
梁
山
泊
物
語
の
成
立
に
つ
い
て

-

『水
前
借

』
成
立
前

史
-

小

松

謙

京
都
府
立

大
挙

梁
山
泊
を
根
接
地
と
し
た
宋
江
と
そ
の
配
下
の
豪
傑
た
ち
の
物
語

は
､
今
日
で
は

『水
新
博
』
に
よ
っ
て
贋
-
知
ら
れ
て
い
る
｡
し
か

し
､
『水
瀞
侍
』
が
こ
の
物
語
を
博
え
る
唯

一
の
作
品
と
い
う
わ
け

で
は
な
-
'
す
べ
て
の
梁
山
泊
物
語
が

『水
薪
停
』
と
同
じ
内
容
を

持
つ
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
｡
『水
新
博
』
は
'
聾
能
の
場
で
さ
ま

ざ
ま
に
物
語
ら
れ
て
い
た
梁
山
泊
物
語
が
あ
る

一
つ
の
形
に
ま
と
め

ら
れ
た
姿
を
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
｡

本
論
に
お
い
て
は
'
『水
許
博
』
成
立
以
前
の
梁
山
泊
物
語
に
つ

い

て
考
察
す
る
こ

と
に
よ
り
､
『

水
薪
俸
』

の
成
立
過
程
に
つ
い
て
､

①

一

つ
の
仮
説
を
示

し
て
み
た
い

｡

梁
山
泊
物
語
の
成
立
に
つ
い
て

(小
松
)

賓
在
の
宋
江
が
活
動
し
て
い
た
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
期
に
'
北
宋
王

朝
は
崩
壊
へ
と
向
か
い
'
金
と
南
宋
の
南
北
朝
鰹
制
が
成
立
す
る
｡

そ
し
て
梁
山
泊
物
語
は
､
こ
の
南
北
商
圏
で
そ
れ
ぞ
れ
に
語
-
俸
え

ら
れ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
し
か
し
'
全
-
別
の
国
家
で

あ
っ
た
以
上
'
両
国
の
間
に
頻
繁
な
往
来
が
あ
っ
た
は
ず
も
な
い
｡

と
す
れ
ば
梁
山
泊
物
語
は
､
金
と
南
未
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に

沓
達
し
て
い
っ
た
に
違
い
な
い
｡

現
存
す
る
資
料
か
ら
は
'
宋
江
が
梁
山
泊
を
根
接
と
し
て
い
た
と

い
う
事
賓
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
'
宮
崎
市
走
氏
が
指
摘

②

さ
れ
る
よ
う
に

'

宋
江
を
招
安
し
ょ
う
と
し
た
侯
豪
が
知
東
平
府
に

任
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
'
そ
の
時
鮎
で
宋
江
が
梁
山
泊

を
少
な
-
と
も
活
動
の
稼
鮎
の
一
つ
と
し
て
い
た
可
能
性
は
高
そ
う

で
あ
る
｡
相
互
に
そ
れ
ほ
ど
連
絡
が
あ
っ
た
と
は
考
え
に
-
い
金

･

南
末
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
'
宋
江
物
語
が
す
べ
て
梁
山
泊
を
舞
童

と
し
て
い
る
こ
と
は
'
賓
在
の
宋
江
が
梁
山
泊
と
関
係
を
持

っ
て
い

た
こ
と
'
少
な
-
と
も
昔
時
か
ら
そ
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
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と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡

そ
し
て
梁
山
泊
は
'
山
東
東
平
府
'
つ
ま
り
金
の
領
域
内
に
あ
る
｡

お
そ
ら
-
東
平
府
周
連
の
地
域
で
は
'
梁
山
泊
を
根
城
と
し
て
周
連

の
町
や
村
を
荒
ら
し
つ
つ
､
弱
き
を
助
け
強
き
を
-
じ
-
義
賊
の
物

語
が
'
地
元
に
密
着
し
た
形
で
語
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
｡
東
平

か
ら
金
の
文
化
的
中
心
地
で
あ
っ
た
南
京
開
封
ま
で
は
'
直
線
距
離

に
し
て
二
百
キ
ロ
ほ
ど
し
か
な
い
｡
比
較
的
近
い
地
で
贋
ま
っ
て
い

た
江
湖
の
世
界
の
物
語
が
'
開
封
で
演
じ
ら
れ
る
蛮
能
の
中
で
沓
展

し
て
い
-
可
能
性
は
高
い
で
あ
ろ
う
｡
金
に
お
け
る
梁
山
泊
物
語
は

こ
の
よ
う
に
し
て
'
現
地
と
密
着
し
た
物
語
と
し
て
成
長
し
て
い
っ

た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡

で
は
､
南
未
で
は
ど
う
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
南
末
に
お
け
る

最
も
重
要
な
蛮
能
の
場
で
あ

っ
た
杭
州
臨
安
府
は
'
山
東
か
ら
は
遠

-
隔
た
っ
て
い
る
｡
従

っ
て
､
こ
こ
で
梁
山
泊
の
物
語
が
語
ら
れ
る

必
然
性
は
な
い
は
ず
で
あ
る
｡
お
そ
ら
-
臨
安
の
人
々
に
と
っ
て
は
'

梁
山
泊
白
檀
が
全
-
賓
感
を
持
て
な
い
場
所
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
｡

し
か
し
'
お
そ
ら
-
臨
安
に
お
け
る
講
談
の
状
況
を
反
映
し
て
い

③

る
も
の
と
思
わ
れ
る

『醇
翁
談
錬
』
の

｢小
説
開
聞
｣
に
は
'
｢花

和
尚
｣
｢武
行
者
｣
｢青
面
獣
｣
と
い
っ
た
'
明
ら
か
に
梁
山
泊
物
語

と
関
わ
る
で
あ
ろ
う
題
名
が
記
録
さ
れ
て
い
る
｡
な
ぜ
南
未
の
都
に

お
い
て
､
自
国
の
領
土
に
含
ま
れ
な
い
土
地
の
物
語
が
語
ら
れ
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
ま
た
'
梁
山
泊
物
語
の
中
で
も
特
に
こ
の
三
つ

④

の
物
語
名
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
な
の
で
あ
ろ
う

｡

こ
の
鮎
に
つ
い
て
論
じ
る
た
め
に
は
'
ま
ず
臨
安
に
お
け
る
蛮
能

の
あ
-
方
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
｡
臨
安
で
は
ど
の
よ
う
な

場
で
蛮
能
が
演
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡

二

臨
安
に
お
け
る
蛮
能
の
中
心
は
､
瓦
市
も
し
く
は
瓦
合
と
呼
ば
れ

る
盛
-
場
で
あ
っ
た
｡
そ
し
て
､
『夢
梁
錬
』
巻
十
九

｢瓦
舎
｣
の

記
事
に
よ
れ
ば
'
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
事
情
で
設
け
ら
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
｡殿

厳
楊
和
王
国
軍
士
多
西
北
人
､
是
以
城
内
外
妙
立
瓦
舎
'

招
集
妓
禦
'
以
馬
軍
卒
娯
戯
之
地
｡

殿
前
司
都
指
揮
億
の
楊
和
王
は
'
洛
兵
に
西
北
の
出
身
者
が

多
か
っ
た
の
で
'
城
内
外
に
瓦
合
を
創
設
し
､
妓
女
楽
人
を
集
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め
て
'
兵
士
た
ち
が
休
日
に
遊
ぶ
場
と
し
た
の
で
あ
る
｡

つ
ま
り
'
元
来
瓦
合
と
は
北
方
か
ら
来
た
軍
人
た
ち
の
娯
禦
施
設

と
し
て
設
け
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
｡
北
方
で
あ
る
こ
と
'

そ
し
て
軍
人
で
あ
る
こ
と
'
こ
の
二
鮎
は
注
目
に
催
し
ょ
う
｡

北
方
人
で
あ
る
と
す
れ
ば
'
首
然
そ
こ
で
扱
わ
れ
る
内
容
も
北
方

系
の
も
の
が
圭
膿
と
な
る
可
能
性
が
高
い
は
ず
で
あ
る
｡
そ
し
て
'

軍
人
封
象
で
あ
れ
ば
､
軍
人
の
世
界
と
関
わ
る
蛮
能
が
多
か
っ
た
に

違
い
な
い
｡
た
だ
'
『夢
梁
録
』
に
よ
れ
ば
北
方
と
い
っ
て
も
東
北

で
は
な
く
西
北
で
あ
-
'
梁
山
泊
と
は
方
向
が
異
な
る
｡
こ
こ
で
注

目
さ
れ
る
の
は
､
こ
の
瓦
合
の
主
催
者
が

｢楊
和
王
｣
だ
っ
た
こ
と

で
あ
る
｡

⑤

以
前
に
詳
し
-
論
じ
た
よ
う
に
'
楊
和
王
と
は
楊
存
中

(ま
た
は

折
中
)
と
い
う
人
物
の
こ
と
で
あ
る
｡
楊
存
中
は
'
確
か
で
は
な
い

も
の
の
楊
家
格
の
一
族
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
'
山
西
省
北
部
に
あ

た
る
代
州
の
出
身
で
'
封
金
戦
の
中
で

一
族
を
失

っ
た
身
で
あ
っ
た
｡

そ
し
て
代
州
は
'
五
重
山
の
所
在
地
で
あ
る
｡

こ
れ
ら
の
地
名

･
人
名
は
'
『水
新
俸
』
の
内
容
の
あ
る
部
分
と

深
-
関
わ
る
も
の
で
あ
る
.
『水
前
借
』
に
お
け
る
五
裏
山
は
魯
智

梁
山
泊
物
語
の
成
立
に
つ
い
て
(小
松
)

深
が
出
家
し
た
場
所
で
あ
っ
た
｡
ま
た
､
『水
瀞
俸
』
の
楊
志
は
楊

家
滑

l
族
の
出
身
と
さ
れ
る
｡
『水
前
借
』
に
お
け
る
魯
智
藻
と
楊

志
は
'
元
来
格
別
関
係
を
持

っ
て
い
な
か
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
'
突

然
め
ぐ
-
あ
い
'
と
も
に
二
龍
山
を
乗

っ
取
っ
て
頭
領
に
収
ま
る
と

い
う
､
い
わ
ば
コ
ン
ビ
を
組
む
関
係
に
あ
る
｡
そ
し
て
そ
れ
以
上
に

重
要
な
の
は
'
こ
の
二
人
だ
け
が

『水
瀞
博
』
に
お
い
て

｢酒
家
｣

と
い
う

一
人
稀
を
使
用
す
る
と
い
う
事
葺
で
あ
る
｡

｢酒
家
｣
に
つ
い
て
は
'
｢北
方
方
言
｣
｢関
西
方
言
｣
と
い
っ
た

説
明
が
な
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
る
が
'
詳
細
は
明
ら
か
で
は
な
い
｡

た
だ
'
元
就
劇
で
は

｢薦
福
碑
｣
｢虎
頭
牌
｣
に
横
柄
な

｢関
西
曳

刺
｣
(兵
卒
身
分
の
下
役
の
こ
と
だ
が
'
演
劇
で
は
通
常
関
西
出
身
の
粗
暴

だ
が
率
直
な
人
間
と
し
て
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
固
定
し
て
い
る
)
が
登
場
し

て

｢酒
家
｣
と
い
う

一
人
稀
を
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
'
白

話
文
学
に
お
い
て
は
そ
の
人
物
が
武
骨
な
北
方
人
で
あ
る
こ
と
を
示

す
た
め
の
い
わ
ば
記
親
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

(元
雑
劇
に
お
け
る

｢関
西
｣
は
'
｢軍
刀
曾
｣
を
は
じ
め
と
す
る
多
-
の

雑
劇
に
お
い
て
関
羽
と
関
係
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
'
挟
西
･

甘
粛
だ
け
で
は
な
く

山
西
を
も
含
む
よ
う
で
あ
る
)｡
無
論
'
北
方
人

27



中
閲
文
学
報

第
七
十
九
冊

自
身
が
こ
う
し
た
記
鋸
を
要
求
す
る
は
ず
は
な
い
｡
つ
ま
-
､
逆
に

い
う
と
こ
の
語
は
'
武
骨
な
北
方
人
以
外
の
世
界
に
お
い
て
用
い
ら

れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
に
違
い
な
い
｡

右
に
あ
げ
た
事
例
は
'
い
ず
れ
も
元
代
北
方
に
お
け
る
難
劇

(雑

劇
の
セ
リ
フ
が
成
立
し
た
時
期
を
確
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
'
元
か
ら

明
に
か
け
て
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
)
の
も
の
で
あ
る
が
'
南
宋

に
お
い
て
も
事
情
は
同
じ
だ

っ
た
ら
し
い
｡
戯
文

『張
協
状
元
』
第

⑥

五
十

1
出

に

登
場
す
る

｢関
西
人
｣
の
譜
節
傍
と
い
う
や
は
-
撲
納

な
軍
人
が

｢酒
｣
と
い
う

一
人
稀
を
使
用
し
て
い
る
と
い
う
事
賓
は
､

こ
の
作
品
が
南
末
か
ら
元
に
か
け
て
の
時
期
に
温
州
で
上
演
さ
れ
て

い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
鮎
か
ら
す
れ
ば
､
南
宋
も
し
-
は
元
代
の
香

南
宋
領
域
に
お
い
て
こ
の
語
が
武
骨
な
北
方
人

(も
し
こ
の
戯
文
が
南

末
期
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
'
日
常
的
に
北
方
人
に
接
す
る
機

倉
が
な
い
以
上
'
そ
れ
は
非
常
に
概
念
化
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
に
違
い
な

い
)
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の

で
あ
ろ
う
｡

つ
ま
-
､
『水
薪
博
』
に
お
け
る
魯
智
深
と
楊
志
は
'
と
も
に

｢関
西
人
｣
と
い
う
記
鋸
を
背
負

っ
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
あ

っ
た
｡

そ
し
て
魯
智
操
は
楊
存
中
の
出
身
地
の
名
山
で
あ
る
五
基
山
と
結
び

付
け
ら
れ
'
楊
志
は
お
そ
ら
-
楊
存
中
が
そ
の

一
月
と
稀
し
て
い
た

で
あ
ろ
う
楊
家
格

1
族
の
出
身
と
さ
れ
る
.
つ
ま
り
'
こ
の
二
人
に

限

っ
て
い
え
ば
'
梁
山
泊
物
語
は
西
北
の
物
語
と
い
っ
て
差
し
支
え

な
い
こ
と
に
な
る
｡

1
方
で

｢青
面
獣
｣
｢花
和
尚
｣
は
'
梁
山
泊

と
の
関
係
を
切
-
離
し
て
し
ま
え
ば
'
西
北
人
を
主
人
公
に
し
た
二

つ
の
物
語
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

更
に
も
う

一
つ
注
目
さ
れ
る
の
は
'
楊
志
が
賓
在
の
人
物
と
思
わ

れ
る
こ
と
で
あ
る
｡

宋
江
と
同
時
代
に
楊
志
と
い
う
人
物
が
存
在
し
た
こ
と
は
'
つ
と

㊨

に
余
嘉
錫
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
-
で
あ
る
｡
こ
の
名
前

自
鰹
は
そ
れ
ほ
ど
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
が
､
同
じ
時
代
に
'
同
じ

地
域
で
､
同
じ
よ
う
な
来
歴
を
持
つ
同
姓
同
名
の
人
間
で
あ
る
以
上
'

両
者
に
関
係
が
あ
る
可
能
性
は
非
常
に
高
い
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
｡

『三
朝
北
盟
曾
編
』
巻
四
十
七
に
よ
れ
ば
'
賓
在
の
楊
志
は

｢招

安
巨
尭
｣
で
'
太
行
山
周
連
で
金
と
戦

っ
た
武
将
の

一
人
で
あ
っ
た
｡

同
書
に
お
け
る
楊
志
の
評
判
は
至

っ
て
芳
し
-
な
-
､
巻
三
十
に
引

か
れ
た
沈
箱
が
李
綱
に
送

っ
た
手
紙
に
は
'
｢楊
志
昨
在
燕
曾
受
高
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托
山
極
絡
､
志
余
財
色
'
今
聞
在
軍
｡
可
読
之
要
撃

(楊
志
は
以
前

に
燕
で
高
托
山

〔群
盗
の
巨
魁
〕
か
ら
大
愛
な
賄
賂
を
受
け
た
こ
と
が
あ
-

ま
す
｡
楊
志
は
金
と
女
に
汚
い
男
で
す
が
'
今
は
軍
中
に
い
る
と
か
｡
説
き

つ
け
て
攻
撃
さ
せ
る
の
が
よ
い
で
し
ょ
う

〔
?
〕)｣
と
あ
る
｡
最
後
の
-

だ
り
に
つ
い
て
'
誰
に
説
い
て
誰
を
攻
撃
さ
せ
る
の
か
が
よ
-
わ
か

ら
な
い
も
の
の
､
彼
が
士
大
夫
か
ら
信
頼
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と

は
見
て
取
れ
よ
う
｡
そ
し
て
同
書
巻
四
十
七
に
よ
れ
ば
'
楊
志
は
決

戦
に
あ
た
り
'
戦
わ
ず
し
て
間
道
か
ら
逃
亡
し
､
そ
の
た
め
に
宋
軍

は
大
敗
し
た
と
い
う
｡

楊
志
が
高
托
山
か
ら
大
量
の
贈
-
物
を
受
け
た
と
い
う
の
は
､
お

そ
ら
く

｢賊
｣
同
士
の
関
係
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡
つ
ま
-
､
彼

は
招
安
を
受
け
た
も
の
の
､
｢賊
｣
と
の
関
係
は
失

っ
て
い
な
か

っ

た
の
で
あ
る
｡
敵
前
逃
亡
を
し
た
と
い
う
の
も
､
あ
る
い
は
官
僚
や

正
規
軍
と
の
関
係
が
よ
-
な
か

っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
の
か
も
し
れ

な
い

｡

と

も
あ
れ
､
賓
際
に
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ

っ
た
か
は
と
も
か
-
､

招
安
を
受
け
た

｢賊
｣
で
'
太
行
山
で
金
と
戦

っ
た
楊
志
と
い
う
人

物
が
賓
在
し
た
｡
そ
し
て

『大
宋
宣
和
通
事
』
の
梁
山
泊
物
語
は
'

梁
山
泊
物
語
の
成
立
に
つ
い
て
(小
松
)

花
石
綱
の
運
搬
に
失
敗
し
た
末
に
殺
人
を
犯
し
て
し
ま

っ
た
楊
志
が
､

結
局
李
進
義
以
下
と
と
も
に
大
行
山
で
賊
に
な
る
話
か
ら
始
ま
る
｡

『水
前
借
』
に
お
い
て
､
他
の
花
石
綱
メ
ン
バ
ー
が
太
行
山
と
の
関

係
を
失

っ
て
も
､
楊
志
だ
け
は
こ
の
物
語
を
背
負

い
績
け
る
｡
こ
れ

は
'
楊
志
と
大
行
山
の
関
係
の
深
さ
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡
ま

た
'
魯
智
藻
が
出
家
し
た
五
重
山
の
僧
侶
が
封
金
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
に

参
加
し
て
い
た
こ
と
は
､
す
で
に
松
浦
智
子
氏
が
指
摘
し
て
お
ら
れ

⑧

る
通
り
で
あ
る
｡

以
上
の
事
案
を
踏
ま
え
た
上
で
'
臨
安
の
瓦
市
で

｢青
面
獣
｣
と

｢花
和
尚
｣
の
物
語
が
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
の
意
味
を
考
え
直
し
て

み
よ
う
｡
臨
安
の
瓦
市
の
支
配
者
は
楊
存
中
で
あ

っ
た
｡
彼
は
'
五

重
山
の
所
在
地
で
あ
る
代
州
の
出
身
で
､
金
と
の
戦
い
で
勇
名
を
馳

せ
た
武
牌
で
あ
-
'
楊
家
格
の

1
族
と
稀
し
て
い
た
可
能
性
が
高

い
｡

そ
し
て
､
瓦
市
は
楊
存
中
配
下
に
屠
す
る
西
北
出
身
の
軍
人
た
ち
の

た
め
に
設
け
ら
れ
て
い
た
｡
そ
こ
で
語
ら
れ
て
い
た
内
容
は
西
北
に

関
わ
る
も
の
'
特
に
金
と
の
戦
い
を
題
材
と
し
た
も
の
が
多
か

っ
た

⑨

で
あ
ろ
う
｡
彼
ら
軍
人
た
ち
の
主
婿
で
あ
る
楊
存
中
の

l
族
の
物
語
'

つ
ま
-
楊
家
格
物
語
が
こ
の
場
で
澄
達
し
た
可
能
性
に
つ
い
て
は
'
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⑲

以
前
に
論
じ
た
通
り
で
あ
る

｡

と
す
れ
ば
､
や
は
-
楊
姓
で
あ
る
楊
志
と
い
う
人
物
が
大
行
山
で

金
と
戦
う
物
語
も
'
こ
の
蛮
能
の
場
の
題
材
と
な
-
う
る
の
で
は
な

い
か
｡
そ
し
て
'
梁
山
泊
の
メ
ン
バ
ー
だ
っ
た
魯
智
深
を
'
や
は
り

楊
存
中
の
出
身
地
に
位
置
し
'
金
と
戦

っ
た
僧
侶
を
輩
出
し
た
五
重

山
と
結
び
付
け
る
こ
と
も
'
こ
の
臨
安
の
瓦
市
で
生
じ
た
も
の
な
の

で
は
な
い
か
｡
『大
宋
宣
和
通
事
』
に
お
け
る
魯
智
深
は
'
突
然
現

れ
て
梁
山
泊
の
メ
ン
バ
ー
に
加
わ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
｡
こ
れ
は
'

彼
が
全
-
別
の
話
を
背
負

っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な

か
ろ
う
か
｡

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
､
｢青
面
獣
｣
の
物
語
が
元
来
梁
山
泊
物

語
に
層
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
も
疑
問
が
生
じ
て
-
る
｡

招
安
を
受
け
て
方
臓
と
戦
う
梁
山
泊
の
宋
江
と
同
様
に
'
招
安
を
受

け
て
金
と
戦
う
大
行
山
の
山
賊
楊
志
の
物
語
が
猫
立
し
て
存
在
し
た

の
で
は
な
い
か
｡
と
す
れ
ば
､
『水
薪
俸
』
に
お
け
る
奇
妙
な
矛
盾

も
説
明
可
能
に
な
る
｡

三

⑪

『水
薪
博
』
第
十
二
回

に

お
い
て
'
北
京
大
名
府
に
配
流
さ
れ
た

楊
志
は
､
北
京
留
守
の
梁
中
書
に
目
通
り
す
る
｡
高
価
に
復
職
を
拒

ま
れ
､
金
に
困
っ
て
刀
を
頁
ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
'
ご
ろ
つ
き
の
牛

二
に
か
ら
ま
れ
て
殺
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
そ
れ
ま
で
の
い
き
さ
つ

を
楊
志
が
説
明
す
る
と
､
梁
中
書
は
次
の
よ
う
に
反
鷹
す
る
｡

梁
中
書
聴
得
大
書
'
首
磨
就
開
了
蜘
'
留
在
廉
前
聴
用
｡

梁
中
書
は
こ
れ
を
聞
-
と
大
賛
喜
ん
で
'
そ
の
場
で
棚
を
外

さ
せ
る
と
､
自
分
の
側
近
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
し
ま
し
た
｡

更
に
'
楊
志
の
ま
じ
め
な
勤
め
ぶ
-
を
見
込
ん
だ
梁
中
書
は
'
彼

を
副
牌
軍

(副
隊
長
か
)
に
取
-
立
て
よ
う
と
す
る
が
､
い
き
な
り

地
位
を
輿
え
て
は
他
の
軍
人
が
納
得
す
る
ま
い
と
考
え
て
'
演
習
の

場
で
腕
を
示
さ
せ
よ
う
と
す
る
｡
楊
志
は
副
牌
軍
の
周
謹
を
打
ち
負

か
す
が
'
正
牌
軍
の
索
超
が
納
得
せ
ず
'
今
度
は
索
超
と
戦
う
こ
と

に
な
る
｡
す
る
と
梁
中
書
は
こ
う
い
う
｡

就
叫
牽
我
的
戦
馬
借
輿
楊
志
騎
'
小
心
在
意
､
休
戯
等
閑
｡

そ
こ
で
命
ず
る
に
は
､
｢わ
し
の
戦
馬
を
牽
い
て
き
て
楊
志
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に
貸
し
て
や
れ
｡
心
す
る
の
だ
'
油
断
は
な
ら
ん
ぞ
｣
｡

そ
し
て
'
索
超
と
互
角
の
腕
前
を
披
露
し
て
'
首
初
の
複
走
よ
-
高

い
地
位
に
取
-
立
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
｡

こ
の
く
だ
-
を
謹
む
限
-
梁
中
書
は
'
人
物
を
見
抜
-
眼
力
を
持

ち
'
不
連
な
豪
傑
を
極
め
て
好
意
的
に
過
し
て
-
れ
る
度
量
の
廉
い

名
将
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
｡

と
こ
ろ
が
'
こ
の
後
は
思
い
が
け
な
い
展
開
が
待
ち
受
け
て
い
る
｡

即
ち
'
有
名
な
生
辰
綱
の
物
語
で
あ
る
｡
楊
志
は
梁
中
書
に
命
じ
ら

れ
'
梁
中
書
の
妻
の
父
で
あ
る
察
京
の
も
と
に
誕
生
祝
い
を
届
け
る

こ
と
に
な
る
が
'
晃
蓋
以
下
の
面
々
に
誕
生
祝
い
を
強
奪
さ
れ
て
し

ま
う
｡
そ
の
結
果
'
楊
志
は
梁
中
書
に
合
わ
せ
る
顔
が
な
-
'
や

む

な
く
魯
智
深
と
と
も
に
二
龍
山
を
乗

っ
取

っ
て
山
賊
に
な
る
と
い
う

展
開
を
た
ど
る
わ
け
だ
が
､
問
題
は
察
京
が
貴
官
汚
吏
の
代
表
と
さ

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
従
っ
て
'
そ
の
娘
婿
に
普
た
る
梁
中
書
も

貴
官
と
い
う
こ
と
に
な
-
'
事
賓
誕
生
祝
い
は
晃
蓋
の
一
業
か
ら
何

度
も

｢不
義
之
財
｣
と
呼
ば
れ
て
い
る
｡

こ
れ
は
'
楊
志
を
引
き
立
て
よ
う
と
す
る
場
面
の
梁
中
書
と
は
全

く
矛
盾
し
た
人
間
像
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
し
か
も
'
先
に
引
い

梁
山
泊
物
語
の
成
立
に
つ
い
て

(小
松
)

た
よ
う
に
梁
中
書
は
楊
志
の
身
の
上
話
を
聞
い
て

｢大
書
｣
す
る
わ

け
だ
が
'
そ
の
内
容
は
高
燥
に
不
昔
な
扱
い
を
受
け
た
と
訴
え
る
も

の
で
あ
っ
た
｡
『水
瀞
侍
』
の
世
界
で
は
､
姉
臣
グ
ル
ー
プ
は
い
わ

ば

1
心
同
腔
の
運
命
共
同
鰹
を
形
成
し
て
お
-
'
察
京
と
高
燥
の
間

に
矛
盾
は
存
在
し
な
い
｡
と
す
れ
ば
'
や
は
り
察
京
と

一
心
同
鰻
で

あ
る
は
ず
の
染
中
書
が
'
高
燥
を
非
難
す
る
言
葉
を
聞
い
て

｢大

書
｣
す
る
と
い
う
の
は
'
非
常
に
不
自
然
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
｡

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡

惰
唐
を
題
材
と
す
る

『帽
史
遺
文
』

『惰
唐
演
義
』
『説
唐
全

倦
』
と
い
う
三
つ
の
小
説
が
あ
る
｡
こ
の
三
篇
相
互
の
関
係
に
つ
い

⑫

て
は
､
以
前
に
詳
し
く
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
が

'

簡
単
に
い
え
ば
'

三
者
は
同
じ
源
か
ら
出
た
兄
弟
と
も
い
う
べ
き
間
柄
に
あ
り
'
い
ず

れ
も
前
半
は
秦
叔
賓
の
物
語
を
中
心
に
進
ん
で
い
-
｡
秦
叔
賓
は
賓

在
す
る
唐
の
建
国
の
功
臣
だ
が
'
こ
れ
ら
の
小
説
に
お
い
て
は
'
あ

た
か
も

『水
前
借
』
の
宋
江
の
如
-
'
江
湖
に
名
高
い
豪
傑
と
さ
れ

て
お
り
'
宋
江
同
様
'
さ
ま
ざ
ま
な
苦
難
に
あ
っ
て
各
地
を
流
浪
す

る
う
ち
'
多
く
の
豪
傑
と
結
び
つ
-
と
い
う
'
い
わ
ば
狂
言
回
し
の

役
割
を
輿
え
ら
れ
て
い
る
｡
そ
う
し
た
流
浪
の
過
程
で
'
『惰
史
遺
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文
｣
で
い
え
ば
第
十
五
回
に
お
い
て
'
幽
州
に
配
流
さ
れ
た
秦
叔
賓

は
幽
州
線
管

(『説
唐
全
俸
』
で
は
'
帽
の
中
に
あ
っ
て
事
葉
上
の
濁
立
を

容
認
さ
れ
て
い
る
燕
公
)
羅
聾
の
も
と
に
赴
-
こ
と
に
な
る
｡
封
面
し

て
み
る
と
､
羅
聾
の
妻
が
秦
叔
賓
の
叔
母
に
普
た
る
こ
と
が
判
明
し
､

羅
垂
は
秦
叔
賓
を
取
り
立
て
よ
う
と
す
る
が
､
い
き
な
-
地
位
を
輿

え
て
は
他
の
軍
人
が
納
得
す
る
ま
い
と
思
い
､
演
習
の
場
で
腕
を
示

さ
せ
よ
う
と
す
る
｡

一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
､
惰
唐
物
語
の
こ
の
-
だ
-
は
､
さ

き
に
見
た

『水
新
博
』
第
十
二
回
と
酷
似
し
て
い
る
.
『水
瀞
侍
』

の
影
響
力
の
強
さ
を
考
慮
す
れ
ば
'
惰
唐
物
語
が

『水
前
借
』
に
影

響
さ
れ
た
結
果
と
見
る
の
が
常
識
的
な
判
断
か
も
し
れ
な
い
｡
し
か

し
､
別
に
論
じ
た
よ
う
に
､
秦
叔
賓
の
物
語
も
起
源
は
か
な
-
古
い

も
の
と
思
わ
れ
る
｡
そ
の
鮎
か
ら
考
え
れ
ば
､
こ
の
類
似
は
直
接
の

影
響
関
係
に
よ
る
も
の
で
は
な
-
'
む
し
ろ
同
じ
類
型
が
別
々
の
物

語
に
登
場
し
て
い
る
可
能
性
の
方
が
高
い
か
も
し
れ
な
い
｡

少
な
-
と
も
'
設
定
が
自
然
な
の
は
隔
唐
物
語
の
方
で
あ
る
｡
羅

聾
は
す
ぐ
れ
た
武
将
と
さ
れ
て
お
-
'
し
か
も
秦
叔
賓
の
義
理
の
叔

父
で
あ
る
以
上
'
彼
を
取
-
立
て
よ
う
と
す
る
の
は
ご
-
自
然
な
こ

と
と
い
っ
て
よ
い
｡
こ
れ
と
比
較
す
れ
ば
､
貴
官
汚
吏
の
は
ず
の
梁

中
書
が
､
突
然
現
れ
た
楊
志
に
む
や
み
に
肩
入
れ
す
る

『水
薪
侍
』

の
不
自
然
さ
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
｡

｢青
面
猷
｣
の
物
語
が
'
本
来
猫
立
し
た
物
語
で
あ
-
'
た
ま
た

ま
そ
れ
が

『水
砕
博
』
の
中
に
取
-
入
れ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す

⑬

れ
ば
'
こ
の
間
題
は
説
明
可
能
で
あ
ろ
う
｡
別
に
論
じ
た
よ
う
に

'

『酵
翁
談
録
』
で
は

｢青
面
獣
｣
は

｢朴
刀
｣
と
い
う
分
類
に
入
れ

ら
れ
て
お
-
､
同
じ
分
類
に
屠
す
る
話
に
は

｢楊
令
公
｣
な
ど
､
甲

胃
を
着
け
た
武
婿
が
騎
馬
で
戦
う
物
語
が
多
い
こ
と
か
ら
考
え
て
も
､

｢青
面
獣
｣
が

『水
前
借
』
に
お
け
る
大
名
府
の
-
だ
-
と
同
じ
内

容
を
持
っ
て
い
た
可
能
性
は
高
そ
う
に
思
わ
れ
る
｡
｢青
面
獣
｣
の

中
に
'
何
ら
か
の
理
由
で
流
罪
に
庭
さ
れ
た
楊
志
が
配
流
先
で
司
令

官
か
ら
認
め
ら
れ
る
と
い
う
展
開
が
存
在
し
'
そ
れ
が
そ
の
ま
ま

『水
前
借
』
に
取
り
込
ま
れ
た
の
だ
と
す
れ
ば
'
矛
盾
が
生
じ
た
理

由
も
明
ら
か
に
な
る
｡
物
語
を
丸
ご
と
導
入
し
た
結
果
'
｢青
面

猷
｣
に
お
け
る
司
令
官
の
性
格

(菖
然
善
玉
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
)
が

そ
の
ま
ま
染
中
書
に
首
て
は
め
ら
れ
た
た
め
に
､
悪
役
の
は
ず
の
染

中
書
が
極
め
て
好
意
的
な
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
し
ま
い
'
『水
瀞
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博
』
内
部
で
矛
盾
が
生
じ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

こ
の
推
定
が
正
し
い
と
す
れ
ば
､
｢青
面
獣
｣
は
元
来
梁
山
泊
物

語
の
一
部
で
は
な
-
､
大
行
山
の
楊
志
を
主
人
公
に
し
た
濁
立
し
た

物
語
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
｡
そ
の
内
容
は
､
楊
志
と
い
う
豪
傑
が
何

ら
か
の
事
情
で
罪
を
犯
し
て
ア
ウ
ト
ロ
ー
に
な
る
が
､
招
安
を
受
け

て
官
軍
に
参
加
し
'
大
行
山

1
帯
で
金
の
軍
勢
と
戦
う
と
い
う
も
の

だ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
｡
そ
の
物
語
の
い
ず
れ
か
の
段
階
に
お
い
て
'

配
流
先
で
し
か
る
べ
き
牌
軍
に
認
め
ら
れ
､
官
軍
の
賂
校
に
取
-
立

て
ら
れ
る
と
い
う
展
開
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
将
軍
は
､
賓

在
の
楊
志
の
上
級
司
令
官
だ
っ
た
神
師
中
か
も
し
れ
な
い
｡
『水
瀞

侍
』
に
お
い
て
'
特
に
魯
智
裸
と
絡
む
形
で
老

･
小
二
人
の

｢神
経

略
相
公
｣
が
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
'
秤
氏

一
族
と
西
北
系
の
梁
山
泊

に
つ
な
が
る
物
語
が
関
わ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
『三

朝
北
盟
曾
編
』
に
よ
れ
ば
'
賓
際
に
は
楊
志
の
敵
前
逃
亡
の
結
果
'

神
師
中
は
命
を
落
と
す
こ
と
に
な
る
の
だ
が
､
楊
志
圭
鰹
の
物
語
に

お
い
て
は
'
そ
う
し
た
問
題
は
回
避
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
｡

四

以
上
の
よ
う
に
､
臨
安
の
瓦
市
で
は
北
方
の
物
語
が
語
ら
れ
て
い

た
｡
わ
け
て
も
'
瓦
市
の
支
配
者
で
あ
る
楊
存
中
と
地
縁
的
に
関
わ

る
物
語

(｢花
和
尚
｣)
と
'
血
縁
的
に
関
わ
る
物
語

(｢青
面
獣
｣)
は
､

お
そ
ら
-
そ
れ
ぞ
れ
猫
立
し
て
語
ら
れ
る
物
語
で
あ
っ
た
｡
も
う

一

つ
'
『静
粛
談
録
』
に
お
い
て
名
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る

｢武
行
者
｣

に
つ
い
て
は
'
詳
細
は
不
明
で
は
あ
る
も
の
の
'
『水
薪
俸
』
に
お

け
る
武
松
の
物
語
､
い
わ
ゆ
る

｢武
十
回
｣
が
非
常
に
猫
立
性
の
高

い
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
'
や
は
-
猫
立
し
た
話
で
あ
っ
た

可
能
性
が
高
か
ろ
う
｡
賓
際
､
同
じ
よ
う
に

『醇
翁
談
録
』
に
見
え

る

｢李
従
書
｣
｢潮
路
虎
｣
｢徐
京
落
草
｣
の
主
人
公
と
思
わ
れ
る
李

従
吉

･楊
温

･
徐
京
の
三
人
は
､
『水
前
借
』
第
七
十
八
回
に
お
い

て
'
梁
山
泊
を
攻
撃
す
る

｢十
節
度
使
｣
の
メ
ン
バ
ー
と
い
う
非
常

に
中
途
半
端
な
形
で
'
や
は
-

『水
前
借
』
に
取
-
込
ま
れ
て
い
る⑲

の
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
楊
温
も
楊
氏
同
様
楊
家
格
の
一
族
と
さ
れ
る
｡

｢青
面
獣
｣
｢花
和
尚
｣
｢武
行
者
｣
は
t
よ
り
本
格
的
に
取
-
込
ま

れ
た
と
い
う
だ
け
の
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
｡
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一
方
で
は
'

こ
う
し
た
個
別
の
講
談
と
は
別
に
､
大
規
模
な
梁
山

泊
の
物
語
が
語
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
｡
『酵
翁
談
録
』
に
そ
の
形

跡
が
見
え
な
い
の
は
､
こ
れ
が

｢小
説
開
聞
｣
だ
か
ら
で
は
な
か
ろ

う
か
｡
｢小
説
｣
が
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
'
『東
京

夢
華
録
』
『都
城
紀
勝
』
『夢
梁
録
』
で
は

｢講
史
｣
と
は
っ
き
-
直

別
さ
れ
て
お
-
､
『酔
翁
談
録
』
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
題
名
か
ら
見

て
も
､
謹
み
切
-
'
も
し
-
は
そ
れ
に
近
い
短
い
も
の
だ

っ
た
の
で

は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
｡
宋
江
を
中
心
と
す
る
梁
山
泊
の
物
語
は
'

お
そ
ら
く
延
々
と
頼
-
長
篇
語
-
物
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡

南
末
に
お
い
て
も
梁
山
泊
物
語
が
贋
-
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
'

周
密
の

『美
幸
雑
識
』
緯
集
巻
上
に
引
-
襲
聖
輿
の

｢宋
江
三
十
六

質
｣
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
｡
襲
聖
典
は
南
宋
滅
亡
前
後
の
人
物

で
あ
る
が
'
そ
の
序
に
は
先
輩
の
書
家
李
嵩
も
梁
山
泊
の
豪
傑
を
題

材
に
し
た
と
あ
り
'
李
嵩
が
活
動
し
て
い
た
南
宋
中
期
に
は
す
で
に

宋
江
た
ち
の
物
語
は
周
知
の
も
の
だ

っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
自
国
の
領

域
内
に
は
な
い
北
方
を
舞
墓
と
し
た
梁
山
泊
物
語
が
南
末
で
贋
ま

っ

て
い
た
の
は
'
お
そ
ら
-
や
は
り
臨
安
の
瓦
市
が
北
方
人
の
た
め
に

設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
可
能
性
が
高
か
ろ
う
｡

北
方
の
軍
人
向
け
に
'
彼
ら
の
間
で
博
承
さ
れ
て
い
た
江
湖
の
人
々

の
物
語
が
語
ら
れ
､
そ
れ
が
瓦
市
に
集
ま
る
軍
人
以
外
の
人
々
の
間

に
も
贋
ま

っ
て
い
っ
た
結
果
'
梁
山
泊
物
語
が
南
末
で
も
展
開
す
る

こ
と
に
な

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

で
は
'
そ
の
内
容
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
お

そ
ら
-
'
南
宋
で
行
わ
れ
て
い
た
梁
山
泊
物
語
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
バ

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ

っ
た
に
違
い
な
い
｡
｢宋
江
三
十
六
質
｣
が
'

南
宋
末

(李
嵩
が
措
い
た
三
十
六
人
も
同
一
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
'
南
宋

中
期
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
)
に
お
け
る
パ
タ
ー
ン
の

l

つ
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
は
確
賓
で
あ
ろ
う
｡
た
だ
､
残
念
な
が
ら

そ
こ
に
付
さ
れ
た

｢賛
｣
は
あ
ま
-
に
も
唆
昧
模
糊
と
し
て
お
-
'

そ
の
詳
細
は
明
ら
か
で
は
な
い
｡

『水
耕
俸
』
成
立
以
前
の
梁
山
泊
物
語
を
具
鰹
的
に
俸
え
る
文
献

と
し
て
は
､
『大
宋
宣
和
遺
事
』
が
最
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
｡
『大
宋
宣
和
遺
事
』
は
'
さ
ま
ざ
ま
な
文
献

を

つ
な
ぎ
あ
わ
せ
て
徽
宗
皇
帝
の

1
代
記
を
綴

っ
て
い
-
謹
み
物

(文
献
と
し
て
の
性
格
が
は
っ
き
り
し
な
い
た
め
､
あ
え
て

｢小
説
｣
と
い

う
語
は
用
い
な
い
)
で
あ
る
が
'
そ
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
南
宋
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か
ら
明
に
至
る
ま
で
の
諸
説
が
あ
り
'
は

っ
き
-
し
た
こ
と
は
い
え

な
い
｡
そ
こ
に
見
え
る
梁
山
泊
物
語
は
､
前
後
と
は
文
濃
を
異
に
し

た
猫
立
し
た
ま
と
ま
-
で
あ
-
'
明
ら
か
に
蛮
能

(も
し
-
は
そ
の

模
倣
)
の
ス
タ
イ
ル
を
取

っ
て
い
る
｡
つ
ま
-
こ
こ
に
は
､
常
時
の

蛮
能
で
演
じ
ら
れ
て
い
た
内
容
を
あ
る
程
度
反
映
し
た
物
語
が
括
入

さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
で
は
'
そ
の
蛮
能
と
は
い
つ
ど
こ

で
演
じ
ら
れ
て
い
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
｡

こ
れ
に
つ
い
て
も
諸
説
あ
る
が
'
『大
宋
宣
和
遺
事
』
自
倍
の
成

立
年
代
が
い
つ
で
あ
れ
'
そ
こ
に
含
ま
れ
る
梁
山
泊
物
語
の
基
本
的

な
枠
組
み
は
'
お
そ
ら
-
南
末
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
た
蛮
能
の
内

容
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
こ
と
を
示
唆
す
る
の
が
'

金

･
元
か
ら
明
初
に
至
る
北
方
に
お
け
る
梁
山
泊
物
語
の
あ
-
よ
う

で
あ
る
｡

五

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
'
梁
山
泊
は
開
封
か
ら
比
較
的
近
い
位
置

に
あ

っ
た
｡
宋
江
た
ち
の
活
動
が
終
わ

っ
て
か
ら
十
数
年
後
に
金
が

北
末
を
打
倒
す
る
と
､
開
封
は
､
楚

･
斉
と
い
う
塊
儲
国
家
の
支
配

梁
山
泊
物
語
の
成
立
に
つ
い
て

(小
松
)

を
経
て
､
金
の
領
域
に
入
-
'
経
済

･
文
化
の
南
面
に
お
い
て
､
北

中
国
の
中
心
都
市
で
あ
-
頼
け
た
｡
従

っ
て
､
金
代
の
開
封
を
中
心

と
す
る
地
域
'
更
に
は
梁
山
泊
の
地
元
で
あ
る
東
平
な
ど
の
都
市
に

お
い
て
は
､
梁
山
泊
の
物
語
が
語
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
'
残
念
な
が
ら
金
代
の
資
料
の
中
に
梁
山
泊

物
語
に
ふ
れ
た
も
の
が
な
い
た
め
'
確
賓
な
こ
と
は
い
い
が
た
い
の

だ
が
､
清
く
モ
ン
ゴ
ル

･
元
の
時
期

(以
下
便
宜
上
ま
と
め
て
元
代
と

呼
ぶ
)
の
状
況
は
'
金
代
に
お
い
て
す
で
に
梁
山
泊
物
語
が
あ
る
程

度
蓉
展
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
.

元
代
に
は
梁
山
泊
の
好
漢
を
主
人
公
に
し
た
雑
劇
が
多
数
作
ら
れ

た
｡
こ
れ
ら
い
わ
ゆ
る

｢水
薪
難
劇
｣
に
つ
い
て
は
､
別
に
論
じ
た

⑮

こ
と
が
あ
る
が
'
簡
単
に
紹
介
す
れ
ば
､
『録
鬼
簿
』

『録
鬼
簿
薄

絹
』
に
見
え
る
元
か
ら
明
初
ま
で
の
作
家
の
手
に
な
る
雑
劇
の
う
ち
'

題
名
か
ら
梁
山
泊
物
と
推
定
さ
れ
る
も
の
は
十
八
種

(う
ち
現
存
す

る
も
の
三
種
)
で
あ
-
'
他
に
作
者
不
明
な
が
ら
明
初
ま
で
に
成
立

し
た
と
思
わ
れ
る
梁
山
泊
物
雑
劇
が
三
種
残
さ
れ
て
い
る
｡

こ
れ
ら
は
元
か
ら
明
初
に
か
け
て
成
立
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
､

そ
の
作
者
は
い
ず
れ
も
北
方
人
で
あ
-
､
首
然
な
が
ら
北
方
人
の
観
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客
を
想
定
し
て
'

北
方
で
俸
承
さ
れ
て
い
る
物
語
を
も
と
に
作
ら
れ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
そ
の
内
容
が
南
末
に
お
け
る
聾
能
の
影
響
を

受
け
て
い
る
こ
と
は
状
況
的
に
も
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
ま
い
｡
ま
し

て
'
『録
鬼
簿
』
に
記
録
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
前
期
の
雑
劇
の
中
に

は
､
南
宋
滅
亡
以
前
に
成
立
し
た
可
能
性
が
あ
る
も
の
も
含
ま
れ
て

い
る
｡
こ
の
場
合
'
交
戦
関
係
に
あ
る
敵
国
の
も
の
で
あ
る
以
上
'

南
宋
に
お
け
る
梁
山
泊
物
語
が
北
方
の
難
劇
に
影
響
す
る
こ
と
自
健
､

ま
ず
あ
-
え
な
い
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
｡
つ
ま
-
'
こ
う
し
た
薙
劇

が
存
在
す
る
と
い
う
事
青
白
腰
が
'
先
立
つ
金
の
時
代
に
'
北
方
で

も
あ
る
程
度
梁
山
泊
物
語
が
成
長
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る

の
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
'
南
宋

･
金
の
双

方
で
梁
山
泊
に
お
け
る
宋
江

一
統
の
物
語
が
成
長
し
て
い
た
と
い
う

事
案
は
'
昔
時
の
資
料
に
こ
そ
記
述
が
な
い
も
の
の
'
賓
在
し
た
宋

江
三
十
六
人
が
梁
山
泊
と
か
な
-
深
い
関
係
を
持

っ
て
い
た
こ
と
を

示
し
て
い
よ
う
｡

こ
れ
ら
の
雑
劇
の
内
容
は
'
興
味
深
い
こ
と
に
､
『水
薪
俸
』
と

ほ
と
ん
ど
合
致
し
な
い
｡
現
存
す
る
も
の
で
唯

一
合
致
す
る
の
は
康

進
之
の

｢李
達
負
剃
｣
だ
が
'
こ
れ
は
､
こ
の
物
語
が
見
え
る
第
七

十
三
回

周
連は
『水
新
俸
』
で
も
埋
め
草
的
な
部
分
で
あ
る
こ
と
か

⑯

ら
考
え

て'
『水
前
侍
』

の
方
が
難
劇
の
内
容
を
取
-
入
れ
た
可
能

性
が
高
い
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
こ
れ
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
｡

原
因
の
1
つ
は
､
こ
れ
ら
の
難
劇
の
多
-
が
､
黒
旋
風
李
達
を
主

人
公
と
し
た
笑
劇
で
あ
る
鮎
に
求
め
ら
れ
よ
う
｡
別
論
文
で
詳
し
-

論
じ
た
よ
う
に
'
こ
れ
ら
の
雑
劇
は
李
達
が
不
似
合
い
な
状
況
に
置

か
れ
た
結
果
生
じ
る
お
か
し
さ
を
ね
ら
っ
た
も
の
で
､
登
場
人
物
こ

そ
梁
山
泊
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
ろ
う
が
'
梁
山
泊
物
語
と
直
接
の
関
係

⑰

を
持
つ
も
の
で
は
な
い

｡

し
か
し
'
梁
山
泊
の
好
漢
に
よ
る
悪
人
退
治
を
描
-
他
の
雑
劇
の

内
容
も
'
『水
前
借
』
と
は
全
-

一
致
し
な
い
の
で
あ
る
｡
し
か
も
'

豪
傑
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
も
大
き
-
異
な
る
｡
そ
も
そ
も
李
達
に
し
て

か
ら
が
'
｢李
達
負
刑
｣
に
お
い
て
は
風
流
心
を
'
｢双
献
功
｣
に
お

い
て
は
思
慮
分
別
と
故
知
を
具
え
た
も
の
と
さ
れ
て
お
-
'
ひ
た
す

ら
に
粗
暴
な

『水
前
借
』
に
お
け
る
李
達
と
は
か
な
り
性
格
を
異
に

す
る
の
だ
が
'
こ
れ
は
ま
だ
差
が
少
な
い
方
と
い
っ
て
よ
い
｡
｢燕

青
博
魚
｣
に
お
け
る
燕
青
は

｢大
漠

(大
男
)｣
で
あ
-
'
性
格
的

に
は
格
別
の
特
徴
を
持
た
ず
'
小
柄
で
諸
聾
に
通
じ
た
'
目
か
ら
鼻
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に
抜
け
る
よ
う
な
才
覚
の
持
ち
主
で
あ
る

『水
薪
停
』
の
燕
青
と
は

全
く
異
な
る
｡
更
に
､
｢争
報
恩
｣
に
登
場
す
る
三
人
に
至
っ
て
は
'

闘
勝
は
金
に
困
っ
て
犬
肉
を
責
-
'
徐
寧
は
物
乞
い
と
な
-
'
花
柴

は
服
が
風
に
め
-
ら
れ
て
露
出
し
た
短
刀
を
警
官
に
見
と
が
め
ら
れ

て
逃
亡
す
る
と
い
う
､
い
ず
れ
も
全
-
情
な
い
登
場
の
仕
方
で
あ

っ

て
､
『水
瀞
俸
』
に
お
け
る
開
勝
の
儒
賂
ら
し
い
重
々
し
さ
や
'
花

祭
の
楓
爽
た
る
若
武
者
ぶ
-
と
は
天
地
の
差
と
い
っ
て
よ
い
｡

こ
れ
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
｡
右
に
あ
げ
た
李
達
以
外
の
四
人
相
互

の
間
に
も
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
違
い
が
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
な
い
鮎
か

ら
す
れ
ば
､
雑
劇
に
お
い
て
は
､
そ
も
そ
も
三
十
六
人
に
つ
い
て
'

李
達
の
よ
う
な
特
別
な
存
在
を
別
に
す
れ
ば
､
個
々
の
好
漢
の
個
性

自
髄
が
定
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
つ
ま
り
､
雑
劇

の
背
景
を
な
す
で
あ
ろ
う
金
か
ら
元
の
前
期
に
か
け
て
成
長
し
た
北

方
系
の
梁
山
泊
物
語
は
､
『水
耕
博
』
と
は
大
き
-
異
な
る
性
格
を

持

っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
事
賓
と
'
『水
前
借
』
の
大
枠
が

『大
宋
宣
和
遺
草
』
と
合

致
す
る
と
い
う
事
賓
を
結
び
付
け
れ
ば
'
『大
宋
宣
和
遺
草
』
は
北

方
系
の
物
語
に
基
づ
-
も
の
で
は
な
い
'
つ
ま
-
南
宋
系
の
梁
山
泊

梁
山
泊
物
語
の
成
立
に
つ
い
て

(小
松
)

物
語
の
1
形
態
で
あ
る
と
い
う
結
論
が
導
き
出
さ
れ
よ
う
｡
し
か
も
､

梁
山
泊
物
雑
劇
が

『大
宋
宣
和
遺
事
』
及
び

『水
新
博
』
と
は
別
系

統
に
屠
す
る
こ
と
を
示
す
更
に
明
確
な
事
例
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
｡

｢蓮
牢
末
｣
と
い
う
雑
劇
が
あ
る
｡
こ
れ
も
李
達
が
登
場
す
る
雑

劇
の
1
つ
で
あ
る
が
'
他
と
は
異
な
-
'
李
蓮
は
正
末
で
は
な
-
'

重
要
性
も
薄
い
｡
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
､
劉
唐
と
史
進
と
い
う

二
人
の
好
漢
が
登
場
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
劉
唐
は
､
『大
宋
宣
和
遺

事
』
『水
前
借
』
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
'
い
わ
ゆ
る
生
辰
綱
の
事

件

'
つ
ま
り
察
京
の
誕
生
祝
い
強
奪
の
犯
人
の
一
人
で
あ
る
｡
史
進

は

'

『水
薪
俸
』
で
は
百
八
人
中
最
初
に
登
場
す
る
好
漢
で
あ
-
'

隣
西
の
豪
農
の
息
子
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
'
『大
宋
宣
和

遺
事
』
に
お
い
て
は
'
三
十
六
人
の
名
簿
に
名
が
見
え
る
の
み
で
'

詳
細
は
不
明
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
､
｢蓬
牢
末
｣
に
お
け
る
二
人
は
'

全
-
異
な
っ
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
登
場
す
る
｡
こ
こ
で
は
二
人

は
と
も
に
東
平
府
の
五
衛
都
首
領
､
つ
ま
-
背
吏
で
あ
る
｡
し
か
も

劉
唐
は
'
休
暇
の
期
限
に
遅
れ
た
時
'
こ
の
難
劇
の
正
末
で
あ
る
上

司
の
李
柴
租
が
ご
ま
か
し
て
-
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
逆
恨
み
し
て
陥

れ
よ
う
と
す
る
悪
人
で
あ
-
'
史
進
は
李

･
劉
両
人
の
間
で
ま
ご
ま
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ご
す
る
だ
け
の
主
催
性
の
な
い
男
と
さ
れ
て
い
る
｡

つ
ま
-
両
人
と
も
到
底
好
漢
と
は
い
い
が
た
い
人
物
で
あ
-
'
こ

の
雑
劇
の
最
後
で
李
達
に
連
れ
ら
れ
て
梁
山
泊
に
仲
間
入
-
す
る
こ

と
が
理
不
蓋
に
す
ら
感
じ
ら
れ
る
｡
こ
れ
は

一
見
す
る
と
､
た
と
え

ば

｢酷
寒
亭
｣
の
よ
う
な
よ
く
似
た
ス
-
1
リ
ー
を
持
つ
雑
劇
の
類

型
を
無
理
矢
理
梁
山
泊
に
普
て
は
め
た
結
果
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
､

⑲

す
で
に
王
利
器
氏
以
来
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

'

青
は

そ
う
で
は
な
い
の
で
あ
る
｡
『水
瀞
博
』
第
六
十
九
回
に
お
い
て
'

宋
江
が
東
平
府
を
攻
撃
し
よ
う
と
し
た
際
'
史
進
は

｢小
弟
香
在
東

平
府
時
'
輿
院
子
種

一
個
娼
妓
有
染
'
喚
倣
李
瑞
蘭

(私
が
以
前
東

平
府
に
お
-
ま
し
た
時
､
色
街
の
妓
女
と
な
じ
み
に
な
り
ま
し
た
｡
名
を
李

瑞
蘭
と
申
し
ま
す
)｣
と
い
う
｡
『水
新
俸
』
に
お
い
て
は
'
こ
れ
以

前
に
史
進
が
東
平
に
来
る
機
合
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
-
､
こ
れ
は

不
自
然
な
セ
リ
フ
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
｡
し
か
し
'
｢還
牢
末
｣

と
並
べ
て
み
れ
ば
'
そ
の
疑
問
は
氷
解
す
る
｡
つ
ま
-
'
こ
の
部
分

に
は
薙
劇
に
お
け
る
'
つ
ま
-
は
北
方
系
の
史
進
の
履
歴
が
顔
を
の

ぞ
か
せ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､
金
に
お
い
て
成
長
し
た
で
あ

ろ
う
梁
山
泊
物
語
が
'
『大
宋
宣
和
遺
事
』
『水
前
借
』
と
は
基
本
的

に
性
格
を
異
に
す
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
｡

北
方
で
知
ら
れ
て
い
た
梁
山
泊
物
語
が

『水
耕
博
』
と
は
大
き
-

異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
更
に
顕
著
な
事
例
が
あ
る
｡
明

代
前
期
'
宣
徳
八
年

〔
一
些

二
三
〕
に
刊
行
さ
れ
た
周
憲
王
朱
有
徴

の
難
劇

｢豹
子
和
尚
自
還
俗
｣
で
あ
る
｡
太
租
未
元
埠
の
孫
に
常
た

る
周
憲
王
が
著
し
た

一
連
の
難
劇
は
'
作
者
自
身
に
よ
っ
て
確
定
さ

れ
た
刊
行
年
代
が
明
ら
か
な
テ
キ
ス
ー
を
侍
え
る
と
い
う
鮎
で
演
劇

史
上
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
作
品
群
で
あ
る
が
'
ま
た
梁
山
泊

物
語
の
馨
展
に
関
わ
る
資
料
と
し
て
も
貴
重
な
存
在
と
い
っ
て
よ
い
｡

｢豹
子
和
尚
｣
と
は
魯
智
探
の
こ
と
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
こ
こ
に

登
場
す
る
魯
智
深
は
､
『水
薪
侍
』
と
は
全
-
異
な
る
素
性
と
性
格

の
持
ち
主
で
あ
る
｡
彼
の
自
己
紹
介
を
見
て
み
よ
う
｡

貧
恰
姓
魯
､
俗
名
智
深
'
原
是
南
陽
贋
慧
寺
伶
人
｡
因
幼
年

戒
行
不
精
､
被
師
噴
責
'
還
俗
馬
民
'
根
着
宋
江
寄
寄
､
在
梁

山
漢
内
､
落
革
為
売
｡
背
着
我
親
母
'
如
今
年
老
'
朝
夕
奉
侍
｡

拙
僧
は
姓
は
魯
'
俗
名
は
智
探
､
も
と
も
と
は
南
陽
の
贋
慧

寺
の
倍
で
あ
-
ま
し
た
｡
若
い
頃
'
戒
律
を
し
っ
か
-
守
ら
な

い
と
い
う
こ
と
で
､
お
師
匠
様
に
叱
ら
れ
て
'
還
俗
し
て
僧
籍
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を
抜
け
'
宋
江
あ
に
き
の
配
下
で
'
梁
山
泊
に
て
山
賊
と
な
-

ま
し
た
｡
母
を
連
れ
て
お
-
ま
す
が
'
年
を
取
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
の
で
'
朝
な
夕
な
に
お
世
話
し
て
お
-
ま
す
｡

出
身
地
は
山
西
や
駅
西
で
は
な
-
河
南
の
南
陽
で
あ
-
､
智
深
は

法
名
で
は
な
-
俗
名
'
還
俗
し
て
賊
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
'
僧

侶
で
は
な
-
､
母
も
い
る
｡
更
に
こ
の
薙
劇
に
は
魯
智
床
の
妻
子
も

登
場
す
る
｡
し
か
も
'
こ
こ
で
魯
智
藻
は
'
宋
江
に
四
十
回
打
た
れ

た
こ
と
を
根
に
持

っ
て
ま
た
出
家
す
る
の
だ
が
､
宋
江
に
打
た
れ
た

理
由
は

｢檀
自
殺
害
了
平
人

(勝
手
に
罪
も
な
い
者
を
殺
し
た
)｣
と
い

う
も
の
で
あ
っ
た
｡

つ
ま
り
'
｢豹
子
和
尚
｣
に
お
け
る
魯
智
深
は
'
『水
新
博
』
に
見

え
る
よ
う
な
'
天
涯
孤
猫
の
身
で
'
酒
や
肉
こ
そ
好
む
が
'
決
し
て

無
意
味
な
殺
人
は
犯
さ
な
い
出
家
で
あ
る
魯
智
深
と
は
､
全
-
異
な

る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
な
の
で
あ
る
｡

｢豹
子
和
尚
｣
の
最
初
に
も
三
十
六
人
の
名
簿
が
あ
-
'
そ
の
内

⑲

容
が

『大
宋
宣
和
遺
草
』
に
非
常
に
近
い
鮎
か
ら
す
れ
ば

'

両
者
は

同
系
統
に
あ
る
と
も
見
え
る
が
'
お
そ
ら
-
文
字
の
形
に
な
っ
た
名

簿
と
し
て
､
『大
宋
宣
和
通
事
』
の
そ
れ
と
同

一
も
し
-
そ
れ
と
類

梁
山
泊
物
語
の
成
立
に
つ
い
て

(小
松
)

似
し
た
も
の
が
存
在
し
た
た
め
'
利
用
し
た
だ
け
で
あ
る
可
能
性
が

高
か
ろ
う
｡
｢豹
子
和
尚
｣
が
北
方
系
に
屠
す
る
こ
と
を
示
唆
す
る

の
は
'
魯
智
深
の
出
身
地
が
南
陽
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡

周
憲
王
の
薙
劇
は
彼
の
王
府
､
つ
ま
-
周
王
府
で
上
演
さ
れ
て
い

た
｡
そ
し
て
'
周
王
府
の
所
在
地
は
開
封
で
あ
っ
た
｡
つ
ま
-
'
金

代
の
開
封
に
お
い
て
地
元
に
密
着
し
た
形
で
梁
山
泊
物
語
が
馨
展
し

た
と
い
う
さ
き
の
推
定
が
正
し
い
と
す
れ
ば
'
周
憲
王
は
そ
の
中
心

地
で
難
劇
を
作
-
､
上
演
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
｡
そ
し
て
､
｢豹

子
和
尚
｣
で
魯
智
深
の
出
身
地
と
さ
れ
る
南
陽
は
､
開
封
と
同
じ
河

南
に
属
し
'
開
封
府
と
南
陽
府
は
境
を
接
し
て
隣
-
合
う
関
係
に
あ

る
｡
つ
ま
り
'
西
北
の
軍
人
を
中
心
と
す
る
臨
安
の
瓦
市
で
形
成
さ

れ
た
魯
智
探
像
が
山
西
五
重
山
と
関
わ
-
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
の

と
同
じ
よ
う
に
'
河
南
で
知
ら
れ
て
い
た
魯
智
深
は
河
南
の
人
間
と

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
お
そ
ら
-
北
方
､
少
な
-
と
も
河
南

一
帯

の
梁
山
泊
物
語
に
お
け
る
魯
智
床
は
､
こ
う
し
た
履
歴
を
持
つ
も
の

と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
｡

更
に
も
う

一
つ
'
｢梁
山
五
虎
大
劫
牢
｣
と
い
う
薙
劇
の
存
在
も

注
目
さ
れ
る
｡
明
の
宮
廷
演
劇
の
た
め
の
上
演
用
量
本
と
考
え
ら
れ
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る
内
府
本
の
み
が
侍
わ
る
こ
と
か
ら
見
て
'
お
そ
ら
-
こ
の
難
劇
は⑳

明
の
宮
廷
に
お
け
る
上
演
用
と
し
て
制
作
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る

｡

こ
の
難
劇
の
正
末
は
三
十
六
人
の
一
人
李
鷹
だ
が
'
そ
の
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
は

『水
前
借
』
と
は
大
き
-
異
な
っ
て
い
る
｡
『水
前
俸
』
第

四
十
七
回
に
登
場
す
る
李
雁
は
'
李
家
荘
の
圭
で
あ
る
富
農
で
'
年

齢
な
ど
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
､
彼
と
-
ラ
ブ
ル
を
起
こ
し
た
税

家
荘
の
三
男
税
彪
を

｢
口
達
妨
腺
未
退
'
頭
上
胎
髪
猶
存

(口
の
乳

の
に
お
い
も
取
れ
ず
､
頭
の
産
毛
も
残
る
)｣
の
若
造
と
罵
-
､
就
彪
の

父
と
生
死
の
交
わ
り
を
か
わ
し
た
と
い
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
考
え

て
'
あ
ま
り
若
-
は
な
く
､
威
厳
の
あ
る
人
物
と
考
え
る
べ
き
で
あ

ろ
う
｡
と
こ
ろ
が
こ
の
雑
劇
に
お
け
る
李
鷹
は
､
第

1
折
の
宋
江
の

セ
リ
フ
に
よ
れ
ば

｢此
人
年
小
聴
俊

(こ
の
者
は
若
-
て
頭
の
回
緒
が

速
い
)｣
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
あ
-
'
第
二
折
で
は
韓
伯
龍
か

ら
も

｢
一
箇
好
年
小
聴
俊
後
生
｣
と
呼
ば
れ
て
い
る
｡
｢聴
俊
｣
と

は
､
賢
く
て
粋
な
こ
と
で
あ
-
'
つ
ま
り
こ
の
雑
劇
に
お
け
る
李
歴

は
､
『水
瀞
俸
』
に
お
け
る
燕
青
と
同
じ
よ
う
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を

∴

持

つ
こ
と
に
な
る
｡

一
方
､
｢燕
青
博
魚
｣
に
お
け
る
燕
青
は
､
前

述
の
通
-
大
男
と
さ
れ
て
お
-
'
両
者
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は

『水
新

俸
』
と
は
ほ
ぼ
逆
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

明
の
宮
廷
演
劇
に
お
い
て
は
'
民
間
で
は
難
劇
が
す
た
れ
て
か
ら

も
ず

っ
と
北
曲
の
難
劇
が
使
用
さ
れ
績
け
て
き
た
｡
こ
れ
は
､
元
の

宮
廷
で
上
演
さ
れ
て
い
た
劇
種
で
あ
る
難
劇
を
'
い
わ
ば
式
柴
と
し

て
引
き
継
い
だ
た
め
で
あ
ろ
う
｡
周
憲
王
が
薙
劇
ば
か
り
多
数
制
作

し
た
の
も
､
そ
う
し
た
流
れ
の
上
で
理
解
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
｡
そ

の
内
容
は
'
お
そ
ら
-
北
方
で
受
け
継
が
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た

に
違
い
な
い
｡
李
歴
の
こ
う
し
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
も
､
北
方
系
梁
山

泊
物
語
の
流
れ
に
屠
す
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
演
劇
の

世
界
で
は
そ
う
し
た
李
歴
像
が
存
在
し
た
た
め
か
'
視
覚
的
イ
メ
ー

ジ
は
残

っ
た
よ
う
で
､
容
輿
堂
本

『水
前
借
』
第
四
十
七
回
の
括
給

に
登
場
す
る
李
歴
は
'
若
々
し
い
二
枚
目
の
姿
に
措
か
れ
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
に
北
方
で
は
'
登
場
人
物
の
名
前
こ
そ
共
通
す
る
も
の

の
'
内
容
的
に
は

『水
帝
博
』
と
は
全
-
異
な
る
梁
山
泊
物
語
が
成

長
し
て
い
た
｡
そ
の
特
徴
は
北
方
で
育

っ
た
こ
と
'
つ
ま
-
梁
山
泊

と
い
う
土
地
と
密
着
し
て
成
立

･
展
開
し
た
鮎
に
あ
ろ
う
｡

一
連
の

梁
山
泊
物
雑
劇
の
半
分
以
上
を
作

っ
た
高
文
秀
は
東
平
の
生
員
で

あ

っ
た
｡
つ
ま
-
､
彼
は
梁
山
泊
の
お
膝
元
で
活
動
し
'
地
元
の
俸
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説
を
演
劇
化
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
｡
元
代
に
お
け
る
東
平
は
､
特

に
そ
の
前
期
に
お
い
て
は
'
モ
ン
ゴ
ル
政
府
か
ら
半
濁
立
の
統
治
権

を
認
め
ら
れ
た
い
わ
ゆ
る
漠
人
世
侯
の
中
で
も
最
大
の
も
の
の
一
つ

で
あ
る
巌
氏
の
本
接
地
で
あ
っ
た
｡
こ
こ
で
事
案
上
の
猫
立
政
権
を

築
い
て
い
た
巌
賓
は
'
軍
人
で
は
あ
る
が
文
化
に
理
解
が
あ
-
'
元

代
に
お
け
る
東
平
は
北
方
屈
指
の
文
化
都
市
で
あ
っ
た
｡
こ
う
し
た

東
平
の
文
化
的
優
位
が
､
梁
山
泊
物
語
が
北
方
に
お
い
て
成
長

･
接

散
す
る
要
因
の
一
つ
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
｡
先
に
見
た
よ
う

に
'
｢還
牢
末
｣
に
お
け
る
劉
唐
と
史
進
は
､
こ
の
東
平
府
の
背
吏

と
さ
れ
て
い
た
｡
高
文
秀
は
こ
の
地
で
活
躍
し
て
い
た
生
月
､
つ
ま

-
あ
ま
-
身
分
の
高
-
な
い
知
識
人
だ
っ
た
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
先

に
見
た
よ
う
に
'
｢豹
子
和
尚
｣
と
'
更
に
も
う

一
つ

｢黒
旋
風
伎

義
疎
財
｣
と
い
う
梁
山
泊
物
雑
劇
を
書
い
た
周
憲
王
朱
有
徴
は
開
封

の
王
で
あ
っ
た
｡
こ
の
よ
う
に
地
元
の
作
者
の
手
に
な
-
､
地
元
で

上
演
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
楽
劇
が
多
い
と
い
う
事
賓
は
'
北
方
の

梁
山
泊
物
語
が
東
平

･
開
封
と
い
う
物
語
の
主
要
な
舞
墓
と
密
接
な

関
係
を
持

っ
て
馨
達
し
て
き
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
｡

難
劇
の
内
容
も
地
元
と
の
密
着
を
示
唆
す
る
｡
こ
れ
も
別
に
論
じ

梁
山
泊
物
語
の
成
立
に
つ
い
て

(小
松
)

⑳

た
と
こ
ろ
で
あ
る
が

､

黒
旋
風
物
の
笑
劇
を
別
に
す
れ
ば
､
現
在
内

容
が
分
か
っ
て
い
る
雑
劇
は
'
い
ず
れ
も
梁
山
泊
か
ら
出
た
好
漢
が
'

外
の
世
界
で
事
件
を
解
決
し
て
戻

っ
て
-
る
と
い
う
構
造
を
持
つ
｡

詳
し
-
い
え
ば
'
危
地
に
置
か
れ
た
好
漢
が
外
部
の
人
間
に
扱
わ
れ
､

後
に
恩
人
の
危
機
を
救

っ
て
恩
返
し
を
す
る
と

い
う
パ
タ
ー
ン

(｢燕
青
博
魚
｣
｢還
牢
末
｣
｢争
報
恩
｣)
と
､
悪
人
に
苦
し
め
ら
れ
て

い
る
人
間
に
出
合

っ
た
好
漢
が
悪
人
を
退
治
す
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン

(｢李
蓮
負
刑
｣
｢黄
花
略
｣
｢使
義
疎
財
｣)
の
二
つ
に
大
き
-
分
か
れ

る

(｢双
戯
功
｣
は
両
者
の
中
間
に
あ
た
る
)
が
'
と
も
あ
れ
そ
れ
ら
の

難
劇
に
お
け
る
梁
山
泊
は
安
定
し
た
永
積
的
な
集
圏
で
あ
-
'
好
漢

た
ち
は
そ
こ
か
ら
離
れ
て
事
件
を
解
決
し
､
ま
た
戻

っ
て
い
-
の
で

あ
る
｡
こ
れ
は
､
好
漢
た
ち
の
集
結
過
程
'
つ
ま
-
は
梁
山
泊
の
成

立
過
程
を
措
-

『大
宋
宣
和
遺
事
』
や
､
成
立
と
崩
壊
ば
か
-
を
描

-

『水
帝
侍
』
と
は
根
本
的
に
違
う
覗
鮎
で
あ
ろ
う
｡

こ
れ
は
へ
雑
劇
の
基
本
と
な
っ
た
北
方
系
の
梁
山
泊
物
語
の
性
格

と
関
わ
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡
北
方
､
特
に
東
平
や
開
封
で
は
'
梁
山

泊
は
ど
こ
に
あ
る
と
も
知
れ
ぬ
お
と
ぎ
話
の
園
で
は
な
-
､
具
膿
的

に
'
目
の
前
に
あ
る
存
在
で
あ
っ
た
｡
従

っ
て
'
そ
こ
に
多
-
の
好
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漢
が
集
結
L
t

官
軍
も
手
を
出
せ
な
い
ユ
ー
-
ピ
ア
的
な
世
界
を
作

-
あ
げ
る
と
い
う
大
き
な
物
語
'
ほ
と
ん
ど
幻
想
と
も
い
う
べ
き
世

界
は
出
現
す
べ
-
も
な
い
｡
た
だ
'
地
元
の
人
々
は
身
近
な
世
界
に

い
る

｢義
賊
｣
が
'
自
分
た
ち
に
降
-
か
か
っ
た
不
正
を
解
決
し
て

-
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
｡
救
い
の
神
と
し
て
絶
望
的
な
硯
賓
か
ら

救
い
出
し
て
-
れ
る
英
雄
は
'
問
題
が
解
決
す
れ
ば
､
自
分
た
ち
を

巻
き
込
む
こ
と
な
く
'
後
腐
れ
の
な
い
形
で
消
え
て
く
れ
る
の
が

一

番
あ
-
が
た
い
｡
梁
山
泊
は
そ
う
し
た
英
雄
が
出
現
L
t
吸
い
込
ま

⑳

れ
て
い
-
場
と
し
て
存
在
す
る

｡

従

っ
て
'
物
語
は
類
似
し
た
パ

タ
ー
ン
の
線
-
返
し
で
あ
-
'
好
漢
は
強
い
男
と
い
う
だ
け
で
､
格

別
の
個
性
を
持
た
な
い
｡
こ
れ
は
'
梁
山
泊
物
語
に
限
ら
ず
､
世
界

各
地
に
あ
る
義
賊
博
説
に
共
通
し
た
パ
タ
ー
ン
で
あ
ろ
う
｡

こ
の
よ
う
に
'
金

二
九
期
に
形
成
さ
れ
た
北
方
の
梁
山
泊
物
語
は
'

南
宋
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
南
方
の
そ
れ
と
は
全
-
性
質
を
異
に
す

る
も
の
で
あ
っ
た
｡
こ
の
鮎
か
ら
考
え
れ
ば
､
『大
宋
宣
和
通
事
』

に
見
え
る
梁
山
泊
物
語
は
'
南
末
で
成
長
し
た
物
語
の
系
統
に
属
す

る
可
能
性
が
非
常
に
高
い
こ
と
に
な
ろ
う
｡
北
方
で
は
主
役
で
あ
る

李
蓮
が
､
『大
宋
宣
和
遭
事
』
に
お
い
て
は
ま
こ
と
に
影
の
薄
い
存

在
で
あ
る
こ
と
は
'
そ
の
あ
ら
わ
れ
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡

六

『大
宋
宣
和
遺
事
』
は
楊
志
の
物
語
か
ら
始
ま
る
｡
楊
志

･
李
進

義

･
林
沖

･
王
雄

･
花
葉

･
柴
進

･
張
青

･
徐
寧

･
李
麿

･
穆
横

･

関
勝

･
孫
立
の
十
二
人
が
花
石
綱
運
搬
の

｢指
使
｣
に
任
じ
ら
れ
､

義
兄
弟
の
契
-
を
結
ぶ
が
､
楊
志
は
穎
州
で
孫
立
を
待
つ
う
ち
に
路

銀
が
な
-
な
-
､
持

っ
て
い
た
賓
刀
を
責
-
に
出
し
た
と
こ
ろ
､
チ

ン
ピ
ラ
に
か
ら
ま
れ
て
相
手
を
斬

っ
て
し
ま
う
｡
衛
州
の
軍
城
に
配

流
さ
れ
る
楊
志
に
出
合

っ
た
孫
立
は
､
開
封
に
行

っ
て
李
進
義
た
ち

と
相
談
し
'
護
送
の
軍
人
を
殺
し
て
楊
志
を
放
出
す
る
と
'
み
な
で

太
行
山
に
行

っ
て

｢落
草
｣
す
る
｡
こ
こ
ま
で
が
第

1
段
で
あ
る
｡

つ
ま
-
'
『大
宋
音
一和
遺
事
』
は
楊
志
の
物
語
か
ら
始
ま
る
｡
そ

し
て
彼
ら
は
太
行
山
で

｢落
草
｣
'
つ
ま
-
山
賊
に
な
る
｡
賓
在
の

楊
志
が
大
行
山
で
金
の
軍
勢
と
戦

っ
た

｢招
安
巨
売
｣
だ
っ
た
こ
と

は
先
に
述
べ
た
と
お
-
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
考
え
れ
ば
'

『大
宋
宣
和
遺
事
』
の
こ
の
部
分
は
､
元
来
梁
山
泊
と
は
無
関
係
な
'

猪
立
し
た
太
行
山
の
物
語
'
つ
ま
-
臨
安
の
瓦
市
に
お
い
て
､
｢青
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面
獣
｣
を
中
核
に
成
長
し
た
太
行
山
の
楊
志
の
物
語
だ

っ
た
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡

こ
の
推
定
が
正
し
い
と
す
れ
ば
'
と
も
に
名
の
上
が
っ
て
い
る
十

一
人
は
'
元
来
は
楊
志
物
語
の
登
場
人
物
だ

っ
た
可
能
性
が
高
い
こ

と
に
な
る
｡
た
だ
し
､
梁
山
泊
物
語
と
合
流
し
た
際
'
宋
江
の
メ
ン

バ
ー
の
う
ち
滞
日
の
物
語
を
持
た
な
い
者
を
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
入
れ

た
可
能
性
も
否
定
は
で
き
ま

い
｡
膏
際
､
｢宋
江
三
十
六
賛
｣
の

｢賛
｣
に
お
い
て
大
行
山
に
言
及
さ
れ
て
い
る
慮
俊
義

･
燕
青

･
張

横

･
戴
宗

･
穆
横
の
う
ち
'
こ
の
十

一
人
に
含
ま
れ
る
の
は
慮
俊
義

⑳

(李
進
義
)
と
穆
横
だ
け
で
あ
る

｡

つ
ま
-
'
楊
志

･
慮
俊
義

･
穆

横
以
外
に
つ
い
て
は
､
太
行
山
の
メ
ン
バ
ー
は
あ
ま
-
固
定
し
て
い

な
か
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

楊
志
た
ち
が
大
行
山
に
落
草
し
た
こ
と
を
述
べ
た
後
'
『大
宋
宣

和
遭
事
』
は

l
樽
し
て
'
北
京
留
守
梁
師
賓
が
察
大
師
､
つ
ま
-
察

京
に
贈
る
誕
生
祝
い
を
晃
蓋
た
ち
八
人
組
が
強
奪
す
る
物
語
に
な
る
｡

こ
れ
は
'
い
う
ま
で
も
な
く

『水
瀞
博
』
に
見
え
る
生
辰
綱
の
物
語

と
ほ
ぼ
同
じ
展
開
で
あ
-
'
『大
宋
宣
和
通
事
』
が

『水
前
借
』
と

直
接
的
な
関
係
を
持
つ
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
｡
強
奪
グ
ル
ー

梁
山
泊
物
語
の
成
立
に
つ
い
て

(小
松
)

プ
の
メ
ン
バ
ー
も
､
晃
蓋

･
呉
加
亮

(『水
薪
侍
』
の
呉
用
で
あ
ろ
う
｡

以
下
括
弧
内
は
同
じ
)

･
劉
唐

･
院
進

(院
小
二
)

･
院
通

(院
小

五
)

･
院
小
七
は

『水
薪
俸
』
と

一
致
し
て
お
-
､
『水
前
借
』
で

は

『大
宋
宣
和
通
事
』
の
秦
明

･
燕
青
が
い
な
い
か
わ
-
に
公
孫
勝

が
入

っ
て
い
る
鮎
が
異
な
る
程
度
で
'
ほ
ぼ
共
通
す
る
｡
そ
の
後
'

都
城
願
の
押
司
だ

っ
た
宋
江
が
ひ
そ
か
に
晃
蓋
に
捕
-
手
が
来
る
こ

と
を
知
ら
せ
て
'
晃
蓋
が
逃
亡
に
成
功
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
も
'
捕

-
手
が
董
平
で
あ
る
こ
と
を
別
に
す
れ
ば

『水
瀞
侍
』
と
ほ
ぼ

一
致

し
て
お
-
､
両
者
の
関
係
が
密
接
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
と
い
っ
て

よ
い
｡
そ
し
て
､
や
は
-

『水
瀞
俸
』
と
同
様
'
晃
蓋
た
ち
は

｢落

草
｣
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
'
そ
の
行
き
先
は

｢梁
山
泊
｣
で
は

な
-

｢大
行
山
梁
山
泊
｣
で
あ
る
｡

こ
れ
は
'
『大
宋
宣
和
通
事
』
が
南
宋
で
成
立
し
た
物
語
の
系
統

に
属
す
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
｡
大
行
山
は
山
西
､

梁
山
泊
は
山
東
に
位
置
し
'
遠
-
隔
た
る
以
上
'
地
元
の
人
間
'
た

と
え
ば
開
封
や
東
平
の
住
人
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
れ
ば
'
こ
の
よ

う
な
不
可
解
な
地
名
が
登
場
す
る
は
ず
が
な
い
｡
つ
ま
-
こ
れ
は
'

北
方
の
地
理
を
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
い
人
々
の
間
で
成
立
し
た
物
語
で
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あ
る
こ
と
に
な
る
｡
し
か
も
､

仮
に
南
方
で
成
立
し
た
と
し
て
も
'

明
や
南
宋
併
合
後
の
元
で
あ
れ
ば
'
こ
こ
ま
で
北
方
に
無
知
で
あ
る

と
は
考
え
が
た
い
｡
自
閲
領
で
は
な
い
山
東
や
山
西
の
こ
と
を
全
-

責
感
で
き
な
い
南
未
に
お
い
て
成
立
し
た
話
と
す
れ
ば
､
こ
の
よ
う

な
現
象
も
説
明
可
能
と
な
る
｡
南
契
願
で
あ
る
べ
き
誕
生
祝
い
強
奪

事
件
の
登
生
地
鮎
が

｢南
洛
牒
｣
と
謀
っ
て
い
る
こ
と
も
､
や
は
-

こ
の
付
近
の
地
理
に
不
案
内
な
人
間
が
こ
の
話
を
ま
と
め
た
こ
と
を

思
わ
せ
る
｡

で
は
'
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
不
思
議
な
地
名
が
現
れ
る
の
か
｡
こ
の

時
晃
蓋
た
ち
は
'
察
大
師
の
誕
生
祝
い
を
強
奪
し
た
こ
と
は

｢不
是

尋
常
小
可
公
事

(普
通
の
ど
う
で
も
よ
い
事
件
と
は
詩
が
違
う
)｣
と
考

え
て
'
｢不
免
遊
約
楊
志
等
十
二
人

(や
む
な
-
楊
志
た
ち
十
二
人
を
迎

え
て
)｣
二
十
人
で
兄
弟
の
契
-
を
結
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
｡
つ
ま
-
'
両
グ
ル
ー
プ
に
か
か
わ
る
地
名
を
そ
の

ま
ま
つ
な
げ
た
の
が
こ
の
地
名
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
と

す
れ
ば
､
逆
に
い
う
と
楊
志
は
元
来
梁
山
泊
と
関
わ
っ
て
い
た
わ
け

で
は
な
い
可
能
性
が
高
い
こ
と
に
な
る
｡

そ
し
て
'
『大
宋
宣
和
遺
事
』
に
お
け
る
誕
生
祝
い
の
護
送
責
任

者
は
､
願
尉

(ど
こ
の
懸
か
は
書
か
れ
て
い
な
い
)
の
馬
安
国
で
あ
る
｡

『水
瀞
侍
』
で
は
楊
志
が
こ
の
役
に
普
た
っ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
｡
『大
宋
宣
和
遺
事
』
が

『水
前
借
』
の
原
型
で
あ
る
と

す
れ
ば
､
馬
安
国
が
楊
志
に
入
れ
換
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
｡
こ
の

事
章
と
､
先
に
見
た
梁
中
書
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
不
自
然
で
あ
る
こ

と
を
重
ね
合
わ
せ
る
と
､
南
末
に
お
け
る
梁
山
泊
物
語
が

『水
瀞

博
』

へ
と
展
開
し
て
い
っ
た
お
よ
そ
の
道
筋
が
見
え
て
-
る
｡

晃
蓋

･
宋
江
を
中
心
と
す
る
話
'
つ
ま
-
生
辰
綱
強
奪
と
宋
江
の

閣
婆
惜
殺
し
を
中
心
と
す
る
ス
ト
ー
リ
ー
が
存
在
し
'
こ
れ
は
梁
山

泊
の
物
語
'
つ
ま
-
宋
江
が
ど
の
よ
う
に
し
て
三
十
六
人
の
首
領
と

な
っ
て
い
-
か
を
語
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
こ
の
梁
山
泊
の
賊
宋
江
の

物
語
と
は
別
に
'
大
行
山
の
賊
楊
志
の
物
語
が
存
在
し
た
｡
そ
れ
は
'

楊
志
が
花
石
綱
の
運
搬
に
失
敗
し
て
庭
罰
さ
れ
る
話
と
'
将
軍
の
前

で
武
重
を
披
露
し
て
取
-
立
て
ら
れ
る
話
を
含
む
､
大
行
山
へ
の
落

草
と
'
招
安
を
受
け
て
の
官
軍
入
-
を
語
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
｢青

面
獣
｣
は
そ
の
物
語

(も
し
-
は
そ
の
一
部
)
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡

そ
し
て
､
お
そ
ら
-
三
十
六
人

(そ
の
名
前
が
は
じ
め
か
ら
そ
ろ
っ
て

い
た
か
は
大
い
に
疑
問
で
あ
る
)
を
そ
ろ
え
る
必
要
上
､
二
つ
の
系
統
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が

1
つ
に
さ
れ
た
の
が

『大
宋
宣
和
遺
事
』
段
階
で
あ
ろ
う
｡
そ
こ

で
は
､
便
宜
上
付
け
加
え
ら
れ
た
楊
志
の
物
語
は
簡
略
化
さ
れ
た
ら

し
-
､
武
糞
を
披
露
す
る
話
な
ど
は
記
さ
れ
て
い
な
い
｡

そ
の
後
に
次
の
よ
う
な
こ
と
が
起
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
ま

ず
昔
然
な
が
ら
二
つ
の
話
が
合
鰻
し
て
い
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る

た
め
'
物
語
は
梁
山
泊
系
統
'
つ
ま
り
晃
蓋

･
宋
江
の
方
向

へ
と

一

本
化
さ
れ
る
｡
そ
の
過
程
で
'
太
行
山
の
方
に
名
を
連
ね
て
い
た
好

漢
に
は
別
の
物
語
が
輿
え
ら
れ
て
い
っ
た
が
'
楊
志
だ
け
は
も
と
の

物
語
を
離
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
｡
そ
こ
で
'
花
石
綱
の
物
語

は
背
負

っ
た
上
で

(『水
前
博
』
第
二
十
回
で
楊
志
の
身
の
上
話
と
し
て

そ
の
物
語
が
語
ら
れ
'
積
い
て
刀
を
責
ろ
う
と
し
て
人
を
殺
し
て
し
ま
う
話

に
な
る
)'
馬
安
園
の
か
わ
-
に
生
辰
綱
の
護
送
役
に
楊
志
が
首
て

ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
､
そ
の
間
に
は
か
つ

て
の
大
行
山
場
志
の
物
語
に
あ
っ
た
演
習
に
お
け
る
腕
比
べ
の
物
語

が
､
司
令
官
を
梁
中
書
に
蟹
更
し
て
無
理
に
取
り
込
ま
れ
､
楊
志
が

護
送
役
に
皆
た
る
展
開
へ
と
つ
な
げ
る
た
め
の
手
段
と
さ
れ
た
の
で

あ
ろ
う
｡

『酔
翁
談
録
』
に
猫
立
し
た
物
語
が
見
え
た
他
の
二
人
､
｢花
和

梁
山
泊
物
語
の
成
立
に
つ
い
て
(小
松
)

筒
｣
の
魯
智
藻
と

｢武
行
者
｣
の
武
松
の
名
も

『大
宋
宣
和
通
事
』

に
は
見
え
る
が
'
武
松
は
三
十
六
人
の
リ
ス
ト
の
中
に
名
が
見
え
る

の
み
で
あ
-
'
魯
智
藻
は
三
十
六
人
の
最
後
に

｢那
時
有
伶
人
魯
智

探
反
叛
'
亦
来
投
奔
宋
江

(そ
の
時
七
倍
の
魯
智
藻
も
反
逆
し
て
､
や
は

-
宋
江
の
も
と
に
身
を
寄
せ
て
き
た
)｣
と
と
っ
て
つ
け
た
よ
う
に
述
べ

る
の
み
で
､
｢反
叛
｣
の
具
倍
的
内
容
も
記
さ
れ
て
は
い
な
い
｡
お

そ
ら
-
こ
れ
は
､
三
十
六
人
の
数
を
そ
ろ
え
る
た
め
､
元
来
猫
立
し

た
物
語
の
主
人
公
で
あ
っ
た
彼
ら
が
梁
山
泊
の
メ
ン
バ
ー
に
取
-
込

ま
れ
た
こ
と
に
由
来
し
よ
う
｡
そ
れ
ゆ
え
に
､
彼
ら
の
物
語
は
梁
山

泊

(そ
し
て
大
行
山
)
の
物
語
を
圭
と
し
て
語
る

『大
宋
宣
和
通

事
』
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
｡

1
つ
に
は
'
別
の
物
語

を
詳
細
に
語
る
場
で
は
な
い
た
め
と
思
わ
れ
る
が
､
魯
智
探
へ
の
言

及
の
仕
方
か
ら
考
え
れ
ば
'
こ
れ
ら
の
人
物
を
ど
の
よ
う
に
梁
山
泊

に
結
び
付
け
る
か
は
ま
だ
固
定
し
て
い
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
｡

そ
し
て
､
特
に
魯
智
探
に
つ
い
て
い
え
ば
'
先
に
述
べ
た
よ
う
に

彼
が
五
重
山
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
'
楊
志
同

様
に
臨
安
の
瓦
市
の
主
催
者
で
あ
っ
た
楊
存
中
と
の
闘
わ
-
の
も
と

に
物
語
が
馨
展
し
た
可
能
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
｡
お
そ
ら
-
そ
れ
ゆ
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第
七
十
九
析

え
に
'
『水
耕
俸
』
段
階
に
至

っ
て
魯
智
藻
は
楊
志
と
と
も
に
二
龍

山
に
こ
も
る
こ
と
に
な
る
｡
『水
瀞
俸
』
第
十
七
回
で
魯
智
深
が
い

う
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
孟
州

(洛
陽
の
北
東
)
か
ら
ほ
ど
遠
か
ら
ぬ
と

こ
ろ
'
つ
ま
-
大
行
山
の
南
端
あ
た
-
に
あ
る
は
ず
の
二
龍
山
が
､

第
五
十
七
回
で
は
青
州

(現
在
の
山
菜
省
益
都
｡
梁
山
泊
か
ら
は
二
百
キ

ロ
ほ
ど
東
に
な
る
)
に
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る

(た
だ
し
第
十
七
回

で
も
曹
正
は
自
分
は

｢山
東
｣
に
流
れ
て
き
た
と
い
っ
て
い
る
)
と
い
う

不
可
解
な
事
賓
も
'
楊
志

･
魯
智
裸
が
大
行
山
と
い
う

一
鮎
に
お
い

て
関
わ
っ
て
い
た
が
ゆ
え
に
､
両
人
の
話
を
太
行
山
南
端
で
合
流
さ

せ
た
も
の
の
'
そ
の
後
梁
山
泊
の
物
語
と
つ
じ
っ
ま
を
合
わ
せ
る
た

め
､
位
置
を
山
東
に
襲
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
で
あ

ろ
う
｡
つ
ま
-
､
こ
と
は

『大
宋
宣
和
通
事
』
に
お
け
る

｢大
行
山

梁
山
泊
｣
と
同
様
な
の
で
あ
る
｡
魯
智
裸
と
闘
わ
-
が
深
い
李
忠

･

周
通
の
桃
花
山
が
同
様
に
大
行
山
付
近
か
ら
山
東
に
饗
わ
っ
て
い
る

⑳

の
も
'
同
様
の
現
象
で
あ
ろ
う

｡

そ
し
て
'
武
松
も
二
龍
山
の
頭
領

と
さ
れ
る
｡
『酔
翁
談
錬
』
に
見
え
る
三
つ
の
濁
立
し
た
物
語
の
主

人
公
が
み
な
二
龍
山
に
入
-
､
ま
と
め
て
梁
山
泊
に
合
流
す
る
の
は
､

彼
ら
が
梁
山
泊
に
参
加
す
る
物
語
が
元
来
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
の

あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
｡

七

こ
の
よ
う
に
'
『水
前
俸
』
は
南
末
で
成
立
し
た
梁
山
泊
物
語
'

具
佳
的
に
は

『大
宋
宣
和
遺
事
』
に
見
え
る
よ
う
な
晃
蓋

･
宋
江
の

物
語
を
基
本
に
し
て
､
ま
ず
楊
志
の
花
石
綱
関
係
の
物
語
を
取
り
込

み
'
更
に
魯
智
深

･
武
松
の
物
語
も
付
け
加
え
る
と
い
う
形
で
費
展

し
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
前
述
し
た
よ
う
に
､
北
方
に
お
け

る
梁
山
泊
物
語
に
お
い
て
墜
倒
的
な
存
在
感
を
持

っ
て
い
た
李
達
が
､

『大
宋
宣
和
遺
事
』
に
お
い
て
は
名
前
が
見
え
る
の
み
で
､
具
鰹
的

な
こ
と
が

一
切
記
さ
れ
て
い
な
い
の
は
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
｡
『水

新
俸
』
に
な
っ
て
も
'
李
達
は

｢主
要
人
物
の
中
で
濁
立
し
た
物
語

㊧

を
持
た
ぬ
数
少
な
い
人
物
の
一
人

｣

で
あ
っ
て
､
宋
江
に
付
随
す
る

役
割
に
ほ
ほ
終
始
す
る
.
わ
ず
か
に
彼
が
猫
白
の
活
動
を
示
す
の
は
､

『水
薪
停
』
中
で
安
定
し
た
梁
山
泊
､
つ
ま
-
北
方
系
梁
山
泊
物
語

と
同
じ
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
持
つ
第
七
十
三

･
四
回
に
お
い
て
の

こ
と
だ
が
､
こ
の
部
分
は
'
前
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
元
雑
劇
に
基
づ

い
て
後
か
ら
付
け
加
え
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
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こ
の
こ
と
は
'
南
北
が
統

一
さ
れ
た
後
､
『水
瀞
博
』
が
あ
る
程
度

成
長
し
た
段
階
で
'
北
方
系
の
物
語
が
取
-
込
ま
れ
た
こ
と
を
意
味

す
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡

た
だ
し
'
た
と
え
ば

『錬
鬼
簿
』
に
元
代
前
期
の
俳
優
出
身
の
難

劇
作
者
紅
字
李
二
の

｢折
槍
兄
武
松
打
虎
｣
と
い
う
雑
劇
が
著
錬
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
'
南
北
で
あ
る
程
度
共
通

し
た
物
語
も
存
在
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
た
だ
そ
れ
が
'
た
と
え

ば
梁
山
泊
の
武
松
の
物
語
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
か
は
走
か
で
は
な

い
｡
昔
初
の
三
十
六
人
の
名
前
が
宋
江
し
か
わ
か
ら
な
い
以
上
､
武

松
で
あ
れ
魯
智
深
で
あ
れ
'
元
々
梁
山
泊
の
豪
傑
と
し
て
認
識
さ
れ

て
い
た
か
否
か
は
今
と
な
っ
て
は
知
る
由
も
な
い
の
で
あ
る
｡
た
だ
'

あ
る
時
期
以
降
彼
ら
の
多
-
が
南
北
双
方
で
梁
山
泊
の
メ
ン
バ
ー
と

認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
｡

こ
の
よ
う
に
し
て
'
南
宋
で

『水
前
博
』
の
原
型
が
成
立
し
た
と

す
れ
ば
､
『水
瀞
博
』
に
見
え
る
家
屋
の
構
造
が
南
方
の
も
の
で
あ

る
こ
と
'
南
方
の
地
理
に
つ
い
て
は
正
確
に
記
述
さ
れ
て
い
る
の
に

暫
し
'
北
方
の
地
理
は
全
-
で
た
ら
め
で
あ
る
こ
と
と
い
っ
た
す
で

⑳

に
指
摘
さ
れ
て
い
る
問
題

も

説
明
が
容
易
に
な
る
で
あ
ろ
う
｡
第
四

梁
山
泊
物
語
の
成
立
に
つ
い
て
(小
松
)

十
四
回
や
第
五
十
三
回
に
お
い
て
'
遼
の
領
土
で
あ
る
は
ず
の
新
川

に
戴
宗
た
ち
が
赴
-
に
も
関
わ
ら
ず
'
全
-
別
の
園
と
い
う
意
識
が

認
め
ら
れ
な
い
の
も
'
南
末
に
お
い
て
は
山
東
も
河
北
も
金
の
領
内

で
あ
っ
た
こ
と
の
反
映
と
見
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
｡

や
が
て
'
お
そ
ら
-
は
元
未
明
初
以
降
'
『水
砕
博
』
物
語
は
充

害
し
て
今
日
の
姿
に
近
づ
い
て
い
-
こ
と
に
な
る
｡
そ
の
過
程
に
つ

⑳

い
て
は
別
稿
で
詳
し
-
論
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
､
本
稿
同
様
戯
曲

と
の
関
わ
り
と
い
う
鮎
も
含
め
て
'
ま
だ
論
ず
べ
き
鮎
が
い
-
つ
か

残

っ
て
い
る
｡
そ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
い
｡

註①

『水
新
俸
』
成
立
以
前
の
梁
山
泊
物
語
に
つ
い
て
は
'
大
塚
秀
高
氏

が

｢水
薪
説
話
に
つ
い
て
-

『宣
和
通
事
』
を
端
緒
と
し
て
｣
(『中

国
古
典
小
説
研
究
動
態
』

第
二壊
〔
l
九
八
八
年
十
月
〕)
で

｢水
新

説
話
｣
と
い
う
名
の
も
と
に

｢大
宋
宣
和
通
事
』
と
の
関
わ
り
を
中
心

に
論
じ
ら
れ
'
ま
た
笠
井
直
美
氏
が

｢｢義
賊
｣

の
誕
生
-

難
劇

『水
瀞
』
か
ら
小
説

『水
薪
』
へ
-

｣
(『東
洋

文

化
』
第
七
十
一
旗

〔東
京
大

学
東
洋
文
化
研
究
所
一
九
九
〇
年
十
二
月
〕｣
で
難
劇
と
の

関
わ
り
を
中
心
に
論
じ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
本
論
は
､
両
氏
の
説

に
依
稼
し
っ
つ
､
異
な
る
観
鮎
か
ら
こ
の
間
題
を
見
よ
う
と
す
る
も
の
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第
七
十
九
冊

で
あ
る
｡

②

宮
崎
市
走

『水
前
俸
-

虚
構
の
中
の
史
書
』
(中
公
新
書

l
九
七

二
'
後
に

『宮
崎
市
走
全
集
』
第
十
二
審

[岩
波
書
店

一
九
九
二
〕
に

収
録
)
第
九
章

｢宋
江
に
績
-
人
々
｣
｡

③

甲
集
巻

一
｢小
説
開
聞
｣
に

｢新
話
説
張
韓
劉
岳
｣
と
見
え
る
こ
と

は
'
こ
の
部
分
が
南
末
の
状
況
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ

～つ
O

④

他
に

｢公
案
｣
の
項
に

｢石
頭
孫
立
｣
｢戴
嗣
宗
｣
の
名
も
見
え
る

が
'
こ
れ
ら
が
梁
山
泊
の
孫
立

･
戴
宗
と
関
係
が
あ
る
か
は
疑
問
視
さ

れ
て
い
る
｡

⑤

小
松
謙

『中
囲
歴
史
小
説
研
究
』
(汲
古
書
院
二
〇
〇
1
)
第
六
章

｢
『楊
家
府
世
代
忠
勇
通
俗
演
義
倦
』
『北
宋
志
侍
』
-

武
人
の
た
め

の
文
学
-

｣
｡

⑥

『張
協
状
元
』
に
は
出

･
駒

･
折
な
ど
の
堤
分
は
な
い
｡
こ
こ
で
は

鑓
南
揚
校
注

『永
楽
大
典
戯
文
三
種
』
(中
華
書
局

一
九
七
九
)
の
区

分
に
よ
る
｡

①

余
嘉
錫

｢宋
江
三
十
六
人
考
膏
｣
(
『余
嘉
錫
論
撃
雑
著
』
〔
中
華
書

局

一
九
六
三
〕
所
収
)
0

⑧

松
浦
智
子

｢開
干
場

家
格
五
郎
馬
借
故
事
的
考
察
｣
(
『明
清
小
説
研

究
』
〔
江
蘇
融
合
科
学
院
文
筆
研
究
所
〕
二
〇
〇
九
年
四
期
)0

⑨

封
金
戦
が
臨
安
の
瓦
市
に
お
け
る
蛮
能

の
主
要
な
題
材
で

あ

っ
た
こ

と
は
'
前
掲
注
③
で
ふ
れ
た

『醇
翁
談
録
』
の
記
事
か
ら
も
見
て
取
れ

る
｡

⑲

⑤
に
同
じ
｡

⑪

以
下

『水
砕
博
』
と
い
う
場
合
は
'
す
べ
て
容
輿
堂
本
を
さ
す

(底

本
と
し
て
は
'
上
海
人
民
出
版
社
か
ら

1
九
七
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
北

京
囲
書
館
所
蔵
本
の
影
印
本
を
使
用
す
る
)0

⑫

小
松
謙
前
掲
書
第
五
章

｢
『唐
書
志
侍
』
｢帽
唐
南
朝
史
俸
』
『大
唐

黍
王
詞
話
』
『惰
史
遺
文
』
『惰
唐
演
義
』
『説
唐
全
俸
』
-

平
話
の

存
在
し
な
い
時
代
を
扱
う
歴
史
小
説
の
展
開
｣
｡

⑬

小
松
謙

｢
『水
薪
俸
』
成
立
考
-

内
容
面
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
｣

(
『中
国
文
学
報
』
第
六
十
四
竹

〔
二
〇
〇
二
年
四
月
〕
)｡
同
論
文
は

本
論
と
相
補
う
関
係
に
あ
る
.
『大
宋
宣
和
通
事
』
か
ら

『水
許
侍
｣

成
立
に
至
る
過
程
に
関
す
る
筆
者
の
見
解
に
つ
い
て
は
同
論
文
を
参
照

さ
れ
た
い
｡

⑲

こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
'
大
塚
秀
高

『中
園
小
説
史

へ
の
硯
鮎
』
(日

本
放
迭
出
版
協
曾

l
九
八
七
)
｢
7

短
篇
小
説
だ
っ
た
水
瀦
博
-

長
篇
小
説
の
育
た
ぬ
わ
け
｣
の

｢梁
山
に
の
ほ
れ
な
か
っ
た
豪
傑
た

ち
｣
に
指
摘
が
あ
る
｡

⑮

小
松
謙

｢水
新
報
劇
の
世
界
-

『水
前
借
』
成
立
以
前
の
梁
山
泊

物
語
｣
(
『『水
瀞
俸
』
の
衝
撃

東

ア
ジ
ア
に
お
け
る
言
語
接
鰯
と
文

化
受
容
』
[
勉
誠
出
版
二
〇

一
〇
〕
所
収
)0

⑲

頼
-
第
七
十
四
回
で
李
達
が
毒
張
願
に

お
い
て
知
願
に
扮
し
て
裁
判

を
し
た
-
'
学
校
に
乱
入
し
た
-
す
る
場
面
も
､
今
は
失
わ
れ
た
二
つ

の
雑
劇
'
楊
顕
之
の

｢黒
旋
風
喬
断
案
｣
と
高
文
秀
の

｢黒
旋
風
喬
教

学
｣
に
基
づ
い
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
｡
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⑰

そ
の
種
の
黒
族
風
物
は
す
べ
て
現
存
せ
ず
'
詳
細
は
不
明
で
あ
る
｡

⑲

こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
王
利
器

｢《
水
薪
》
揮
名
｣
｢《水
耕
》
是
忠
横

幕
修
的
｣
(と
も
に

『耐
雪
堂
集
』
〔
中
国
社
曾
科
学
出
版
社

1
九
八

六
〕
所
収
)
に
指
摘
が
あ
-
､
そ
の
後
高
島
俊
男

『氷
帯
侍
の
世
界
』

(大
修
舘

一
九
八
七
㌧
後
に
ち
-
ま
文
庫
二
〇
〇

こ

｢十

幕
樺
か

ら
芝
居
ま
で
｣
で
も
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
｡
ま
た
中
鉢
雅
量
氏
も

『中
閲

小
説
史
研
究
-

水
薪
博
を
中
心
と
し
て
I

』
(汲
古
書
院

1
九
九

六
)
第
Ⅱ
部
第
二
章

｢水
新
侍
の
成
立
過
程
｣
に
お
い
て
こ
の
鮎
を
論

じ
て
お
ら
れ
る
｡

⑲

一
部
序
列
が
異
な
る

(た
と
え
ば

『大
宋
宣
和
遺
草
』
で
は
最
後
尾

に
あ
っ
た
晃
蓋
が
第
二
位
に
な
っ
て
い
る
)
ほ
か
'

一
部
の
名
前
や
緯

親
の
表
記
が
異
な
る

(た
と
え
ば
柴
進
が
柴
俊
と
な
っ
て
い
る
)
が
'

張
等

･
杜
千
が
入
っ
て
い
て
解
珍

･
解
賓
が
い
な
い
鮎
な
ど
､
多
-
の

特
徴
が

『大
宋
宣
和
遺
草
』
と

一
致
す
る
｡

⑳

小
松
謙

『中
囲
古
典
演
劇
研
究
』
(汲
古
書
院
二
〇
〇
一
)
Ⅲ
の
第

三
章

｢
『版
望
館
抄
古
今
雑
劇
』
考
｣｡

㊧

高
島
俊
男
前
掲
書

｢十

清
輝
か
ら
芝
居
ま
で
｣
に
こ
の
鮎
に
関
す

る
言
及
が
あ
る
｡

㊧

⑮
に
同
じ
｡
ま
た
筆
者
が
こ
の
論
考
を
費
表
す
る
以
前
に
'
笠
井
直

美
氏
は
注
①
で
引
い
た
論
考
で
水
帝
難
劇
を
こ
う
し
た
特
徴
に
即
し
て

論
じ
て
お
ら
れ
る
｡

⑳

笠
井
直
美
氏
は
'
前
掲
論
文
で

｢水
新
報
劇
で
は
'
梁
山
泊
の
好
漢

と
結
義
し
た
堅
気
の
人
々
は
'

一
騒
ぎ
お
き
'

一
命
を
と
り
と
め
､
親

梁
山
泊
物
語
の
成
立
に
つ
い
て
(小
松
)

子
夫
婦
囲
囲
し
た
後
に
は
､
再
び
婆
婆

(
一
般
人
の
世
界
)
に
還
っ
て

行
-
ら
し
-
見
え
る
｣
と
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
｡

⑳

高
島
前
掲
書

｢十

講
稗
か
ら
芝
居
ま
で
｣
に
こ
の
鮎
に
つ
い
て
の

指
摘
が
あ
る
｡

⑳

松
村
昂

･
小
松
謙

『圏
解
雑
学
水
新
侍
』
(ナ
ツ
メ
赦
二
〇
〇
五
)

第
2
章

｢
『水
前
借
』
物
語
の
中
か
ら
｣
の

｢二
つ
の
桃
花
山
｣
｢二
つ

の
二
龍
山
｣
参
照
｡

⑳

高
島
前
掲
書

｢五

人
の
殺
し
方
に
つ
い
て
｣
｡

⑳

宮
崎
市
走

｢水
軒
樽
と
江
南
民
屋
｣
(
『文
学
』
第
四
十
九
巻
第
四
壊

〔
一
九
八

一
年
〕
'
後
に

『宮
崎
市
走
全
集
』
第
十
二
巻
に
収
録
)｡
北

方
の
地
理
が
で
た
ら
め
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
'
小
川
環
樹

『中
国

小
説
史
の
研
究
』
(岩
波
書
店

一
九
六
八
)
第
二
章

｢｢水
薪
侍
｣
の
作

者
に
つ
い
て
｣
の
注

(
2
)
以
来
'
多
-
の
指
摘
が
あ
る
｡

⑳

⑬
所
引
の
小
松
論
文
｡

- 49-


