
「
好
漢
」
は
、

中
国
四
大
奇
書
の
―
つ
に
数
え
ら
れ
る
『
水
滸
博
』
は
、
明
代
初
期
に
白
話
で
書
か
れ
た
長
編
の
章
回
小
説
で
あ
り
、
明
清
二
代
を
通

じ
て
た
び
た
び
禁
書
と
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
民
間
に
お
い
て
脈
々
と
読
み
継
が
れ
て
き
た
通
俗
小
説
で
あ
る
。
そ
の
作
者
は
「
容

興
堂
本
」
な
ど
に
は
「
施
耐
庵
撰
集
羅
貫
中
編
纂
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
現
在
で
は
、
施
耐
庵
や
羅
貫
中
と
称
す
る
人
物
、
あ
る
い

は
グ
ル
ー
プ
に
よ
り
、
宋
・
元
代
よ
り
伝
わ
っ
て
い
た
水
滸
説
話
や
講
談
の
内
容
な
ど
を
集
大
成
し
て
作
ら
れ
た
作
品
、
と
考
え
ら
れ
て

(
1
)
 

い
る
。

ほ
と
り

さ
て
、
北
宋
は
徽
宗
の
世
、
「
好
漢
」
た
ち
が
水
の
滸
の
梁
山
泊
に
集
い
「
天
に
替
わ
り
て
道
を
行
う
」
物
語
、
そ
れ
が
『
水
滸
博
』

(
2
)
 

で
あ
る
。
そ
し
て
、
『
水
滸
偲
』
は
「
好
漢
」
と
い
う
言
葉
が
最
も
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
作
品
で
あ
る
。
で
は
、
「
好
漢
」
と
は
一
体
ど

の
よ
う
な
人
物
を
指
し
て
言
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
好
漢
た
る
も
の
の
行
為
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。

一
般
的
に
は
「
立
派
な
男
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
し
か
し
、
何
を
も
っ
て
「
立
派
」
と
す
る
か
、

は

じ

め

『
水
滸
偉
』

に

に
お
け
る

「
好
漢
」

の
概
念
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る
。
ま
た
、
梁
山
泊
の
頭
領
に
は
三
人
の
女
性
が
含
ま
れ
る
。
果
た
し
て
、
女
性
で
あ
っ
て
も
「
好
漢
」
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
の
疑
問
を
、
「
好
漢
」
と
い
う
言
葉
が
『
水
滸
偉
』
の
中
で
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
探
り
な
が
ら
考
察

し
、
『
水
滸
傭
』
に
お
け
る
「
好
漢
」
と
い
う
言
葉
の
概
念
の
定
義
づ
け
を
試
み
た
い
。

（
一
）
抽
象
的
概
念
を
表
す
「
好
漢
」

『
水
滸
偉
』
に
出
て
く
る
「
好
漢
」
と
い
う
言
葉
は
、
あ
る
抽
象
的
概
念
を
表
す
も
の
と
、
具
体
的
に
あ
る
種
の
人
物
を
指
す
も
の
と

に
大
別
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
前
者
を
抽
象
的
「
好
漢
」
、
後
者
を
具
体
的
「
好
漢
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

で
は
ま
ず
、
抽
象
的
「
好
漢
」
の
例
で
そ
の
概
念
を
よ
く
表
し
て
い
る
箇
所
を
、

B

「
柏
的
不
算
好
漢
（
恐
れ
る
や
つ
は
男
で
は
な
い
ぞ
）
」
【
2
】

い
く
つ
か
挙
げ
て
み
る
。

A

「
這
棒
也
使
得
好
了
。
只
是
有
破
綻
，
巖
不
得
箕
好
漢
（
そ
の
棒
さ
ば
き
、
な
か
な
か
見
事
だ
。
し
か
し
隙
が
あ
る
。
そ
れ
で
は

(
3
)
 

真
の
使
い
手
に
は
勝
て
ぬ
）
」
【
2
】

C

「
小
人
是
個
好
漢
’
官
司
既
已
吃
了
'
-
世
也
不
走
（
わ
た
し
も
男
で
す
。
い
っ
た
ん
罪
に
服
し
た
か
ら
に
は
、
逃
げ
も
隠
れ
も

D

「
我
回
去
時
’
須
吃
他
肌
笑
，
不
是
好
漢
，
難
以
輔
去
（
戻
れ
ば
や
つ
に
あ
ざ
笑
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
お
れ
の
男
が
す
た

E

「
我
須
知
景
陽
岡
上
打
虎
的
武
都
頭
’
他
是
清
河
縣
第
一
箇
好
漢
（
景
陽
岡
で
虎
を
な
ぐ
り
殺
し
た
武
都
頭
と
言
や
あ
、
清
河
県

る
。
引
き
返
す
こ
と
は
で
き
ん
）
」
【
23】

い
た
し
ま
せ
ん
）
」
【
8
】

抽
象
的
「
好
漢
」

九
〇



し
か
し
、
「
好
漢
」
は
、

こ
に
挙
げ
て
い
る
も
の
が
全
て
で
は
な
い
が
、

F

「
如
今
来
到
這
里
，
却
恨
我
這
幾
日
賭
輸
了
，
没
一
文
倣
好
漢
請
他
（
せ
っ
か
く
今
こ
の
地
へ
見
え
た
っ
て
の
に
、
生
憎
お
れ
と

一
席
設
け
て
い
い
と
こ
見
せ
よ
う
に
も
一
文
な
し
だ
）
」
【
38】

G

「
牡
哉
，
慎
好
漢
也
（
豪
快
な
も
ん
だ
。
ま
っ
こ
と
男
よ
の
う
）
」
【
38】

H

「
兄
弟
雖
是
個
不
オ
小
人
，
却
是
頂
天
立
地
的
好
漢
’
如
何
肯
倣
這
等
之
事
（
わ
た
し
は
つ
ま
ら
ん
人
間
で
す
が
、

一
匹
の
好
漢
の
つ
も
り
で
す
。
そ
ん
な
ば
か
な
こ
と
を
す
る
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
）
」
【
46】

I
「
他
却
是
好
漢
胸
襟
，
柏
候
了
班
班
大
事
’
那
里
敢
束
承
惹
（
だ
が
こ
の
男
、
好
漠
た
る
度
量
の
持
ち
主
で
、
兄
貴
の
大
事
を
誤

っ
て
は
な
ら
ぬ
と
考
え
、
ど
っ
こ
い
そ
の
誘
い
に
は
乗
ら
な
か
っ
た
）
」
【
81】

A
は
王
進
が
史
進
の
棒
さ
ば
き
を
見
て
、

あ
る
。
ま
た
、

B
は
史
進
が
王
進
に
対
し
て
、

C
は
林
沖
が
護
送
役
人
の
董
超
・
膵
覇
に
対
し
て
、

松
が
景
陽
岡
で
虎
が
出
る
と
い
う
告
示
を
見
た
と
き
、

E
は
西
門
慶
が
武
大
の
弟
は
武
松
で
あ
る
と
知
っ
た
と
き
、

金
を
借
り
た
あ
と
、

G
は
宋
江
が
李
逹
の
豪
快
な
食
べ
っ
ぷ
り
を
見
た
と
き
、

H
は
石
秀
が
楊
雄
に
対
し
て
、

九

こ
れ
で
も
男

D
は
武

F
は
李
逹
が
宋
江
に

そ
れ
ぞ
れ
発
し
た
言
葉
で

ー
は
李
師
師
が
秋
波
を
送
っ
て
誘
っ
て
き
た
と
き
の
燕
青
の
態
度
で
あ
る
。
地
の
文
は
ー
の
み
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
の
抽
象
的
「
好
漢
」
は
、
会
話
文
中
に
出
て
く
る
も
の
が
圧
倒
的
に
多
い
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
抽
象
的
「
好
漢
」
が
示
す
概
念
と
は
何
か
。
こ
れ
ら
の
「
好
漢
」
は
全
て
、

て
い
る
。
「
男
」
と
は
す
な
わ
ち
、

い
わ
ゆ
る
「
男
」
と
い
う
意
味
を
表
し

い
わ
ゆ
る
「
男
ら
し
い
」
男
の
こ
と
で
あ
る
。
雄
々
し
さ
・
豪
快
さ
・
強
さ
・
潔
さ
•
積
極
性
な
ど
、

一
般
に
男
性
に
備
わ
る
と
考
え
ら
れ
る
特
質
を
備
え
持
っ
た
人
物
、

こ
れ
ら
「
男
ら
し
さ
」

そ
れ
が
「
好
漢
」
な
の
で
あ
る
。

の
特
性
を
全
て
備
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
さ
そ
う
で
あ

き
た
ら
、
こ
こ
数
日
博
打
で
す
っ
ち
ま
っ
て
る
も
ん
だ
か
ら
、

き
っ
て
の
豪
傑
じ
ゃ
な
い
か
）
」
【
25】

<-



十
回
」
（
第
二
十
三
回
＼
第
三
十
二
回
）

（
二
）
呼
び
か
け
の
「
好
漢
」

そ
れ
だ
け
で
「
好
漢
」
な
の
で
あ
る
。

る。

A
と
E
は
強
い
男
、
あ
る
い
は
武
芸
に
秀
で
た
者
の
こ
と
を
い
い
、

C
は
潔
さ
の
み
を
表
し
て
お
り
、

G
は
単
に
豪
快
な
様
を
言
っ

て
い
る
だ
け
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

D
と
相
通
じ
る
。

J

の
場
合
の
「
好
漢
」
は
褒
め
言
葉
で
あ
る
と
い
え
る
。

B
と
D
は
「
男
」
と
し
て
の
価
値
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
で
あ
り
、

に
厚
い
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
み
と
考
え
ら
れ
る
。

F
だ
け
は
、
「
倣
」
と
い
う
動
詞
の
目
的
語
と
な
っ
て
お
り
、
他
の
例
と
は

そ
の
用
法
が
異
な
る
が
、
意
味
は
「
顔
を
立
て
る
」
、
す
な
わ
ち
「
男
と
し
て
の
価
値
や
面
目
を
上
げ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

そ
し
て
そ
こ
に
は
、
「
強
さ
」
や
「
潔
さ
」
な
ど
と
い
う
意
味
は
全
く
含
ま
れ
な
い
。

以
上
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
単
に
強
い
と
い
う
だ
け
で
も
「
好
漢
」

で
あ
り
、
潔
い
男
・
豪
快
な
男
・
義
に
厚
い
男
も
、

つ
ま
り
、
「
男
ら
し
さ
」
の
特
性
を
ど
れ
か
―
つ
で
も
備
え
て
お
れ
ば
、
「
立
派
な
男
」
と
い
う
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
「
男
ら
し
い
」
は
褒
め
言
葉
で
あ
り
、

「
好
漢
」
は
、
会
話
文
中
に
お
い
て
相
手
の
こ
と
を
呼
ぶ
「
呼
び
か
け
」
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
が
、

「
好
漢
」
が
褒
め
言
葉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
以
下
、

ゆ
え
に
、

そ
の
用
例
を
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

呼
び
か
け
の
「
好
漢
」
が
最
も
多
く
用
い
ら
れ
る
対
象
は
、
武
松
で
あ
る
。
よ
っ
て
、

の
後
半
部
分
の
用
例
を
、

そ
の
梗
概
と
共
に
、
以
下
に
紹
介
し
て
お
く
。

そ
の
用
法
か
ら
も
、

そ
の
表
現
が
出
て
く
る
箇
所
、
す
な
わ
ち
「
武

陽
穀
県
に
て
兄
武
大
の
仇
で
あ
る
捜
の
添
金
蓮
と
そ
の
間
夫
西
門
慶
を
殺
害
し
た
武
松
は
、
東
平
府
を
経
て
孟
州
へ
流
罪
と
な
る

【

26
】
。
孟
州
へ
流
さ
れ
る
途
中
、
十
字
披
の
居
酒
屋
で
お
か
み
の
孫
二
娘
に
し
び
れ
薬
を
盛
ら
れ
そ
う
に
な
る
が
、
飲
ん
だ
ふ
り
を

九
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九

し
て
油
断
さ
せ
、
逆
に
孫
二
娘
を
床
に
ね
じ
伏
せ
る
。
そ
の
と
き
孫
二
娘
は
武
松
に
向
か
っ
て
「
好
漠
饒
我
（
兄
さ
ん
許
し
て
く
だ

さ
い
な
）
」
と
言
い
、

そ
こ
に
戻
っ
て
き
た
亭
主
の
張
青
も
「
好
漢
息
怒
！
且
饒
恕
了
’
小
人
自
有
話
説
（
だ
ん
な
、
ど
う
か
ご
勘

弁
な
す
っ
て
く
だ
さ
い
。
お
話
し
し
た
い
こ
と
も
ご
ざ
い
ま
す
し
）
」
と
言
い
、
「
願
聞
好
漢
大
名
（
だ
ん
な
の
お
名
前
を
お
聞
き
し

て
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
）
」
と
武
松
に
尋
ね
る
【
27
】
。
張
青
夫
妻
か
ら
行
者
の
衣
装
と
度
牒
を
手
に
入
れ
、
孟
州
の
牢
城
に
入
っ

た
武
松
は
、
独
房
に
入
れ
ら
れ
る
と
、
周
り
の
囚
人
連
中
か
ら
幾
度
か
「
好
漢
」
と
呼
び
か
け
ら
れ
る
【
28
】
。
典
獄
の
息
子
施
恩

の
配
慮
に
よ
り
牢
城
で
の
待
遇
が
極
め
て
良
か
っ
た
た
め
、
武
松
は
施
恩
の
頼
み
を
聞
い
て
、
快
活
林
へ
蒋
門
神
蒔
忠
を
倒
し
に
行

く
。
武
松
は
蒋
忠
を
打
ち
倒
し
、
「
若
要
我
饒
伽
性
命
，
只
要
依
我
三
件
事
（
命
が
惜
し
け
り
ゃ
、
お
れ
の
言
う
こ
と
を
三
つ
聞
き

な
）
」
と
言
う
。
す
る
と
蒋
忠
は
、
「
好
漢
饒
我
！
休
説
三
件
’
便
是
三
百
件
’
我
也
依
得
（
兄
貴
、
許
し
て
お
く
ん
な
せ
え
。
三
つ

ど
こ
ろ
か
三
百
で
も
聞
き
や
す
ん
で
）
」
と
言
う
【
29
】
。
回
が
変
わ
っ
て
、
蒋
忠
が
武
松
に
「
好
漢
但
説
，
蒋
忠
都
依
（
兄
貴
の
お

っ
し
ゃ
る
こ
と
に
は
こ
の
蒋
忠
す
べ
て
従
い
や
す
）
」
と
言
う
。
武
松
が
景
陽
岡
で
虎
を
仕
留
め
た
武
都
頭
で
あ
る
と
知
っ
た
快
活

林
の
顔
役
連
中
は
、
蒋
忠
に
代
わ
っ
て
「
好
漢
息
怒
。
教
他
便
搬
了
去
，
奉
還
本
主
（
何
卒
ご
容
赦
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
。
や
つ
に

は
即
刻
こ
こ
よ
り
立
ち
退
か
せ
、
こ
こ
は
も
と
の
だ
ん
な
様
に
お
返
し
さ
せ
ま
す
か
ら
）
」
と
謝
罪
す
る
【
30
】。

以
上
が
、
武
松
に
対
す
る
呼
び
か
け
の
「
好
漢
」
の
全
て
で
あ
る
。
こ
れ
ら
呼
び
か
け
の
「
好
漢
」
は
、

そ
の
使
わ
れ
方
か
ら
二
種
類

に
分
類
で
き
る
。
ま
ず
、
孟
州
牢
城
の
囚
人
連
中
の
よ
う
に
、
見
た
目
で
「
男
ら
し
い
」
と
判
断
し
て
「
好
漢
」
と
呼
ぶ
も
の
。
こ
の
場

合
は
、
「
好
漢
」
と
呼
ん
だ
相
手
に
対
し
て
、
特
に
見
返
り
等
は
求
め
て
い
な
い
。
も
う
―
つ
は
、
孫
二
娘
や
張
青
、
蒋
忠
や
快
活
林
の

顔
役
連
中
の
よ
う
に
、
許
し
て
も
ら
お
う
と
思
っ
て
「
好
漢
」
と
呼
ぶ
も
の
。
い
わ
ゆ
る
「
お
だ
て
」
で
あ
る
。
こ
こ
の
場
合
は
相
手
が



に
は
い
か
ぬ
）
」
【
3
】

J

「
我
是
個
清
白
好
漢
’
如
何
肯
把
父
母
遺
儒
来
貼
汗
了
（
お
れ
は
堅
気
の
男
だ
。
両
親
か
ら
さ
ず
か
っ
た
こ
の
身
体
、
汚
す
わ
け

自
分
の
こ
と
を
「
好
漢
」
と
表
現
し
て
い
る
例
は
、
他
に
も
あ
る
。

て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

武
松
で
あ
る
た
め
、
実
際
に
「
強
い
男
」

(
-
―
-
）
自
分
の
こ
と
を
表
す
「
好
漢
」

ま
た
、
抽
象
的
「
好
漢
」

る
。
し
か
し
、

で
あ
る
が
、
他
の
例
を
見
て
み
る
と
、
実
際
に
「
好
漢
」
と
は
思
え
な
い
場
合
で
も
「
好
漢
」

と
呼
ぶ
場
合
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
話
し
手
が
一
時
的
に
弱
い
立
場
に
あ
る
場
合
で
あ
る
が
、
孫
二
娘
や
蒋
忠
の
場
合
と
同
じ
く
、
赦
免
な

ど
何
ら
か
の
見
返
り
を
計
算
し
て
「
好
漢
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
特
に
後
者
は
、
「
好
漢
」
に
は
褒
め
言
葉
と
し
て
の
性
格
が
あ
る
ゆ
え

に
、
「
お
だ
て
」
と
し
て
呼
び
か
け
に
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

の
用
法
に
は
、
会
話
文
中
に
お
い
て
自
分
の
こ
と
を
「
好
漢
」
と
表
現
す
る
も
の
が
あ
る
。
先
に
挙
げ
た
例

文
中
C
と
H
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
自
分
の
こ
と
を
表
現
す
る
場
合
に
褒
め
言
葉
を
用
い
る
と
、
態
度
が
尊
大
に
な
っ
て
し
ま
う
は
ず
で
あ

C
と
H
の
例
文
で
は
、
聞
き
手
は
話
し
手
よ
り
も
目
上
、
ま
た
は
話
し
手
よ
り
も
強
い
立
場
に
あ
る
た
め
、

こ
れ
ら
の
言

葉
は
謙
遜
の
意
を
含
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
「
好
漢
」
は
褒
め
言
葉
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
自
分
を
褒
め

こ
こ
で
の

と
い
う
こ
と
は
「
義
を
重
ん
じ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

「
好
漢
」
は
、
褒
め
言
葉
と
し
て
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
失
わ
れ
、
中
立
の
言
葉
と

化
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、
蝙
し
た
り
嘘
を
つ
い
た
り
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
「
好
漢
」
と
い
う
言
葉
で
表
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
男
ら
し
い
」
と
い
う
本
来
の
概
念
を
失
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
編
し
た
り
嘘
を
つ
い
た
り
し
な
い
」

そ
れ
は
す
な
わ
ち
「
男
ら
し
さ
」

の
一
面
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

九
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「
英
雄
豪
傑
」
は
、
「
好
漢
」
を
修
飾
す
る
言
葉
で
あ
り
、
名
詞
が
形
容
詞
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
「
英
雄
豪
傑
た
る
好
漢
」
と
い
う
言
い
方
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
「
英
雄
豪
傑
」

ま
た
、
張
青
が
妻
の
孫
二
娘
に
普
段
よ
り
言
い
つ
け
て
お
い
た
内
容
（
雲
水
と
女
芸
人
と
罪
人
は
殺
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
）

に
も
な
ろ
う
。

と
い
う
表
現
が
出
て
く
る
。

J

の

な
い
か
）
」
【
15】

例
え
ば
、
呉
用
が
玩
氏
三
兄
弟
（
玩
小
ニ
・
玩
小
五
•
玩
小
七
）
に
堤
蓋
の
こ
と
を
話
す
前
に
言
っ
た
言
葉
の
中
に
、

k

「
如
今
山
東
、
河
北
多
少
英
雄
豪
傑
的
好
漢
（
い
ま
山
東
や
河
北
あ
た
り
に
は
、
英
雄
豪
傑
た
る
好
漢
が
い
く
ら
で
も
い
る
で
は

雄
」
や
「
豪
傑
」
な
ど
と
同
一
視
さ
れ
る
が
、

こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。

「
好
漢
」
は
、
先
に
挙
げ
た
「
男
ら
し
さ
」

の
中
の

る。 考
え
ら
れ
る
。

（
四
）
「
好
漢
」
と
「
英
雄
」

も
な
い
。
褒
め
言
葉
と
取
れ
な
く
も
な
い
が
、
や
は
り
こ
の

史
進
は
、
聞
き
手
の
朱
武
ら
よ
り
弱
い
立
場
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
ゆ
え
に
、

九
五

「
好
漢
」
も
存
在
す
る
と
い
う
こ
と

こ
れ
は
、
史
進
が
朱
武
ら
に
山
塞
の
主
に
な
る
よ
う
に
勧
め
ら
れ
た
と
き
に
言
っ
た
言
葉
で
あ
る
が
、

こ
の
場
合
の
話
し
手
、

こ
の
言
葉
は
謙
遜
で
は
な
い
。
し
か
し
、
褒
め
言
葉
で

「
好
漢
」
は
、
単
に
男
性
を
表
す
言
葉
、
す
な
わ
ち
中
立
の
言
葉
で
あ
る
と

「
好
漢
」
が
中
立
の
言
葉
に
も
な
る
と
い
う
根
拠
は
他
に
も
あ
る
。

「
強
さ
」

そ
れ
は
、
「
英
雄
」
や
「
豪
傑
」
な
ど
と
い
う
言
葉
と
の
違
い
で
あ

の
面
か
ら
、
ま
た
、
「
英
雄
好
漢
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
た
め
に
、
「
英

で
な
い

つ
ま
り



(
-
）
具
体
的
人
物
を
示
す
「
好
漢
」

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。

と
い
う
表
現
が
あ
る
。

こ
の

だ
ろ
う
）
」
【
27】

具
体
的
「
好
漢
」

「
好
漢
」

が
呼
び
か
け
に
用
い
ら

L
「
去
戯
豪
上
説
得
我
等
江
湖
上
好
漢
不
英
雄
（
舞
台
の
上
で
、
世
を
渡
る
侠
客
な
ん
て
の
は
英
雄
じ
ゃ
な
い
な
ど
と
ふ
れ
ま
わ
る

と
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。

を
武
松
に
語
る
中
で
、

「
英
雄
」
も
形
容
詞
化
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
「
好
漢
」
と
「
英
雄
」
は
、

「
好
漢
」
と
「
英
雄
」
が
同
次
元
の
概
念
で
は
な
い
と
い
う
の
は
、
「
四
角
形
」
と
「
正
方
形
」
が
同
次
元
の
概
念
で
は
な
い
と
い
う
こ

つ
ま
り
、
「
好
漢
」
は
「
英
雄
」
や
「
豪
傑
」
な
ど
を
包
括
す
る
概
念
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
英
雄
」
や
「
豪

傑
」
は
完
全
な
褒
め
言
葉
で
あ
り
、
中
立
の
言
葉
に
は
な
り
得
な
い
が
、
「
好
漢
」
は
中
立
の
概
念
を
表
す
言
葉
に
も
な
り
得
る
。

さ
ら
に
、
「
好
漢
」
と
「
英
雄
」
は
、

そ
の
種
類
を
も
異
に
す
る
。

の
場
合
で
も
そ
の
用
法
が
違
う
と
い
う
こ
と
は
、

そ
れ
は
、
褒
め
言
葉
と
し
て
の

そ
の
用
法
と
概
念
が
同
じ

れ
る
の
に
対
し
、
「
英
雄
」
や
「
豪
傑
」
は
呼
び
か
け
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
な
概
念
を
表
す
褒
め
言
葉

そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
の
種
類
自
体
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

で
は
次
に
、
具
体
的
「
好
漢
」
に
つ
い
て
見
て
み
る
。
結
論
か
ら
い
う
と
、
具
体
的
「
好
漢
」
は
褒
め
言
葉
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、

け
な

褒
め
言
葉
や
貶
し
言
葉
と
い
う
分
類
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
対
象
と
な
る
種
類
の
言
葉
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
具
体
的
「
好
漢
」
と
は
、
あ
る
種
の
身
分
を
表
す
言
葉
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
身
分
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
盗
賊
団
を

九
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の
概
念
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
人
物
、

（
二
）
梁
山
泊
一
〇
八
人
の
好
漢

九
七

1
0八
人
の
中
に
も
、

1
0八
人
の
中
に
は
、
抽
象
的
「
好
漢
」

M
「
可
憐
解
珍
倣
了
半
世
好
漢
’
従
這
百
十
丈
高
帷
上
倒
撞
下
来
，
死
於
非
命
（
哀
れ
半
生
を
好
漢
と
し
て
過
ご
し
た
解
珍
は
、

の
百
丈
あ
ま
り
あ
る
高
い
崖
の
上
か
ら
ま
っ
逆
さ
ま
に
落
ち
て
、
命
を
落
と
し
て
し
ま
っ
た
）
」
【
96】

こ
の
「
倣
好
漢
」
は
、
例
文
F
の
「
倣
好
漢
」
と
は
そ
の
意
味
が
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
「
好
漢
」
が
抽
象
的
「
好
漢
」
の
概
念
に
当

て
は
ま
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

そ
の
す
ぐ
後
に
あ
る
解
宝
の
死
の
描
写
と
比
較
し
て
み
れ
ば
、

そ
の
よ
う
な
人
物
は
多 そ

N
「
可
憐
解
賓
為
了
一
世
撒
戸
’
倣
一
塊
兒
射
死
在
烏
龍
嶺
邊
竹
藤
叢
裡
（
哀
れ
一
世
の
猟
師
た
り
し
解
宝
も
、
烏
竜
嶺
の
一
角
の

M
と
N
は
表
現
が
対
応
し
て
い
る
。
「
猟
師
」
は
言
う
ま
で
も
な
く
職
業
の
一
種
で
あ
る
。

近
い
概
念
を
指
す
と
考
え
ら
れ
、
よ
っ
て
梁
山
泊
の
頭
領
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
再
び
抽
象
的
「
好
漢
」
の
概
念
に
つ
い
て
振
り
返
っ
て
お
く
と
、

「
男
ら
し
さ
」
の
性
質
の
い
ず
れ
か
を
十
分
に
備
え
た
男
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
具
体
的
「
好
漢
」
に
お
い
て
も
、
確
か
に
個
人
的
に
「
好

漢
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
人
物
の
多
く
は
、
強
い
人
物
で
あ
る
。
し
か
し
、
梁
山
泊
の
「
好
漢
」

つ
ま
り
、
客
観
的
に
見
て
「
男
ら
し
い
」
と
は
言
え
な
い
人
物
も
含
ま
れ
て
い
る
。

万
夫
不
当
の
勇
士
で
あ
れ
ば
、
文
句
な
し
に
「
好
漢
」
で
あ
る
。
梁
山
泊
の
「
好
漢
」

ま
ず
、

竹
と
藤
の
し
げ
み
の
中
で
、
身
を
ま
る
＜
し
て
射
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
）
」
【
96】

そ
の
概
念
が
よ
く
わ
か
る
例
を
挙
げ
て
み
る
。

束
ね
る
山
棄
の
頭
領
、
特
に
梁
山
泊
の
頭
領
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
こ
の
「
好
漠
」
も
そ
れ
に

そ
れ
は
、
強
い
・
潔
い
・
豪
快
で
あ
る
・
義
に
厚
い
な
ど
、

一
目
瞭
然
で
あ
る
。



J

の
よ
う
に
、

い
っ
た
）
」
の
で
あ
る
【
39
】。

め
、
軍
師
の
呉
用
、
道
士
の
公
孫
勝
、

は
「
刀
筆
精
通
，
吏
道
純
熟
’
更
兼
愛
習
槍
棒
，
學
得
武
藝
多
般
（
文
書
作
り
に
精
通
し
て
い
て
役
人
と
し
て
も
立
派
で
あ
る
上
、
槍
棒

を
好
み
諸
般
の
武
芸
に
も
心
得
が
あ
っ
た
）
」
の
で
あ
り
【
18
】
、
ま
た
、
孔
明
・
孔
亮
に
槍
棒
を
教
え
、
二
人
に
師
匠
と
呼
ば
れ
て
い
る

【
32
】
。
呉
用
は
特
に
武
芸
の
心
得
が
あ
る
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
劉
唐
と
雷
横
の
喧
嘩
に
二
本
の
銅
錬
（
銅
の
鎖
）

割
っ
て
人
り
、
喧
嘩
を
仲
裁
す
る
【
14
】
。
ま
た
、
「
西
江
月
」
の
詞
の
一
節
に
て
「
一
雙
銅
鍵
掛
腰
間
’
文
武
雙
全
師
範
(
-
双
の
銅
錬

腰
間
に
掛
け
、
文
武
双
ん
で
全
き
師
範
）
」
【
76
】
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
公
孫
勝
は
堤
蓋
に
対
す
る
自
己
紹
介
の
中
で
、
「
自
幼
郷
中
好

習
槍
棒
，
學
成
武
藝
多
般
’
人
但
呼
為
公
孫
勝
大
郎
（
幼
年
の
頃
か
ら
田
舎
で
槍
棒
を
た
し
な
み
、
諸
般
の
武
芸
を
こ
な
し
ま
す
の
で
、

公
孫
勝
大
郎
と
よ
ば
れ
て
お
り
ま
す
）
」
と
言
う
【
15
】
。
癖
譲
は
「
又
會
使
槍
弄
棒
’
舞
剣
輪
刀
（
ま
た
槍
や
棒
も
で
き
れ
ば
剣
や
刀
も

使
え
）
」
、
金
大
堅
は
「
亦
會
槍
棒
廊
打
（
ま
た
武
芸
に
も
す
ぐ
れ
て
）
」
お
り
、
王
英
が
襲
っ
て
き
た
と
き
、
二
人
は
「
椅
伎
各
人
胸
中

本
事
，
便
挺
着
杵
棒
’
巡
造
王
矮
虎
（
そ
れ
ぞ
れ
身
に
覚
え
の
手
並
み
を
た
の
み
に
、
根
棒
を
か
ま
え
つ
つ
、
王
矮
虎
に
立
ち
向
か
っ
て

一
般
的
に
「
好
漢
」
と
考
え
ら
れ
て
い
な
い
人
物
で
あ
っ
て
も
、

芸
の
心
得
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
人
物
も
い
る
。

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
梁
山
泊
の
「
好
漢
」
の
中
に
は
、
武
芸
の
心
得
が
あ
る
と
い
う
表
現
も
腕
が
立
つ
と
い
う
表
現
も
全

(
5
)
 

く
さ
れ
て
い
な
い
人
物
も
い
る
。
そ
れ
は
、
戴
宗
•
朱
武
•
安
道
全
•
皇
甫
端
・
宋
清
•
朱
貴
・
察
慶
•
石
勇
•
白
勝
・
郁
保
四
•
時
遷

•
段
景
住
の
十
二
人
で
あ
る
。

い
。
し
か
し
、

そ
う
で
な
い
「
好
漢
」
も
い
る
。
た
だ
、

(
4
)
 

一
般
的
に
弱
い
、
英
雄
と
は
言
え
な
い
な
ど
と
考
え
ら
れ
て
い
る
宋
江
を
は
じ

そ
し
て
書
生
の
蒲
譲
や
玉
石
彫
り
の
金
大
堅
も
、
武
芸
の
心
得
が
あ
る
と
書
か
れ
て
い
る
。
宋
江

で
も
っ
て

そ
の
技
術
が
優
れ
て
い
る
い
な
い
は
別
に
し
て
、
武

そ
う
す
る
と
、
武
芸
の
心
得
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
「
好
漢
」
た
る
者
の
第
一
条
件

九
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九九

乙 群 甲 群

丁得孫 慮俊義 童威 玩小七 宗江

曹正 関勝 童猛 楊雄 呉用

施恩 呼延灼 孟康 石秀 公孫勝

湯隆 朱仝 侯健 解珍 林沖

杜興 董平 陳達 解宝 秦明

朱富 張清 楊春 燕青 花栄

祭福 徐寧 鄭天寿 朱武 柴進

察慶 宣賛 陶宗旺 黄信 李応

李立 那思文 楽和 孫立 魯智深

李雲 韓消 穆春 裟宣 武松

張青 彰記 宋万 欧鵬 楊志

孫二娘 単廷珪 杜遷 郡飛 索超

王定六 魏 定 国 膵永 燕順 戴宗

郁保四 蒲譲 李忠 楊林 劉唐

時遷 凌振 周通 蒔敬 李逹

段景住安道全 鄭淵 呂方 史進

里甫端 鄭潤 郭盛 穆弘

隠三娘 朱貴 王英 雷横

孔明 焦挺 飽旭 李俊

孔亮 石勇 奨瑞 玩小二

金大堅 孫新 項充 張横

宋清 顧大捜 李衰 玩小五

罪旺 白勝 馬麟 張順

（それぞれ右上より梁山i白の席次順）

で
は
、
梁
山
泊
の
頭
領
の
中
で
、
「
梁
山
泊
好
漢
」
と
い
う
よ
う
な
包
括
的
表
現
以
外
で
「
好
漢
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
人
物
は
、
ど

れ
だ
け
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
分
類
し
た
も
の
が
、
次
の
表
で
あ
る
。
甲
群
が
「
梁
山
泊
好
漢
」
以
外
に
も
「
好
漢
」
と
い
う
表
現

が
な
さ
れ
て
い
る
人
物
、
乙
群
が
「
梁
山
泊
好
漢
」
以
外
で
は
一
度
も
「
好
漢
」
と
表
記
さ
れ
て
い
な
い
人
物
で
あ
る
。
な
お
、
呉
用
や

公
孫
勝
、
孫
新
や
顧
大
捜
な
ど
、
単
独
で
は
「
好
漢
」
と
表
現
さ
れ
て
い
な
い
人
物
も
、
甲
群
に
入
れ
て
い
る
。

こ
の
表
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
登
場
が
遅
い
と
い
う
点
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
官
軍
の
武
将
で
あ
っ
た
人
物
が
ほ
と
ん
ど
乙
群
に



ま
ず
、
梁
山
泊
の
「
好
漢
」
に
は
、

人
物
、
す
な
わ
ち
具
体
的
「
好
漢
」
が
い
る
。

彼
ら
だ
け
が
「
好
漢
」
の
名
を
独
占
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

梁
山
泊
の
「
好
漢
」

1
0八
人
以
外
の
好
漢

漢
」
す
な
わ
ち
具
体
的
「
好
漢
」
に
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

「
好
漢
」

の
概
念
に
当
て
は
ま
ら
な
い
人
物
で
あ
る
。
し
か
し
、

頭
領
を
指
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
証
明
に
も
な
る
。

入
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(
6
)
 

て
い
る
。

1
0八
人
以
外
に
も
、
地
の
文
の
中
で
「
好
漢
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る

そ
し
て
ま
た
、
梁
山
泊
以
外
の
山
塞
の
頭
領
で
あ
っ
た
人
物
は
、
郁
保
四
以
外
は
全
て
甲
群
に
入
っ

こ
こ
で
、
抽
象
的
「
好
漢
」
の
概
念
に
新
た
な
側
面
が
見
え
て
く
る
。

あ
る
。
ゆ
え
に
、
官
軍
の
武
将
の
こ
と
は
「
好
漢
」
と
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
具
体
的
「
好
漢
」
が
山
塞
の

以
上
を
総
合
し
て
考
え
る
と
、
武
芸
の
心
得
も
な
い
上
に
実
際
「
好
漢
」
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
梁
山
泊
の
頭
領
は
、
先
の
十
二

人
の
う
ち
安
道
全
•
皇
甫
端
・
宋
清
・
察
慶
•
時
遷
•
段
景
住
の
六
人
の
み
で
あ
る
と
言
え
る
。
安
道
全
と
皇
甫
端
は
医
者
で
あ
る
た
め
、

ま
た
、
時
遷
と
段
景
住
は
盗
み
が
得
意
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

は
こ
れ
と
い
っ
た
特
技
も
な
く
、

（三）

そ
れ
は
、
「
好
漢
」
は
官
に
楯
突
く
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

そ
れ
ぞ
れ
梁
山
泊
の

こ
の
六
人
も
、
梁
山
泊
の
頭
領
と
な
っ
た
が
ゆ
え
に
、
梁
山
泊
の

1
0八
人
の
中
で
、
実
際
「
好
漢
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
人
物
、

さ
れ
て
い
な
い
人
物
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、

1
0八
人
の
他
に
、
王
倫
と
堤
蓋
が
い
る
。
王
倫
は
初
代
梁
山
泊
首
領
、
晟
蓋
は
二
代
目
で
あ
る
。

「好

そ
れ
ぞ
れ
「
好
漢
」
と
表
現
さ
れ
る
兄
の
宋
江
や
察
福
に
付
随
し
て
き
た
だ
け
で
あ
り
、
全
く
抽
象
的

「
好
漢
」
に
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
宋
清
と
察
慶

1
0
0
 



⑥
祝
家
荘
の
武
芸
教
師
槃
廷
玉
（
宋
江
の
言
葉
）
【
50
】

⑤
蘇
州
太
湖
の
楡
柳
荘
の
水
賊
費
保
・
保
雲
・
ト
青
•
秋
成
の
四
人
【

9
3】

①
北
京
大
名
府
の
副
牌
軍
周
謹
【
12
】

1
0
 

晟
蓋
は
、
「
平
生
杖
義
疏
財
，
専
愛
結
識
天
下
好
漢
。
但
有
人
来
投
奔
他
的
，
不
論
好
ダ
，
便
留
在
荘
上
住
。
若
要
去
時
，
又
将
銀
雨
齋

助
他
起
身
。
最
愛
刺
槍
使
棒
’
亦
自
身
強
力
牡
’
不
姿
妻
室
，
終
日
只
是
打
然
筋
骨
（
常
日
頃
か
ら
義
を
重
ん
じ
て
金
銭
に
は
淡
白
、
好

ん
で
天
下
の
好
漢
た
ち
と
交
わ
り
、
自
分
の
と
こ
ろ
に
た
よ
っ
て
く
る
者
は
、
善
人
で
あ
れ
悪
人
で
あ
れ
誰
で
も
家
に
と
め
て
や
り
、
出

て
行
く
と
き
は
出
て
行
く
と
き
で
路
銀
も
出
し
て
や
る
。
槍
術
棒
術
が
な
に
よ
り
も
好
き
で
、
身
体
が
丈
夫
で
腕
力
も
強
く
、
妻
も
姿
ら

一
日
じ
ゅ
う
身
体
を
鍛
え
て
ば
か
り
い
た
）
」
【
14
】
の
で
あ
る
か
ら
、
典
型
的
な
「
好
漢
」
、
す
な
わ
ち
抽
象
的
「
好
漢
」
の
概
念

に
当
て
は
ま
る
人
物
の
代
表
と
も
言
う
べ
き
男
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
比
べ
て
王
倫
は
、
科
挙
に
落
ち
た
落
第
書
生
で
、
自
分
の
手

下
に
ま
で
「
他
心
地
窄
狭
，
安
不
得
人
（
あ
い
つ
は
度
量
の
狭
い
男
で
、
な
か
な
か
人
を
信
用
し
な
い
）
」
【
15
】
な
ど
と
言
わ
れ
る
人
物

で
あ
る
。
到
底
「
好
漢
」
な
ど
と
は
呼
べ
な
い
。
し
か
し
、
梁
山
泊
の
頭
領
で
あ
る
た
め
、
「
好
漢
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

王
倫
．
晟
蓋
以
外
に
、
地
の
文
中
で
「
好
漢
」
と
書
か
れ
て
い
る
人
物
に
は
、

②
高
唐
州
の
知
府
高
廉
配
下
の
飛
天
神
兵
三
百
人
【

52
】

(
7
)
 

③
曽
頭
市
曽
家
府
の
曽
家
五
虎
（
曽
塗
•
曽
参
•
曽
索
•
曽
魁
•
曽
昇
）
お
よ
び
武
芸
教
師
の
史
文
恭
•
蘇
定
の
七
人
【

6
0】

(
8
)
 

④
宋
江
と
名
乗
っ
て
強
盗
を
働
い
て
い
た
牛
頭
山
の
玉
江
（
あ
る
い
は
董
海
）
【
73
】

が
あ
る
。
こ
の
他
、
自
分
の
こ
と
を
表
す
表
現
や
呼
び
か
け
を
除
い
て
、
会
話
文
中
で
「
好
漢
」
と
評
さ
れ
て
い
る
人
物
に
は
、

ず、

⑦
太
原
府
の
力
士
任
原
（
梁
山
泊
の
小
頭
目
に
捕
ら
え
ら
れ
た
鳳
翔
府
の
棒
使
い
の
言
葉
）
【
73
】



「
漢
」
は
男
性
し
か
指
さ
な
い
と
言
え
る
。

て
い
る
人
物
も
、
全
て
男
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
梁
山
泊
の

は
武
芸
に
秀
で
た
強
い
男
、
と
い
う
概
念
が
読
み
取
れ
る
。

が
あ
る
。 ⑨

遼
の
都
統
軍
冗
顔
光
（
遼
国
王
の
言
葉
）
【
85】

⑧
寿
張
県
の
役
所
で
李
逹
が
無
理
に
作
ら
せ
た
訴
訟
の
被
告
（
李
逹
の
言
葉
）
【
74】

こ
れ
ら
は
、
⑤
と
⑧
を
除
い
て
、
全
て
腕
が
立
つ
と
表
現
さ
れ
て
い
る
人
物
で
あ
る
。
⑤
は
具
体
的
「
好
漢
」

「
口
で
罵
る
よ
り
手
を
出
し
た
方
が
男
ら
し
い
」
と
考
え
る
李
逹
の
「
好
漢
」
の
概
念
に
基
づ
く
も
の
と
い
え
る
。
こ
こ
か
ら
も
、
「
好
漢
」

（
四
）
女
頭
領
と
「
好
漢
」

と
こ
ろ
で
、
「
好
漢
」
は
「
男
」

で
あ
る
と
述
べ
た
。
先
ほ
ど
見
て
き
た
梁
山
泊
の

「
漠
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
は
、
や
は
り
「
男
」

い
ず
れ
も
男
性
を
指
し
て
い

で
あ
り
、
⑧
は

「
好
漠
」
以
外
の
人
物
で
「
好
漢
」
と
表
現
さ
れ

「
好
漢
」
の
中
に
は
、
麿
一
二
娘
・
顧
大
捜
•
孫
二
娘
と
い
う
三
人
の
女
頭
領

が
含
ま
れ
る
。
こ
の
三
人
は
、
腕
は
立
つ
も
の
の
男
性
で
は
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
女
性
で
も
「
好
漢
」
と
呼
べ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

で
あ
る
。
『
水
滸
博
』
に
は
、
「
好
漢
」
以
外
に
、
「
ー
漢
」
と
い
う
言
葉
が
多
数
出
て

く
る
。
例
え
ば
「
閑
漢
」
・
「
老
漢
」
．
「
大
漢
」
・
「
長
漢
」
・
「
黒
漢
」
・
「
軍
漢
」
・
「
鳥
漢
」
な
ど
が
あ
る
が
、

る
。
熟
語
で
は
な
く
、
単
に
「
漢
」
（
「
那
漢
」
・
「
這
漢
」
な
ど
）

め
て
い
う
「
好
漢
」
と
い
う
言
葉
は
、
す
べ
て
具
体
的
「
好
漢
」

や
「
漢
子
」
と
い
う
言
葉
も
た
く
さ
ん
使
わ
れ
て
い
る
が
、

て
男
性
で
あ
る
。
ま
た
、
「
男
子
漢
」
や
「
男
兒
漢
」
と
い
う
言
葉
は
あ
る
が
、
「
女
子
漢
」
や
「
女
兒
漢
」
な
ど
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

な
ら
ば
、
梁
山
泊
の
三
人
の
女
頭
領
は
な
ぜ
「
好
漢
」
と
表
現
さ
れ
る
の
か
。

こ
れ
も
全

そ
れ
は
、
至
っ
て
単
純
明
快
で
あ
る
。
こ
の
三
人
を
含

で
あ
る
。
本
章
二
節
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
梁
山
泊
の
頭
領
で
あ
れ
ば

1
0
 



無
条
件
に
「
好
漢
」
と
い
う
肩
書
き
が
も
ら
え
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
具
体
的
「
好
漢
」
に
は
女
性
も
含
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
に

「
好
漢
」
の
概
念
と
は
何
か
。

「
好
漢
」
に
分
け
、

つ
ま
り
「
好
漢
」
本
来
の
意
味
に
は
、
女
性
は
含
ま
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
三
人
個
人
を
対
象
に
「
好
漢
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
箇
所
は
、

そ
れ
を
、
『
水
滸
偲
』
の
中
で
「
好
漢
」
と
い
う
言
葉
が
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を

中
心
に
考
察
し
て
き
た
。
「
好
漢
」
と
い
う
言
葉
の
使
わ
れ
方
は
、
ま
さ
に
多
種
多
様
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
描
写
に
基
づ
い
て
、

分
類
さ
れ
る
訳
で
は
な
い
が
、
こ
こ
に
、
抽
象
的
「
好
漢
」
の
概
念
を
も
と
に
「
好
漢
」
と
い
う
言
葉
の
概
念
が
次
第
に
集
約
さ
れ
、
新

た
に
具
体
的
「
好
漢
」
の
概
念
が
生
ま
れ
た
と
い
う
仮
説
を
立
て
た
い
。
た
だ
、
む
ろ
ん
集
約
さ
れ
る
前
の
抽
象
的
概
念
も
残
さ
れ
て
お

り
、
ま
た
、
集
約
と
は
逆
に
概
念
の
拡
張
も
起
こ
る
。
さ
ら
に
、
集
約
さ
れ
た
概
念
か
ら
は
新
た
な
概
念
も
生
ま
れ
る
。
こ
う
し
て
、

「
好
漢
」
の
概
念
に
い
く
つ
も
の
意
味
合
い
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
「
男
ら
し
い
男
」
が
「
好
漢
」
の
も
と
の
概
念
で
あ
り
、
「
男
ら
し
い
男
」
の
中
で
「
強
い
男
」
・
「
武
芸
の
心
得
の
あ
る
男
」

だ
け
が
取
り
出
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
が
「
盗
賊
団
の
頭
領
」
と
い
う
概
念
に
集
約
さ
れ
、

く
な
く
と
も
「
好
漢
」
と
表
現
さ
れ
得
た
の
で
あ
る
。

の
で
あ
る
。

そ
の
概
念
の
定
義
づ
け
を
試
み
た
。
「
好
漢
」
の
概
念
が
は
っ
き
り
と
そ
の
二
つ
に

そ
し
て
、
盗
賊
団
は
「
官
に
楯
突
く
者
」

と
い
う
概
念
が
付
加
さ
れ
、

四

お

わ

り

に

な
る
。
た
だ
し
、
抽
象
的
「
好
漢
」
に
は
、

そ
こ
か
ら
、
た
と
え
男
ら
し
く
な
く
と
も
、
強

つ
ま
り
、
武
松
や
魯
智
深
だ
け
で
な
く
、
宋
江
や
呉
用
も
あ
る
意
味
「
好
漢
」
な

で
あ
る
た
め
、
「
好
漢
」
に
は
政
治
権
力
に
屈
し
な
い

そ
れ
ゆ
え
官
軍
の
武
将
は
い
く
ら
強
く
て
も
ほ
と
ん
ど
「
好
漢
」
と
表
現
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま

一
例
も
な
い
。

1
0三

「
反
体
制
に
属
す
る
者
」

そ
の
証
拠
に
、

そ
れ
を
、
抽
象
的
「
好
漢
」
と
具
体
的



こtヽ
 
こ
れ
ら
「
概
念
の
集
約
」
と
は
別
次
元
に
お
い
て
、
「
好
漢
」
と
い
う
言
葉
か
ら
「
男
ら
し
い
男
」
と
い
う
褒
め
言
葉
的
ニ
ュ
ア
ン

ス
が
薄
れ
、
単
に
「
男
」
を
意
味
す
る
言
葉
と
し
て
も
使
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
、
先
ほ
ど
述
べ
た
「
概
念
の
拡
張
」

今
回
は
『
水
滸
博
』

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

の
用
例
の
み
を
挙
げ
て
検
討
し
て
き
た
が
、
『
水
滸
博
』
に
限
ら
ず
、

で
あ
る
。

そ
れ
以
外
の
作
品
で
使
わ
れ
て
い
る
「
好

こ
こ
で
見
て
き
た
よ
う
に
抽
象
的
な
「
男
ら
し
い
男
」
と
い
う
概
念
を
表
す
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
が
あ
る

そ
の
こ
と
を
読
み
解
く
に
は
、
「
好
漠
」
が
一
概
に
「
男
ら
し
い
男
」
・
「
強
い
男
」
と
は
言
え
な
い
と
い
う
事
実

を
理
解
し
て
お
く
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
本
稿
が
「
好
漢
」

漢
」
と
い
う
言
葉
に
も
、

の
現
れ
る
作
品
を
読
む
際
の
一

つ
の
参
考
に
な
れ
ば
、
幸
い
で
あ
る
。

注(
1
)

施
耐
庵
が
実
在
し
、
実
際
に
小
説
『
水
滸
博
』
を
著
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
成
立
は
元
代
に
ま
で
遡
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
現
在
発

見
さ
れ
て
い
る
最
も
古
い
『
水
滸
博
』
の
版
本
（
残
巻
）
は
、
文
字
表
記
の
面
な
ど
か
ら
明
代
嘉
靖
年
間
に
書
か
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い

る
。
佐
藤
晴
彦
二

0
0五
「
國
家
圏
書
館
蔵
『
水
滸
博
』
残
巻
に
つ
い
て
”
嘉
靖
II

本
か
？
」
（
『
日
本
中
國
學
會
報
』
第
五
十
七
集
）
参
照
。

『
水
滸
偲
』
の
版
本
は
多
種
に
亘
る
が
、
現
在
普
及
し
て
い
る
版
本
は
、
繁
本
系
の
百
回
本
・
百
二
十
回
本
・
七
十
回
本
の
諸
本
で
あ
る
。
百

回
本
の
代
表
は
「
容
典
堂
本
」
、
百
二
十
回
本
の
代
表
は
「
楊
定
見
本
」
で
あ
り
、
七
十
回
本
は
明
末
清
初
の
文
芸
批
評
家
金
聖
嘆
(
-
六

O

七
？

S
一
六
六
一
）
に
よ
っ
て
大
き
く
改
編
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
『
水
滸
博
』
の
版
本
の
考
察
に
は
大
内
田
三
郎
一
九
六
八
「
水
滸
伝
版
本

考
繁
本
各
回
本
の
関
係
に
つ
い
て
」
（
『
ビ
ブ
リ
ア
」
四

0
)
、
高
島
俊
男
『
水
滸
伝
の
世
界
』
（
大
修
館
書
店
一
九
八
七
）
な
ど
が
あ

る
。
本
稿
で
は
、
現
存
最
古
の
完
本
と
考
え
ら
れ
て
い
る
百
回
本
の
「
容
典
堂
本
」
に
拠
る
こ
と
と
し
、
そ
の
う
ち
の
「
北
京
本
」
の
影
印
で

あ
る
《
明
容
典
堂
刻
水
滸
傭
》
全
四
冊
（
原
題
『
李
卓
吾
先
生
批
評
忠
義
水
滸
偉
』
、
中
華
書
局
上
海
編
輯
所
影
印
本
、
上
海
人
民
出
版
社
一

九
七
五
）
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
用
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
引
用
文
や
章
回
数
等
は
、
全
て
こ
れ
に
拠
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
百
二
十
回
本
で

あ
る
「
楊
定
見
本
」
の
排
印
本
《
水
滸
全
博
》
全
一
二
冊
（
上
海
人
民
出
版
社
一
九
七
五
）
も
適
宜
参
照
し
た
。

(
2
)

「
容
典
堂
本
」
で
は
四
百
四
十
六
例
。
筆
者
は
か
つ
て
、
『
水
滸
偉
』
各
回
の
「
好
漢
」
の
数
と
、
そ
の
う
ち
量
詞
の
付
い
て
い
る
「
好
漢
」

が
指
し
示
す
人
物
を
ま
と
め
た
表
を
作
成
し
た
。
拙
稿
二

0
0
四
「
『
水
滸
博
』
百
二
十
回
本
挿
入
部
分
と
涸
夢
龍
の
関
係
量
詞
「
年
壽
」

1
0四



1
0五

を
端
緒
と
し
て
」
（
『
中
国
語
研
究
』
第
四
十
六
号
）
参
照
。

(
3
)

引
用
文
後
の
（
）
内
は
拙
訳
、
【
】
内
の
数
字
は
『
水
滸
偉
』
の
章
回
数
。
な
お
、
引
用
文
の
句
読
点
は
排
印
本
の
《
水
滸
博
》
（
上

海
人
民
出
版
社
一
九
九

0
)
に
拠
る
。
以
下
同
様
。

(
4
)

宋
江
の
形
象
に
つ
い
て
の
論
考
に
は
、
清
山
孝
子
一
九
九
四
「
『
水
滸
伝
』
に
お
け
る
宋
江
は
英
雄
か
」
（
『
山
口
大
學
文
學
會
志
」
第
四

十
五
巻
）
が
あ
る
。

(
5
)

朱
武
は
、
「
楊
定
見
本
」
で
は
両
刀
の
使
い
手
で
あ
る
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
「
容
典
堂
本
」
に
は
そ
の
よ
う
な
描
写
は
な
い
。

(
6
)

こ
の
こ
と
か
ら
、
あ
る
い
は
「
官
を
蔑
み
賊
を
讃
え
る
」
と
い
う
よ
う
な
作
者
の
思
想
や
創
作
の
意
図
が
読
み
取
れ
る
や
も
し
れ
な
い
が
、

こ
の
問
題
に
関
し
て
は
本
論
の
主
題
か
ら
逸
れ
る
た
め
、
稿
を
改
め
る
こ
と
と
す
る
。

(
7
)

「
楊
定
見
本
」
で
は
曽
密
と
な
っ
て
い
る
。

(
8
)

原
文
は
「
燕
青
見
這
出
来
的
好
漢
正
門
李
達
，
潜
身
暗
行
'
-
棒
正
中
那
好
漢
瞼
頬
骨
上
（
燕
青
は
、
飛
び
出
し
て
き
た
好
漢
が
李
逹
と

わ
た
り
あ
っ
て
い
る
の
を
見
る
と
、
こ
っ
そ
り
忍
び
寄
っ
て
行
っ
て
、
い
き
な
り
棒
で
そ
の
好
漢
の
頬
骨
を
な
ぐ
っ
た
）
」
。
こ
の
部
分
は
、
劉

太
公
の
娘
を
か
ど
わ
か
し
た
の
が
王
江
と
董
海
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
李
逹
と
燕
青
が
、
牛
頭
山
の
道
院
に
乗
り
込
ん
で
王
江
一
味
を

殺
す
場
面
で
あ
る
が
、
本
文
か
ら
は
こ
の
人
物
が
王
江
、
董
海
の
ど
ち
ら
で
あ
る
か
判
別
で
き
な
い
た
め
、
こ
の
よ
う
に
表
記
し
た
。


