士
と
い
う
盧
俊
義
形
象
に
は
国
家
危
急
の
明
末
に
生
き
た
作
者
自
身
の
姿
が
投
影
さ
れ
た
と
指
摘
す
る
︒

　
﹃
水
滸
伝
﹄
の
燕
青
形
象
に
つ
い
て
は
主
に
忠
心
の
篤
さ
と
賢
明
さ
︑
あ
る
い
は
多
芸
さ
に
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
多
い(23)

︒﹃
大
宋
宣
和
遺
事
﹄
や

元
雑
劇
以
降
の
燕
青
形
象
の
変
遷
に
関
す
る
研
究
も
あ
る(24)

が
︑﹁
元
宵
鬧
﹂
の
燕
青
を
詳
細
に
解
析
し
た
も
の
は
管
見
の
限
り
聶
氏
論
文
の
み
で

あ
る
︒

聶
氏
は
﹁
元
宵
鬧
﹂
の
燕
青
に
つ
い
て
︑
盧
俊
義
が
旅
立
つ
際
に
同
行
を
求
め
る
︑
盧
俊
義
の
帰
還
を
路
上
で
待
つ
と
い
っ
た
﹃
水
滸
伝
﹄
と

同
様
の
行
動
を
取
る
だ
け
で
な
く
︑
李
固
に
反
骨
の
相
が
あ
る
と
直
諫
す
る
な
ど
︑
忠
心
溢
れ
る
燕
青
像
が
描
か
れ
る
と
述
べ
る
︒
ま
た
︑
梁
山

泊
軍
と
交
戦
中
の
盧
俊
義
が
燕
青
に
助
け
を
求
め
て
い
る
と
い
う
李
固
の
噓
を
信
じ
て
助
け
に
向
か
う
描
写
に
は
︑﹃
水
滸
伝
﹄
に
見
ら
れ
る
よ

う
な
鋭
い
洞
察
力
や
判
断
力
は
な
い
も
の
の
︑
常
に
主
人
を
思
う
﹁
忠
僕
﹂
と
し
て
の
姿
が
描
か
れ
る
と
指
摘
す
る
︒
以
上
の
こ
と
か
ら
聶
氏

は
︑﹁
元
宵
鬧
﹂
の
燕
青
は
主
人
に
対
す
る
﹁
忠
﹂
が
強
調
さ
れ
る
と
す
る
︒

五
―
二
　
金
聖
嘆
本
に
お
け
る
盧
俊
義
形
象

盧
俊
義
の
国
に
対
す
る
﹁
忠
﹂
の
強
調
︑
燕
青
の
主
人
に
対
す
る
﹁
忠
﹂
の
強
調
と
い
う
傾
向
は
︑﹁
元
宵
鬧
﹂
だ
け
に
見
ら
れ
る
も
の
で
は

な
い
︒
ま
ず
金
聖
嘆
が
盧
俊
義
像
を
ど
う
捉
え
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
︑
金
聖
嘆
本
第
六
〇
回
回
初
総
評
か
ら
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
︒

寫
盧
員
外
別
呉
用
後
︑
作
書
空
咄
咄
之
狀
︑
此
正
白
絹
旗
︑
熟
麻
索
之
一
片
雄
心
︑
渾
身
絶
藝
︑
無
可
出
脱
︑
而
忽
然
受
算
命
先
生
之
所
感

觸
︑
因
擬
一
試
之
於
梁
山
︒
而
又
自
以
鴻
鵠
之
志
未
可
謀
之
燕
雀
︑
不
得
已
望
空
咄
咄
︑
以
自
決
其
心
也
︒
寫
英
雄
員
外
︑
正
應
作
如
此
筆

墨
︑
方
有
氣
勢
︒
俗
本
乃
改
作
誤
聽
呉
用
︑
寸
心
如
割
等
語
︑
一
何
醜
惡
至
此
︒︿
六
〇
総
評
﹀

︵
盧
員
外
が
呉
用
と
別
れ
た
の
ち
に
憂
い
嘆
く
様
子
を
描
く
︒
こ
れ
は
ま
さ
に
白
絹
の
旗
︵
に
書
か
れ
た
詩
︶
や
︵
好
漢
を
捕
ら
え
る
た
め

に
用
意
し
た
︶
麻
の
縄
に
表
れ
る
一
片
の
﹁
雄
心
﹂︑
全
身
に
漲
る
卓
絶
し
た
技
芸
を
有
す
る
が
︑
そ
れ
を
発
揮
で
き
ず
に
い
た
た
め
で
あ
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る
︒
し
か
し
突
然
占
い
師
に
触
発
さ
れ
た
た
め
に
︑
梁
山
泊
で
こ
れ
を
試
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
自
ら
﹁
鴻
鵠
の
志
﹂
は
燕
雀
と

謀
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
︑
天
を
仰
い
で
嘆
き
︑
自
ら
決
心
し
た
の
で
あ
る
︒﹁
英
雄
員
外
﹂
を
描
く
に
︑
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
筆
致

で
あ
り
︑
力
が
漲
っ
て
い
る
︒
俗
本
は
な
ん
と
盧
員
外
が
誤
っ
て
呉
用
に
従
う
よ
う
に
改
変
し
て
お
り
︑﹁
寸
心
如
割
﹂
な
ど
と
い
う
言
葉

は
︑
な
ん
と
も
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
醜
い
こ
と
よ
︒︶

こ
の
一
段
で
金
聖
嘆
は
︑
盧
俊
義
は
﹁
雄
心
﹂
や
﹁
鴻
鵠
の
志
﹂
を
遂
げ
ら
れ
な
い
こ
と
を
嘆
い
て
お
り
︵﹁
書
空
咄
咄
﹂︶︑
梁
山
泊
に
向
か

っ
た
の
は
呉
用
の
占
い
の
結
果
に
従
っ
た
の
で
は
な
く
︑
盧
俊
義
が
主
体
的
に
決
め
た
こ
と
だ
と
強
調
す
る
︒﹁
雄
心
﹂・﹁
鴻
鵠
の
志
﹂
が
指
す

も
の
に
つ
い
て
は
︑
の
ち
の
盧
俊
義
自
身
の
﹁
把
這
賊
首
解
上
京
師
︑
請
功
受
賞
︑
方
表
我
平
生
之
志
︵
こ
の
賊
の
首
領
を
都
に
連
行
し
︑
褒
美

を
賜
っ
て
は
じ
め
て
︑
私
の
か
ね
て
よ
り
の
志
を
遂
げ
ら
れ
る
の
だ
︶﹂︿
六
〇
﹀
と
い
う
セ
リ
フ
に
表
れ
て
い
る
︒

こ
の
総
評
の
よ
う
に
︑
金
聖
嘆
が
盧
俊
義
を
﹁
英
雄
員
外
﹂
と
評
し
た
例
は
六
例
あ
る
︒
尚
︑﹁
元
宵
鬧
﹂
と
の
文
言
の
比
較
が
可
能
な
場
合

に
限
り
︑﹁
元
宵
鬧
﹂
と
百
回
本
の
原
文
も
示
す
︒

︻
百
二
十
回
本
︼

盧
俊
義
答
禮
道
︑﹁
不
才
無
識
無
能
︑
誤
犯
虎
威
︑
萬
死
尚
輕
︑
何
故
相
戲
︒﹂︿
六
二
﹀

︻
金
聖
嘆
本
︼

盧
俊
義
大
笑
道
︑﹁
盧
某
昔
日
在
家
實
無
死
法
︑
盧
某
今
日
到
此
並
無
生
望
︒
要
殺
便
殺
︑
何
得
相
戲
︒﹂︿
六
一
﹀

︵
盧
俊
義
は
大
笑
い
し
て
言
っ
た
︑﹁
私
も
以
前
の
よ
う
に
家
に
お
り
ま
し
た
な
ら
︑
何
も
死
ぬ
わ
け
は
な
い
の
で
す
が
︑
今
日
こ
こ
に
来

た
以
上
︑
生
き
る
望
み
は
全
く
あ
り
ま
せ
ん
︒
殺
す
な
ら
殺
せ
ば
す
む
の
に
︑
ど
う
し
て
か
ら
か
っ
た
り
す
る
の
で
す
か
︒﹂︶　　
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︻
百
回
本
・
百
二
十
回
本
︼

盧
俊
義
回
説
︑﹁
寧
就
死
亡
︑
實
難
從
命
︒﹂︿
六
二
﹀

︻
元
宵
鬧
︼

︵
生
︵
盧
俊
義
︶︶
咳
︒
我
頭
可
斷
︑
志
實
不
頽
︑
決
難
從
命
︒︿
八
﹀

︻
金
聖
嘆
本
︼

盧
俊
義
道
︑﹁
住
口
︒
盧
某
要
死
極
易
︑
要
從
實
難
︒﹂︿
六
一
﹀

︵
盧
俊
義
は
言
っ
た
︑﹁
い
い
な
さ
ん
な
︒
私
は
死
ぬ
こ
と
な
ど
何
と
も
思
い
ま
せ
ん
が
︑
お
す
す
め
に
従
う
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
︒﹂︶

︻
百
二
十
回
本
﹇
百
回
本
﹈︼

盧
俊
義
道
︑﹁
小
可
在
此
不
妨
︒
只
恐
家
中
老
小
︑
不
知
﹇
家
中
︑
知
道
﹈
這
般
的
消
息
︒﹂︿
六
二
﹀

︻
元
宵
鬧
︼

︵
生
︶
我
在
此
不
妨
︑
只
是
家
中
懸
望
︑
將
何
以
慰
︒︿
八
﹀

︻
金
聖
嘆
本
︼

盧
俊
義
道
︑﹁
頭
領
既
留
盧
某
不
住
︑
何
不
便
放
下
山
︒
實
恐
家
中
老
小
︑
不
知
這
般
消
息
︒﹂︿
六
一
﹀

︵
盧
俊
義
は
言
っ
た
︑﹁
私
を
引
き
留
め
な
い
な
ら
︑
ど
う
し
て
下
山
さ
せ
て
は
く
だ
さ
ら
な
い
の
で
す
か
︒
家
の
者
た
ち
が
こ
ん
な
こ
と

と
は
知
ら
ず
に
心
配
し
て
お
り
ま
し
ょ
う
︒﹂︶

︻
百
二
十
回
本
﹇
百
回
本
﹈︼

盧
俊
義
分
付
李
固
道
︑﹁
我
的
苦
︑
你
都
知
了
︒
你
回
家
中
︑
説
與
﹇
分
付
﹈
娘
子
不
要
憂
心
︒
我
過
三
五
日
便
回
也
︒﹂︿
六
二
﹀
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︻
元
宵
鬧
︼

︵
生
︶
李
固
過
來
︒
你
先
回
去
︒
我
只
在
旬
日
後
︑
便
歸
︒
家
中
事
體
︑
仍
舊
管
理
︑
不
得
有
誤
︒︿
八
﹀

︻
金
聖
嘆
本
︼

盧
俊
義
分
付
李
固
道
︑﹁
我
的
苦
︑
你
都
知
了
︒
你
回
家
中
︑
説
與
娘
子
不
要
憂
心
︒
我
若
不
死
︑
可
以
回
來
︒﹂︿
六
一
﹀

︵
盧
俊
義
は
李
固
に
言
い
付
け
た
︑﹁
私
の
難
儀
は
︑
お
ま
え
も
知
っ
て
の
通
り
だ
︒
家
に
戻
っ
た
ら
妻
に
心
配
す
る
な
と
伝
え
て
く
れ
︒

死
な
な
け
れ
ば
︑
帰
れ
る
だ
ろ
う
︒﹂︶

︻
百
二
十
回
本
︼

盧
俊
義
説
道
︑﹁
感
承
衆
頭
領
好
意
相
留
︑
只
是
小
可
度
日
如
年
︒
今
日
告
辭
︒﹂︿
六
二
﹀

︻
金
聖
嘆
本
︼

盧
俊
義
説
道
︑﹁
感
承
衆
頭
領
不
殺
︑
但
盧
某
殺
了
倒
好
罷
休
︑
不
殺
便
是
度
日
如
年
︒
今
日
告
辭
︒﹂︿
六
一
﹀

︵
盧
俊
義
が
言
っ
た
︑﹁
頭
領
の
皆
さ
ん
が
私
を
殺
さ
な
い
で
く
れ
た
こ
と
は
感
謝
し
ま
す
︒
し
か
し
私
は
殺
し
て
く
れ
た
方
が
い
っ
そ
の

こ
と
さ
っ
ぱ
り
で
き
た
で
し
ょ
う
が
︑
殺
し
て
く
れ
な
い
の
で
一
日
が
一
年
の
よ
う
に
長
く
感
じ
ら
れ
ま
す
︒
本
日
お
暇
い
た
し
ま
す
︒﹂︶

︻
百
二
十
回
本
︼

盧
俊
義
推
道
︑﹁
非
是
盧
某
説
口
︑
金
帛
錢
財
︑
家
中
頗
有
︑
但
得
到
北
京
盤
纏
足
矣
︑
賜
與
之
物
︑
決
不
敢
受
︒﹂︿
六
二
﹀

︻
金
聖
嘆
本
︼

盧
俊
義
笑
道
︑﹁
山
寨
之
物
︑
從
何
而
來
︑
盧
某
好
受
︒
若
無
盤
纏
︑
如
何
回
去
︑
盧
某
好
却
︒
但
得
度
到
北
京
︑
其
餘
也
是
無
用
︒﹂︿
六
一
﹀

︵
盧
俊
義
は
笑
っ
て
言
っ
た
︑﹁
山
寨
の
物
は
ど
こ
か
ら
来
た
も
の
で
す
か
︒
私
は
受
け
取
り
か
ね
ま
す
︒
も
し
路
銀
が
な
く
︑
ど
の
よ
う

に
帰
る
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
と
も
︑
私
は
お
断
り
し
ま
す
︒
北
京
大
名
府
に
到
着
で
き
さ
え
す
れ
ば
︑
そ
れ
以
上
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
︒﹂︶



─ 50─ （195）

金
聖
嘆
本
の
盧
俊
義
の
口
調
は
百
二
十
回
本
に
比
べ
て
激
し
く
厳
し
い
︒﹁
英
雄
員
外
﹂
と
の
評
語
が
出
現
す
る
箇
所
全
て
で
改
変
が
見
ら
れ

る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
︒
こ
れ
ら
の
場
面
に
は
﹁
數
語
畫
出
一
位
英
雄
員
外
︵
こ
の
数
語
は
英
雄
員
外
を
描
き
出
す
︶﹂︑﹁
到
底
是
英
雄
員
外

語
︵
ま
っ
た
く
も
っ
て
英
雄
員
外
の
言
葉
で
あ
る
︶﹂︑﹁
英
雄
員
外
到
底
不
作
軟
語
︵
英
雄
員
外
は
軟
弱
な
言
葉
を
ま
っ
た
く
も
っ
て
発
す
る
こ

と
が
な
い
︶﹂
と
い
っ
た
夾
批
が
繰
り
返
し
見
ら
れ
る
︒
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
宋
江
か
ら
の
入
山
の
誘
い
を
拒
否
す
る
盧
俊
義
の
セ
リ
フ
で
あ

る
︒
金
聖
嘆
が
称
揚
す
る
の
は
︑
一
貫
し
て
勧
誘
を
突
っ
撥
ね
る
毅
然
と
し
た
態
度
︑
強
固
な
意
志
に
裏
打
ち
さ
れ
た
力
強
い
言
葉
で
あ
る
︒
ま

た
︑
最
後
の
例
に
は
﹁
數
語
寫
得
進
以
禮
︑
退
以
義
︒
綽
綽
有
餘
︑
眞
乃
英
雄
員
外
︵
こ
の
数
語
に
は
盧
俊
義
が
礼
と
義
で
も
っ
て
出
処
進
退
を

決
す
る
姿
を
描
く
︒
余
裕
の
あ
る
さ
ま
は
︑
ま
こ
と
に
英
雄
員
外
で
あ
る
︶﹂
と
い
う
夾
批
が
附
せ
ら
れ
︑
た
と
え
梁
山
泊
相
手
で
あ
っ
て
も
礼

や
義
を
忘
れ
ず
︑
金
銭
的
の
み
な
ら
ず
精
神
的
に
も
余
裕
が
あ
る
盧
俊
義
を
﹁
英
雄
﹂
だ
と
称
賛
す
る
︒

そ
の
他
︑﹁
英
雄
員
外
﹂
は
見
え
な
い
が
︑
次
の
よ
う
な
改
変
例
も
あ
る
︒

︻
百
回
本
・
百
二
十
回
本
︼

盧
俊
義
答
道
︑﹁
頭
領
差
矣
︒
小
可
身
無
罪
累
︑
頗
有
些
少
家
私
︒
生
爲
大
宋
人
︑
死
爲
大
宋
鬼
︒
寧
死
實
難
聽
從
︒﹂
呉
用
幷
衆
頭
領
一
箇

箇
説
︑
盧
俊
義
越
不
肯
落
草
︒︿
六
二
﹀

︻
元
宵
鬧
︼

︵
生
︶
念
俊
義
雖
係
鄙
夫
︑
粗
知
禮
義
︒
其
盗
泉
之
水
︑
尚
潔
不
飲
︑
焉
肯
就
此
滔
天
大
逆
︑
以
玷
終
身
︑
惟
義
士
諒
之
︒︿
八
﹀

︻
金
聖
嘆
本
︼

盧
俊
義
道
︑﹁
咄
︒
頭
領
差
矣
︒
盧
某
一
身
無
罪
︑
薄
有
家
私
︒
生
爲
大
宋
人
︑
死
爲
大
宋
鬼
︒
若
不
提
起
忠
義
兩
字
︑
今
日
還
胡
亂
飲
此

一
杯
︒
若
是
説
起
忠
義
來
時
︑
盧
某
頭
頸
熱
血
可
以
便
濺
此
處
︒﹂︿
六
一
﹀

︵
盧
俊
義
は
言
っ
た
︑﹁
な
ん
と
︑
頭
領
そ
れ
は
違
い
ま
す
︒
私
は
罪
を
犯
し
た
こ
と
も
な
く
︑
家
に
は
い
く
ら
か
財
産
も
あ
り
ま
す
︒
生
き
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て
は
大
宋
の
人
と
な
り
︑
死
し
て
は
大
宋
の
鬼
と
な
る
の
が
私
の
願
い
で
す
︒
も
し
﹁
忠
義
﹂
の
二
字
を
持
ち
出
さ
な
い
の
で
し
た
ら
︑
今
日
は

お
酒
を
頂
戴
し
ま
す
が
︑
忠
義
の
こ
と
が
話
題
に
な
る
の
で
し
た
ら
︑
私
の
首
の
熱
い
血
を
こ
の
場
に
流
し
ま
し
ょ
う
︒﹂︶

こ
の
盧
俊
義
の
セ
リ
フ
に
は
︑
梁
山
泊
頭
領
で
あ
る
宋
江
が
国
家
へ
の
忠
義
を
語
る
こ
と
に
対
す
る
明
確
な
嫌
悪
感
が
表
れ
る
︒
こ
こ
に
は

﹁
只
一
字
︑
便
令
談
忠
説
義
人
驚
心
奪
魄
︵
た
だ
こ
の
一
字
︵
=
咄
︶
は
︑
す
ぐ
に
忠
義
を
語
る
人
を
縮
み
上
が
ら
せ
る
︶﹂︑﹁
宋
江
開
口
説
忠

義
︑
員
外
却
接
口
説
差
矣
︑
妙
絶
︵
宋
江
は
口
を
開
い
て
﹁
忠
義
﹂
と
言
い
︑
員
外
が
続
け
て
﹁
差
矣
﹂
と
言
う
の
は
︑
素
晴
ら
し
い
︶﹂
と
い

う
評
語
が
見
え
る
︒
金
聖
嘆
が
宋
江
の
偽
善
的
・
欺
瞞
的
態
度
に
極
め
て
批
判
的
で
あ
る
こ
と
は
か
ね
て
よ
り
指
摘
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り(25)

︑
盗
賊

の
首
領
で
あ
る
宋
江
が
忠
義
を
語
る
こ
と
に
対
す
る
盧
俊
義
の
激
し
い
反
感
は
ま
さ
に
金
聖
嘆
の
気
持
ち
を
代
弁
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ

う
︒
盧
俊
義
が
好
漢
た
ち
の
処
刑
の
夢
を
見
る
と
い
う
金
聖
嘆
本
の
結
末
も
︑
金
聖
嘆
の
代
弁
者
と
し
て
の
役
割
を
与
え
ら
れ
た
結
果
な
の
か
も

し
れ
な
い
︒
こ
の
一
連
の
場
面
に
見
ら
れ
る
盧
俊
義
の
﹁
忠
﹂
の
強
調
は
︑
忠
義
を
語
る
宋
江
像
へ
の
否
定
的
な
評
価
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
︒

そ
し
て
梁
山
泊
へ
の
入
山
に
対
す
る
強
烈
な
拒
絶
反
応
︑
国
家
へ
の
﹁
忠
﹂
を
重
ん
じ
る
盧
俊
義
像
は
﹁
元
宵
鬧
﹂
の
傾
向
と
一
致
す
る
︒

五
―
三
　
金
聖
嘆
本
に
お
け
る
燕
青
形
象

金
聖
嘆
は
盧
俊
義
に
対
す
る
燕
青
の
﹁
忠
﹂
に
度
々
言
及
し
︑
そ
れ
を
評
価
す
る(26)

︒
金
聖
嘆
が
燕
青
の
泣
き
描
写
に
手
を
加
え
︑
彼
の
﹁
忠
﹂

を
強
調
し
た
点
に
つ
い
て
は
︑
拙
稿
﹁
金
聖
嘆
本
﹃
水
滸
伝
﹄
の
泣
き
描
写
と
批
評
﹂︵﹃
慶
應
義
塾
中
国
文
学
会
報
﹄
第
四
号
︑
二
〇
二
〇
年
三

月
︶
で
詳
し
く
論
じ
た
が
︑
本
稿
で
は
盧
俊
義
が
災
厄
を
逃
れ
る
た
め
に
家
を
出
発
す
る
場
面
を
示
す
︒

︻
百
二
十
回
本
︼

分
付
娘
子
︑﹁
好
生
看
家
︒
多
便
三
箇
月
︑
少
只
四
五
十
日
便
回
︒﹂
賈
氏
道
︑﹁
丈
夫
路
上
小
心
︑
頻
寄
書
信
回
來
︒﹂
説
罷
︑
燕
青
在
面
前

拜
了
︒︿
六
一
﹀
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︻
金
聖
嘆
本
︼

分
付
娘
子
︑﹁
好
生
看
家
︒
多
便
三
箇
月
︑
少
只
四
五
十
日
便
回
︒﹂
賈
氏
道
︑﹁
丈
夫
路
上
小
心
︑
頻
寄
書
信
回
來
︒﹂
説
罷
︑
燕
青
流
淚
拜

別
︒︿
六
〇
﹀

︵﹁
家
の
こ
と
は
頼
む
︒
長
く
て
三
月
︑
早
け
れ
ば
四
︑
五
十
日
で
戻
る
﹂
と
妻
に
言
い
つ
け
た
︒
賈
氏
は
言
っ
た
︑﹁
あ
な
た
︑
道
中
お
気

を
つ
け
く
だ
さ
い
︒
手
紙
を
何
度
も
お
寄
せ
く
だ
さ
い
︒﹂
言
い
終
わ
る
と
︑
燕
青
は
涙
を
流
し
て
別
れ
の
挨
拶
を
し
た
︒︶

百
二
十
回
本
で
は
た
だ
拝
礼
し
て
盧
俊
義
を
見
送
る
燕
青
だ
が
︑
金
聖
嘆
本
で
は
涙
を
流
す
︒
こ
の
場
面
に
﹁
寫
娘
子
昨
日
流
淚
︑
今
日
不
流

淚
也
︑
却
恐
不
甚
明
顯
︑
又
特
地
緊
接
燕
青
流
淚
︑
以
形
擊
之
︵
賈
氏
は
昨
日
涙
を
流
し
︑
今
日
は
涙
を
流
さ
な
い
が
︑
こ
れ
は
お
そ
ら
く
あ
ま

り
明
確
に
な
っ
て
は
い
な
い
︒
そ
の
た
め
わ
ざ
わ
ざ
続
け
て
燕
青
に
涙
を
流
さ
せ
て
︑
そ
れ
で
も
っ
て
賈
氏
を
攻
撃
し
て
い
る
の
だ
︶﹂
と
い
う

夾
批
が
あ
る
︒﹁
寫
娘
子
昨
日
流
淚
﹂
と
い
う
の
は
︑
盧
俊
義
に
先
立
っ
て
出
発
し
た
李
固
を
見
送
り
な
が
ら
賈
氏
が
泣
い
た
こ
と
を
指
す
︒
金

聖
嘆
は
燕
青
を
泣
か
せ
る
こ
と
で
︑
李
固
に
対
し
て
は
泣
き
︑
盧
俊
義
に
対
し
て
は
泣
か
な
い
賈
氏
の
不
貞
さ
を
際
立
た
せ
た
と
同
時
に
︑
燕
青

の
盧
俊
義
を
心
配
す
る
気
持
ち
︑
つ
ま
り
主
人
へ
の
﹁
忠
﹂
を
強
調
し
た
︒
こ
の
よ
う
な
燕
青
の
﹁
忠
﹂
の
強
調
を
意
図
し
た
改
変
は
散
見
さ

れ
︑
こ
れ
は
先
述
の
如
く
﹁
元
宵
鬧
﹂
と
共
通
す
る
傾
向
で
あ
る
︒
尚
︑
賈
氏
の
不
貞
さ
の
強
調
も
﹁
元
宵
鬧
﹂
の
賈
氏
形
象
の
特
徴
と
共
通
す

る
が
︑
こ
の
他
に
賈
氏
の
不
貞
さ
の
強
調
を
意
図
し
た
金
聖
嘆
の
改
変
は
ほ
ぼ
見
ら
れ
な
い(27)

︒

　
﹁
元
宵
鬧
﹂
の
燕
青
形
象
と
の
共
通
性
が
見
出
だ
せ
る
他
の
例
と
し
て
︑
盧
家
を
追
放
さ
れ
た
燕
青
が
盧
俊
義
と
路
上
で
再
会
す
る
場
面
が
あ

る
︒
燕
青
の
追
放
後
の
経
緯
に
つ
い
て
︑
金
聖
嘆
本
第
六
一
回
回
初
総
評
に
﹁
讀
俗
本
至
小
乙
求
乞
︑
不
勝
筆
墨
疏
略
之
疑
︒
竊
謂
以
彼
其
人
︑

即
何
至
無
術
自
資
︑
乃
萬
不
得
已
而
且
出
於
求
乞
︒
既
讀
古
本
︑
而
始
流
淚
歎
息
也
︵
俗
本
を
読
む
と
燕
青
が
乞
食
に
な
る
に
至
る
ま
で
︑
筆
致

が
粗
略
で
あ
る
と
い
う
疑
念
に
堪
え
な
い
︒
思
う
に
そ
の
人
は
︑
ど
う
し
て
自
ら
稼
ぐ
術
が
な
く
な
り
︑
や
む
を
得
ず
乞
食
を
す
る
こ
と
に
な
っ

た
の
か
︒
古
本
を
読
む
と
︑
涙
が
流
れ
て
溜
息
が
出
始
め
る
︶﹂
と
あ
り
︑
金
聖
嘆
が
﹁
俗
本
﹂
つ
ま
り
百
二
十
回
本
の
燕
青
が
乞
食
を
す
る
に

至
る
ま
で
の
記
述
の
粗
略
さ
に
不
満
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
︒
実
際
に
百
二
十
回
本
と
金
聖
嘆
本
と
を
比
較
す
る
と
改
変
が
見
ら
れ
る
︒
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︻
百
二
十
回
本
︼

他
已
和
娘
子
做
了
一
路
︑
嗔
怪
燕
青
違
拗
︑
將
我
趕
逐
出
門
。
將
一
應
衣
服
盡
行
奪
了
、
趕
出
城
外
︒
更
兼
分
付
一
應
親
戚
相
識
︑
但
有
人

安
着
燕
青
在
家
歇
的
︑
他
便
捨
半
箇
家
私
和
他
打
官
司
︒
因
此
︑
無
人
敢
着
小
乙
︒
在
城
中
安
不
得
身
︑
只
得
來
城
外
求
乞
度
日
︑
權
在
菴

内
安
身
。
正
要
徃
梁
山
泊
尋
覓
主
人
、
又
不
敢
造
次
︒︿
六
二
﹀

︻
金
聖
嘆
本
︼

他
已
和
娘
子
做
了
一
路
︑
嗔
怪
燕
青
違
拗
︑
將
一
房
家
私
、
盡
行
封
了
、
趕
出
城
外
︒
更
兼
分
付
一
應
親
戚
相
識
︑
但
有
人
安
着
燕
青
在
家

歇
的
︑
他
便
捨
半
箇
家
私
和
他
打
官
司
︒
因
此
︑
小
乙
城
中
安
不
得
身
︑
只
得
來
城
外
求
乞
度
日
︒
小
乙
非
是
飛
不
得
別
處
去
、
只
爲
深
知

主
人
必
不
落
草
、
故
此
忍
這
殘
喘
、
在
這
里
候
見
主
人
一
面
︒︿
六
一
﹀

︵
あ
い
つ
︵
=
李
固
︶
は
も
う
奥
様
と
夫
婦
気
取
り
で
︑
私
が
言
う
こ
と
を
聞
か
な
い
の
に
腹
を
立
て
︑
私
の
持
物
を
残
ら
ず
取
り
上
げ

て
︑
私
を
城
外
に
追
放
し
ま
し
た
︒
そ
の
う
え
親
類
や
知
人
た
ち
に
︑
私
を
家
に
引
き
入
れ
て
泊
め
る
者
は
︑
た
と
え
財
産
の
半
分
を
使
っ

て
も
訴
え
る
と
触
れ
回
っ
た
の
で
︑
私
は
城
内
に
は
身
を
落
ち
着
け
る
場
所
も
な
く
︑
仕
方
な
く
城
外
で
乞
食
を
し
て
暮
ら
し
て
い
ま
し

た
︒
私
は
よ
そ
の
土
地
に
高
飛
び
で
き
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
︑
ご
主
人
が
決
し
て
落
草
な
ど
し
な
い
こ
と
を
よ
く
分
か
っ
て
お
り

ま
す
の
で
︑
な
ん
と
か
命
を
な
が
ら
え
︑
一
目
お
会
い
で
き
る
よ
う
に
こ
こ
で
お
待
ち
申
し
上
げ
て
お
り
ま
し
た
︒︶

両
版
本
の
燕
青
は
い
ず
れ
も
城
外
に
追
放
さ
れ
︑
物
乞
い
を
し
て
過
ご
し
た
が
︑
そ
の
場
に
留
ま
っ
て
い
た
理
由
は
異
な
る
︒
百
二
十
回
本
の

燕
青
が
盧
俊
義
を
探
し
に
梁
山
泊
に
向
か
う
の
を
躊
躇
し
︑
致
し
方
な
く
そ
の
場
に
留
ま
っ
て
い
た
一
方
で
︑
金
聖
嘆
本
の
燕
青
は
盧
俊
義
が
落

草
す
る
は
ず
な
い
と
信
じ
て
︑
敢
え
て
盧
俊
義
が
通
る
は
ず
の
こ
の
場
所
に
留
ま
っ
て
主
人
を
待
っ
て
い
た
︒
つ
ま
り
︑
盧
俊
義
に
会
う
た
め
に

積
極
的
に
そ
の
場
に
留
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
改
変
で
︑
主
人
を
信
じ
抜
く
燕
青
の
﹁
忠
﹂
の
篤
さ
と
彼
の
主
体
性
が
強
調
さ
れ
る
︒

　
﹁
元
宵
鬧
﹂
で
は
燕
青
追
放
の
経
緯
が
大
幅
に
増
大
し
て
描
か
れ
て
い
る
︒
燕
青
は
女
中
の
春
英
か
ら
李
固
と
賈
氏
の
姦
通
の
事
実
を
聞
い
て
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賈
氏
を
問
い
質
す
が
︑
賈
氏
は
怒
っ
て
燕
青
に
﹁
官
休
︵
盧
俊
義
と
共
に
告
発
さ
れ
て
死
罪
と
な
る
︶﹂
か
﹁
私
休
︵
身
ひ
と
つ
で
家
か
ら
追
放

さ
れ
る
︶﹂
の
ど
ち
ら
か
を
選
ぶ
よ
う
脅
迫
す
る
︒
仕
方
な
く
燕
青
は
﹁
私
休
﹂
を
選
び
︑
家
か
ら
追
放
さ
れ
る
︒
賈
氏
は
春
英
に
命
じ
て
燕
青

を
家
に
匿
わ
な
い
よ
う
触
れ
回
る
︒
こ
の
時
点
で
燕
青
は
盧
俊
義
に
道
で
会
え
た
ら
泣
い
て
訴
え
よ
う
と
決
心
す
る
︿
十
二
﹀︒
そ
の
後
燕
青
は

昼
に
は
野
鳥
を
狩
り
︑
夜
に
は
古
廟
で
過
ご
し
て
い
た
︒
そ
の
場
所
は
梁
山
泊
へ
続
く
道
だ
っ
た
の
で
︑
も
し
盧
俊
義
に
会
え
た
ら
︑
盧
俊
義
が

賈
氏
ら
の
毒
手
に
遭
わ
な
い
よ
う
に
訴
え
る
つ
も
り
で
い
た
︒
す
る
と
そ
こ
に
盧
俊
義
が
通
り
か
か
る
︿
十
五
﹀︒
こ
こ
の
経
緯
か
ら
︑
燕
青
は

盧
俊
義
に
会
う
た
め
に
梁
山
泊
に
繋
が
る
こ
の
場
所
に
主
体
的
に
留
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
こ
の
点
は
金
聖
嘆
本
と
共
通
す
る
︒

﹁
元
宵
鬧
﹂
と
同
様
に
盧
俊
義
と
燕
青
の
入
山
の
物
語
を
題
材
と
し
た
﹁
梁
山
七
虎
鬧
銅
台
﹂
雑
劇
で
は
︑
燕
青
が
追
放
さ
れ
乞
食
を
し
て
過

ご
す
経
緯
は
描
か
れ
な
い
︒
現
存
す
る
水
滸
戯
で
こ
の
経
緯
を
描
く
も
の
が
﹁
元
宵
鬧
﹂
の
み
で
あ
る
こ
と
︑
金
聖
嘆
が
燕
青
追
放
後
の
経
緯
及

び
彼
の
﹁
忠
﹂
の
精
神
に
注
目
し
て
い
た
こ
と
︑
そ
し
て
反
詩
の
字
句
異
同
の
状
況
な
ど
か
ら
考
え
る
に
︑
燕
青
形
象
や
燕
青
追
放
後
の
経
緯
に

関
し
て
︑﹁
元
宵
鬧
﹂
が
金
聖
嘆
本
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
︒

六
　
結
語

　

本
稿
で
は
盧
俊
義
故
事
に
見
え
る
反
詩
の
字
句
異
同
の
問
題
を
端
緒
と
し
て
︑﹁
元
宵
鬧
﹂
と
金
聖
嘆
本
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
検
討
し
た
︒

成
立
年
代
か
ら
両
者
の
関
係
性
を
証
明
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
︑
本
文
異
同
か
ら
︑﹁
元
宵
鬧
﹂
が
基
づ
い
た
版
本
は
百
回
本
あ
る
い
は
百
二
十

回
本
で
あ
り
︑
金
聖
嘆
は
﹁
元
宵
鬧
﹂
を
参
照
し
︑﹁
元
宵
鬧
﹂
の
表
現
を
借
用
し
た
と
い
う
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
盧
俊
義
・

燕
青
の
人
物
形
象
に
も
両
者
に
共
通
す
る
傾
向
が
あ
る
の
み
な
ら
ず
︑
百
回
本
や
百
二
十
回
本
に
は
詳
細
に
は
描
か
れ
ず
︑﹁
元
宵
鬧
﹂
に
の
み

描
写
さ
れ
る
燕
青
追
放
の
経
緯
に
つ
い
て
金
聖
嘆
自
身
が
評
語
で
言
及
し
た
点
な
ど
か
ら
も
︑
金
聖
嘆
本
が
﹁
元
宵
鬧
﹂
の
影
響
を
受
け
た
こ
と

は
十
分
に
考
え
ら
れ
る(28)

︒
こ
の
こ
と
は
金
聖
嘆
本
成
立
過
程
の
解
明
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
︒
金
聖
嘆
が
﹁
元
宵
鬧
﹂
を
参
照
し
︑﹃
水

滸
伝
﹄
批
評
に
反
映
さ
せ
た
な
ら
ば
︑
盧
俊
義
故
事
に
限
ら
ず
︑
そ
の
他
の
内
容
に
お
い
て
も
戯
曲
と
批
評
と
の
関
連
性
を
探
る
価
値
は
あ
る
と

言
え
よ
う
︒
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注(1) 
竹
下
咲
子
﹁
金
聖
歎
批
評
の
源
流
を
探
る
─
百
二
十
回
本
﹃
水
滸
傳
﹄
李
卓
吾
批
評
を
中
心
に
─
﹂︵﹃
和
漢
語
文
研
究
﹄
第
七
号
︑
二
〇
〇
九
年

十
一
月
︶
な
ど
参
照
︒

(2) 

小
松
謙
﹃
水
滸
傳
と
金
瓶
梅
の
研
究
﹄︵
汲
古
書
院
︑
二
〇
二
〇
年
︶
二
八
─

三
六
・
二
四
八
頁
な
ど
参
照
︒

(3) 

本
稿
で
用
い
る
テ
キ
ス
ト
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒︻
百
回
本
︼:﹃
明
容
与
堂
刻
水
滸
伝
﹄︵
上
海
人
民
出
版
社
︑
一
九
七
五
年
︶︒︻
百
二
十
回
本
︼:

宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
本
︵﹁
徳
山
毛
利
本
﹂︶︒︻
金
聖
嘆
本
︼:﹃
第
五
才
子
書
施
耐
庵
水
滸
伝
﹄︵
中
華
書
局
︑
一
九
七
五
年
︶︒︻
元
宵
鬧
︼:
古
本
戯
曲

叢
刊
編
輯
委
員
会
﹃
古
本
戯
曲
叢
刊
二
集
﹄︵
国
家
図
書
館
出
版
社
︑
二
〇
一
六
年
︶︒
傅
惜
華
氏
に
よ
れ
ば
︑﹃
古
本
戯
曲
叢
刊
﹄
所
収
の
﹁
元
宵
鬧
﹂

は
︑
唯
一
現
存
す
る
清
・
雍
正
年
間
の
抄
本
を
書
き
写
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
︵
傅
惜
華
﹃
水
滸
戯
曲
集
第
二
集
﹄︵
上
海
古
籍
出
版
社
︑
一
九
八
五

年
︶﹁
題
記
﹂︵
八
─

九
頁
︶
参
照
︶︑
程
華
平
氏
に
よ
れ
ば
︑﹃
古
本
戯
曲
叢
刊
﹄
は
許
之
衡
飲
流
斎
鈔
校
本
を
影
印
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
︵
程
華

平
﹃
明
清
伝
奇
雑
劇
編
年
史
﹄︵
上
海
人
民
出
版
社
︑
二
〇
二
〇
年
︶
八
六
四
頁
参
照
︶︒
尚
︑
複
数
版
本
の
原
文
を
並
べ
て
引
用
す
る
際
に
は
金
聖
嘆

本
の
和
訳
の
み
示
す
︒
金
聖
嘆
本
の
和
訳
は
佐
藤
一
郎
訳
﹃
世
界
文
学
全
集
水
滸
伝
﹄︵
集
英
社
︑
一
九
七
九
年
︶
に
基
づ
き
︑
適
宜
筆
者
が
改
め
た
︒

そ
の
他
の
和
訳
は
拙
訳
に
よ
る
︒

(4) 

注
(3)
傅
氏
前
掲
書
で
は
﹁
反
躬
逃
難
必
無
憂
﹂
に
作
る
︵
三
一
八
頁
参
照
︶︒
本
書
所
収
の
﹁
元
宵
鬧
﹂
は
許
之
衡
飲
流
斎
鈔
校
本
に
校
訂
を
加
え
た

も
の
で
あ
る
︵﹁
題
記
﹂︵
八
─

九
頁
︶
参
照
︶︒

(5) 

小
松
謙
﹃
中
國
白
話
文
學
研
究
─
演
劇
と
小
說
の
關
わ
り
か
ら
─
﹄︵
汲
古
書
院
︑
二
〇
一
六
年
︶
二
〇
六
頁
︑
鶴
田
茜
﹁
南
曲
﹃
元
宵
鬧
傳
奇
﹄

と
﹃
水
滸
傳
﹄﹂︵
九
州
大
学
中
国
文
学
会
﹃
中
国
文
学
論
集
﹄
第
五
〇
号
︑
二
〇
二
一
年
十
二
月
︶
一
六
七
─

一
六
八
頁
参
照
︒

(6) 

傅
惜
華
な
ど
編
﹃
水
滸
戯
曲
集 

第
一
集
﹄︵
上
海
古
籍
出
版
社
︑
一
九
八
五
年
︶
一
四
九
頁
参
照
︒

(7) 

盛
巽
昌
補
証
﹃
水
滸
伝
補
証
本 

下
︹
増
訂
本
︺﹄︵
上
海
書
店
出
版
社
︑
二
〇
一
九
年
︶
五
五
〇
頁
参
照
︒

(8) 

中
国
戯
曲
研
究
院
﹃
中
国
古
典
戯
曲
論
著
集
成 

第
七
集
﹄︵
中
国
戯
劇
出
版
社
︑
一
九
五
九
年
︶
二
二
七
頁
参
照
︒

(9) 

注
(8)
前
掲
書
二
二
二
頁
参
照
︒

(10) 

注
(8)
前
掲
書
二
七
八
頁
参
照
︒

(11) 

注
(8)
前
掲
書
二
八
二
頁
参
照
︒

(12) 

注
(3)
傅
氏
前
掲
書
﹁
題
記
﹂︵
八
─

九
頁
︶
参
照
︒
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(13) 

注
(8)
前
掲
書
二
二
七
頁
・
二
八
二
頁
参
照
︒

(14) 
清
・
黄
文
暘
原
編
／
無
名
氏
重
訂
／
管
庭
芬
校
録
﹃
重
訂
曲
海
総
目
﹄︵
注
(8)
前
掲
書
所
収
︶
三
六
五
頁
︑
清
・
無
名
氏
﹃
曲
海
総
目
提
要
﹄︵
兪
為
民
・

孫
蓉
蓉
編
﹃
歴
代
曲
話
彙
編 

新
編
中
国
古
典
戯
曲
論
著
集
成 

清
代
編 

曲
海
総
目
提
要
︵
下
︶﹄︵
黄
山
書
社
︑
二
〇
〇
九
年
︶
所
収
︶
一
一
八
七
─

一

一
八
九
頁
︑
清
・
姚
燮
﹃
今
楽
考
証
﹄︵
中
国
戯
曲
研
究
院
﹃
中
国
古
典
戯
曲
論
著
集
成 

第
十
集
﹄︵
中
国
戯
劇
出
版
社
︑
一
九
五
九
年
︶
所
収
︶
三
一

二
頁
参
照
︒

(15) 

鄭
振
鐸
﹃
插
図
本
中
国
文
学
史 

四
﹄︵
人
民
文
学
出
版
社
︑
一
九
八
二
年
︶
一
〇
〇
四
─

一
〇
〇
五
頁
参
照
︒

(16) 

斉
森
華
・
陳
多
・
葉
長
海
主
編
﹃
中
国
曲
学
大
辞
典
﹄︵
浙
江
教
育
出
版
社
︑
一
九
九
七
年
︶
一
四
七
頁
参
照
︒

(17) 

許
子
漢
﹃
明
伝
奇
排
場
三
要
素
発
展
歴
程
之
研
究
﹄︵
国
立
台
湾
大
学
出
版
委
員
会
︑
一
九
九
九
年
︶
六
四
三
頁
参
照
︒

(18) 

注
(3)
程
氏
前
掲
書
﹁
凡
例
﹂︵
一
─

二
頁
︶・
八
六
四
頁
参
照
︒

(19) 

笠
井
直
美
﹁
北
京
大
學
圖
書
館
藏
﹃
忠
義
水
滸
全
傳
﹄
─
﹁
萬
曆
袁
無
涯
原
刊
﹂
情
報
の
一
人
步
き
﹂︵﹃
名
古
屋
大
学
中
国
語
学
文
学
論
集
﹄
第
二
一

輯
︑
二
〇
〇
九
年
十
二
月
︶
六
─

七
頁
︑
注
(2)
小
松
氏
前
掲
書
二
二
─

二
九
・
二
四
六
─

二
四
七
頁
参
照
︒

(20) 

本
節
の
内
容
は
主
に
聶
芸
﹁
明
代
水
滸
戯
︽
元
宵
鬧
︾
研
究
﹂︵
修
士
論
文
︑
河
北
師
範
大
学
︑
二
〇
一
六
年
︶
一
五
─

二
六
頁
に
拠
る
︒
以
下
︑
一
々

は
注
記
し
な
い
︒

(21) 

賈
氏
の
不
貞
さ
の
強
調
を
指
摘
す
る
先
行
研
究
は
他
に
も
あ
る
︒
涂
秀
虹
﹃
元
明
小
説
戯
曲
関
係
研
究
﹄︵
上
海
三
聯
書
店
︑
二
〇
〇
四
年
︶
一
四
二

頁
︑
張
俊
卿
﹁
浅
談
明
代
文
人
伝
奇
中
四
部
水
滸
戯
的
両
性
関
係
﹂︵﹃
安
徽
文
学
﹄
二
〇
〇
七
年
第
一
一
期
︶
三
頁
な
ど
参
照
︒
ま
た
李
林
策
氏
・
劉

天
振
氏
は
︑
賈
氏
・
李
固
・
張
文
遠
の
不
義
と
い
う
﹁
輔
線
︵
副
次
的
内
容
︶﹂
が
︑
盧
俊
義
や
梁
山
泊
の
行
動
の
合
理
性
や
彼
ら
の
忠
義
を
際
立
た

せ
る
役
割
を
果
た
す
と
す
る
︵
李
林
策
・
劉
天
振
﹁
明
伝
奇
改
編
︽
水
滸
伝
︾
述
論
﹂︵﹃
浙
江
芸
術
職
業
学
院
学
報
﹄
第
一
七
巻
第
四
期
︑
二
〇
一
九

年
十
一
月
︶
一
二
頁
参
照
︶︒

(22) 

例
え
ば
呉
小
如
氏
は
︑
梁
山
泊
を
恐
れ
る
李
固
を
𠮟
責
す
る
描
写
は
︑
盧
俊
義
が
自
分
自
身
の
力
量
を
過
大
評
価
し
︑
忠
告
を
聞
き
入
れ
な
い
様
子
を

描
き
出
す
と
同
時
に
︑
彼
の
地
主
階
級
と
し
て
の
顔
が
露
呈
す
る
と
述
べ
る
︵
呉
小
如
﹁
論
水
滸
人
物
盧
俊
義
﹂︵﹃
社
会
科
学
戦
線
﹄
一
九
七
九
年
四

期
︶
二
五
二
─

二
五
三
頁
参
照
︶︒

(23) 

例
え
ば
曲
家
源
氏
は
︑﹃
水
滸
伝
﹄
の
燕
青
の
特
徴
は
盧
俊
義
に
対
す
る
﹁
奴
性
︵
奴
隷
的
性
質
︶﹂
と
︑
盧
俊
義
救
出
や
徽
宗
と
の
や
り
取
り
な
ど
に

見
ら
れ
る
﹁
機
伶
乖
覚
︵
利
発
さ
︶﹂
に
あ
る
と
す
る
︵
曲
家
源
﹃
水
滸
伝
新
論
﹄︵
中
国
和
平
出
版
社
︑
一
九
九
五
年
︶
二
一
九
─

二
三
〇
頁
参
照
︶︒

そ
の
他
︑
李
輝
﹁︽
水
滸
伝
︾
中
燕
青
人
物
形
象
解
析
﹂︵﹃
湖
南
函
授
大
学
学
報
﹄
第
二
四
巻
第
五
期
︑
二
〇
一
一
年
五
月
︶︑
顧
瑞
雪
﹁
燕
青
︐
水
滸
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英
雄
的
另
一
類
人
生
─
兼
論
︽
水
滸
伝
︾
作
者
対
水
滸
英
雄
出
路
的
思
考
﹂︵﹃
安
徽
文
学
﹄
二
〇
〇
九
年
第
九
期
︶︑
王
麗
頻
﹁
梁
山
好
漢
中
的
另

類
英
雄
─
探
析
︽
水
滸
伝
︾
中
燕
青
的
形
象
﹂︵﹃
湖
南
大
衆
伝
媒
職
業
技
術
学
院
学
報
﹄
第
一
七
巻
第
六
期
︑
二
〇
一
七
年
十
一
月
︶
な
ど
参
照
︒

(24) 
川
浩
二
﹁﹁
浪
子
﹂
燕
青
と
高
俅
─
︿
水
滸
傳
﹀
人
物
論
の
一
視
點
と
し
て
─
﹂︵
早
稲
田
大
学
中
国
文
学
会
﹃
中
国
文
学
研
究
﹄
第
二
五
期
︑
一

九
九
九
年
十
二
月
︶︑
宋
子
俊
﹁
元
雑
劇
中
的
宋
江
和
燕
青
形
象
考
述
─
兼
論
︽
水
滸
伝
︾
与
水
滸
戯
人
物
描
写
的
演
変
︑
発
展
関
係
﹂︵﹃
甘
粛
社

会
科
学
﹄
二
〇
〇
〇
年
第
二
期
︶︑
陳
松
柏
﹁
燕
青
形
象
的
嬗
変
﹂︵﹃
明
清
小
説
研
究
﹄
総
第
七
五
期
︑
二
〇
〇
五
年
第
一
期
︶︑
鄧
暁
東
﹁
従
燕
青
形

象
之
演
変
看
︽
水
滸
伝
︾
作
者
的
矛
盾
心
態
﹂︵﹃
重
慶
郵
電
学
院
学
報
︵
社
会
科
学
版
︶﹄
二
〇
〇
五
年
第
二
期
︶
な
ど
参
照
︒

(25)   

中
鉢
雅
量
﹃
中
国
小
説
史
研
究
─
水
滸
伝
を
中
心
と
し
て
─
﹄︵
汲
古
書
院
︑
一
九
九
六
年
︶
二
三
二
─

二
三
九
頁
︑
注
(2)
小
松
氏
前
掲
書
二
六

〇
頁
な
ど
参
照
︒

(26) 

例
え
ば
︑
第
六
〇
回
回
初
総
評
に
は
﹁
風
流
者
篤
其
忠
貞
︵
風
流
な
者
︵
=
燕
青
︶
は
忠
貞
が
篤
い
︶﹂
と
あ
る
︒

(27) 

そ
の
他
︑
金
聖
嘆
本
で
は
盧
俊
義
が
帰
宅
し
た
際
の
李
固
と
賈
氏
の
セ
リ
フ
が
統
一
さ
れ
︑
二
人
の
関
係
性
が
強
調
さ
れ
る
︒
こ
の
改
変
に
つ
い
て
は

拙
稿
﹁
金
聖
嘆
本
﹃
水
滸
傳
﹄
の
會
話
場
面
─
臨
場
感
の
追
求
と
發
話
文
の
呼
應
を
例
に
─
﹂︵﹃
日
本
中
国
学
会
報
﹄
第
七
三
集
︑
二
〇
二
一
年

十
月
︶
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

(28) 

﹁
元
宵
鬧
﹂
の
テ
キ
ス
ト
が
伝
わ
る
過
程
で
字
句
が
改
変
さ
れ
た
可
能
性
に
つ
い
て
本
稿
第
三
章
で
触
れ
た
が
︑
注
(5)
鶴
田
氏
前
掲
論
文
に
お
い
て
も
︑

﹁
元
宵
鬧
﹂
の
後
半
部
が
後
世
の
読
書
人
に
よ
っ
て
加
筆
修
正
さ
れ
た
可
能
性
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
︒
本
稿
で
挙
げ
た
反
詩
の
例
に
お
い
て
︑

後
人
が
金
聖
嘆
本
を
参
照
し
て
改
変
し
た
結
果
︑︻
元
宵
鬧
②
︼
に
の
み
金
聖
嘆
本
の
字
句
が
用
い
ら
れ
た
と
い
う
可
能
性
は
否
め
な
い
︒
こ
れ
を
解

明
す
る
に
は
﹁
元
宵
鬧
﹂
諸
版
本
の
字
句
を
比
較
し
て
そ
の
変
遷
を
追
う
必
要
が
あ
り
︑
ま
た
同
時
代
の
他
の
戯
曲
や
文
芸
作
品
に
お
け
る
用
法
も
精

査
す
べ
き
で
あ
る
が
︑
現
時
点
で
は
そ
の
可
能
性
を
裏
付
け
る
証
拠
を
見
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
考
を
俟
ち
た
い
︒

尚
︑
本
研
究
は
J
S
T
次
世
代
研
究
者
挑
戦
的
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ムJPM

JSP2123

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
︒


