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本
論
文
は
、

宋
代
を
中
心
と
す
る

「
民
間
の
文
豪
」

(
同

M
G
H
V
E
-
P『

片岡ロ片山由ロ)、

特
に
話
本
を
と
り
あ
げ
、

そ
の
初
期
の
姿
と
護
展
を
、

講
樟
師
と
聴
衆
と
の
有
機
的
な
関
わ
り
の
方
面
か
ら
ス
ポ
ッ
ト
を
あ

て
て
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
論
文
の
構
成
を
筒
車
に
紹
介
し
て
お
く
と
、
本
論
文
は
冒
頭
の

導
入
部
以
下
、
次
の
よ
う
な
章
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。

O
唐
代
に
お
け
る
職
業
的
議
樺
師
の
護
生

O
宋
代
の
議
樟
師
た
ち

O

宗
教
的
物
語
と
歴
史
物
語

O
小
説
の
主
人
公
と
環
境

O
物
語
の
構
成

O
話
本
の
作
者
た
ち

O
講
樺
師
の
職
業
化

O
慾
愛
物
語

O
裁
判
と
冒
険
の
物
語

O
怪
奇
と
幻
想
の
物
語

民
間
に
お
け
る
文
事
、
あ
る
い
は
そ
の
嘗
事
者
た
ち
の
興
隆
を
論

じ
る
本
論
文
が
、

そ
の
起
源
と
し
て
敦
憧
出
土
の
い
わ
ゆ
る

襲

文
」
を
と
り
あ
げ
、
議
論
の
最
初
に
お
い
た
の
は
妥
嘗
で
あ
る
。
蝿
焚

文
は
、
現
存
す
る
限
り
で
は
、
議
唱
文
皐
の
最
古
の
も
の
で
あ
り
、

後
世
に
興
起
す
る
民
間
の
文
事
は
、
形
態
の
面
で
も
内
容
の
ジ
ャ
ン
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ル
の
面
で
も
、
費
文
か
ら
の
影
響
を
多
く
受
け
て
い
る
。
そ
の
こ
と

は
、
す
で
に
鄭
振
鐸
『
中
園
俗
文
事
史
』
等
の
述
べ
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、
著
者
が
こ
の
考
え
に
従
い
、
愛
文
よ
り
紋
述
を
始
め
る
の
は
、

方
法
的
に
正
し
い
と
言
っ
て
よ
い
。

し
か
し
、
こ
の
漢
文
に
閲
し
て
、
本
論
文
に
は
本
質
的
と
思
わ
れ

る
問
題
の
考
察
が
依
落
し
て
い
る
。

ま
ず
第
一
は
、
漢
文
に
と
っ
て
本
質
的
な
要
素
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
嬰
相
圃
が
全
く
無
視
さ
れ
て
い
る
。
民
間
の
文
義
は
、
た
だ
文

字
を
媒
介
と
し
て
享
受
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
語
り
手
の
話
と
か
、



そ
れ
に
加
え
て
一
音
柴
と
か
、
い
わ
ば
舞
蓋
装
置
に
よ
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ

ヶ
l

ト
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
策
文
に
お
い
て
し
ば
し
ば
出
現
す
る

「
且
看
:
:
:
慮
」
(
し
ば
ら
く
は
:
:
:
の
と
こ
ろ
を
御
鷲
あ
れ
)
等
の
表
現

か
ら
考
え
、
受
文
の
講
唱
に
は
園
が
附
随
し
て
い
た
こ
と
は
明
白
で

あ
り
、
実
際
に
そ
の
遺
物
も
護
見
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
漢
文
は

糟
と
き
の
文
拳
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
文
と
圃
と
が
一
瞳
と
な
っ
て

完
成
さ
れ
る
も
の
で
、
演
相
圃
を
き
り
離
し
て
は
襲
文
の
意
義
は
論

じ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
饗
文
」
の
語
を
揮
し
て
、

「
奇
妙
な
事
件

を
述
べ
た
文
」

(
1
2
)
》
(
二
六
二
頁
)
と
言
う
の
も
、
獲
相
圃
に
劃
す
る
考
察
の
歓

《
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落
か
ら
来
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

第
二
の
問
題
は
、
幾
文
講
唱
の
際
の
、
傍
教
の
も
つ
諸
要
素
の
占

め
る
比
重
が
あ
ま
り
に
小
さ
す
ぎ
る
こ
と
で
あ
る
。
著
者
は
、
現
存

す
る
襲
文
の
題
材
を
分
類
す
る
の
に
や
ぶ
さ
か
で
な
い
が
、
そ
の
多

数
を
占
め
る
併
教
説
話
に
取
材
す
る
も
の
が
、
寺
院
で
民
衆
に
講
じ

ら
れ
た
こ
と
の
意
義
に
劃
し
て
き
わ
め
て
冷
淡
で
あ
る
。
「
維
摩
鰹

講
経
費
文
」
を
「
紋
事
詩
」
と
規
定
す
る
(
二
六
二
頁
)
の
は
、
後
世

の
話
本
に
見
え
る
ジ
ャ
ン
ル
の
分
類
に
あ
ま
り
に
も
拘
泥
し
た
考
え

書

評

で
は
な
か
ろ
う
か
。

官
頭
の
漫
文
に
閲
す
る
絞
述
の
中
に
は
上
述
の
如
き
問
題
が
あ
り
、

以
下
の
各
章
に
つ
い
て
も
詳
細
に
検
討
す
れ
ば
細
か
い
問
題
が
あ
る

が
、
本
書
評
の
瞳
例
よ
り
受
け
る
紙
敷
の
制
約
も
あ
り
、
こ
こ
に
は

詳
論
し
得
な
い
。
評
者
は
今
、
本
論
文
の
中
心
テ
l

マ
で
あ
る
、
話

本
の
講
樺
師
た
ち
に
闘
す
る
問
題
の
、
著
者
の
議
論
を
紹
介
並
び
に

批
評
し
、
責
を
果
た
し
た
く
思
う
。

本
書
「

ω
z
e
g
E
{
U
E
S
Z
E
Z
E
4
の
g
g田」

-139ー

の
巻
頭
に

附
す
回
町
長
氏
の
序
文
に
も
、

本
論
文
は

「
初
期
の
講
輝
師
の
周

遠
の
徹
底
的
調
査
を
提
出
」
し
て
い
る
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
、
本
論
文
の
主
題
は
「
説
話
人
」
、

す
な
わ
ち
講
樺
師
の
活
動
の

研
究
で
あ
る
。

宋
代
に
盛
行
す
る
話
本
の
語
り
手
た
ち
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
幸

い
な
こ
と
に
、
宋
の
羅
燦
『
酔
翁
談
録
』
や
周
密
『
武
林
奮
事
』
な

ど
に
若
干
存
在
し
、
そ
れ
を
手
が
か
り
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
れ
ら
の
書
物
は
、
と
も
す
れ
ば
失
わ
れ
が
ち
な
民
間
文
塞
に

闘
す
る
資
料
の
貴
重
な
賓
庫
で
あ
り
、
著
者
も
こ
れ
ら
の
書
を
基
礎
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と
し
て
鮫
述
を
進
め
て
い
る
。

「
宋
代
の
議
樺
師
た
ち
」
の
章
の
冒
頭
で
、
著
者
は
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

「
宋
代
の
講
樺
師
は
、
次
の
二
つ
の
貼
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ

る

一
つ
は
彼
ら
の
専
門
化
で
あ
り
、
:
:
:
(
中
略
)
:
:
:
他
の
一

つ
は
彼
ら
の
大
衆
性
で
あ
る
。
」
(
二
六
四
頁
)

右
の
議
論
は
著
者
の
紋
速
の
根
幹
を
な
す
も
の
で
あ
る
の
で
、
特

に
こ
の
貼
を
考
え
て
み
よ
う
。

話
本
の
議
調
停
師
た
ち
が
、
各
々
が
演
ず
る
題
目
の
分
野
を
分
化
さ

一
種
の
同
業
組
合
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
組
織
を
有
し
て
い
た
こ
と

は
、
彼
ら
が
す
で
に
完
全
な
職
業
化
を
遂
げ
て
い
た
詮
で
あ
り
、
こ

せの
事
実
は
民
間
文
塞
の
歴
史
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
。
こ
の

こ
と
は
、
た
と
え
ば
孫
楢
第
氏
「
中
園
短
篇
白
話
小
説
的
震
展
興
事

術
上
的
特
貼
」
(
『
文
事
報
』
四
巻
三
期
)
に
お
い
て
も
強
調
さ
れ
て

お
り
、
目
あ
た
ら
し
い
考
え
で
は
な
い
が
、
民
間
文
事
を
、
文
字
に

定
着
さ
れ
た
形
か
ら
で
な
く
、
た
と
え
ば
議
轄
と
か
の
場
に
お
け
る

存
在
に
お
い
て
考
え
よ
う
と
す
る
時
、
す
な
わ
ち
有
機
的
に
考
え
て

ゆ
こ
う
と
す
る
時
に
は
、
必
ら
ず
最
初
に
考
え
ら
れ
る
べ
き
問
題
で

あ
る
。
著
者
、
が
こ
れ
を
自
ら
の
論
の
中
心
に
す
え
る
の
は
き
わ
め
て

正
嘗
で
あ
る
。

他
の
一
つ
は
、
講
樟
師
の
大
衆
性
で
あ
り
、
著
者
は
特
に
、
講
樟

師
た
ち
が
民
衆
と
の
直
接
的
な
ふ
れ
あ
い
の
中
で
、
政
治
的
目
的
を

も
っ
て
活
動
し
て
い
た
、
と
の
考
え
を
強
調
す
る
。
著
者
は
、

『酔

翁
談
録
』
巻
一
の
「
説
園
賊
懐
好
従
侵
、
遣
愚
夫
等
輩
生
嘩
、
説
忠

臣
賞
屈
胸
寛
、
識
心
腸
也
須
下
涙
」
と
い
う
記
述
ゃ
、
あ
る
い
は
陶

宗
儀
『
抑
制
耕
録
』
巻
二
十
七
の
「
胡
仲
彬
緊
衆
」
の
話
を
論
擦
と
し

て
、
講
樫
師
た
ち
の
民
衆
に
劃
す
る
煽
動
力
を
述
べ
る
。
ま
た
『
武
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林
奮
事
』
巻
六
の
諸
色
伎
華
人
、
小
説
の
項
に
見
え
る
議
樺
師
た
ち

「
酒
李
一
郎
」
と
か
「
藁
見
徐
築
」
と
か
の
、
愛

の
名
前
の
中
に
、

稿
を
冠
せ
ら
れ
た
名
前
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
り
、
講
師
梓
師
た
ち
の

大
衆
性
の
謹
と
す
る
。

以
上
の
二
例
に
お
い
て
、
前
者
で
は
や
や
断
章
取
義
の
感
が
あ
り
、

「

許

貢

土

」

「

陳

進

後
者
で
は
、
演
史
の
項
に
列
せ
ら
れ
る

土
」
「
張
解
元
」
等
科
事
に
闘
す
る
名
稗
が
附
せ
ら
れ
る
意
味
の
考

と
か

察
が
な
い
の
は
片
手
落
ち
で
あ
る
、
な
ど
評
者
に
は
全
面
的
に
従
い

得
な
い
貼
も
あ
る
。



と
も
あ
れ
、
著
者
が
提
示
し
た
、
講
樺
師
と
民
衆
と
の
有
機
的
な

闘
係
の
考
察
は
、
今
ま
で
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
酷
で
あ
り
、

鋭
い
、
新
し
い
観
酷
で
あ
る
、
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

本
論
文
の
後
半
部
は
、
具
瞳
的
作
品
を
、
演
史
・
公
案
等
の
分
類

に
従
っ
て
わ
け
、
分
析
を
加
え
初
期
民
間
文
塞
の
内
容
に
つ
い
て
妓

述
し
て
い
る
。
作
品
の
分
析
に
お
い
て
は
、
主
人
公
の
地
位
・
環
境

等
が
充
分
考
慮
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
語
り
手
・
聴
き
手
隻
方
が
関
わ
っ

て
い
た
蛍
時
の
枇
禽
像
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
試
み
は
有
意

義
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
却
っ
て
演
じ
ら
れ
た
状
況
の
考
察

が
稀
薄
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
が
惜
し
ま
れ
る
。
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本
論
文
は
四

0
ペ
ー
ジ
に
わ
た
る
長
論
文
で
、
密
度
も
相
嘗
に
濃

い
力
作
で
あ
る
。
作
品
の
列
車
争
と
卒
板
な
解
説
に
終
始
し
や
す
い
文

事
史
の
領
域
の
中
で
、
作
者
と
演
者
と
民
衆
と
の
有
機
的
な
閥
係
、

そ
し
て
そ
の
時
代
思
潮
を
論
じ
た
有
意
義
な
論
文
で
あ
る
。
興
味
の

あ
る
護
者
は
是
非
一
讃
さ
れ
ん
こ
と
を
請
う
。

(
京
都
大
事

阿
辻
哲
次
)

書

評




