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本
書
の
研
究
の
出
発
点
は
、胡
士
瑩
『
話
本
小
説
概
論
』（
中
華
書
局
、

一
九
八
〇
年
）
に
お
け
る
清
末
の
劉
省
三
作
『
躋
春
台
』
に
つ
い
て
の

定
義
「
最
後
一
種
擬
話
本
集
」
で
あ
っ
た
。
著
者
・
阿
部
泰
記
氏
の
前

著
『
包
公
伝
説
の
形
成
と
展
開
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
四
年
。
以
下
「
前

著
」
と
称
す
）
が
示
す
と
お
り
、
著
者
の
そ
の
と
き
の
関
心
は
「
包
公

案
」
を
含
む
公
案
小
説
に
あ
り
、
そ
の
関
心
か
ら
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、『
古
本
小
説
集
成
』
所
収
の
影
印
本
を
目
睹

す
る
に
及
び
、
登
場
人
物
の
歌
詞
を
挿
入
し
末
尾
を
教
訓
で
締
め
く
く

る
そ
の
文
体
が
、民
衆
教
化
の
た
め
の
聖
諭
を
説
き
聞
か
せ
る「
宣
講
」、

と
り
わ
け
、
そ
の
教
条
を
具
体
的
案
件
を
通
じ
て
理
解
さ
せ
る
た
め
の

「
案
証
」
故
事
に
近
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
し
た
が
っ
て
、『
躋
春
台
』

は
擬
話
本
集
で
は
な
く
、
宣
講
書
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
（
以
上
、

第
一
章
第
一
節
）。
話
本
小
説
史
に
か
か
わ
る
通
説
の
修
正
と
い
う
、
そ

通
説
の
修
正
か
ら
開
か
れ
る
沃
野
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れ
自
体
意
義
あ
る
結
果
が
得
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
著
者
の
探
求
は
こ
こ
に
止
ま
ら
な
い
。
宣
講
書
や
宣

講
そ
れ
自
体
の
研
究
へ
と
乗
り
出
し
た
の
で
あ
る
。
著
者
の
方
法
を

特
徴
付
け
る
「
行
脚
と
収
集
」（
前
著
に
対
す
る
須
藤
洋
一
氏
書
評
、『
東

方
』
二
八
六
号
）
は
、
こ
こ
で
も
健
在
で
あ
る
。
行
脚
の
面
で
は
、

二
〇
〇
二
年
に
始
ま
る
「
漢
川
善
書
」
調
査
等
の
実
態
調
査
が
代
表
的

だ
。
ま
た
、
収
集
面
で
は
、
情
報
環
境
の
整
備
も
著
者
を
助
け
た
。「
あ

と
が
き
」
等
で
明
記
さ
れ
る
の
は
沖
縄
県
立
図
書
館
で
の
東
恩
納
寛
惇

収
集
資
料
の
デ
ジ
タ
ル
化
公
開
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
加
え
て
、
孔
夫
子

旧
書
網
出
品
等
の
デ
ー
タ
も
最
大
限
に
活
用
さ
れ
て
い
る
の
が
注
目
さ

れ
る
。

　

か
く
し
て
世
に
問
わ
れ
た
本
書
は
、
博
士
学
位
論
文
に
も
と
づ
く
前

著
を
も
上
回
る
大
冊
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
内
容
た
る
や
、
現
代
に

阿
部
泰
記
著

宣
講
に
よ
る
民
衆
教
化
に
関
す
る
研
究
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ま
で
及
ぶ
宣
講
の
伝
統
な
ら
び
に
各
種
宣
講
書
に
つ
い
て
の
新
知
見
の

宝
庫
で
あ
る
（『
宣
講
集
要
』
等
の
案
証
集
の
紹
介
・
分
析
に
つ
い
て
は
陳
兆

南
氏
の
先
行
研
究
が
存
在
す
る
と
の
こ
と
だ
が
、
本
書
の
対
象
範
囲
の
ほ
う
が

は
る
か
に
広
い
こ
と
は
容
易
に
推
測
で
き
る
）。

　

序
章
に
続
き
、
以
下
の
五
章
が
排
列
さ
れ
る
。「
第
一
章　

宣
講
の

歴
史
」、「
第
二
章　

聖
諭
分
類
の
宣
講
書
」、「
第
三
章　

非
聖
諭
分
類

の
宣
講
書
」、「
第
四
章　

物
語
化
す
る
宣
講
書
」、「
第
五
章　

新
し
い

時
代
の
宣
講
」。
そ
し
て
、
結
語
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
第
二
章
～
四

章
（
第
五
章
第
一
節
も
）
は
、
お
お
む
ね
節
ご
と
に
一
種
の
宣
講
書
を
取

り
上
げ
て
は
、
そ
の
内
容
を
紹
介
し
、
特
徴
を
分
析
す
る
。
書
物
単
位
・

案
証
単
位
の
紹
介
・
分
析
、
ほ
ぼ
同
一
形
式
で
の
そ
の
反
復
は
と
き
に

煩
瑣
に
も
感
じ
ら
れ
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
基
礎
作
業
あ
っ
て
こ
そ
、

各
種
宣
講
書
に
お
け
る
案
証
の
継
承
や
改
編
な
ど
の
相
互
関
係
が
、
蔚

然
た
る
全
体
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
の
過
程
で
、『
宝
巻

六
種
』
と
し
て
目
録
記
載
さ
れ
る
吉
林
省
図
書
館
所
蔵
の
写
本
に
つ
い

て
、そ
れ
を
『
宣
講
宝
銘
』
巻
二
と
同
定
す
る
と
い
っ
た
新
発
見
も
淡
々

と
叙
述
さ
れ
る
（
第
四
章
第
三
節
）。
し
か
も
、
話
題
は
個
々
の
宣
講
書

だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
現
代
に
至
る
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
形
式
で
保
ち
続

け
ら
れ
て
い
る
宣
講
の
持
続
力
、
日
本
に
お
け
る
宣
講
受
容
に
ま
で
及

ぶ
。
評
者
自
身
は
、
思
想
研
究
の
立
場
か
ら
、
第
一
章
で
扱
わ
れ
た
明

清
時
代
の
郷
約
推
進
者
た
ち
に
興
味
を
持
っ
て
い
る
が
、
本
書
が
提
示

し
た
そ
の
後
の
宣
講
の
多
様
な
展
開
と
生
命
力
は
、
一
驚
に
値
す
る
も

の
で
あ
っ
た
（
二
〇
〇
〇
年
代
の
半
ば
、
評
者
は
山
口
中
国
学
会
で
著
者
の

「
漢
川
善
書
」
に
つ
い
て
の
研
究
発
表
に
接
し
、「
宣
講
」
が
ま
だ
続
い
て
い
た

の
か
と
本
当
に
驚
い
た
覚
え
が
あ
る
）。

　

各
宣
講
書
の
分
析
に
当
た
っ
て
、
ほ
ぼ
必
ず
西
南
官
話
の
語
彙
の
有

無
が
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
て
い
る
の
も
特
筆
す
べ
き
点
で
あ
る
。そ
も
そ
も
、

宣
講
書
の
開
祖
と
さ
れ
る
『
宣
講
集
要
』
は
、
四
川
で
編
纂
さ
れ
、
四

川
の
案
証
が
多
く
、
西
南
官
話
の
語
彙
を
多
く
含
ん
で
お
り
、
四
川
の

聴
衆
に
向
け
て
作
ら
れ
た
も
の
と
判
断
さ
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
そ
の

案
証
を
後
続
書
が
受
け
継
ぐ
等
し
た
場
合
に
、
西
南
官
話
語
彙
は
ど
の

程
度
保
持
さ
れ
て
い
る
の
か
。
結
果
は
作
品
ご
と
に
様
々
で
あ
る
が
、

『
漢
語
方
言
大
詞
典
』
を
丹
念
に
引
き
合
わ
せ
た
か
ら
こ
そ
得
ら
れ
る

信
頼
性
の
高
い
結
果
が
こ
こ
に
は
示
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
て
、
本
書
の
以
上
の
内
容
を
通
じ
て
、
説
唱
宣
講
の
歴
史
に
つ
い

て
著
者
は
ど
の
よ
う
な
展
望
を
描
い
て
い
る
か
。
評
者
な
り
に
ま
と
め

直
し
て
み
よ
う
。
一
、
そ
れ
は
清
末
の
四
川
に
始
ま
り
、
中
国
全
土
に

広
ま
っ
た
。
二
、
そ
の
内
容
構
成
は
当
初
「
聖
諭
十
六
条
」
や
「
聖
諭

六
訓
」（
六
諭
）
の
枠
組
み
に
よ
っ
て
い
た
が
、
し
だ
い
に
孝
弟
義
貞

等
の
テ
ー
マ
に
偏
重
し
て
一
般
的
な
勧
善
懲
悪
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、

時
代
の
変
化
と
と
も
に
新
知
識
の
伝
授
の
役
割
等
も
担
わ
さ
れ
た
。三
、

そ
の
ス
タ
イ
ル
は
歌
唱
部
分
を
増
や
し
、
物
語
と
し
て
の
起
伏
を
増
や
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し
て
娯
楽
性
を
強
め
る
方
向
に
変
化
し
て
い
っ
た
。

　

こ
の
展
望
の
中
で
、
私
に
と
っ
て
と
く
に
興
味
深
か
っ
た
の
は
、
四

川
と
い
う
地
域
と
の
関
連
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
宣
講
書
の
事
実
上
の

開
祖
（
た
だ
し
、
案
証
の
取
材
源
と
な
っ
た
先
行
書
は
あ
る
わ
け
だ
が
）『
宣

講
集
要
』
に
加
え
、『
緩
歩
雲
梯
集
』、『
万
選
青
銭
』、『
萃
美
集
』
が

四
川
で
作
ら
れ
て
い
る
し
、そ
の
他
の
地
域
で
作
ら
れ
た
宣
講
書
で
も
、

四
川
が
舞
台
の
案
証
が
引
き
継
が
れ
た
り
、
西
南
官
話
が
そ
の
ま
ま
使

わ
れ
て
い
た
り
と
い
っ
た
例
に
は
事
欠
か
な
い
。
何
よ
り
も
、
本
書
の

出
発
点
と
な
っ
た
『
躋
春
台
』
も
四
川
で
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

清
末
以
降
の
宣
講
の
一
大
発
源
地
が
四
川
に
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
従

来
か
ら
指
摘
は
あ
っ
た
が
、
本
書
の
豊
富
な
事
例
に
よ
り
改
め
て
強
く

確
認
さ
れ
た
と
い
え
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
四
川
と
の
関
連
で
、
さ
ら
に
扶
鸞
（
降
霊
）
と
宣
講
と

の
関
わ
り
が
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
本
書
で
は
そ

の
関
わ
り
は
あ
ま
り
強
調
さ
れ
な
い
。
私
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
の

は
、
と
く
に
武
内
房
司
氏
の
研
究
成
果
で
あ
る
（「
清
末
四
川
の
宗
教
運

動

―
扶
鸞
・
宣
講
型
宗
教
結
社
の
誕
生
」、『
文
学
部
研
究
年
報
』（
学
習
院

大
学
）
三
七
、一
九
九
〇
年
）。
著
者
も
武
内
論
文
は
一
箇
所
で
参
照
し
て

い
る
が
、
論
旨
の
本
質
的
部
分
に
は
触
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し

か
る
に
、
四
川
地
域
に
お
け
る
宣
講
と
扶
鸞
と
の
結
合
（
そ
こ
か
ら
、

宣
講
を
場
と
し
て
セ
ク
ト
の
布
教
ま
で
も
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
）
と

い
う
事
情
は
、
皇
帝
の
聖
諭
に
と
ど
ま
ら
ず
、
神
明
の
聖
諭
を
も
教
条

と
し
て
宣
講
儀
礼
を
行
う
と
い
う
『
宣
講
集
要
』
所
掲
の
規
則
に
も
符

合
す
る
。
ま
た
、
本
書
で
紹
介
さ
れ
る
後
続
宣
講
書
の
随
所
に
扶
鸞
の

軽
視
を
戒
め
る
モ
チ
ー
フ
、
竈
神
や
文
昌
帝
君
等
に
よ
る
因
果
応
報
の

案
証
が
登
場
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
理
解
の
た
め
の
重
要
な
前
提
を

成
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

本
書
に
お
い
て
私
が
最
も
違
和
感
を
覚
え
る
の
は
、
構
成
の
方
法
で

あ
る
。
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
聖
諭
分
類
か
ら
非
聖
諭
分
類
へ
、
そ
し
て

物
語
化
し
、
新
し
い
時
代
へ
、
と
い
っ
た
順
序
が
想
定
さ
れ
て
い
る
か

の
よ
う
だ
が
、
決
し
て
そ
の
よ
う
な
単
線
的
な
展
開
で
な
い
こ
と
は
、

本
書
の
具
体
的
分
析
そ
れ
自
体
が
示
し
て
い
る
。
さ
き
ほ
ど
述
べ
た
扶

鸞
信
仰
と
の
関
わ
り
等
の
別
の
補
助
線
を
引
く
な
ら
ば
、
も
っ
と
違
う

か
た
ち
で
、
各
種
宣
講
書
の
時
代
的
展
開
を
ト
レ
ー
ス
で
き
る
か
も
し

れ
な
い
。
ち
な
み
に
、「
新
し
い
時
代
の
宣
講
」
と
し
て
取
り
上
げ
ら

れ
る
吉
林
の
『
宣
講
大
成
』
は
、
私
に
は
む
し
ろ
伝
統
的
側
面
も
か
な

り
強
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
案
証
分
類
に
用
い
ら
れ
た
「
孝
悌
忠
信
礼

義
廉
恥
」
の
八
徳
に
つ
い
て
、
著
者
は
民
国
時
代
の
徳
育
の
基
本
と
捉

え
て
お
り
、
な
る
ほ
ど
引
用
さ
れ
る
説
明
内
容
は
近
代
的
な
の
だ
が
、

実
は
こ
の
八
徳
の
セ
ッ
ト
は
明
初
に
遡
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
清
末

の
善
書
に
盛
ん
に
採
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
（
酒
井
忠
夫
『
増
補　

中
国
善
書
の
研
究　

上
・
下
』
国
書
刊
行
会
、
一
九
九
九
・
二
〇
〇
〇
年
）。
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も
う
一
点
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、「
宣
講
」
と
い
う
言
葉
の
意

味
が
、
本
書
の
中
で
必
ず
し
も
一
定
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ

と
で
あ
る
。「
宣
講
」
を
民
衆
教
化
の
た
め
の
行
為
を
指
す
広
義
と
、

そ
れ
と
特
に
結
び
つ
い
て
い
た
文
学
・
芸
能
史
上
の
特
定
ジ
ャ
ン
ル
を

指
す
狭
義
と
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
私
に
と
っ
て
は
格
段

に
分
り
や
す
く
な
る
の
だ
が
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。

　

す
な
わ
ち
、
本
書
各
所
の
記
述
か
ら
理
解
す
る
限
り
、「
説
唱
宣
講
」

と
い
う
特
定
の
ス
タ
イ
ル
で
の
宣
講
な
ら
び
に
そ
の
た
め
の
案
証
集

が
、
本
書
の
主
要
な
対
象
で
あ
る
。
教
訓
と
、
そ
れ
を
実
証
す
る
物
語

の
語
り
部
分
と
、
登
場
人
物
の
台
詞
や
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
そ
の
も
の
に

か
か
わ
る
歌
唱
部
分
と
が
、
一
体
化
し
た
か
た
ち
で
構
成
さ
れ
た
語
り

物
、
そ
れ
が
説
唱
に
よ
る
「
宣
講
」
で
あ
り
、
内
容
に
即
す
れ
ば
「
案

証
」（
事
案
に
よ
る
実
証
）
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
「
宣
」
は
歌
唱
部
分
、「
講
」

は
語
り
の
部
分
を
指
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
本
書
で
扱
わ
れ
て
い
る
宣
講
に
は
、
説
唱
以
外
の
形
式

に
よ
る
も
の
も
あ
る
。
第
一
章
第
四
節
に
示
さ
れ
る
歌
謡
・
宝
巻
・
演

劇
等
の
形
式
、
さ
ら
に
は
第
五
章
第
三
節
に
示
さ
れ
る
各
種
通
俗
芸
能

な
ど
が
そ
れ
だ
。
そ
の
場
合
、
宣
講
と
は
、
ど
ん
な
形
式
に
し
ろ
、
何

ら
か
の
教
条
を
「
宣
」（
読
誦
）
し
「
講
」（
講
説
）
し
て
普
及
・
浸
透

さ
せ
る
行
為
と
い
う
、
原
義
的
な
意
味
合
い
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
民
衆
教
化
行
為
と
し
て
の
「
宣
講
」
に
つ
い
て
は
、
内
容

に
即
し
た
区
分
も
可
能
で
あ
る
。
ま
ず
は
「
聖
諭
宣
講
」
か
ら
発
生
し
、

や
が
て
そ
の
聖
諭
の
中
に
は
皇
帝
の
み
な
ら
ず
神
明
の
訓
示
も
含
ま
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
中
心
的
形
式
と
な
っ
た
の
が
説
唱
宣
講
な
の

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
時
代
の
変
化
に
伴
い
、
聖
諭
に
代
わ
っ
て
宣
講

さ
れ
る
べ
き
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
が
、
政
府
の
方
針
や
政
策
、

新
知
識
と
い
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
本
書
で
言
う
「
政
策
宣
講
」

に
つ
な
が
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
い
く
つ
か
の
疑
問
点
や
違
和
感
を
挙
げ
て
み
た
が
、
個
々
の

節
が
提
供
し
て
い
る
基
礎
分
析
の
確
か
さ
、
面
白
さ
を
損
な
う
も
の
で

は
あ
り
得
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
基
礎
分
析
が
提
示
さ
れ
た
か
ら

こ
そ
、
読
者
は
そ
れ
を
も
と
に
、
さ
ら
に
異
見
や
想
像
を
逞
し
ゅ
う
す

る
こ
と
も
可
能
な
わ
け
で
あ
る
。
私
の
希
望
と
し
て
は
、
一
つ
の
通
説

を
書
き
換
え
る
こ
と
か
ら
新
た
な
研
究
領
域
が
開
け
て
い
っ
た
次
第
を

含
め
て
、
ぜ
ひ
一
般
書
に
も
ま
と
め
、
こ
の
魅
力
的
な
研
究
に
触
れ
る

人
を
増
や
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
願
っ
て
い
る
。

　

最
後
に
、
引
用
資
料
の
翻
訳
は
、
そ
れ
自
体
一
読
に
値
す
る
。
と

く
に
歌
唱
部
分
、「
攅
十
字
」
の
十
言
定
型
句
（
基
本
的
に
「
三
・
三
・
四
」

に
区
切
れ
る
）
を
訳
さ
れ
た
と
こ
ろ
は
、
意
味
は
的
確
で
調
子
も
整
え

ら
れ
、
し
か
も
適
度
に
俗
っ
ぽ
く
、
至
芸
だ
と
思
う
。

（
は
や
し
・
ふ
み
た
か　

立
教
大
学
）


