
 

そ
う
だ
。
い
つ
か
自
分
の
「
水
滸
伝
」
を
書
い
て
み
よ
う
。
そ
う
思
い
立
ち
ま

し
た
。
北
方
「
水
滸
伝
」
は
完
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
は
「
楊
令
伝
」
と
し
て

書
き
続
け
て
お
ら
れ
ま
す
。
北
方
先
生
の
傑
作
は
そ
れ
で
い
い
。
で
も
自
分
の
「
水

滸
伝
」
も
こ
の
世
に
伝
え
た
い
。
そ
う
思
っ
て
、
二
年
を
か
け
て
宋
代
の
歴
史
を

 

「
水
滸
伝
」
を
復
権
さ
せ
た
い
。
そ
の
思
い
が
日
に
日
に
募
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
ん
な
時
、
北
方
謙
三
先
生
の
「
水
滸
伝
」
が
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
原
典
の
「
水

滸
伝
」
を
大
胆
に
再
構
築
し
、
登
場
人
物
も
よ
う
や
く
現
代
に
通
用
す
る
も
の
に

変
革
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
さ
に
目
か
ら
鱗
が
落
ち
る
、
で
し
た
。
こ
れ
ま
で
、

古
典
と
い
う
も
の
は
改
変
で
き
な
い
も
の
だ
と
あ
き
ら
め
て
い
た
私
に
と
っ
て
、

そ
れ
は
ま
さ
に
青
天
の
霹
靂

へ

き

れ

き

で
し
た
。
い
い
ん
だ
、
変
え
て
も
。
や
っ
た
ね
。
そ

う
舞
い
上
が
り
ま
し
た
。
同
時
に
、
こ
れ
ま
で
漠
然
と
い
だ
い
て
い
た
「
水
滸
伝
」

と
い
う
物
語
へ
の
不
満
。
た
と
え
ば
、
義
賊
と
し
て
梁
山
泊
に
集
ま
っ
た
あ
と
、

招
安

し
ょ
う
あ
ん

を
受
け
て
、
こ
れ
ま
で
抵
抗
し
て
い
た
宋
と
い
う
国
の
使
い
走
り
に
な
っ
て

し
ま
う
。
主
人
公
た
る
べ
き
宋そ

う

江こ

う

の
変
節
、
殺
人
狂
と
し
か
思
え
な
い
登
場
人
物
。

あ
ま
り
に
出
番
の
少
な
い
女
性
キ
ャ
ラ
。
そ
れ
ら
様
々
な
不
満
が
一
気
に
押
し
寄

せ
て
き
ま
し
た
。 

 

「
水
滸
伝

す

い

こ

で

ん

」
。 

中
国
四
大
奇
書
の
一
つ
で
あ
る
こ
の
物
語
は
、
中
高
年
の
方

々
に
は
比
較
的
な
じ
み
が
あ
る
も
の
と
思
い
ま
す
。
今
か
ら
四
十
数
年
前
に
は
、

一
時
的
に
ブ
ー
ム
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
漫
画
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
と
大
人

達
だ
け
で
な
く
、
子
供
達
に
ま
で
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
で
す
が
、
今
で
は
す
っ

か
り
「
三
国
志
」
に
押
さ
れ
、
わ
ず
か
に
ゲ
ー
ム
の
中
に
そ
の
名
が
残
っ
て
い
る

程
度
で
す
。 

若
い
方
の
中
に
は
、
「
水
滸
伝
」
の
英
雄
豪
傑
が
集
う
「
梁
山
泊

り
ょ
う
ざ
ん
ぱ
く

」
と
い
う
場

所
の
名
を
知
っ
て
い
て
も
、
そ
の
も
と
と
な
る
「
水
滸
伝
」
は
知
ら
な
い
。
そ
う

い
う
方
が
ほ
と
ん
ど
だ
と
思
い
ま
す
。
「
三
国
志
」
の
孔
明
、
劉
備
、
関
羽
、
張

飛
は
知
っ
て
い
て
も
「
水
滸
伝
」
の
黒
旋
風
李
逵

こ

く

せ

ん

ぷ

う

り

き

、
豹
子
頭
林
冲

ひ
ょ
う
し
と
う
り
ん
ち

ゅ
う

、
花
和
尚
魯

か

お

し

ょ

う

ろ

智ち

深し

ん

は
知
ら
な
い
。
ま
こ
と
に
残
念
な
こ
と
で
す
。 

は
じ
め
に 
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た
だ
、
こ
れ
ま
で
の
「
水
滸
伝
」
で
は
、
武
器
に
関
し
て
か
な
り
い
い
加
減
な

と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

物
語
を
書
く
に
あ
た
り
、
で
き
る
だ
け
ル
ビ
を
ふ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
中
国

名
が
読
み
に
く
く
憶
え
に
く
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
で
き
れ
ば
若
い
方
、

中
高
生
に
も
是
非
読
ん
で
も
ら
い
た
い
。
そ
う
思
っ
た
か
ら
で
す
。
実
際
、
一
読

者
か
ら
見
ま
す
と
、
名
前
な
ど
、
一
度
し
か
ル
ビ
を
ふ
っ
て
い
な
い
と
、
あ
あ
こ

れ
は
何
と
読
む
ん
だ
っ
け
、
と
前
の
ペ
ー
ジ
に
戻
っ
て
わ
ず
ら
わ
し
い
思
い
す
る

と
い
う
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
、
知
識
の
あ
る
方
に
は
目
障
り
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
で
き
る
だ
け
ル
ビ
を
ふ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
名
前
な
ど
、
繰
り

返
し
ル
ビ
を
ふ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
他
に
は
、
あ
ま
り
歴
史
を
前
面
に
出
さ
な

い
。
ど
う
し
て
も
必
要
な
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
す
が
、
物
語
の
興
を
そ
が
な
い
よ
う

に
注
意
し
ま
し
た
。
日
本
と
は
習
慣
の
違
う
と
こ
ろ
も
、
許
さ
れ
る
範
囲
で
日
本

風
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
特
に
、
挨
拶
の
と
こ
ろ
で
す
。

抱ほ

う

拳け

ん

や

拝
礼

は

い

れ

い

と
い
っ
た
、
あ
ま
り
な
じ
み
の
な
い
も
の
は
ど
う
し
て
も
必
要
な
場
面
以
外

は
、
頭
を
下
げ
る
な
と
の
日
本
的
な
も
の
に
し
て
い
ま
す
。 

た
と
え
ば
青せ

い

龍
り
ゅ
う

円え

ん

月げ

つ

刀と

う

。
「
三
国
志
」
の
関
羽
が
有
名
で
す
が
、
こ
れ
の
登
場

は
三
国
時
代
よ
り
も
も
っ
と
あ
と
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
こ
と
に
も

で
き
る
だ
け
配
慮
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
戦
闘
シ
ー
ン
、
特
に
個
人
対
個
人
の
闘
い

で
は
、
あ
る
程
度
中
国
風
を
意
識
し
ま
し
た
。
金き

ん

庸よ

う

の
武
侠

ぶ

き

ょ

う

小
説
で
す
。
日
本

の
剣
豪
小
説
の
よ
う
に
、
見
合
っ
た
だ
け
で
決
着
が
つ
く
な
ど
と
い
う
こ
と
は
中

国
で
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
カ
ン
フ
ー
映
画
は
別
に
し
て
も
、
日
本
の
武
道
家
と

中
国
の
武
術
家
と
で
は
、
空
手
と
拳
法
ほ
ど
の
差
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
空
手
は

一
撃
必
殺
。
そ
れ
に
対
し
て
、
拳
法
は
手
数
で
相
手
の
動
き
を
封
じ
て
倒
す
。
そ

う
し
た
違
い
は
あ
き
ら
か
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
日
本
の
剣
豪
小
説

の
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
は
と
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
だ
、
気
功
は
と
り
入
れ
て
い
ま

す
。
現
在
で
も
、
中
国
武
術
と
気
功
は
分
か
ち
が
た
い
も
の
だ
か
ら
で
す
。
日
本

勉
強
し
ま
し
た
。
そ
し
て
物
語
を
紡
ぎ
出
す
。
そ
れ
が
五
十
歳
に
な
っ
た
時
で
し

た
。
「
水
滸
伝
」
で
の
星
の
生
ま
れ
変
わ
り
、
百
八
人
の
仲
間
の
人
生
を
生
み
出

す
に
は
、
や
は
り
そ
れ
相
応
の
年
齢
に
な
ら
な
け
れ
ば
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
で
す
。 
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で
は
武
道
、
中
国
で
は
武
術
。
こ
の
差
は
小
さ
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
思
い
ま

す
。 

  

私
の
「
水
滸
伝
」
で
は
、
主
人
公
を
三
人
の
娘
に
設
定
し
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ

個
性
の
違
う
幼
な
じ
み
。
そ
の
三
人
が
、
星
の
名
を
冠
し
た
仲
間
達
と
と
も
に
、

民
の
た
め
の
国
を
創
る
こ
と
を
夢
見
て
戦
い
抜
く
。 

そ
れ
が
主
題
で
す
。
原
典
の
「
水
滸
伝
」
の
最
大
の
欠
点
、
女
性
が
全
く
活
躍

し
な
い
。
そ
れ
を
徹
底
的
に
あ
ら
た
め
ま
し
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、
原
点
で
は
言

及
さ
れ
ず
、
日
本
で
は
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
な
い
俠

き
ょ
う

、
ま
た
は
侠
に
も
書
き
及

ん
で
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
中
国
の
歴
史
を
通
じ
て
、
俠
の
存
在
は
無
視
で
き
な

い
も
の
だ
か
ら
で
す
。
俠
は
、
あ
る
種
の
自
警
団
、
懲
罰
組
織
と
も
考
え
ら
れ
ま

す
。
そ
の
社
会
を
江
湖

こ

う

こ

と
呼
び
ま
す
。
「
水
滸
伝
」
で
い
う
好
漢

こ

う

か

ん

。
こ
れ
は
ま
さ

し
く
俠
の
こ
と
で
す
。
貧
し
く
力
の
な
い
庶
民
が
、
法
か
ら
逃
れ
、
あ
る
い
は
法

の
及
ば
な
い
者
を
裁
く
組
織
。
民
の
自
衛
組
織
と
と
ら
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

そ
の
中
で
、
武
術
を
修
練
し
た
者
が
武
俠
で
す
。
宋
と
い
う
時
代
は
、
徹
底
的
に

武
が
弾
圧
さ
れ
た
時
代
で
す
。
そ
の
た
め
、
武
術
集
団
で
あ
る
社し

ゃ

は
厳
重
な
取
り

締
ま
り
を
受
け
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
武
俠
は
ど
う
し
て
も
地
下
に
潜
ら
ざ
る
を

え
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
俠
の
結
束
が
叫
ば
れ
た
。
そ
う
い
う
時
代
で
し
た
。 

 

な
お
、
当
初
は
第
一
部
第
一
章
政
和

せ

い

わ

三
年
春
だ
け
、
一
ペ
ー
ジ
千
二
百
字
と
し

て
お
り
ま
し
た
。
こ
の
章
だ
け
長
い
か
ら
で
す
。
と
い
う
の
も
、
は
じ
め
は
こ
れ

だ
け
で
終
え
る
予
定
だ
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
現
在
は
他
の
章
と
同
様
、
読
み
や

す
い
よ
う
に
一
ペ
ー
ジ
八
百
字
に
し
て
い
ま
す
。
今
で
は
原
稿
用
紙
換
算
で
一
万

枚
を
超
え
る
長
さ
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ま
だ
終
わ
っ
て
は
い
ま
せ
ん
。
た

だ
、
こ
こ
ら
で
一
度
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
作
っ
て
お
く
か
。
そ
う
思
っ
て
立
ち
上
げ

ま
し
た
。
中
国
も
の
で
す
の
で
、
名
前
に
な
じ
み
が
な
く
、
読
み
は
じ
め
は
苦
し

い
か
と
思
い
ま
す
。
で
す
が
、
第
一
部
を
読
み
終
え
た
頃
に
は
こ
の
物
語
の
面
白

さ
を
分
か
っ
て
い
た
だ
け
る
と
信
じ
て
い
ま
す
。 

  

登
場
人
物
の
名
前
以
外
は
す
べ
て
新
し
い
「
水
滸
伝
」
。
こ
の
「
新
水
滸
伝
」

を
ど
う
ぞ
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。 




