
　
　

は
じ
め
に

　

曲
亭
馬
琴
作
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』（
以
下
『
八
犬
伝
』
と
略
す
）
は
、
全

九
八
巻
一
八
〇
回
一
〇
六
冊
を
数
え
る
。
石
川
秀
巳
氏

1
の
区
分
に
従
え
ば
、
物

語
は
大
き
く
「
発
端
」「
犬
士
列
伝
」「
八
犬
具
足
」「
京
師
の
話
説
」「
大
戦
」「
終

結
」
の
六
部
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。「
犬
士
列
伝
」
部
は
、
諸
処
に
誕
生
し

た
七
犬
士
が
遍
歴
を
重
ね
、
結
城
大
法
会
に
向
か
う
ま
で
（
第
二
輯
第
一
五
回
か

ら
第
九
輯
上
帙
第
九
六
回
）
と
、
素
藤
が
安
房
を
攻
め
、
犬
士
・
犬
江
親
兵
衛
が

鎮
圧
す
る
ま
で
（
第
九
輯
上
帙
第
九
七
回
か
ら
第
九
輯
下
帙
之
上
第
一
二
二
回
）

を
指
す
。

　
『
八
犬
伝
』
の
構
想
を
論
じ
た
先
行
研
究
は
多
数
認
め
ら
れ
る
が
、
馬
琴
の
作

品
外
の
発
言
に
基
づ
き
、
原
文
を
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
八
犬
伝
』

或
い
は
そ
の
一
部
の
構
想
の
成
立
時
期
、
変
化
、
境
界
と
、
構
想
転
回
の
意
義
を

論
じ
る
も
の
が
目
立
つ

2
。

　

周
知
の
如
く
、
中
国
白
話
小
説
『
水
滸
伝
』
は
『
八
犬
伝
』
の
成
立
に
大
き
な

影
響
を
及
ぼ
し
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
水
滸
伝
』
を
端
緒
に
『
八
犬
伝
』
の

構
想
を
論
究
す
る
も
の
は
、
石
川
氏
の
「
信
乃
の
行
動
軌
跡
の
ま
わ
り
に
、
次
々

『
八
犬
伝
』
犬
士
列
伝
の
構
想
に
関
す
る
考
察

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
― 

『
水
滸
伝
』
の
受
容
を
通
し
て 

― 

と
姿
を
現
わ
し
結
集
し
て
い
く
犬
士
た
ち
の
挿
話
を
配
す
る
と
い
う
構
成
は
、
或

い
は
『
水
滸
伝
』
の
好
漢
た
ち
が
連
鎖
的
に
登
場
さ
せ
ら
れ
て
く
る
行
き
方
を
模

し
た
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
」3 

、「『
八
犬
伝
』
の
〈
発
端
―
列
伝
―
八
犬

具
足
―
京
師
の
話
説
―
大
戦
〉
と
い
う
構
成
は
〈
楔
子
―
列
伝
―
梁
山
泊
結
集
―

招
安
―
大
戦
〉
の
『
水
滸
伝
』
の
構
成
に
倣
っ
た
形
に
な
っ
て
も
い
る
」 4
と
、

徳
田
武
氏
の
「『
水
滸
伝
』
で
は
…
…
連
環
体
と
で
も
い
う
べ
き
形
式
を
用
い
て

い
る
。
そ
れ
は
第
一
回
で
王
進
が
主
役
と
な
る
話
が
語
ら
れ
、
王
進
は
九
紋
龍
史

進
と
知
り
合
う
、
第
二
回
で
は
そ
の
史
進
を
主
役
と
す
る
話
が
語
ら
れ
、
史
進
は

魯
智
深
と
知
り
合
う
、
す
る
と
第
三
回
で
は
魯
智
深
が
主
役
と
な
る
話
が
語
ら
れ

る
と
い
う
形
式
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
第
七
十
回
に
至
っ
て
百
八
人
が
梁
山

泊
に
集
結
す
る
わ
け
で
あ
る
。『
八
犬
伝
』
で
も
こ
う
し
た
連
環
体
が
採
用
さ
れ

て
い
る
」5
に
留
ま
る
。
そ
の
上
で
、両
氏
と
も
に
詳
細
な
検
討
は
さ
れ
て
い
な
い
。

　
　

一　

問
題
提
起

　

筆
者
は
こ
れ
ま
で
、
犬
士
犬
田
小
文
吾
・
犬
坂
毛
野
の
列
伝
を
対
象
に
、『
水

滸
伝
』
と
の
具
体
的
な
比
較
検
討
を
行
っ
た
結
果
、
次
の
四
点
の
利
用
法
の
原
則

を
明
ら
か
に
し
た

6
。
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〈
一
〉『
水
滸
伝
』
の
一
節
を
い
く
つ
か

の
部
分
に
分
解
し
て
使
用
し
た
場

合
に
も
、
基
本
的
に
は
同
じ
部
分

を
重
複
し
て
用
い
な
い
こ
と
。

〈
二
〉
犬
士
列
伝
の
途
中
で
犬
士
の
モ
デ

ル
と
な
る
水
滸
豪
傑
が
変
わ
っ
て

も
、
馬
琴
は
終
盤
に
お
い
て
、
そ

れ
を
最
初
の
モ
デ
ル
と
な
る
豪
傑

に
戻
し
て
い
る
こ
と
（【
図
１
】
を

参
照
）。

〈
三
〉『
水
滸
伝
』
の
類
似
す
る
場
面
を

統
合
し
た
上
で
、
自
作
の
趣
旨
に

合
わ
せ
て
選
択
し
て
い
る
こ
と
。

〈
四
〉『
水
滸
伝
』
に
散
在
す
る
水
滸
豪

傑
の
要
素
を
繋
げ
て
利
用
し
て
い
る
こ
と
。

　

つ
ま
り
、『
八
犬
伝
』
は
『
水
滸
伝
』
を
漫
然
と
取
り
入
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

綿
密
な
構
想
を
立
て
た
上
で
『
水
滸
伝
』
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

で
は
、
も
し
こ
れ
ら
の
原
則
（
と
り
わ
け
〈
二
〉）
が
犬
士
列
伝
全
体
に
お
い

て
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
手
が
か
り
に
、
犬
士
列
伝
の
構
成
な
ら
び

に
列
伝
全
体
の
構
想
と
『
水
滸
伝
』
の
関
わ
り
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
も
可

能
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
個
々
の
犬
士
列
伝
の
そ
れ
ぞ
れ
の
構
成
、

特
に
【
図
１
】
に
示
さ
れ
て
い
る
物
語
の
最
初
と
最
後
を
構
成
す
る
外
側
の
枠
組

み
と
、
犬
士
列
伝
に
利
用
さ
れ
て
い
る
『
水
滸
伝
』
物
語
の
相
互
間
の
繋
が
り
に

着
目
し
、『
水
滸
伝
』
の
犬
士
列
伝
の
構
想
に
与
え
た
影
響
を
検
討
し
た
い
。

　
　

二　

各
犬
士
列
伝
の
構
成
と
『
水
滸
伝
』
の
関
わ
り

　

検
討
す
る
前
に
、
ま
ず
比
較
対
象
と
す
る
『
水
滸
伝
』
の
版
本
に
つ
い
て
簡
単

に
触
れ
て
お
く
。

　

馬
琴
が
初
め
て
『
水
滸
伝
』
の
版
本
に
つ
い
て
意
識
的
に
言
及
し
た
の
は
、『
新

編
水
滸
画
伝
』（
初
編
一
〇
巻
馬
琴
著
、
文
化
二
年
〔
一
八
〇
五
〕
か
ら
同
四
年

に
か
け
て
刊
行
さ
れ
た
『
水
滸
伝
』
の
翻
訳
も
の
）
の
序
文
に
お
い
て
で
あ
る
。

執
筆
当
初
か
ら
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
九
月
、
馬
琴
が
一
二
〇
回
本
『
忠
義
水

滸
全
書
』
を
入
手
す
る
ま
で
の
期
間
に
、
彼
は
幾
つ
か
の
『
水
滸
伝
』
版
本
を
借

覧
し
た
と
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
で
、
本
文
に
省
略
が
な
く
（
い
わ
ゆ
る
文
繁
本

『
水
滸
伝
』7
）、
か
つ
確
実
に
最
後
ま
で
通
覧
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
の
は
、

七
〇
回
本
の
一
本
の
み
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

8
。
そ
れ
ゆ
え
本
稿
で
は
、
天
保

二
年
九
月
以
前
に
刊
行
さ
れ
た
第
七
三
回
ま
で
の
『
八
犬
伝
』
を
考
察
す
る
に
は

七
〇
回
本
『
水
滸
伝
』9
、
そ
れ
以
降
に
刊
行
さ
れ
た
第
七
四
回
か
ら
第
一
二
二

回
ま
で
の
『
八
犬
伝
』
を
考
察
す
る
に
は
一
二
〇
回
本
『
忠
義
水
滸
全
書
』10

  

を

対
象
と
す
る
。

　

た
だ
し
、『
水
滸
伝
』
の
七
〇
回
本
と
一
二
〇
回
本
と
は
回
数
表
記
に
一
回
分

の
ズ
レ
が
あ
る
た
め11 

、
回
数
表
記
は
一
二
〇
回
本
を
基
準
と
す
る
。

　
　

二
ー
一　

単
一
の
『
水
滸
伝
』
物
語
の
利
用

　

八
犬
士
最
初
の
登
場
人
物
犬
塚
信
乃
の
大
塚
村
で
の
物
語
（
信
乃
一
度
目
の
活

躍
、
以
下
「
信
乃
Ⅰ
（
大
塚
村
）」
と
称
し
、
直
後
の
芳
流
閣
か
ら
荒
芽
山
ま
で

小文吾列伝 『水滸伝』 モデルとなる豪傑

李逵物語 李逵
清風寨物語 宋江

李逵物語 李逵
宋江
花栄

第73回

清風寨物語76～78

宋江清風寨物語

宋江物語 宋江

74

79

75

【図１】

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
七
十
二
号

二
六
〇



の
物
語
を
「
信
乃
Ⅰ
（
芳
流
閣
～
荒
芽
山
）」
と
称
す
る
）
は
馬
琴
が
跋
文
（
第

一
六
回
）
に
、

右
犬
塚
信
乃
が
列
伝
は
、
父
祖
の
う
へ
を
詳
に
し
て
、
そ
の
他
の
事
を
省
略

す
。
是
よ
り
下
、
七
犬
士
の
伝
に
至
て
は
、
家
譜
を
省
略
し
て
、
只
そ
の
人

の
う
へ
を
詳
に
す
る
も
の
あ
り

12

  

。

と
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
彼
の
祖
父
匠
作
の
戦
死
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
あ
ら
す

じ
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　

信
乃
の
父
番
作
が
結
城
落
城
の
と
き
、
主
家
の
宝
刀
村
雨
丸
を
抱
い
て
脱

出
し
、
拈
華
庵
に
寄
っ
た
と
こ
ろ
、
図
ら
ず
も
許
嫁
の
手
束
と
出
会
う
。
番

作
は
悪
僧
か
ら
手
束
を
救
い
出
し
た
あ
と
、
庵
を
焼
き
払
い
、
二
人
は
一
緒

に
信
州
筑
摩
に
逃
げ
る
。
三
年
後
、
故
郷
の
大
塚
村
に
戻
る
が
、
異
母
姉
の

亀
篠
が
既
に
な
ら
ず
者
の
蟇
六
と
一
緒
に
な
り
、
蟇
六
に
家
督
を
継
が
せ
て

し
ま
っ
て
い
た
。
姉
夫
婦
は
番
作
か
ら
村
雨
丸
を
巻
き
上
げ
よ
う
と
彼
に
迫

り
、
病
床
の
番
作
は
村
雨
丸
を
息
子
の
信
乃
に
託
し
て
自
害
す
る
。
や
が
て

亀
篠
夫
婦
は
養
女
浜
路
と
信
乃
の
婚
約
を
披
露
し
て
信
乃
を
引
き
取
る
が
、

二
人
を
結
婚
さ
せ
る
つ
も
り
は
な
い
。
新
し
い
陣
代
簸
上
が
浜
路
を
見
そ
め

て
結
婚
を
申
し
込
む
と
、
蟇
六
は
信
乃
に
対
し
、
村
雨
丸
を
足
利
成
氏
朝
臣

に
献
上
す
る
よ
う
す
す
め
、
彼
が
出
発
す
る
前
日
に
、
浪
人
左
母
二
郎
を
利

用
し
て
信
乃
の
村
雨
丸
を
偽
物
に
す
り
替
え
る
。
信
乃
と
亀
篠
家
の
小
者
額

蔵
（
犬
士
荘
助
）
が
出
発
し
た
あ
と
、
左
母
二
郎
は
浜
路
と
本
物
の
村
雨
丸

を
奪
っ
て
円
塚
山
に
逃
げ
、
浜
路
を
斬
り
殺
そ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、

寂
寞
道
人
こ
と
犬
士
道
節
が
現
れ
、
左
母
二
郎
を
殺
し
て
村
雨
丸
を
奪
う
。

そ
の
一
部
始
終
を
見
た
荘
助
は
刀
を
奪
い
返
そ
う
と
道
節
に
挑
む
が
逃
げ
ら

れ
て
し
ま
う
。
そ
の
一
方
で
、大
塚
村
で
は
簸
上
が
仲
人
の
軍
木
を
連
れ
て
、

浜
路
を
迎
え
に
屋
敷
に
や
っ
て
く
る
が
、
亀
篠
夫
婦
は
な
か
な
か
花
嫁
に
会

わ
せ
よ
う
と
し
な
い
。
問
い
詰
め
た
結
果
、
浜
路
が
失
踪
し
た
こ
と
が
判
明

す
る
。
さ
ら
に
亀
篠
夫
婦
が
献
上
し
た
刀
が
偽
物
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
激

怒
し
た
簸
上
は
夫
婦
を
惨
殺
す
る
が
、
折
し
も
戻
っ
て
き
た
荘
助
に
現
場
を

目
撃
さ
れ
る
。
荘
助
は
主
人
の
仇
を
討
つ
た
め
簸
上
を
殺
し
て
、
軍
木
に
深

手
を
負
わ
せ
る
。

　
「
信
乃
Ⅰ
（
大
塚
村
）」
の
冒
頭
部
分
（
一
重
傍
線
部
）
が
『
水
滸
伝
』
第
五
・

六
回
の
魯
智
深
物
語
と
、
第
三
一
回
の
武
松
物
語
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
は
、
既

に
麻
生
磯
次
氏

13

  

、
土
岐
和
美
氏

14

  

に
よ
り
考
証
さ
れ
て
い
る
た
め
再
論
し
な
い

が
、
こ
こ
で
は
主
に
「
信
乃
Ⅰ
（
大
塚
村
）」
の
末
尾
、
浜
婿
簸
上
が
花
嫁
浜
路

を
迎
え
る
場
面
（
二
重
傍
線
部
）
に
お
け
る
『
水
滸
伝
』
物
語
の
利
用
を
見
て
み

た
い
。

　

ま
ず
は
花
婿
が
花
嫁
を
迎
え
に
屋
敷
に
や
っ
て
く
る
場
面
で
あ
る
。『
八
犬
伝
』

『
水
滸
伝
』
で
は
そ
れ
ぞ
れ
次
に
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

○
…
十
九
日
の
月
高
く
昇の
ぼ
りて

、
今
は
や
亥ゐ

中な
か

に
な
り
し
か
ば
、
陣ぢ
ん
だ
い代

簸ひ

上か
み
き
う宮

六ろ
く

は
、
媒な
か
だ
ち妁
軍ぬ
る
で木
五ご

倍ば
い

二じ

と
連つ
れ
だ
ち拉
て
、
蟇ひ
き
ろ
く
が
り
ま
う

六
許
詣
来き

に
け
り
。a
各

お
の
〳
〵

麻
の
上
下

な
る
、
礼
服
を
着つ

け

た
れ
ど
も
、
潜し

の

び
や
か
な
る
婿む

こ
い
り入

な
れ
ば
、
従と

も
び
と者

を
い
と

窶や
つ

し
て
、
一ひ

と
り個

の
奴し

も
べ隷

に
、
挑

ち
や
う

燈ち
ん

を
引ひ

提さ
げ

さ
せ
て
先
に
立た

ゝ

せ
、
若
党
両
人
、

鞋ざ
う
り

奴と
り

両
人
を
従
へ
つ
ゝ
、
且ま
づ

呼お
と

門な
は

せ
た
り
け
れ
ば
、

b
あ
る
じ
夫
婦
は
今
さ

ら
に
、
周

あ
は
て
ふ
た
め
き

章
て
せ
ん
す
べ
を
し
ら
ず
、
亀か

め

篠さ
ゝ

は
、
勧け

ん

盃は
い

の
塩あ

ん
ば
い梅

心
も
と
な

し
と
て
、
い
そ
し
く
庖く

り
や湢

に
赴
き
て
…
…
蟇ひ

き

六ろ
く

は
、
応
々
と
答い

ら
へな

が
ら
、
書

『
八
犬
伝
』
犬
士
列
伝
の
構
想
に
関
す
る
考
察
　
― 『
水
滸
伝
』
の
受
容
を
通
し
て 

―

二
六
一



院
の
蝋ろ

う
そ
く燭

を
継つ

ぎ

か
え
て
、
帚は

ゝ
きと

る
手
も
戦

わ
な
ゝ
きた

る
、
そ
こ
ら
一
遍
掃は
き

出い
だ

し
て
、

玄
関
な
る
式
台
へ
、
投な
ぐ

る
が
如
く
出い
で
む
か
へ迎、「
思
ふ
に
ま
し
て
速
す
み
や
かな
る
来ら
い
り
ん臨
、

い
と
辱
か
た
じ
け
なく

こ
そ
候
へ
。
誘い
ざ

給
へ
。」
と
先
に
た
ち
て
、引ひ
き

て
書
院
に
赴
け
ば
、

宮き
う
ろ
く六

・
五ご
ば
い倍

二じ

は
会
釈
し
て
、
賓ひ
ん

主し
ゅ

の
席
む
し
ろ
さ
だ
ま

定
り
つ
…
…
待ま
つ

こ
と
半は
ん

晌と
き

許ば
か
りに

し

て
、c
亀か

め

篠さ
ゝ

は
、
み
づ
か
ら
洲す

浜は
ま

の
盃

さ
か
づ
き

台だ
い

を
捧さ

ゝ
げつ

ゝ
…
…
再

ふ
た
ゝ
び
み
た
び

三
の
麁そ

こ
つ忽

に

愧は
ぢ

て
…
…
夫
婦
は
冷
き
汗
を
流
す
、
額
を
席た

ゝ
み薦

に
掘ほ

り

埋う
づ

め
て
、
辞こ
と
ば
ひ
と斉
し
く

勧わ

び解
し
か
ば
、
五ご

倍ば
い

二じ

さ
へ
に
胸
く
る
し
さ
に
、
執と
り

な
す
こ
と
大お
ほ

か
た
な
ら

ず
…

○
…
太
公
見
天
色
看
看
黒
了
、
呌
莊
客
前
後
㸃
起
燈
燭
熒
煌
…
…
約
莫
初
更

時
分
、只
聽
得
山
邊
鑼
鳴
鼓
響
。

b
這
劉
太
公
懐
着
鬼
胎
、
莊
家
們
都
捏
着

兩
把
汗
、
盡
出
莊
門
外
看
時
…
…
一
簇
人
馬
、
飛
逩
莊
上
來
…
…
劉
太
公
看

見
、
便
呌
莊
客
大
開
莊
門
、
前
來
迎
接
…
… 

a
小
嘍
囉
頭
巾
邊
亂
挿
着
野
花
。

前
面
擺
着
四
五
對
紅
紗
燈
籠
、
照
着
馬
上
那
箇
大
王
怎
生
打
扮
、
但
見
頭
戴

撮
尖
乾
紅
凹
面
巾
…
…
那
大
王
來
到
莊
前
下
了
馬
…
… 

c
劉
太
公
慌
忙
親

捧
臺
盞
、
斟
下
一
杯
好
酒
、
跪
在
地
下
、
衆
莊
客
都
跪
着
…
…
劉
太
公
把
了

下
馬
杯
、
來
到
打
麥
場
上
…
…
那
裏
又
飮
了
三
杯
、
來
到
㕔
上
（
第
五
回
）
…

…
劉
太
公
は
空
が
暗
く
な
っ
て
き
た
の
を
見
て
、
荘
客
た
ち
に
あ
ち
こ
ち
に

燈
、
蝋
燭
を
ま
ぶ
し
い
ぐ
ら
い
に
点
さ
せ
…
…
お
よ
そ
夜
の
ふ
け
初
め
と
お

ぼ
し
き
頃
、
聞
け
ば
山
の
方
で
は
銅
鑼
太
鼓
の
音
。 

b
劉
太
公
は
悪
巧
み

を
抱
き
、
荘
客
た
ち
は
み
な
手
に
汗
を
握
り
つ
つ
、
一
同
屋
敷
の
門
外
に
出

て
眺
め
る
と
…
…
一
群
れ
の
人
馬
が
屋
敷
め
が
け
て
飛
ぶ
よ
う
に
駆
け
て
く

る
…
…
劉
太
公
が
み
る
と
荘
客
た
ち
に
屋
敷
の
門
を
大
き
く
開
か
せ
、
前
に

進
み
出
て
迎
え
る
…
… 

a
子
分
た
ち
の
頭
巾
の
ふ
ち
に
は
手
当
た
り
次
第

に
野
の
花
が
挿
し
て
あ
る
。前
方
に
四
五
対
の
赤
い
紗
の
提
灯
が
並
べ
ら
れ
、

馬
上
の
親
分
を
照
ら
し
て
い
る
。
そ
の
出
で
立
ち
い
か
に
と
眺
め
れ
ば
、
頭

に
は
先
つ
ま
み
の
真
っ
赤
な
中
折
れ
頭
巾
を
戴
き
…
…
か
の
親
分
は
屋
敷
の

前
ま
で
来
て
馬
か
ら
降
り
て
…
… 

c
劉
太
公
は
慌
て
ふ
た
め
い
て
手
ず
か

ら
盃
を
捧
げ
持
ち
、
よ
い
酒
を
一
杯
注
ぐ
と
、
地
面
に
平
伏
し
、
荘
客
た
ち

も
み
な
平
伏
す
る
…
…
劉
太
公
は
下
馬
祝
い
の
盃
を
差
し
た
あ
と
、
麦
打
ち

の
場
ま
で
来
て
…
…
そ
こ
で
ま
た
三
杯
を
飲
ん
で
、
座
敷
へ
通
る

15

  

…

　

こ
れ
を
見
る
に
、
花
嫁
を
迎
え
に
屋
敷
に
や
っ
て
く
る
時
刻
、
隊
列
の
人
数
、

規
模
に
は
多
少
の
異
同
が
存
在
す
る
も
の
の
、
礼
服
で
着
飾
っ
て
提
灯
を
隊
列
の

前
に
並
べ
る
様
子
（
傍
線
部
a
）
と
、
花
嫁
側
の
人
間
が
後
ろ
め
た
い
気
持
ち
を

持
ち（
傍
線
部
b
）、花
婿
を
恐
れ
て
恭
し
く
盃（『
八
犬
伝
』で
は
盃
台
、『
水
滸
伝
』

で
は
臺
盞
と
す
る
）
を
捧
げ
る
構
成
（
傍
線
部
c
）
は
大
体
に
お
い
て
一
致
す
る

も
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
次
は
両
作
品
の
、
花
婿
が
屋
敷
に
招
か
れ
た
あ
と
の
描
写
で
あ
る
。

○
…
夏
の
夜
な
れ
ば
短
く
て
、

d
は
や
子ね

の
時
に
な
り
に
け
り
。
し
か
は
あ
れ

ど
も
浜は

ま

路ぢ

を
出い

だ

さ
ず
。
五ご

倍ば
い

二じ

頻し
き
りに

焦い
ら

燥だ
ち

て
、
し
ば
く
催
促
し
て
け
れ
ば
、

夫
婦
は
ま
す
く
困こ

う

じ
果は

て

て
「
…
…
浜は

ま

路ぢ

は
甲よ

夜ひ

よ
り
痞つ

か
え
お
こ發り

て
、
い
か
に
と

も
せ
ん
す
べ
な
し
…
…
今し

ば

し
霎
時
待ま

た

せ
給
へ
。」
と
真ま
こ
と

し
や
か
に
耳さ
ゝ
や
け語

ど
も
、 

e
五ご

倍ば
い

二じ

一つ
や
〳切〵

う
け
引ひ

か

ず
、「
…
…
新よ

め
ご人

の
臥ふ

し
ど房

へ
案し

る
べ内

し
給
へ
…
…
」
と

敦い
き
ま
き圉

た
る
、
声
お
の
づ
か
ら
高
け
れ
ば
…

○
… 

d
大
王
上
㕔
坐
下
、
呌
道
丈
人
、
我
的
夫
人
在
那
裏
。
太
公
道
、
便
是

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
七
十
二
号
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怕
羞
、
不
敢
出
來
。
大
王
笑
道
、
且
將
酒
來
我
與
丈
人
囬
敬
。

e
那
大
王
把

了
一
杯
、
便
道
我
且
和
夫
人
厮
見
了
、
却
來
喫
酒
未
遅
。
那
劉
太
公
…
…
便

道
、
老
漢
自
引
大
王
去
。
拏
了
燭
臺
、
引
着
大
王
轉
入
屏
風
背
後
、
直
到
新

人
房
前
（
同
前
）
…

　

… 

d
親
分
が
屋
敷
に
入
っ
て
席
に
着
き
、
大
声
を
出
し
て
「
舅
ど
の
、
わ

し
の
奥
方
は
ど
こ
に
い
る
」
と
尋
ね
る
と
、劉
太
公
は
「
恥
ず
か
し
が
っ
て
、

出
て
来
よ
う
と
し
ま
せ
ん
」
と
答
え
る
。
親
分
が
笑
っ
て
言
う
「
ま
あ
酒
を

持
っ
て
来
い
、
わ
し
は
舅
ど
の
に
返
杯
だ
」。  

e
か
の
親
分
は
一
杯
を
さ

し
て
か
ら
「
わ
し
は
ま
ず
奥
方
と
逢
い
、
そ
れ
か
ら
飲
み
に
来
て
も
遅
く
な

い
」
と
言
い
、劉
太
公
は
「
わ
た
く
し
が
親
分
を
ご
案
内
い
た
し
ま
し
ょ
う
」

と
答
え
、
燭
台
を
持
っ
て
、
親
分
を
案
内
し
、
衝
立
の
後
ろ
に
回
り
込
み
、

花
嫁
の
部
屋
の
前
ま
で
来
る
…

　

宴
会
が
始
ま
っ
て
も
花
嫁
の
姿
が
見
え
ず
、
待
ち
き
れ
な
い
花
婿
が
理
由
を
聞

く
と
、蟇
六
は
「
痞
發
り
」
と
、劉
太
公
は
「
怕
羞
（
恥
ず
か
し
が
る
）」
と
偽
る
（
傍

線
部
d
）。
言
い
訳
の
内
容
こ
そ
異
な
る
が
、
寝
室
に
案
内
す
る
よ
う
命
令
さ
れ

た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
（
傍
線
部
e
）、
花
嫁
が
居
な
い
事
実
が
露
呈
さ
れ
る
と

の
展
開
は
類
似
す
る
。

　

最
後
に
、
花
婿
と
そ
の
僕
ら
を
成
敗
す
る
場
面
を
見
て
お
こ
う
。

○
…
額が
く
ざ
う蔵

「
吐あ
は
や嗟

」
と
懸か
け

塞ふ
さ
がり

…
…
両
人
が
利
腕
を
、
楚し
か

と
と
ら
へ
て
動う
ご
かか

ず
…
…
逃に
げ

ん
と
し
た
宮き
う
ろ
く六
を
、
図

か
た
さ
きよ
り
九く

の
兪ゆ

の
下
ま
で
、
幹か
ら

竹た
け

割わ
り

に
砍き
り

殪た
ふ

し
、
返
す
刀
に
五ご

倍ば
い

二じ

が
眉み

間け
ん

を
磤は
た

と
劈つ
ん
ざけ
ば
、「
苦あ
つ

」
と
叫さ
け
びて
逃
走
る
を
、

逃に
が

さ
じ
と
追
ふ
程
に
、

f
宮き

う
ろ
く六

・
五ご

ば
い倍

二じ

が
従と

も
び
と者

等ら

は
、
後の

ち

の
大
刀
音
に
驚

き
覚さ

め

て
、
庭に

は
ぐ
ち門

よ
る
走
り
来
つ
、
と
見
れ
ば
簸ひ

上か
み

は
既
に
撃う

た

れ
て
、
軍ぬ

る
で木

は

痛
手
を
負お

ひ

つ
ゝ
も
、
外と

の
か
た面

へ
逃に

ぐ

る
と
て
、
巻と

び
い
し石

に
磤は

た

と
跌つ

ま
づ

き
、
向
ひ
遙は

る
か

に

転ふ
し
ま
ろ輾

び
て
、
脱の

が

る
べ
く
も
あ
ら
ざ
れ
ば
、  g
件く

だ
んの

若
党
両
人
は
、
已や

む

こ
と

を
得
ず
刀
を
抜ぬ

き

連つ

れ
、
額が

く
ざ
う蔵

を
駈か

け

隔へ
だ
てた

り
。
そ
が
間ひ

ま

に
両
三
人
な
る
、
奴し

も
べ隷

は
五ご

倍ば
い

二じ

を
肩
に
引ひ

き

被か

け
、
或あ

る

は
手
を
添
え
、
足
を
釣
り
、
宿
所
を
投さ

し

て
逃に

げ

去さ

る
に
ぞ
…
…

○
…
魯
智
深
喝
道
、
教
你
認
的
老
婆
。
拖
倒
在
牀
邊
、
拳
頭
脚
尖
一
齊
上
、

打
得
大
王
呌
救
人
…
…　

却
f

聽
的
裏
面
呌
救
人
、
太
公
慌
忙
把
着
燈
燭
、
引

了
小
嘍
囉
一
齊
搶
將
入
來
。
衆
人
燈
下
打
一
看
時
、
只
見
一
箇
胖
大
和
尚
、

赤
條
條
不
着
一
絲
、
騎
翻
大
王
在
牀
面
前
打
。 

g
爲
頭
的
小
嘍
囉
呌
道
、

你
衆
人
都
來
救
大
王
。
衆
小
嘍
囉
一
齊
拖
鎗
拽
棒
打
將
入
來
…
…
打
閙
裏
、

那
大
王
扒
出
房
門
、
逩
到
門
前
…
…
騎
着
摌
馬
飛
走
出
得
莊
門
（
同
前
）
…

　

…
魯
智
深
が
「
女
房
が
わ
か
っ
た
か
」
と
怒
鳴
り
つ
け
、
親
分
を
寝
台
の

わ
き
に
引
き
倒
し
、
拳
骨
、
つ
ま
先
を
一
斉
に
喰
ら
わ
せ
ば
、
親
分
は
し
き

り
に
「
助
け
て
く
れ
」
と
叫
ぶ
…
…  

f
中
か
ら
助
け
の
声
が
聞
こ
え
る
と
、

劉
太
公
は
慌
て
て
明
か
り
を
手
に
し
て
、子
分
を
案
内
し
て
な
だ
れ
込
ん
だ
。

み
な
明
か
り
の
下
で
み
る
と
、
一
人
の
太
っ
た
和
尚
が
一
糸
纏
わ
ぬ
裸
で
親

分
に
馬
乗
り
に
な
り
、
寝
台
の
前
で
や
っ
つ
け
て
い
る
。 

g
先
に
入
っ
て

き
た
子
分
は
「
も
の
ど
も
、
み
な
親
分
を
助
け
に
来
い
」
と
叫
び
、
子
分
た

ち
み
な
が
一
斉
に
槍
棒
を
ひ
き
ず
っ
て
殴
り
込
む
…
…
打
つ
間
、
か
の
親
分

は
部
屋
の
入
り
口
か
ら
這
い
出
し
、
門
前
に
駆
け
つ
け
…
…
裸
馬
に
う
ち
乗

り
、
飛
ぶ
よ
う
に
屋
敷
の
門
を
駆
け
出
し
た
…

『
八
犬
伝
』
犬
士
列
伝
の
構
想
に
関
す
る
考
察
　
― 『
水
滸
伝
』
の
受
容
を
通
し
て 

―

二
六
三



　

前
掲
の
あ
ら
す
じ
に
述
べ
た
よ
う
に
、『
八
犬
伝
』
で
は
僕
の
荘
助
が
滸
我
か

ら
戻
っ
て
き
て
、
ち
ょ
う
ど
庄
屋
夫
婦
が
花
婿
簸
上
に
惨
殺
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
出

く
わ
し
、
主
人
の
仇
を
討
つ
た
め
、
荘
助
が
簸
上
を
殺
し
て
軍
木
に
深
手
を
負

わ
せ
る
。
そ
れ
に
対
し
、『
水
滸
伝
』
で
は
豪
傑
の
魯
智
深
は
劉
太
公
の
娘
の
寝

室
に
待
ち
伏
せ
し
て
、
入
っ
て
き
た
花
婿
の
山
賊
を
懲
ら
し
め
る
。
荘
助
・
魯
智

深
の
花
婿
を
攻
撃
す
る
直
接
的
な
原
因
は
異
な
る
が
、
両
方
と
も
花
嫁
が
居
な
く

な
っ
た
こ
と
か
ら
引
き
起
こ
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
。
そ
の
上
、
花
婿
の
従
者
ら

が
刀
の
音
に
気
づ
い
て
駆
け
つ
け
（
傍
線
部
f
）、
戦
い
に
参
加
し
た
お
か
げ
で
、

花
婿
が
無
事
屋
敷
か
ら
逃
走
す
る
こ
と
が
で
き
た
部
分
（
傍
線
部
g
）
に
お
け
る
、

『
八
犬
伝
』
と
の
類
似
も
一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
。

　

改
め
て
「
信
乃
Ⅰ
（
大
塚
村
）」
に
お
け
る
『
水
滸
伝
』
物
語
と
の
類
似
を
ま

と
め
る
と【
表
一
】16

  

の
よ
う
に
な
る
。『
八
犬
伝
』「
信
乃
Ⅰ（
大
塚
村
）」に
は『
水

滸
伝
』
の
王
進
物
語
、
林
冲
物
語
、
江
州
物
語
な
ど
複
数
の
水
滸
伝
物
語
が
盛
り

込
ま
れ
て
い
る
が
、
最
初
と
最
後
は
単
一
の
物
語
・
魯
智
深
物
語
よ
り
構
成
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

同
様
の
方
法
で
個
々
の
犬
士
列
伝
と
『
水
滸
伝
』
を
対
照
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
列

伝
の
最
初
と
最
後
（
こ
こ
で
は
「
外
枠
」
と
称
す
る
）
に
利
用
さ
れ
て
い
る
水
滸

伝
物
語
を
列
挙
す
る
と
、【
表
二
】17

  

の
通
り
に
な
る
。

　
【
表
二
】
に
見
え
る
よ
う
に
「
小
文
吾
Ⅱ
」「
毛
野
Ⅱ
」「
毛
野
Ⅲ
」
を
除
け
ば
、

全
て
の
犬
士
列
伝
は
前
述
し
た
「
信
乃
Ⅰ
（
大
塚
村
）」
同
様
、
物
語
の
最
初
と

最
後
が
単
一
の
水
滸
伝
物
語
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
で
は
「
小
文
吾
Ⅱ
」「
毛

野
Ⅱ
」「
毛
野
Ⅲ
」
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。「
小
文
吾
Ⅱ
」
を
例
に
若

干
の
補
説
を
加
え
て
お
く
（「
毛
野
Ⅲ
」
に
利
用
さ
れ
て
い
る
東
昌
府
物
語
に
つ

回 『水滸伝』に類似する箇所 人物対応 回 物語 類似箇所要約

金蓮寺から逃げ出し拈華院に
寄る

桃花山から逃げ出し瓦罐寺に
寄る

拈華庵を焼き払う 瓦罐寺を焼き払う

女性を悪僧から救出、拈華院
を焼き払う

武松→番作 武松
女性を道士から救出、庵を焼
き払う

破落戸蟇六の昇進 破落戸高俅の昇進

番作が信乃に武芸を教える 王進が史進に武芸を教える

亀篠夫婦は番作を陥れようと
する

高俅が王進を罰しようとする

番作が自害する 史進の父が病気で亡くなる

荘助と母が安房に向かう道中、
母が病死

王進→荘助
共に故郷を離れる母が病気に
なる

菩提院に赴く間、荷物が運び
出される

王進→信乃
廟に行くと偽り荷物をまとめ
て逃走

浜路密かに親族を悼む 瓊英→浜路 田虎
瓊英が実の両親を密かに悲し
む

糠助の婿入り話 林冲→信乃 林冲
昔の知り合い・李小二の婿入
りの話

蟇六屋敷の宴会 王進 駙馬屋敷の宴会

陣代簸上が浜路に懸想する 高衙内が林冲の妻に懸想する

邪魔者の信乃を片付けようと
計画

邪魔者の林冲を片付けようと
計画

信乃と浜路が別れる 林冲と妻が離別する

蟇六が浜路に簸上との結婚を
勧める

張教頭が結婚の申し入れを拒
絶する

荘助と道節の戦い
史進→道節
魯→荘助

魯智深 魯智深と史進が林の中で戦う

浜路の死因を榎木に書き付ける 宋江→荘助 江州 詩詞を壁に書き付ける

簸上が浜路を迎えるため屋敷
に訪れる

周通が嫁を迎えるため屋敷に
訪れる

花嫁の失踪を誤魔化すため時
間稼ぎする

花嫁に会わさないよう時間稼
ぎする

八犬伝 水滸伝

列伝

信
乃
Ⅰ

大
塚
村
物
語

魯智深→番
作

魯智深

林冲→信乃
林冲妻→浜
路

林冲

王進→番作
史進→信乃

王進

魯智深→荘
助

魯智深

列伝 物語 外枠 回 利用されている物語
第15回 5・6 魯智深物語

5・6 魯智深物語

江州物語

江州物語
武松物語

武松物語

武松物語

武松物語
石秀物語

石秀物語
73後半 清風寨物語（宋江）

79前半 宋江物語
79後半 生辰綱物語（楊志）

82前半 楊志物語
82後半 江州物語

86前半 江州物語
86後半

盧俊義物語

92前半 東昌府物語＊（張清）
92後半 盧俊義物語

盧俊義物語
王慶物語

王慶物語
103前半 盧俊義物語
103後半 盧俊義物語

盧俊義物語
江州物語

…
…

…
…

…
…

…

江州物語

水滸伝

信乃Ⅰ

大塚村

芳流閣～荒芽山

小文吾Ⅰ
(＋毛野Ⅰ)

武州～対牛楼

八犬伝

素藤討伐二回目

現八・
大角Ⅱ

穂北

現八・
大角Ⅰ

庚申山

信乃Ⅱ 甲斐

小文吾Ⅱ 越後

毛野Ⅱ 諏訪湖

ヽ大

毛野Ⅲ 湯嶋・鈴茂森物語

七犬士 五十子城

魯智深物語

素藤

親兵衛Ⅰ

親兵衛Ⅱ

素藤討伐一回目

…
…

…
…

…
…

【表二】

【表一】
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い
て
は
注
17
を
参
照
さ
れ
た
い
）。

　
　

二
ー
二　

固
定
し
た
一
人
の
豪
傑
の
活
躍
場
面
の
利
用

　
「
小
文
吾
Ⅱ
」
と
『
水
滸
伝
』
の
詳
細
な
比
較
は
注
6
の
拙
稿
に
お
い
て
既
に

論
じ
た
た
め
、こ
こ
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
概
要
の
み
を
挙
げ
て
簡
単
に
述
べ
た
い（
一

重
傍
線
は
物
語
の
冒
頭
部
分
、
二
重
傍
線
は
物
語
の
末
尾
部
分
を
そ
れ
ぞ
れ
表

す
）。　

毛
野
を
探
し
に
再
び
旅
に
出
た
小
文
吾
は
次
団
太
の
宿
屋
に
逗
留
す
る

間
、
鬪
牛
祭
り
を
見
に
行
き
、
宿
敵
の
船
虫
に
発
見
さ
れ
る
。
船
虫
は
偽
按

摩
に
扮
し
て
小
文
吾
に
近
づ
き
、怨
み
を
晴
ら
そ
う
と
す
る
も
捕
ら
え
ら
れ
、

庚
申
堂
の
天
井
に
ぶ
ら
下
げ
ら
れ
る
。
通
り
か
か
っ
た
犬
士
荘
助
が
事
情
を

知
ら
ず
に
船
虫
を
救
い
、
家
ま
で
届
け
た
と
こ
ろ
、
そ
の
仲
間
の
盗
賊
ら
に

よ
る
宿
屋
襲
撃
の
計
画
を
漏
れ
聞
い
た
。
小
文
吾
と
と
も
に
盗
賊
を
退
治
し

た
あ
と
、
老
臣
稲
戸
の
屋
敷
に
招
待
さ
れ
、
席
に
つ
く
瞬
間
逮
捕
さ
れ
る
。

し
か
し
稲
戸
は
二
犬
士
を
惜
し
ん
で
偽
首
を
差
し
出
し
、
二
人
を
密
か
に
仏

堂
の
下
の
穴
藏
に
隠
し
て
逃
し
た
。

　
【
表
二
】
に
示
し
た
通
り
、「
小
文
吾
Ⅱ
」
の
冒
頭
第
七
三
回
後
半
と
末
尾
第

七
九
回
前
半
は
、
そ
れ
ぞ
れ
『
水
滸
伝
』
第
三
三
回
清
風
寨
物
語
、
第
二
二
回
宋

江
物
語
を
用
い
て
い
る
。
清
風
寨
物
語
、
宋
江
物
語
の
あ
ら
す
じ
は
次
の
よ
う
で

あ
る
。

　

○
清
風
寨
物
語
（
一
重
傍
線
部
は
前
掲
「
小
文
吾
Ⅱ
」
の
一
重
傍
線
部
に
対
応

す
る
）

　

山
賊
王
英
が
一
人
の
婦
人
（
花
栄
の
同
僚
劉
高
の
妻
）
を
捕
ら
え
て
き
た

が
、
宋
江
の
説
得
に
よ
り
婦
人
は
釈
放
さ
れ
、
数
日
後
、
宋
江
も
山
を
離
れ

て
花
栄
を
訪
ね
る
。
元
宵
節
の
夜
、
宋
江
は
花
栄
の
家
人
と
と
も
に
灯
籠
祭

り
を
見
に
出
か
け
る
と
、
劉
高
の
妻
に
見
つ
け
ら
れ
、
強
盗
団
の
親
玉
と
し

て
捕
ら
え
ら
れ
る
。
激
怒
し
た
花
栄
は
力
ず
く
で
宋
江
を
奪
い
返
す
が
、
再

び
逮
捕
さ
れ
る
。
そ
の
上
、
花
栄
自
身
も
黄
信
の
罠
に
は
め
ら
れ
、
宴
会
の

場
で
捕
ら
わ
れ
る
。

　

○
宋
江
物
語（
二
重
傍
線
部
は
前
掲「
小
文
吾
Ⅱ
」の
二
重
傍
線
部
に
対
応
す
る
）

　

閻
婆
惜
を
殺
し
た
あ
と
、
宋
江
は
難
を
逃
れ
る
た
め
仏
堂
の
地
下
の
蔵
に

隠
れ
る
。
朱
仝
と
雷
横
が
逮
捕
に
や
っ
て
き
た
が
、朱
仝
は
宋
江
を
見
逃
し
、

県
に
嘘
の
報
告
を
す
る
。

　

清
風
寨
物
語
と
宋
江
物
語
は
別
個
の
独
立
し
た
物
語
で
は
あ
る
が
、「
小
文
吾

Ⅱ
」
の
冒
頭
に
利
用
さ
れ
て
い
る
「
花
栄
の
屋
敷
に
逗
留
す
る
」
場
面
・「
灯
籠

祭
り
を
見
に
行
く
」
場
面
（
清
風
寨
物
語
）
と
、
末
尾
に
利
用
さ
れ
て
い
る
「
蔵

に
隠
れ
て
難
を
逃
れ
る
」
場
面
（
宋
江
物
語
）
は
、
ど
ち
ら
も
宋
江
と
い
う
一
人

の
豪
傑
に
よ
る
活
躍
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り「
小
文
吾
Ⅱ
」

の
最
初
と
最
後
は
、「
信
乃
Ⅰ
（
大
塚
村
）」
の
よ
う
に
単
一
の
水
滸
伝
物
語
を
用

い
た
の
で
は
な
く
、
固
定
し
た
一
人
の
豪
傑
が
活
躍
す
る
場
面
が
利
用
さ
れ
て
い

る
（『
表
二
』
の
括
弧
内
の
豪
傑
名
は
、
当
該
豪
傑
の
活
躍
場
面
が
用
い
ら
れ
て

い
る
こ
と
を
示
す
）。

　

で
は
、個
々
の
犬
士
列
伝
に
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
の
幾
つ
か
の
水
滸
伝
物
語
を
、

列
伝
全
体
の
構
想
と
い
う
視
点
か
ら
見
直
す
と
、
そ
の
間
に
ど
の
よ
う
な
関
係
が

認
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
犬
士
列
伝
の
内
容
を
本
筋
と
脇
筋
（
詳
細
は

『
八
犬
伝
』
犬
士
列
伝
の
構
想
に
関
す
る
考
察
　
― 『
水
滸
伝
』
の
受
容
を
通
し
て 

―

二
六
五



後
述
）
に
分
け
、そ
れ
ぞ
れ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
水
滸
伝
物
語
は
何
で
あ
ろ
う
か
、

そ
の
水
滸
伝
物
語
間
に
は
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
が
あ
る
の
か
を
考
察
し
た
い
。

　
　

三　

水
滸
伝
物
語
に
よ
る
犬
士
列
伝
の
連
環

　

前
掲
の
徳
田
氏
論
考
で
も
『
八
犬
伝
』
の
連
環
体
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
た

が
、
氏
は
『
八
犬
伝
』
の
一
人
の
犬
士
が
も
う
一
人
の
犬
士
を
導
き
出
す
形
を
連

環
体
と
言
い
、『
水
滸
伝
』の
手
法
を
真
似
し
た
と
い
う
。確
か
に
こ
れ
も『
水
滸
伝
』

の
『
八
犬
伝
』
に
与
え
た
影
響
の
一
つ
と
認
め
ら
れ
る
が
、
筆
者
は
さ
ら
に
そ
れ

ぞ
れ
の
犬
士
列
伝
に
利
用
さ
れ
て
い
る
水
滸
伝
物
語
の
変
化
に
迫
り
、
そ
の
背
後

か
ら
『
水
滸
伝
』
と
犬
士
列
伝
構
想
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
【
表
三
】
は
、『
八
犬
伝
』
第
三
〇
回
か
ら
第
六
七
回
ま
で
の
三
つ
の
犬
士
列
伝

（「
信
乃
Ⅰ
（
芳
流
閣
～
荒
芽
山
）」「
小
文
吾
Ⅰ
（
＋
毛
野
Ⅰ
）」「
現
八
・
大
角
Ⅰ
」）

と
、
水
滸
伝
物
語
と
の
類
似
箇
所
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
（
網
掛
け
部
分
は
そ

れ
ぞ
れ
の
列
伝
の
本
筋
と
思
わ
れ
る
箇
所
）。
具
体
的
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
　

三
ー
一　

列
伝
一
―
「
信
乃
Ⅰ
（
芳
流
閣
～
荒
芽
山
）」

　

大
塚
村
に
戻
っ
た
荘
助
が
書
き
付
け
の
せ
い
で
断
罪
さ
れ
る
一
方
、
滸
我

に
赴
く
信
乃
は
知
ら
ず
に
偽
宝
刀
村
雨
丸
を
献
上
し
た
た
め
間
者
と
疑
わ
れ

る
。Ⅰ
元
獄
吏
の
犬
士
現
八
と
激
闘
の
末
、
二
人
と
も
芳
流
閣
か
ら
転
げ

落
ち
る
。 

停
泊
し
て
い
た
小
舟
へ
と
落
ち
た
信
乃
・
現
八
は
、
漂
着
し
た

行
徳
の
地
で
古
那
屋
の
主
人
文
五
兵
衛
に
匿
わ
れ
た
が
、 

Ⅱ
信
乃
が
破
傷
風

に
か
か
り
、
現
八
は
特
効
薬
を
探
し
に
志
婆
浦
に
出
発
す
る
。
そ
こ
に
、
以

前
小
文
吾
に
負
け
た
こ
と
を
根
に
持
つ
妹
婿
の
山
林
房
八
が
現
れ
、
信
乃
の

血
の
つ
い
た
麻
衣
を
わ
ざ
と
小
文
吾
に
突
き
つ
け
、
彼
を
挑
発
す
る
。
小
文

吾
は
信
乃
を
庇
う
た
め
房
八
と
斬
り
合
い
に
な
り
、
そ
の
弾
み
に
房
八
は

過
っ
て
息
子
の
親
兵
衛
を
蹴
り
、
妻
の
沼
藺
を
手
に
か
け
、
さ
ら
に
自
分
も

小
文
吾
に
斬
ら
れ
る
。
が
、
な
お
撃
ち
か
か
る
小
文
吾
を
止
め
、
信
乃
を
助

け
た
い
本
心
を
明
か
す
。
Ⅲ
房
八
夫
婦
の
生
き
血
を
全
身
に
浴
び
た
信
乃
は

全
快
し
、
荘
助
を
迎
え
る
た
め
、
現
八
・
小
文
吾
と
と
も
に
大
塚
村
に
戻
る

と
、
そ
こ
で
初
め
て
大
塚
村
の
異
変
を
知
り
、 

Ⅳ
庚
申
塚
の
刑
場
に
乗
り
込

み
、荘
助
を
救
い
出
す
。
Ⅴ
四
犬
士
は
戸
田
河
に
追
い
詰
め
ら
れ
た
が
、
現

れ
た
老
漁
師
の
矠
平
と
そ
の
息
子
力
二
郎
・
尺
八
の
助
力
に
よ
り
、
雷
電
の

社
頭
に
逃
げ
落
ち
る
。
荒
芽
山
を
目
指
し
て
移
動
す
る
道
中
、
犬
士
道
節
が

宝
刀
村
雨
丸
を
お
と
り
に
定
正
に
接
近
し
て
仇
を
討
つ
と
こ
ろ
に
出
く
わ

し
、
道
節
の
一
味
と
誤
認
さ
れ
襲
撃
さ
れ
る
。
四
犬
士
は
苦
戦
し
つ
つ
荒
芽

山
へ
退
く
が
、
荒
芽
山
の
音
音
は
矠
平
の
妻
で
あ
り
、
道
節
も
こ
こ
に
匿
わ

れ
て
い
る
た
め
、 

Ⅵ
定
正
の
追
手
は
直
ち
に
音
音
の
家
を
包
囲
す
る
。
矠
平

夫
婦
は
家
に
火
を
つ
け
、
五
犬
士
は
血
路
を
開
い
て
落
ち
延
び
る
。

　

右
の
あ
ら
す
じ
か
ら
見
て
取
れ
る
よ
う
に
、「
信
乃
Ⅰ
（
芳
流
閣
～
荒
芽
山
）」

に
は
犬
士
信
乃
の
ほ
か
、
犬
士
荘
助
・
現
八
・
小
文
吾
・
親
兵
衛
・
道
節
の
登
場

場
面
も
あ
る
も
の
の
、
い
ず
れ
も
信
乃
と
の
関
係
上
に
出
現
し
た
人
物
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
主
役
信
乃
を
中
心
と
す
る
場
面
を
本
筋
と
し
（
一
重
傍
線
部
に
対
応

す
る
が
、
そ
の
う
ち
さ
ら
に
次
に
挙
げ
る
『
水
滸
伝
』
江
州
物
語
と
類
似
す
る
箇

所
が
見
ら
れ
る
場
合
は
二
重
傍
線
と
し
、
番
号
〔
Ⅰ
・
Ⅱ
…
〕
を
付
す
）、
そ
れ

以
外
の
脇
役
を
中
心
と
す
る
場
面
を
脇
筋
と
見
な
す
（
脇
筋
の
う
ち
犬
士
小
文
吾

を
中
心
と
す
る
部
分
の
み
波
線
で
示
す
）18
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回 『水滸伝』に類似する箇所 人物対応 回 物語 類似箇所要約

書き付けのせいで荘助が断罪される 宋江→荘助 江州 壁に書き付けた詩のせいで宋江が逮捕される
御所に偽刀を献上して間者と疑われる 誤って白虎堂に入り間者と疑われる
才能を忌んで信乃を拒む 才能を忌んで林冲を拒む

芳流閣上の決戦（元獄吏の現八と信乃）
李逵→信乃張順→現
八

江州 李逵（獄吏）と張順の船上での戦い

魯智深→小 魯智深 鎮関西を三拳で叩き殺す（原因・争う場面）
楊志→小 楊志 牛二殺し（相手の描写・事件後の処理）

小文吾と房八の勝負 蔣・施→小・房八 武松 蔣門神と施恩の勝負に遺恨がある話

小文吾が密談に怒鳴り込んで驚かす 呉用→小 生辰綱 呉用が公孫勝と晁蓋の密談に怒鳴り込む
母→信乃 王進 王進と母が史進家に宿をとり母が病気になる
宋江→信乃 江州 宋江が魚を食べ過ぎて病気になる

現八が信乃を救うため志婆に出発する 戴宗→現八 〃 〃 戴宗が手紙を届けるため東京に出発する
房八が小文吾を踏みつける 武松→房八 武松 武松が蔣門神を踏みつける
房八が「離縁状」を突きつける 林冲→房八 林冲 林冲が妻に離縁状を突きつける
房八が古那屋に乗り込み小文吾を挑発 武松→房八 武松 武松が蔣門神の店にて挑発する
全身に血を浴びて病気を完治させる 宋江が病気と称して糞を全身にかぶる
偽首（房八の首）を以て信乃を助ける 偽の手紙を以て宋江を助けようとしたが失敗

矠平から荘助が逮捕されたことを知る 戴宗から宋江が逮捕されたことを知る
背介が拷問を受ける 戴宗が拷問を受ける
法場に乗り込み、荘助を救出 法場に乗り込み、宋江・戴宗を救出
突然水から現れ、悪吏を水中に引き込む 阮→力・尺 晁蓋 阮小七が何涛を水中に引き込む
矠平と二人の息子の助けにより河を渡る 張順・張横・李俊の船で河を渡る
雷電の社頭に四犬士小会同 小聚義
四犬士荒芽山を目指す 豪傑らが穆太公の屋敷を目指して移動
名剣に主がないことを嘆く 名剣に主がないことを嘆く
村雨丸をおとりに定正を襲う 名刀をおとりに林冲を陥れる
父に首を手向けるため地蔵堂に入る 三人の首を斬って山神の供物臺に並べる
囲炉裏の前での道節と荘助の絡み 焚火の前での林冲と荘客の絡み

荒芽山で襲撃され、屋敷が焼かれる 江州 黄文炳の屋敷を襲撃し、焼き払う
荒芽山の馬が鉄砲に撃たれる 李逵 虎殺し（殺し方）

武松→小 武松 虎殺し（動作部分）
李逵→小 李逵 虎殺し（殺した後猟師と出会う）
武松→小 武松 悪女と出会う（母夜叉孫二娘と出会う）
李逵→小 李逵 悪女と出会う（李鬼の妻と出会う）

恩を仇に（船虫・夫と小文吾） 清風寨 恩を仇に（劉知県の妻と宋江）
宋江 死因の隠蔽（閻婆惜殺し、計略にかける）

武松→小 武松 死因の隠蔽（武大の死因を隠蔽）
船虫を村から石浜城に護送する 李逵を屋敷から役所に護送する
護送道中、船虫が仲間により救出される 護送の道中、李逵が仲間により救出される

馬加邸に軟禁される
張都監の屋敷に滞在するが、賊だと陥れられ、牢屋
に入れられる

女田楽・旦開野と出会う 中秋節の宴会で小間使いの玉蘭と出会う
旦開野が二人の刺客を殺す 武松が飛雲浦にて護送人二人を殺す
対牛楼での皆殺し 武松→毛野 武松 鴛鴦樓での皆殺し
馬加邸からの逃走（小文吾） 武松→小 〃 〃 鴛鴦楼からの逃走
馬加邸からの逃走（毛野） 盧俊義→毛 盧俊義 盧俊義が河を渡って逃走しようとする
知り合いと出会う 武松→小 武松 張青夫婦と再会

武松→現八 武松 虎殺し（景陽岡を登る前酒屋でのやりとり）
石秀→現八 46末 梁山泊に行く道中の酒屋でのやりとり
李応→現八 李応は勧告を聞かずに一人で祝家荘に向かう

李応→現八
祝彪が馬に乗って出てきて、箭を以て李応の肩を
射る

石秀→現八 壁の隙間から馬に乗っている祝彪を覗き見る

大角を訪れ、義兄弟であることを明かす 孫立→現八 祝家荘 孫立が義兄弟を訪ねて祝家荘にやってくる
宋江→船虫 〃 〃 宋江は一丈青を王英にめあわせる
王婆→船虫 武松 王婆が西門慶と潘金蓮の仲介となる
石秀→現八 道を探るため、柴売りに扮して村に潜入
孫立→現八 祝家荘を落とすため、孫立一味が中に潜入

宋江→縁連 祝家荘
仲間入りを誘うため、宋江が負傷した李応の屋敷に
いったが、対面を断られた

解兄弟→縁連 解兄弟
転げ落ちた虎をもらうため、解兄弟が毛太公を訪ね
るが、虎が突然消える

罠を仕掛けて現八を賊として暗殺しようとする 時遷→現八 46末 祝家莊
時遷が雞を盗んだことが原因で喧嘩になり、罠には
められ、逮捕される

揚雄→船虫 石秀 楊雄が潘巧雲の腹を引き裂く
武松→船虫 武松 武松が潘金蓮の腹を引き裂く

骨が証拠として真実が明かされる 武松→現八 〃 〃 骨が証拠として真実が明かされる
郷里が立会人となる 〃 〃 郷里が立会人となる
船虫が縁連を誘惑する 武松→縁連 武松 潘金蓮が武松を誘惑する

梁山豪傑→五犬士

林冲→道節

祝家莊

武松→小　玉蘭→旦

李逵→船虫

武松

幽霊の武大が出てきて、不慮の死を武松に知らせる武松武大→一角

現
八
・
大
角
Ⅰ

李逵

悪女・船虫との出会い

夫の死因を隠蔽

対
牛
楼
の
仇
討
ち

武
州

小
文
吾
Ⅰ

（

＋
毛
野
Ⅰ

）

宋江→小

祝家荘

宋江→荘助　梁山豪
傑→信乃三人

荒
芽
山
の
離
散

信
乃
Ⅰ

芳
流
閣

小文吾号を得る（犬太という無頼漢を制裁す
る）

四犬士→水滸豪傑

江州

林冲

八犬伝 水滸伝

列伝

江州

林冲

江州

林冲→信乃

信乃が病気になる

古
那
屋
の
惨
劇

宋江→信乃

偽一角の陰謀を暴くため彼の屋敷に赴き、
宿を乞うと偽って入れてもらう

幽霊の一角と出会い、彼の息子を助けて恨み
を晴らす依頼を受ける

庚
申
山
の
妖
猫
退
治

船虫が大角と雛衣の復縁を図る

洞窟の中で馬に乗った化け猫と遭遇、箭を以
てその左目を射る。

庚申山を登る前の麓の茶屋でのやりとり

船虫に迫られ、雛衣は自ら腹を引き裂く

古刀鑑定のため、縁連が負傷した偽一角の屋
敷を訪れ、古刀が突然消える

法
場
を
騒
が
す

猪退治

【表三】

『
八
犬
伝
』
犬
士
列
伝
の
構
想
に
関
す
る
考
察
　
― 『
水
滸
伝
』
の
受
容
を
通
し
て 

―

二
六
七



　

冒
頭
の
偽
宝
刀
を
献
上
し
て
間
者
と
疑
わ
れ
る
場
面
を
除
き
、【
表
三
】
に
示

し
た
よ
う
に
、
本
筋
で
あ
る
Ⅰ
芳
流
閣
上
の
決
戦
、
Ⅱ
・
Ⅲ
宿
屋
で
の
発
病
、
Ⅳ
・

Ⅴ
法
場
救
出
劇
、
Ⅵ
荒
芽
山
で
の
決
戦
は
、
全
て
『
水
滸
伝
』
の
江
州
物
語
が
参

照
さ
れ
て
い
る
。
江
州
物
語
の
梗
概
を
簡
単
に
述
べ
て
お
こ
う
（
傍
線
部
と
番
号

は
前
掲
「
信
乃
Ⅰ
〔
芳
流
閣
～
荒
芽
山
〕」
と
対
応
す
る
）。

　

閻
婆
惜
殺
し
の
罪
で
流
罪
と
な
っ
た
宋
江
は
江
州
に
到
着
す
る
と
、
呉
用

に
紹
介
さ
れ
た
牢
役
人
戴
宗
を
訪
ね
る
。
そ
こ
に
暴
れ
者
の
獄
吏
李
逵
が
現

れ
、
三
人
は
一
緒
に
酒
宴
を
催
す
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
酒
楼
に
は
新
鮮

な
魚
が
な
く
、
Ⅰ
李
逵
は
魚
を
奪
お
う
と
し
て
魚
問
屋
の
張
順
と
船
上
で
争

い
、
と
も
に
川
に
落
ち
て
し
ま
う
。
岸
に
上
が
る
と
、
宋
江
は
張
順
に
兄
張

横
か
ら
の
手
紙
を
差
し
出
し
、
李
逵
と
張
順
を
仲
直
り
さ
せ
、
四
人
は
一
緒

に
酒
を
飲
む
。
一
方
、
Ⅱ
宋
江
は
こ
の
日
に
魚
を
食
べ
過
ぎ
た
せ
い
で
病

気
に
な
り
、
暫
く
病
床
に
つ
く
。
病
気
が
治
っ
た
あ
る
日
、
宋
江
は
酔
っ
た

勢
い
で
潯
陽
楼
の
壁
に
詩
を
書
き
付
け
た
が
、
詩
中
に
謀
反
の
意
図
あ
り
と

考
え
た
黄
文
炳
は
知
事
に
注
進
し
、
宋
江
を
捕
ら
え
よ
う
と
す
る
。
Ⅲ
戴
宗

は
宋
江
を
救
う
た
め
、
彼
の
全
身
に
糞
を
被
せ
て
気
が
狂
っ
た
と
偽
ろ
う
と

し
た
が
見
破
ら
れ
、
宋
江
は
逮
捕
さ
れ
る
。
処
刑
当
日
、
Ⅳ
梁
山
泊
の
豪
傑

ら
が
法
場
に
乗
り
込
ん
で
宋
江
を
救
い
出
し
、Ⅴ
白
竜
廟
に
逃
げ
落
ち
る
と
、

張
順
ら
の
船
と
合
流
し
、
共
に
穆
太
公
の
屋
敷
に
移
動
す
る
。
宋
江
の
願
い

で
、 

Ⅵ
傑
ら
は
黄
文
炳
の
屋
敷
を
襲
撃
し
て
焼
き
払
う
。

　

Ⅳ
・
Ⅴ
に
お
け
る
両
作
品
の
類
似
は
先
行
論
考
に
も
指
摘
が
あ
る
た
め
再
説
し

な
い
が19 

、
問
題
な
の
は
Ⅱ
・
Ⅲ
で
あ
る
。『
水
滸
伝
』
の
宋
江
が
病
気
に
な
る
こ

と
（
Ⅱ
）
と
、
糞
を
全
身
に
か
け
ら
れ
る
こ
と
（
Ⅲ
）
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
事
件
で

あ
り
、
両
者
の
間
に
連
続
性
や
因
果
関
係
は
認
め
ら
れ
な
い
。
一
方
『
八
犬
伝
』

で
は
、
信
乃
の
病
気
（
Ⅱ
）
を
治
す
た
め
、
全
身
に
血
を
か
け
る
（
Ⅲ
）
と
い
う

因
果
関
係
が
成
立
し
て
お
り
、
二
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
一
つ
の
事
件
に
ま
と
め
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
、
宋
江
・
信
乃
そ
れ
ぞ
れ
の
病
気
に
な
っ
た
原
因
も
異
な
る
。

こ
れ
は
『
水
滸
伝
』
の
Ⅱ
・
Ⅲ
の
間
の
出
来
事
―
宋
江
が
病
気
を
治
し
た
あ
と
潯

陽
楼
の
壁
に
詩
を
書
き
付
け
、
そ
の
反
詩
の
せ
い
で
逮
捕
令
が
下
さ
れ
た
―
が
、

『
八
犬
伝
』
冒
頭
の
書
き
付
け
の
せ
い
で
荘
助
が
断
罪
さ
れ
る
場
面
に
使
用
さ
れ

た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た
魚
を
食
べ
過
ぎ
て
病
気
に
な
る
こ
と
も
、
糞
を
全
身
に

か
ぶ
せ
て
気
が
狂
っ
た
と
偽
る
こ
と
も
犬
士
の
行
動
と
し
て
相
応
し
く
な
い
た

め
、
馬
琴
が
こ
の
よ
う
に
書
き
か
え
た
と
推
測
さ
れ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
Ⅲ
・

Ⅵ
な
ど
は
『
水
滸
伝
』
を
逆
方
向
に
わ
ざ
と
捻
っ
て
利
用
し
て
い
る
こ
と
が
見
受

け
ら
れ
る
。

　

一
方
【
表
三
】
か
ら
読
み
取
れ
る
よ
う
に
、
脇
筋
の
中
で
小
文
吾
に
関
連
す
る

部
分
、
房
八
が
小
文
吾
に
負
け
た
こ
と
を
根
に
持
っ
て
彼
の
宿
屋
に
押
し
か
け
、

挑
発
し
て
勝
負
を
か
け
る
話
で
は
、『
水
滸
伝
』
第
二
九
回
の
武
松
物
語
が
利
用

さ
れ
て
い
る
。
武
松
物
語
の
詳
細
は
、
次
節
で
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

　
　

三
―
二　

列
伝
二
―
「
小
文
吾
Ⅰ
（
＋
毛
野
Ⅰ
）」

　

荒
芽
山
で
の
戦
い
を
終
え
、
①
曵
手
・
単
節
を
探
し
に
道
を
急
ぐ
小
文
吾

の
前
に
、
手
負
い
の
大
猪
が
現
れ
た
。
小
文
吾
は
拳
で
猪
を
叩
き
殺
し
て
猟

師
の
並
四
郎
を
救
っ
た
あ
と
、す
す
め
ら
れ
る
ま
ま
そ
の
家
に
泊
ま
る
。
②
先

に
行
っ
た
小
文
吾
は
、
並
四
郞
の
女
房
船
虫
か
ら
周
到
な
も
て
な
し
を
受
け

る
が
、
夜
中
、
帰
っ
て
き
た
並
四
郎
は
小
文
吾
の
金
を
奪
お
う
と
彼
を
襲
い
、

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
七
十
二
号

二
六
八



逆
に
返
り
討
ち
に
さ
れ
て
し
ま
う
。
船
虫
は
許
し
を
乞
い
、
家
宝
の
尺
八
を

小
文
吾
に
渡
し
、
葬
儀
の
手
配
と
偽
っ
て
出
か
け
る
が
、
実
は
小
文
吾
を
千

葉
家
の
尺
八
を
盗
ん
だ
賊
と
し
て
村
長
に
通
報
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
や
が

て
彼
女
と
夫
の
罪
が
明
ら
か
に
な
り
、
小
文
吾
の
潔
白
が
証
明
さ
れ
る
。
そ

の
後
、
③
馬
加
は
小
文
吾
を
自
分
の
屋
敷
に
監
禁
す
る
が
、
彼
を
味
方
に
付

け
よ
う
と
宴
会
に
招
待
し
、
小
文
吾
は
そ
こ
で
女
田
楽
の
旦
開
野
（
犬
士
毛

野
）と
出
会
う
。
④
旦
開
野
は
小
文
吾
の
代
わ
り
に
馬
加
が
派
遣
し
て
き
た

二
人
の
刺
客
を
殺
し
た
た
め
、
⑤
小
文
吾
は
旦
開
野
に
嫁
に
す
る
と
約
束
す

る
。
次
の
夜
、
⑥
旦
開
野
が
対
牛
楼
に
乗
り
込
み
、
馬
加
一
家
を
皆
殺
し
に

し
、
小
文
吾
に
素
姓
を
明
か
し
た
あ
と
一
緒
に
逃
走
す
る
が
、
道
中
本
意
な

く
別
れ
て
し
ま
い
、
⑦
小
文
吾
は
知
り
合
い
と
再
会
す
る
（
一
重
傍
線
部
分

は
本
筋
で
あ
る
こ
と
）。

　
「
小
文
吾
Ⅰ
（
＋
毛
野
Ⅰ
）」
は
諸
犬
士
列
伝
の
う
ち
で
も
稀
な
、『
水
滸
伝
』

の
痕
跡
が
鮮
明
に
残
さ
れ
る
箇
所
で
あ
る20 

。【
表
三
】
に
見
え
る
よ
う
に
、
第

五
三
・
五
四
回
の
船
虫
を
中
心
と
し
て
描
か
れ
る
脇
筋
部
分
を
除
け
ば
、
い
ず
れ

も
『
水
滸
伝
』
の
武
松
物
語
（
第
二
三
・
二
五
・
二
七
・
三
〇
・
三
一
回
）
が
用
い
ら

れ
て
い
る
。
武
松
物
語
の
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
（
前
掲
「
信
乃
Ⅰ
（
芳
流
閣

～
荒
芽
山
）」
に
は
第
二
九
回
、
後
掲
「
現
八
・
大
角
Ⅰ
」
に
は
第
二
四
・
二
六
回

武
松
物
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
た
め
、
あ
わ
せ
て
提
示
す
る
。
一
重
傍
線
部
と
番

号
〔
①
②
…
〕
は
「
小
文
吾
Ⅰ
（
＋
毛
野
Ⅰ
）」
の
一
重
傍
線
部
分
、
二
重
傍
線

部
は
「
信
乃
Ⅰ
（
芳
流
閣
～
荒
芽
山
）」
の
波
線
部
分
、
点
線
・
波
線
・
太
線
と

番
号
〔
A
C
…
〕
は
次
節
に
挙
げ
る
「
現
八
・
大
角
Ⅰ
」
の
点
線
・
波
線
・
太
線

部
分
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
）。

　

柴
進
の
家
に
身
を
寄
せ
る
武
松
は
兄
武
大
の
こ
と
を
心
配
し
て
故
郷
に
帰

る
途
中
、
A
景
陽
岡
の
麓
の
酒
屋
に
立
ち
寄
り
、
大
酒
を
飲
ん
だ
上
、

C
酒

屋
の
主
人
の
忠
告
を
聞
か
ず
に
一
人
で
峠
を
越
え
る
。
①
そ
こ
に
人
食
い
大

虎
が
現
れ
る
が
、
武
松
は
拳
で
虎
を
叩
き
殺
し
、
そ
の
手
柄
に
よ
っ
て
県
の

都
頭
に
任
命
さ
れ
、
兄
と
も
再
会
す
る
。
兄
の
妻
潘
金
蓮
は
突
然
現
れ
た
武

松
に
一
目
惚
れ
、M
色
気
で
誘
惑
す
る
が
拒
絶
さ
れ
る
。
武
松
が
留
守
の
間
、

G
隣
の
王
婆
の
紹
介
で
潘
金
蓮
と
西
門
慶
の
密
通
が
始
ま
り
、
二
人
の
逢
い

引
き
現
場
に
踏
み
込
ん
だ
武
大
は
逆
に
毒
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
帰
還
し
た

武
松
は
兄
の
死
を
怪
し
み
つ
つ
通
夜
を
し
て
い
る
と
、

E
幽
霊
の
武
大
が
現

れ
て
、
不
慮
の
死
の
無
念
を
訴
え
る
。
葬
儀
屋
に
問
い
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

K
証
拠
品
の
黒
い
骨
が
渡
さ
れ
る
。
四
十
九
日
の
法
事
の
場
で
、

L
近
所
の

人
を
立
会
人
と
し
て
、

J
武
松
は
潘
金
蓮
の
胸
を
え
ぐ
り
首
を
掻
き
切
っ
た

あ
と
、
西
門
慶
を
探
し
あ
て
同
じ
く
首
を
切
り
落
と
し
、
兄
の
霊
前
に
祀
る
。

こ
れ
を
原
因
に
流
罪
と
な
っ
た
武
松
は
護
送
中
、
②
酒
屋
の
女
主
人
孫
二
娘

か
ら
周
到
な
も
て
な
し
を
受
け
る
が
、
振
る
舞
わ
れ
た
酒
に
し
び
れ
薬
が

入
っ
て
い
る
こ
と
に
感
づ
い
て
、
薬
を
飲
ん
だ
ふ
り
を
し
て
倒
れ
、
襲
っ
て

き
た
孫
二
娘
を
懲
ら
し
め
る
。
そ
こ
に
帰
っ
て
き
た
孫
二
娘
の
夫
張
青
は
許

し
を
乞
い
、
二
人
は
義
兄
弟
と
な
る
。
孟
州
に
到
着
す
る
と
、
典
獄
の
息
子

施
恩
か
ら
丁
重
に
扱
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
施
恩
が
ご
ろ
つ
き
の
蔣
門
神
に
負

け
店
を
奪
わ
れ
た
こ
と
を
恨
み
、武
松
に
取
り
戻
し
て
も
ら
う
た
め
で
あ
る
。

武
松
は
酔
っ
た
ふ
り
を
し
て
蔣
門
神
の
店
に
入
る
と
、
彼
の
妾
を
挑
発
し
て

蹴
飛
ば
し
、
そ
し
て
蔣
門
神
を
探
し
あ
て
、
彼
を
懲
ら
し
め
る
。
蔣
門
神
は

張
団
練
を
通
じ
て
張
都
監
に
働
き
か
け
、
③
武
松
を
屋
敷
に
招
い
て
（
武
松

『
八
犬
伝
』
犬
士
列
伝
の
構
想
に
関
す
る
考
察
　
― 『
水
滸
伝
』
の
受
容
を
通
し
て 

―

二
六
九



を
張
都
監
の
配
下
に
す
る
）、
⑤
召
使
い
の
玉
蘭
と
婚
約
さ
せ
る
。
し
か
し

こ
れ
は
罠
で
あ
り
、
武
松
は
賊
と
し
て
牢
獄
に
繋
が
れ
、
流
罪
の
判
決
を
受

け
る
。
道
中
、
④
蒋
門
神
は
二
人
の
弟
子
を
派
遣
し
て
武
松
を
殺
そ
う
と
す

る
が
、
逆
に
殺
さ
れ
る
。
⑥
武
松
は
そ
の
ま
ま
張
都
監
の
家
に
引
き
返
し
、

張
都
監
・
張
団
練
・
蒋
門
神
と
張
都
監
一
家
を
皆
殺
し
に
し
、
⑦
城
壁
を
乗

り
越
え
て
逃
亡
、
張
青
夫
婦
と
再
会
す
る
。

　
「
小
文
吾
Ⅰ
（
＋
毛
野
Ⅰ
）」
の
本
筋
と
な
る
①
猪
退
治
、
②
船
虫
夫
婦
と
の
出

会
い
、
③
監
禁
、
④
刺
客
殺
し
、
⑤
女
田
楽
と
の
婚
約
、
⑥
対
牛
楼
で
の
皆
殺
し
、

⑦
逃
走
は
、
武
松
物
語
の
虎
殺
し
、
孫
二
娘
夫
婦
と
の
出
会
い
、
張
都
監
の
屋
敷

に
招
待
、
護
送
人
殺
し
、
玉
蘭
と
の
婚
約
、
鴛
鴦
楼
で
の
皆
殺
し
、
逃
走
場
面
を

全
面
的
に
借
用
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
（
詳
細
は
注
6
の
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た

い
）。
つ
ま
り
、
列
伝
一
で
脇
筋
と
し
て
利
用
さ
れ
た
『
水
滸
伝
』
武
松
物
語
は
、

列
伝
二
で
は
本
筋
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　

三
―
三　

列
伝
三
―
「
現
八
・
大
角
Ⅰ
」

　
【
表
三
】
か
ら
確
認
で
き
る
よ
う
に
、「
現
八
・
大
角
Ⅰ
」
で
は
主
に
『
水
滸
伝
』

の
祝
家
荘
物
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
所
々
に
武
松
物
語
（
前
節
参
照
）
が
織

り
込
ま
れ
て
い
る
。「
現
八
・
大
角
Ⅰ
」
の
概
要
は
次
の
通
り
で
あ
る
（
一
重
傍

線
は
本
筋
を
表
す
。
本
筋
か
つ
後
掲
の
『
水
滸
伝
』
祝
家
荘
物
語
と
類
似
す
る
箇

所
が
認
め
ら
れ
る
場
合
は
二
重
傍
線
、
前
掲
の
武
松
物
語
と
類
似
す
る
箇
所
が
認

め
ら
れ
る
場
合
は
太
線
、
祝
家
荘
物
語
と
武
松
物
語
の
両
方
と
類
似
す
る
箇
所
は

点
線
に
て
示
す
。
な
お
、
波
線
部
分
は
脇
筋
の
う
ち
、
武
松
物
語
が
利
用
さ
れ
て

い
る
箇
所
で
あ
る
〔
点
線
・
波
線
・
太
線
部
分
は
そ
れ
ぞ
れ
前
掲
武
松
物
語
の
点

線
・
波
線
・
太
線
部
分
に
対
応
す
る
〕）。

　

荒
芽
山
で
の
敗
北
に
よ
っ
て
ほ
か
の
犬
士
と
離
れ
離
れ
に
な
っ
た
現
八

は
、
A
庚
申
山
の
麓
の
茶
屋
に
立
ち
寄
り
、

B
壁
に
武
器
が
並
べ
ら
れ
て
い

る
の
を
見
て
主
人
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
化
け
猫
と
赤
岩
一
角
の
話
を
聞
か
さ

れ
る
。

C
現
八
は
主
人
の
忠
告
を
聞
か
ず
に
一
人
で
山
に
分
け
入
り
、
D
洞

窟
の
中
で
馬
に
乗
っ
て
い
る
化
け
猫
に
遭
遇
し
、
弓
で
そ
の
左
目
を
射
る
。

さ
ら
に
登
る
と
、

E
一
角
の
亡
霊
に
出
会
い
、
一
角
か
ら
自
分
は
既
に
化
け

猫
に
食
い
殺
さ
れ
、
今
の
一
角
は
化
け
猫
が
扮
し
た
者
で
あ
る
こ
と
を
語
ら

れ
、息
子
の
大
角
を
助
け
て
恨
み
を
晴
ら
し
て
ほ
し
い
と
乞
わ
れ
る
。

F
大

角
を
訪
ね
て
義
兄
弟
で
あ
る
こ
と
を
明
か
す
と
、

G
船
虫
が
大
角
の
元
妻
雛

衣
を
連
れ
て
入
り
、二
人
の
復
縁
を
す
す
め
て
帰
っ
て
い
っ
た
。
H
船
虫
の

態
度
を
怪
し
む
現
八
は
、偽
一
角
の
陰
謀
を
探
る
た
め
彼
の
屋
敷
に
赴
く
が
、

中
に
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
外
で
様
子
を
伺
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
偽
一
角

の
弟
子
に
事
情
を
尋
ね
ら
れ
た
現
八
は
宿
を
乞
い
に
き
た
と
偽
っ
て
中
に
通

し
て
も
ら
う
。

I
弟
子
ら
は
現
八
と
の
試
合
に
悉
く
負
け
た
こ
と
で
彼
の
腕

前
を
妬
み
、
罠
を
仕
掛
け
て
賊
と
し
て
暗
殺
し
よ
う
と
し
た
が
逃
げ
ら
れ
て

し
ま
っ
た
。
逃
走
す
る
現
八
を
追
っ
て
草
庵
に
き
た
偽
一
角
と
船
虫
は
、
雛

衣
の
胎
児
を
眼
薬
に
し
よ
う
と
雛
衣
に
迫
り
、

J
雛
衣
が
自
分
の
腹
を
引
き

裂
い
た
と
こ
ろ
、傷
口
か
ら
飛
び
出
し
た
霊
玉
が
偽
一
角
に
命
中
す
る
。
K

現
八
は
一
角
の
幽
霊
か
ら
も
ら
っ
た
骨
を
取
り
出
し
、
大
角
に
真
実
を
明
か

し
た
あ
と
、
二
人
は
一
緒
に
偽
一
角
を
退
治
し
、

L
郷
里
の
人
を
立
会
人
と

し
て
、
家
財
を
処
理
し
て
ほ
か
の
犬
士
を
探
す
旅
に
出
る
。
一
方
、
捕
ら
わ

れ
た
船
虫
は
護
送
中
、
M
色
気
を
以
て
看
守
を
欺
い
て
逃
げ
去
っ
た
。
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対
し
て
、
祝
家
荘
物
語
は
石
秀
の
助
力
に
よ
り
楊
雄
が
妻
潘
巧
雲
を
裂
き
殺
し

た
あ
と
、
泥
棒
の
時
遷
と
出
会
い
、
三
人
が
梁
山
泊
を
目
指
し
て
移
動
す
る
と
こ

ろ
か
ら
始
ま
る
。

A
道
中
、
宿
屋
に
立
ち
寄
り
、

B
軒
の
下
に
武
器
が
あ
る
の
を
見
て
主
人
に

尋
ね
た
と
こ
ろ
、
こ
こ
は
祝
家
荘
の
管
轄
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
夜
、

I
時

遷
が
雞
を
盗
ん
だ
こ
と
が
原
因
で
三
人
が
店
の
人
と
喧
嘩
す
る
こ
と
に
な

り
、
時
遷
は
罠
に
は
め
ら
れ
逮
捕
さ
れ
る
。
時
遷
を
救
出
す
る
た
め
、
道
を

急
ぐ
二
人
は
知
り
合
い
の
杜
興
に
遇
い
、

C
話
を
聞
い
た
そ
の
主
人
李
応
は

楊
雄
・
石
秀
の
勧
告
を
聞
か
ず
自
ら
祝
家
荘
へ
と
向
か
い
、
時
遷
の
返
還
を

求
め
る
も
、D
馬
に
乗
っ
て
出
て
き
た
祝
彪
に
射
ら
れ
て
負
傷
し
て
し
ま
う
。

楊
雄
と
石
秀
は
さ
ら
に
梁
山
泊
に
登
っ
て
助
け
を
求
め
る
。

H
宋
江
は
諸
頭

領
を
率
い
て
祝
家
荘
に
向
か
う
が
、
道
が
複
雑
で
あ
る
た
め
入
る
こ
と
が
で

き
ず
、
石
秀
と
楊
林
に
偵
察
を
依
頼
す
る
。
二
人
は
法
師
と
柴
売
り
に
扮
し

て
中
に
入
っ
た
が
、
早
速
楊
林
が
捕
ら
わ
れ
、
D
石
秀
は
壁
の
隙
間
か
ら
馬

に
乗
っ
て
い
る
祝
彪
を
見
る
。
酒
屋
の
老
人
の
情
報
に
よ
り
、
宋
江
ら
は
二

度
の
攻
撃
を
仕
掛
け
る
が
、
二
度
と
も
撃
退
さ
れ
る
。
お
り
し
も
、

F
梁
山

泊
入
り
を
画
策
し
て
い
た
孫
立
・
孫
新
一
味
が
義
兄
弟
を
訪
問
す
る
と
偽
っ

て
祝
家
荘
に
入
る
。
梁
山
泊
の
石
秀
を
生
け
捕
り
に
し
、
信
頼
を
得
た
と
こ

ろ
で
祝
家
荘
を
裏
切
っ
て
内
部
か
ら
陥
落
さ
せ
た
。

　
「
現
八
・
大
角
Ⅰ
」
の
本
筋
に
お
い
て
は
武
松
物
語
の
利
用
（
K
）
も
一
部
に

見
え
る
も
の
の
、
概
ね
祝
家
荘
物
語
（
山
の
麓
に
あ
る
茶
屋
で
の
出
来
事
は
武
松

物
語
と
も
類
似
す
る
が
、
武
器
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
な
ど
の
展
開
は
祝
家
荘
物
語

に
し
か
認
め
ら
れ
な
い
）
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
特
筆
す
べ
き
は

H
、
大
角
を
助
け
る
た
め
現
八
が
偽
一
角
の
屋
敷
に
赴
く
場
面
で
あ
る
。
祝
家
荘

物
語
と
は
趣
旨
こ
そ
異
な
る
が
、
①
人
を
助
け
る
た
め
向
か
っ
た
こ
と
、
②
近
く

に
き
た
が
中
に
入
れ
な
い
こ
と
、
③
本
名
を
隠
し
て
中
に
潜
入
し
様
子
を
探
る
こ

と
が
共
通
す
る
。
ま
た
、
D
「
馬
に
乗
る
化
け
猫
を
弓
で
射
る
」
場
面
は
、
祝
家

荘
物
語
の
「
馬
に
乗
っ
て
出
て
き
た
祝
彪
に
射
ら
れ
る
」
場
面
と
、「
隙
間
か
ら

馬
に
乗
る
祝
彪
を
見
る
」
場
面
を
あ
わ
せ
た
上
で
、
内
容
を
反
転
さ
せ
て
利
用
し

て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
。

　
「
現
八
・
大
角
Ⅰ
」
の
本
筋
に
祝
家
荘
物
語
が
中
心
的
に
用
い
ら
れ
る
反
面
、

脇
筋
に
は
武
松
物
語
の
要
素
が
多
用
さ
れ
る
こ
と
も
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
例
え

ば
、
E
幽
霊
の
一
角
が
現
れ
、
息
子
の
救
助
と
復
讐
を
依
頼
す
る
場
面
は
、
死
ん

だ
武
大
が
現
れ
、
不
慮
の
死
を
知
ら
せ
る
場
面
と
類
似
し
、
G
・
J
船
虫
が
雛
衣

と
大
角
の
復
縁
を
図
り
、最
後
に
は
雛
衣
が
腹
を
引
き
裂
い
て
落
命
し
た
こ
と
は
、

王
婆
が
潘
金
連
と
西
門
慶
の
密
会
を
手
引
き
し
、
最
終
的
に
潘
金
連
が
腹
を
引
き

裂
か
れ
て
落
命
し
た
こ
と
と
近
似
す
る
。
た
だ
、
馬
琴
は
淫
婦
を
貞
女
に
捻
っ
た

の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
が
、「
現
八
・
大
角
Ⅰ
」
の
脇
筋
に
多
用
さ
れ
る
武
松

物
語
が
、「
小
文
吾
Ⅰ
（
＋
毛
野
Ⅰ
）」
で
は
本
筋
の
中
心
的
要
素
と
な
っ
て
い
た

点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
列
伝
二
で
本
筋
と
し
て
利
用
さ
れ
る
武
松
物
語
は
、
列

伝
三
で
脇
筋
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
検
討
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
の
は
、
犬
士
列
伝
は
『
水
滸
伝
』
の
特
定
の

物
語
を
繋
ぎ
役
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
連
結
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
仮
説
で
あ
る
。
八
人
の
犬
士
列
伝
を
全
て
本
筋
・
脇
筋
に
分
類
し
た
上

で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
利
用
さ
れ
る
水
滸
伝
物
語
と
そ
の
相
互
の
関
連
を
呈
示
す
る
と

『
八
犬
伝
』
犬
士
列
伝
の
構
想
に
関
す
る
考
察
　
― 『
水
滸
伝
』
の
受
容
を
通
し
て 

―

二
七
一



【
表
四
】
の
よ
う
に
な
る
（
犬
士
の
活
躍
場
面
の
み
を
示
す
）。

　
「
→
」
は
水
滸
伝
物
語
間
の
連
接
関
係
を
表
し
、
太
字
は
「
→
」
に
よ
っ
て
連

結
さ
れ
て
い
る
物
語
で
あ
る
。
端
的
に
示
す
と
、

「
信
乃
Ⅰ
（
大
塚
村
）」      

脇
筋…

江
州
物
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

↓

「
信
乃
Ⅰ
（
芳
～
荒
）」      

本
筋…

江
州
物
語   

脇
筋…

武
松
物
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 「
小
文
吾
Ⅰ
（
＋
毛
Ⅰ
）」  

本
筋…

武
松
物
語

　
　

 「
現
八
・
大
角
Ⅰ
」         

本
筋…

祝
家
荘
物
語   

脇
筋…

武
松
物
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

↓

「
信
乃
Ⅱ
」            

脇
筋…

清
風
寨
物
語
・
祝
家
荘
物
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

↓

「
小
文
吾
Ⅱ
」         

本
筋…

清
風
寨
物
語   

脇
筋…

宋
江
物
語

「
毛
野
Ⅱ
」            

本
筋…

楊
志
物
語   

生
辰
綱
物
語（

楊
志）

 「
現
八
・
大
角
Ⅱ
」  

本
筋…

江
州
物
語（

宋
江）

   

脇
筋…

盧
俊
義
物
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 「
毛
野
Ⅲ
」           

本
筋…

盧
俊
義
物
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

↓

「
七
犬
士
」            

脇
筋…

盧
俊
義
物
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

↓

「
親
兵
衛
Ⅰ
」         

本
筋…

盧
俊
義
物
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

↓

「
親
兵
衛
Ⅱ
」         

脇
筋…

盧
俊
義
物
語

列伝 回数
本筋 16～26 第2回王進､第7･8･10回林冲

脇筋 15･29

本筋 30･31･37～44
第7･10･11回林冲､
第38～41回江州

脇筋
32･34･36･45～47･
51

本筋 52･53･55～58
第23･25･27･30･31回武松
(第43回李逵､第21回宋江)

脇筋

本筋 59～62･64 第46末～48､50回祝家荘

脇筋 60･62･63･65～67

本筋 68～70 第44～46回石秀

脇筋 71～73

本筋 73･76～78 第32～34回清風寨

脇筋 74･75･79

本筋 80～82 第11･12回楊志

脇筋

本筋 82～84 第37回江州（宋江）

脇筋 85･86

本筋 88･89･91･92
第61･62回盧俊義､第70回
東昌府

脇筋

本筋 92･94 第69回東平府

脇筋 93･95･96

本筋 103･104･107･
109･110･115～117

第61･62･67回盧俊義､
第108回王慶

脇筋 106･108･111～114

本筋 118･120～122 第36･37･41回江州

脇筋

八犬伝 利用される水滸伝物語

信乃Ⅰ
(大塚村) 第5･6回魯智深､第31回武松､

第39回江州

信乃Ⅰ
(芳～荒)

第7回林冲､第29回武松

小文吾Ⅰ
　＋
(毛野Ⅰ) 第43回李逵､第61回盧俊義

現八･
大角Ⅰ 第23･24･26回武松､第49回解兄弟

信乃Ⅱ 第33･35回清風寨､45･46回石秀､
第50回祝家荘

小文吾Ⅱ
第22回宋江､第43回李逵

毛野Ⅱ
第16･17回生辰綱(楊志）

現八･
大角Ⅱ 第65回盧俊義

毛野Ⅲ

第6･7回魯智深､第41回江州

七犬士
第58～59回華山､第67回盧俊義

親兵衛Ⅰ
第53回公孫勝､第90･94回田虎､
第101･103･104･108回王慶

親兵衛Ⅱ
第66回廬俊義119

54

90

79

【表四】

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
七
十
二
号

二
七
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と
い
う
図
式
に
な
る
。『
八
犬
伝
』
で
は
、
前
の
列
伝
で
脇
筋
と
し
て
利
用
さ
れ

る
水
滸
伝
物
語
が
、
次
の
列
伝
の
本
筋
と
し
て
利
用
さ
れ
、
前
の
列
伝
で
本
筋
と

し
て
利
用
さ
れ
る
水
滸
伝
物
語
が
、
次
の
列
伝
の
脇
筋
と
な
る
こ
と
が
う
か
が
わ

れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
ス
ト
ー
リ
ー
に
独
立
性
・
完
結
性
の
強
い
個
々
の
犬
士
列

伝
は
、
背
景
に
存
在
す
る
水
滸
伝
物
語
に
よ
り
連
環
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
た

だ
一
つ
の
例
外
「
毛
野
Ⅱ
」
を
除
く
。
詳
細
は
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

　
　

小
結

　
『
八
犬
伝
』
に
お
け
る
中
国
小
説
の
受
容
は
多
く
の
研
究
者
に
よ
り
論
じ
ら
れ

て
お
り
、『
水
滸
伝
』
の
ほ
か
に
、『
三
国
志
演
義
』『
西
遊
記
』『
封
神
演
義
』『
捜

神
記
』
等
の
利
用
も
指
摘
さ
れ
る
。
し
か
し
、
馬
琴
自
身
の
記
述
、『
八
犬
伝
』

の
序
跋
文
及
び
先
行
論
考
、
注
6
の
拙
稿
か
ら
、『
八
犬
伝
』
に
最
も
大
き
な
影

響
を
与
え
た
の
は
『
水
滸
伝
』
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
本

稿
で
は
『
水
滸
伝
』
と
の
関
わ
り
の
み
を
鍵
と
し
て
、
犬
士
列
伝
の
構
成
及
び
列

伝
全
体
の
構
想
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
た
。

　

こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
、
個
々
の
犬
士
列
伝
に
は
複
数
の
『
水
滸
伝
』
要
素
が

盛
り
込
ま
れ
て
い
る
が
、
各
列
伝
の
外
枠
は
『
水
滸
伝
』
の
単
一
の
物
語
か
、
固

定
し
た
一
人
の
豪
傑
が
活
躍
す
る
場
面
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
白
と
な
っ

た
。

　

ま
た
、
八
犬
士
列
伝
の
内
容
を
本
筋
・
脇
筋
に
分
類
し
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に

利
用
さ
れ
る
水
滸
伝
物
語
と
そ
の
関
連
性
を
考
察
し
た
と
こ
ろ
、
一
見
独
立
性
・

完
結
性
の
強
い
個
々
の
犬
士
列
伝
は
、
一
つ
の
例
外
を
除
き
、
全
て
背
景
に
存
在

す
る
水
滸
伝
物
語
に
よ
っ
て
連
環
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
前
の
列
伝
で

本
筋
と
し
て
利
用
さ
れ
る
水
滸
伝
物
語
が
、次
の
列
伝
の
脇
筋
と
し
て
利
用
さ
れ
、

前
の
列
伝
で
脇
筋
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
水
滸
伝
物
語
が
、
次
の
列
伝
の
本
筋

と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、前
節
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
つ
ま
り『
水
滸
伝
』が『
八

犬
伝
』
に
与
え
た
影
響
は
、
一
つ
一
つ
の
犬
士
列
伝
の
構
成
、
な
い
し
列
伝
全
体

の
構
想
に
ま
で
深
く
及
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

（
注
）

1　

石
川
秀
巳
「〈
江
戸
の
水
滸
伝
〉
と
し
て
の
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』」（【
ア
ジ

ア
遊
学
131
】『
水
滸
伝
の
衝
撃
―
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
言
語
接
触
と
文
化
受
容
』

勉
誠
出
版　

二
〇
一
〇
年
三
月
）
一
九
六
頁
を
参
照
。

2　

板
坂
則
子
「『
八
犬
伝
』
―
構
想
よ
り
の
接
近
―
」（『
芸
能
と
文
学
：
井
浦

芳
信
博
士
華
甲
記
念
論
文
集
』
笠
間
書
院　

一
九
七
七
年
一
二
月
）
一
九
三
頁
、

浜
田
啓
介
「『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
私
見
―
八
犬
伝
の
構
想
に
於
け
る
対
管
領

戦
の
意
義
」（『
近
世
小
説
・
営
為
と
様
式
に
関
す
る
私
見
』
京
都
大
学
学
術
出

版
会　

一
九
九
三
年
一
二
月
）
三
五
七
頁
及
び
、
次
の
石
川
氏
諸
論
考
等
が
挙

げ
ら
れ
る
。

⑴
「『
八
犬
伝
』
蟇
田
素
藤
構
想
の
意
義
―
団
円
意
義
を
め
ぐ
っ
て
」（『
文
芸

研
究
』
第
99
号　

一
九
八
二
年
一
月
）

⑵
「
八
犬
士
列
伝
の
新
構
想
―
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
ノ
ー
ト
」（『
和
洋
女
子

大
学
紀
要　

文
系
編
』
第
28
号　

一
九
八
八
年
三
月
）

⑶
「
京
師
の
話
説
」
の
構
想
―
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
ノ
ー
ト
」（『
和
洋
国
文

研
究
』
第
26
号　

一
九
九
一
年
三
月
）

⑷
「
団
円
構
想
の
転
回
―
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
ノ
ー
ト
」（『
和
洋
女
子
大
学

『
八
犬
伝
』
犬
士
列
伝
の
構
想
に
関
す
る
考
察
　
― 『
水
滸
伝
』
の
受
容
を
通
し
て 

―
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紀
要　

文
系
編
』
第
31
号　

一
九
九
一
年
三
月
） 

⑸
「
八
犬
士
列
伝
構
想
を
め
ぐ
る
問
題
―
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
私
論
―
」

（『
国
際
文
化
研
究
科
論
集
』
第
7
号　

一
九
九
九
年
）

3　

石
川
秀
巳
「
八
犬
士
列
伝
の
構
想
―
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
ノ
ー
ト
（
三
）」

（『
日
本
文
芸
論
稿
』
第
12
・
13
合
併
号　

一
九
八
三
年
七
月
）
に
拠
る
。

4　

石
川
秀
巳
「『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
初
期
構
想
の
成
立
」（『
国
際
文
化
研
究

科
論
集
』第
17
号　

二
〇
〇
九
年
）に
拠
る
。「
楔
子
」と
は
七
〇
回
本『
水
滸
伝
』

に
し
か
存
在
し
な
い
語
で
あ
り
、
洪
大
尉
が
誤
っ
て
伏
魔
殿
に
閉
じ
込
め
ら
れ

て
い
た
妖
魔
を
解
き
放
つ
話
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
七
〇
回
本
の
詳
細
は
後
掲

注
11
を
参
照
さ
れ
た
い
。

5　

徳
田
武
「
馬
琴
と
中
国
小
説
」（
日
本
の
古
典
19
『
曲
亭
馬
琴
』　

集
英
社　

一
九
八
九
年
五
月
）
一
三
九
頁
に
拠
る
。

6　

拙
稿
「
南
総
里
見
八
犬
伝
』
に
お
け
る
『
水
滸
伝
』
の
受
容
―
犬
田
小
文
吾

を
中
心
に
―
」（『
和
漢
語
文
研
究
』
第
14
号　

二
〇
一
六
年
一
一
月
）、「『
南

総
里
見
八
犬
伝
』に
お
け
る『
水
滸
伝
』の
受
容
―
犬
坂
毛
野
を
中
心
に
―
」（『
和

漢
語
文
研
究
』
第
17
号　

二
〇
一
九
年
一
一
月
）
を
参
照
。

7　

文
章
が
簡
略
化
さ
れ
て
い
な
い
版
本
の
こ
と
を
指
し
、
建
陽
で
刊
行
さ
れ
て

い
た
文
章
を
簡
略
化
し
た
い
わ
ゆ
る
文
簡
本
と
対
応
す
る
呼
び
方
で
あ
る
。

8　

拙
稿
「
石
渠
閣
補
刻
本
『
忠
義
水
滸
伝
』
の
日
本
に
お
け
る
受
容
の
一
側

面
―
馬
琴
と
北
静
廬
を
手
が
か
り
に
―
」（『
中
国
文
学
報
』
第
九
十
一
冊　

二
〇
一
八
年
一
〇
月
）
を
参
照
。

9　

馬
琴
が
閲
覧
し
た
七
〇
回
本
は
順
治
十
四
年
序
刊
本
と
、
雍
正
十
二
年
序
刊

本
の
二
種
類
だ
が
、
本
稿
で
は
雍
正
十
二
年
序
刊
本
（
京
都
大
学
附
属
図
書
館

蔵
『
第
五
才
子
書
水
滸
伝
』）
を
対
象
と
す
る
。

10　

東
京
大
学
附
属
図
書
館
藏
『
忠
義
水
滸
全
書
』
の
画
像
を
用
い
る
。

11　

七
〇
回
本
は
金
聖
歎
が
一
二
〇
回
本
の
後
半
四
割
強
（
第
七
二
回
～
第

一
二
〇
回
）、
梁
山
泊
が
招
安
を
受
け
て
政
府
軍
と
し
て
戦
っ
て
、
大
打
擊
を

受
け
た
あ
と
、
宋
江
・
盧
俊
義
が
朝
廷
の
姦
臣
に
毒
殺
さ
れ
る
話
を
切
り
落
と

し
、
冒
頭
の
引
首
と
第
一
回
を
「
楔
子
」
の
名
に
改
め
、
以
下
一
回
ず
つ
回
数

を
ず
ら
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
七
〇
回
本
は
百
回
・
一
二
〇
回
本
と

の
間
に
一
回
分
の
回
数
表
記
の
ズ
レ
が
あ
る
。

12　

小
池
藤
五
郎
校
訂
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』（
岩
波
文
庫　

一
九
九
五
年
六
月

第
四
刷
）
に
拠
る
。
以
下
同
様
。

13　

麻
生
磯
次
『
江
戸
文
学
と
中
国
文
学
』
第
三
章
「
馬
琴
の
読
本
に
及
せ
る
支

那
文
学
の
影
響
」（
三
省
堂　

一
九
五
七
年
一
二
月
第
三
版
）一
九
一
頁
を
参
照
。

14　

土
岐
和
美
「
読
本
に
お
け
る
水
滸
伝
の
受
容
―
『
八
犬
伝
』
及
び
『
八
犬
伝
』

以
前
の
読
本
を
中
心
に
―
」（『
古
典
研
究
』
一
六　

ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子

大
学
国
語
国
文
学
科　

一
九
八
九
年
七
月
）
を
参
照
。

15　

現
代
日
本
語
訳
は
吉
川
幸
次
郎
・
清
水
茂
『
完
訳　

水
滸
伝
』（
岩
波
書
店

　

一
九
九
八
年
一
〇
月
）
を
参
照
（
以
下
同
様
）。

16　

両
作
品
に
対
応
関
係
が
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、「『
水
滸
伝
』
に
類
似
す
る
箇

所
」・「
類
似
箇
所
要
約
」
に
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
を
示
し
、
見
ら
れ
な
い
場
合
或

い
は
不
明
の
場
合
は
空
白
と
す
る
。「
人
物
対
応
」は『
水
滸
伝
』の
豪
傑
が『
八

犬
伝
』
の
登
場
人
物
の
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
、
人
名

が
書
き
込
め
な
い
場
合
は
略
称
と
し
て
（
例
え
ば
魯
智
深
は
「
魯
」、
小
文
吾

は
「
小
」）
示
す
。

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
七
十
二
号

二
七
四



17　

犬
士
列
伝
の
範
囲
は
前
掲
石
川
氏
論
考
と
、
高
田
衛
『
完
本　

八
犬
伝
の

世
界
』（
ち
く
ま
文
芸
文
庫　

二
〇
〇
五
年
一
一
月
〔
二
〇
〇
～
四
〇
四
頁
〕）、

水
滸
伝
物
語
の
範
囲
は
小
松
謙
氏
の
ご
教
示
に
基
づ
き
設
定
し
た
も
の
で
あ

る
。『
水
滸
伝
』
の
各
部
位
が
個
人
的
活
躍
を
主
と
し
て
い
る
場
合
は
「
物
語
」

欄
に
個
人
の
名
前
、
個
人
の
活
躍
で
は
な
い
場
合
は
、
江
州
物
語
・
清
風
寨
物

語
な
ど
地
名
に
よ
っ
て
名
称
を
示
す
。

＊
東
昌
府
物
語
は
新
た
な
豪
傑
張
清
の
活
躍
を
中
心
と
す
る
が
、
盧
俊
義
と
燕

青
の
存
在
に
よ
り
、
前
出
の
盧
俊
義
物
語
と
僅
か
な
が
ら
繋
が
っ
て
い
る
と

言
え
よ
う
。
梁
山
泊
の
前
首
領
・
晁
蓋
が
死
ぬ
際
に
、先
に
自
分
の
仇
を
討
っ

た
人
は
次
の
首
領
で
あ
る
と
言
い
殘
し
た
が
、
宋
江
と
盧
俊
義
が
讓
り
合
っ

て
、
結
局
、
東
平
府
と
東
昌
府
を
攻
め
て
先
に
攻
め
落
と
し
た
方
が
首
領
と

な
る
こ
と
と
な
っ
た
。盧
俊
義
は
燕
青
を
連
れ
て
東
昌
府
攻
め
に
行
っ
た
が
、

小
石
投
げ
の
名
人
張
清
を
相
手
に
爲
す
術
が
な
く
、
燕
青
は
仲
閒
を
救
う
た

め
、
弩
箭
（
毛
野
が
持
つ
鐵
砲
と
形
が
似
て
い
る
）
で
張
清
の
馬
を
仕
留
め

る
が
、
張
清
は
次
々
と
小
石
を
飛
ば
し
て
豪
傑
ら
を
撃
つ
。

18　

前
掲
注
17
の
高
田
氏
論
考
二
五
三
～
二
五
六
頁
を
参
照
。

19　

前
掲
注
1
石
川
氏
論
考
、
注
13
麻
生
氏
論
考
と
、
水
野
稔
「『
南
総
里
見

八
犬
伝
』
―
作
品
鑑
賞
」(

『
日
本
の
古
典
一
九　

曲
亭
馬
琴
』　

集
英
社　

一
九
八
九
年
五
月) 

等
に
指
摘
が
見
ら
れ
る
。

20　

前
掲
注
6
拙
稿
「『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
に
お
け
る
『
水
滸
伝
』
の
受
容
―

犬
坂
毛
野
を
中
心
に
―
」
に
参
照
さ
れ
た
い
。

（
二
〇
二
〇
年
十
月
一
日
受
理
）

（
そ
ん　

り
ん
じ
ょ
う　

京
都
府
立
大
学
非
常
勤
講
師
）

『
八
犬
伝
』
犬
士
列
伝
の
構
想
に
関
す
る
考
察
　
― 『
水
滸
伝
』
の
受
容
を
通
し
て 

―

二
七
五






