
王
世
貞
の
戯
曲
関
連
言
説
に
お
け
る
「
本
色
」
に
つ
い
て
（
材
木
谷
）

二
一
三

は
じ
め
に

　

文
壇
の
領
袖
と
し
て
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
詩
文
の
実
作
に
お
い
て
も
議
論
に
お
い
て
も
影
響
力
が
あ
っ
た
王
世
貞
（
一
五
二
六
─
一
五

九
〇
）
は
、
戯
曲
な
ど
を
創
作
す
る
と
と
も
に
、
か
な
り
の
量
の
戯
曲
関
連
言
説
を
残
し
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
「
本
色
」
と
い
う
語
を

用
い
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
中
国
古
典
戯
曲
に
お
け
る
本
色
論
に
つ
い
て
検
討
す
る
場
合
、
王
世
貞
の
言
説
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
「
本
色
」
の
意
味
に
は
理
解
し
難
い
部
分
が
あ
る
。
例
え
ば
、
王
世
貞
は
次
の
よ
う
に
言
う （
１
）。

馬
致
遠
の
「
百
歳
光
陰
」〔
双
調
「
夜
行
船
」「
秋
思
」〕
は
豪
快
か
つ
壮
麗
で
「
本
色
」
を
離
れ
ず
、
押
韻
が
特
に
素
晴
ら
し
い
。

長
い
句
で
は
「
俗
塵
は
門
前
に
起
こ
る
こ
と
な
く
、
緑
の
木
が
軒
に
か
か
り
、
垣
の
東
の
切
れ
目
か
ら
青
い
山
が
見
え
る
」、
ま
た

「
露
の
中
で
黄
色
い
花
を
摘
み
、
霜
の
時
節
に
蟹
を
煮
て
、
紅
葉
を
燃
や
し
て
酒
を
温
め
る
」
な
ど
は
、
と
も
に
素
晴
ら
し
い
境
地

に
達
し
て
い
る
。
短
い
言
葉
で
は
、「
寝
床
に
上
が
っ
て
履
物
を
脱
ぐ
」
な
ど
は
素
晴
ら
し
い
表
現
で
あ
る
。
結
び
が
と
り
わ
け
豪

材　

木　

谷　
　
　
　

敦

王
世
貞
の
戯
曲
関
連
言
説
に
お
け
る
「
本
色
」
に
つ
い
て
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快
で
読
む
に
値
す
る
。
元
人
が
第
一
と
賞
賛
す
る
の
は
、
も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
る （
2
）。

　

馬
致
遠
の
散
曲
を
取
り
上
げ
る
こ
の
言
説
に
お
け
る
「
本
色
」
は
、
明
ら
か
に
プ
ラ
ス
価
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
馮
惟
敏
の
戯
曲

を
取
り
上
げ
る
次
の
言
説
に
お
け
る
「
本
色
」
は
マ
イ
ナ
ス
価
で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

〔
北
曲
の
作
者
と
し
て
は
〕
最
近
で
は
馮
惟
敏
が
傑
出
し
て
い
る
。
そ
の
リ
ズ
ム
も
聴
か
せ
ど
こ
ろ
も
速
い
テ
ン
ポ
も
緩
急
も
、
全

て
が
周
到
で
あ
り
、
才
気
が
溢
れ
て
い
る
。
た
だ
あ
ま
り
に
「
本
色
」
に
よ
っ
て
い
て
、
北
曲
ら
し
さ
が
過
剰
で
あ
る
こ
と
が
玉
に

瑕
で
あ
る
だ
け
だ （
3
）。

　

曽
永
義
氏
は
第
一
の
言
説
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
部
分
で
王
世
貞
は
馬
致
遠
の
散
曲
「
百
歲
光
陰
」
を
評
し
て
、
全
体
と
し
て
「
豪
快
か
つ
壮
麗
で
本
色
を
離
れ
ず
」
と
言
い
、

ま
た
押
韻
の
素
晴
ら
し
さ
に
言
及
し
て
、
豪
快
で
鑑
賞
に
値
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
言
う
と
こ
ろ
の
「
本
色
」
は
言
葉
遣
い
の

豪
快
さ
壮
麗
さ
の
他
に
、
押
韻
や
音
調
の
素
晴
ら
し
さ
も
考
え
て
い
る
こ
と
に
な
る （
4
）。

　

ま
た
、
第
二
の
言
説
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

こ
こ
で
言
う
「
本
色
が
多
過
ぎ
る
」
と
は
、
や
は
り
馮
惟
敏
の
作
る
北
曲
が
過
剰
に
北
方
の
言
葉
と
音
調
を
運
用
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。〔
略
〕
王
世
貞
が
元
人
の
北
曲
を
「
本
色
」
の
モ
デ
ル
と
し
て
い
な
が
ら
、「
本
色
が
多
過
ぎ
る
」
と
い
う
こ
と
を
欠

点
と
す
る
の
は
、
自
己
矛
盾
で
あ
る
。
彼
の
言
う
「
本
色
」
は
言
葉
の
意
味
が
不
明
で
あ
り
、〔
金
鑾
に
関
す
る
議
論
に
現
れ
る
〕

「
当
家
」
に
つ
い
て
も
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る （
5
）。



王
世
貞
の
戯
曲
関
連
言
説
に
お
け
る
「
本
色
」
に
つ
い
て
（
材
木
谷
）

二
一
五

　

曽
氏
の
指
摘
か
ら
し
て
も
、
王
世
貞
の
戯
曲
関
連
言
説
に
お
け
る
「
本
色
」
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
理
解
し
難
く
、
扱
い
に
く
い
面
が
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う （
6
）。
こ
の
よ
う
な
「
本
色
」
に
つ
い
て
、
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
。
い
さ
さ
か
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

一　
「
本
色
」
の
意
味

　

似
た
よ
う
な
対
象
を
議
論
す
る
ふ
た
つ
の
言
説
に
あ
っ
て
、
同
じ
「
本
色
」
と
い
う
語
が
違
う
意
味
内
容
を
持
つ
と
は
考
え
に
く
い
の

で
、
本
稿
は
と
り
あ
え
ず
「
本
色
」
が
馬
致
遠
評
と
馮
惟
敏
評
と
で
同
じ
意
味
で
あ
る
と
仮
定
し
て
検
討
を
試
み
る
。

　
「
本
色
」
の
意
味
を
考
え
る
と
し
て
、
先
に
見
た
ふ
た
つ
の
「
本
色
」
が
そ
の
ま
ま
何
か
術
語
の
よ
う
な
形
で
「
北
曲
ら
し
さ
」
と
い

う
限
定
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
る
の
は
、
適
切
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
王
世
貞
は
「
本
色
」
と
い
う
語
で
戯
曲
関
係
の
他
に

も
詩
、
文
、
詞
、
書
、
画
な
ど
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
に
つ
い
て
議
論
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
「
本
色
」
は
、
辞
書
的
に
は
「
も
と
の
色
」「
本
職
、
本
業
」「
本
来
の
あ
り
か
た
」「
過
度
の
修
飾
が
な
い
素
朴
さ
自
然
さ
」「
田
賦
の

物
納
」
を
意
味
す
る
。
言
語
芸
術
の
よ
う
な
も
の
や
視
覚
芸
術
の
よ
う
な
も
の
に
関
す
る
評
価
に
用
い
ら
れ
る
場
合
、「
田
賦
の
物

納
」 （
7
）以
外
の
意
味
を
持
ち
得
る
。
先
に
見
た
馬
致
遠
評
と
馮
惟
敏
評
の
場
合
、「
本
業
、
本
職
」 （
8
）は
お
よ
そ
関
係
が
な
く
、「
も
と
の

色
」
と
い
う
意
味
が
抽
象
化
し
て
「
本
来
の
あ
り
か
た
」
か
「
過
度
の
修
飾
が
な
い
素
朴
さ
自
然
さ
」
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
る
の
が

適
切
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
、「
本
来
の
あ
り
か
た
」
と
「
過
度
の
修
飾
が
な
い
素
朴
さ
自
然
さ
」
の
ど
ち
ら
の
意
味
を
読
む
べ
き
だ
ろ
う
か
。

　

馬
致
遠
評
に
お
け
る
「
本
色
」
は
、
ジ
ャ
ン
ル
の
レ
ベ
ル
、
言
わ
ば
超
個
人
的
な
レ
ベ
ル
の
、「
本
来
の
あ
り
か
た
」
と
も
読
め
る
し
、

表
現
の
質
の
レ
ベ
ル
の
「
過
度
の
修
飾
が
な
い
素
朴
さ
自
然
さ
」
と
も
読
め
る
（「
い
か
に
も
馬
致
遠
ら
し
い
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
で

の
、
個
人
の
属
性
と
し
て
の
「
本
来
の
あ
り
か
た
」
と
は
読
め
な
い
）。

　

馮
惟
敏
評
に
お
け
る
「
本
色
」
に
つ
い
て
は
、
ジ
ャ
ン
ル
の
レ
ベ
ル
の
「
本
来
の
あ
り
か
た
」
と
読
む
の
は
難
し
い
。
あ
る
ジ
ャ
ン
ル

の
「
本
来
の
あ
り
か
た
」
が
マ
イ
ナ
ス
価
を
帯
び
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
ジ
ャ
ン
ル
そ
の
も
の
の
否
定
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
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馬
致
遠
評
と
馮
惟
敏
評
の
「
本
色
」
が
同
じ
意
味
で
あ
る
と
仮
定
す
る
限
り
、
馮
惟
敏
評
の
「
本
色
」
だ
け
を
「
い
か
に
も
馮
惟
敏
ら
し

い
」
と
い
う
よ
う
な
形
で
個
人
の
属
性
と
し
て
の
「
本
来
の
あ
り
か
た
」
と
読
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
馬
致
遠
評
に
せ
よ
馮
惟
敏
評
に
せ

よ
、
そ
の
「
本
色
」
に
は
「
過
度
の
修
飾
が
な
い
素
朴
さ
自
然
さ
」
と
い
う
意
味
を
読
む
の
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

関
連
し
て
、
次
の
よ
う
な
言
説
に
着
目
し
て
み
た
い
。

曹
操
〔
の
詩
〕
は
ス
ケ
ー
ル
が
大
き
く
素
朴
で
悲
壮
で
あ
る
。
曹
丕
の
小
品
は
も
と
よ
り
楽
府
の
「
本
色
」
で
あ
る
。
曹
植
〔
の

詩
〕
は
才
能
豊
か
で
華
麗
で
あ
り
、
昔
か
ら
今
に
至
る
ま
で
評
価
が
高
い
も
の
の
、
実
際
に
は
父
と
兄
に
及
ば
な
い
。
何
故
か
と
言

う
と
、
才
能
の
レ
ベ
ル
が
高
過
ぎ
、
言
葉
が
華
美
に
過
ぎ
る
か
ら
で
あ
る （
9
）。

　

こ
こ
で
の
「
本
色
」
も
、
ジ
ャ
ン
ル
の
レ
ベ
ル
の
「
本
来
の
あ
り
か
た
」
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
素
朴
さ
や

華
麗
さ
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
「
本
色
」
は
楽
府
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
レ
ベ
ル
の
「
本
来
の
あ
り
か
た
」
を

言
う
の
で
は
な
く
、
楽
府
の
理
念
的
な
属
性
と
し
て
の
「
過
度
の
修
飾
が
な
い
素
朴
さ
自
然
さ
」
を
言
う
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
適

切
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
次
の
よ
う
な
言
説
に
も
着
目
し
て
み
た
い
。

そ
の
〔
漢
泰
山
孔
宙
碑
の
〕
書
と
文
は
最
高
水
準
で
は
な
い
も
の
の
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
前
漢
の
「
本
色
」
が
感
じ
ら
れ
る （
10
）。

　

こ
こ
で
の
「
本
色
」
も
、
前
漢
と
い
う
時
代
の
書
や
文
章
の
表
現
に
共
通
す
る
、
超
個
人
的
な
レ
ベ
ル
の
「
本
来
の
あ
り
か
た
」
を
言

う
も
の
と
読
む
よ
り
も
、
前
漢
の
書
や
言
語
表
現
に
あ
り
得
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
は
ず
の
「
過
度
の
修
飾
が
な
い
素
朴
さ
自
然

さ
」
を
言
う
も
の
と
読
む
の
が
適
切
だ
ろ
う
。



王
世
貞
の
戯
曲
関
連
言
説
に
お
け
る
「
本
色
」
に
つ
い
て
（
材
木
谷
）

二
一
七

二　

仮
定
の
妥
当
性
を
め
ぐ
っ
て

　

本
稿
は
馬
致
遠
評
と
馮
惟
敏
評
の
「
本
色
」
が
同
じ
意
味
で
あ
る
と
仮
定
し
た
。
し
か
し
、
馬
致
遠
評
と
馮
惟
敏
評
の
「
本
色
」
が
別

の
意
味
で
あ
り
、
馮
惟
敏
評
に
お
い
て
は
馮
惟
敏
個
人
の
属
性
と
し
て
の
「
本
来
の
あ
り
か
た
」
が
問
題
に
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
意
味
で

の
「
本
色
」
が
マ
イ
ナ
ス
価
を
帯
び
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
余
地
が
、
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
個
人
の
属
性
と
し
て
の
「
本
来
の
あ

り
か
た
」
は
、
よ
き
こ
と
ば
か
り
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
王
世
貞
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

夏
正
夫
は
田
舎
の
ケ
チ
な
男
が
華
麗
な
衣
服
を
着
て
高
官
に
会
う
よ
う
な
感
じ
で
あ
る
。
き
ち
ん
と
し
て
い
る
け
れ
ど
、
本
来
の
あ

り
か
た
〔
原
文
「
本
態
」〕
が
時
々
丸
出
し
に
な
る （
11
）。

陸
子
淵
は
財
貨
を
納
め
て
官
職
を
得
た
人
間
の
よ
う
だ
。
言
葉
も
動
作
も
上
品
で
あ
り
、
ゆ
と
り
が
あ
る
け
れ
ど
、
本
来
の
あ
り
か

た
〔
原
文
「
本
来
面
目
」〕
を
脱
し
て
い
な
い （
12
）。

王
履
吉
は
田
舎
の
若
者
が
長
ら
く
都
会
に
滞
在
し
て
い
る
よ
う
な
感
じ
で
あ
る
。
才
気
を
感
じ
さ
せ
、
落
ち
着
い
て
い
て
上
品
で
は

あ
っ
て
も
、
本
来
の
あ
り
か
た
〔
原
文
「
本
来
面
目
」〕
を
脱
し
て
い
な
い
。
ま
た
揚
州
の
盛
大
な
宴
会
の
よ
う
な
感
じ
だ
。
山
海

の
珍
味
が
出
て
も
、
時
と
し
て
古
く
な
っ
た
匂
い
が
す
る （
13
）。

　

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
明
代
の
詩
人
に
つ
い
て
の
議
論
で
あ
り
、
ま
た
い
ず
れ
も
「
本
来
の
あ
り
か
た
」
が
否
定
的
に
扱
わ
れ
て
い
る

（
た
だ
し
、「
本
色
」
と
い
う
語
は
使
わ
れ
て
い
な
い
）。「
本
色
」
と
言
う
馮
惟
敏
評
も
、
こ
れ
ら
の
言
説
と
同
様
に
、「
過
度
の
修
飾
の

な
い
素
朴
さ
自
然
さ
」
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
個
人
の
属
性
と
し
て
の
「
本
来
の
あ
り
か
た
」
を
否
定
的
に
─
─
た
だ
し
、
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そ
の
否
定
さ
れ
る
べ
き
属
性
が
何
で
あ
る
か
を
明
示
せ
ず
に
─
─
問
題
に
し
て
い
る
と
読
む
の
が
、
適
切
な
の
だ
ろ
う
か
（「
あ
ま
り
に

も
馮
惟
敏
く
さ
い
」「
馮
惟
敏
ら
し
さ
が
鼻
に
つ
く
」
な
ど
の
よ
う
に
）。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
本
稿
の
先
の
仮
定
は
妥
当
性
を
失
う
こ

と
に
な
る
。

　

本
稿
に
お
け
る
先
の
仮
定
の
妥
当
性
を
問
題
に
す
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
言
説
に
着
目
し
て
み
た
い
。

王
子
衡
は
外
国
人
で
中
国
に
帰
順
し
た
武
将
が
座
禅
を
す
る
よ
う
な
感
じ
で
あ
る
。
威
厳
が
あ
り
、
悟
達
し
て
も
、
ど
う
し
て
も
粗

野
な
「
本
色
」〔
原
文
「
抗
浪
本
色
」〕
が
出
て
し
ま
う （
14
）。

　

こ
こ
で
の
「
本
色
」
に
つ
い
て
も
、
個
人
の
属
性
と
し
て
の
「
本
来
の
あ
り
か
た
」
を
意
味
し
つ
つ
マ
イ
ナ
ス
価
を
帯
び
て
い
る
と
見

て
、「
抗
浪
本
色
」
を
「
粗
野
な
本
来
の
あ
り
か
た
」
と
い
う
形
で
読
む
こ
と
は
で
き
そ
う
で
あ
る
（
そ
の
場
合
「
本
色
」
は
「
本
態
」

や
「
本
来
面
目
」
と
交
換
可
能
で
あ
る
）。
し
か
し
、「
過
度
の
修
飾
の
な
い
素
朴
さ
自
然
さ
」
と
い
う
意
味
に
よ
っ
て
、「
抗
浪
本
色
」

を
「
粗
野
な
素
朴
さ
」
な
ど
と
読
む
こ
と
も
で
き
そ
う
で
あ
る
。
ど
ち
ら
の
意
味
が
適
切
か
。
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
言
説
に
も
着
目
し
て

み
よ
う
。

彦
脩
は
亜
棲
や
蛩
光
と
同
等
の
名
声
が
あ
る
人
物
な
の
だ
ろ
う
。
詩
を
書
け
ば
そ
の
言
葉
は
機
織
を
す
る
気
の
な
い
女
性
の
よ
う
で

あ
り
、
書
は
淮
陰
の
不
良
少
年
の
よ
う
で
あ
る
。
放
恣
で
あ
り
、
粗
野
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
「
本
色
」
で
は
な
い
。
残
念
な
こ
と

だ （
15
）。

　

人
々
が
気
付
い
て
い
な
か
っ
た
は
ず
の
彦
脩
の
レ
ベ
ル
の
低
さ
を
指
摘
す
る
議
論
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
本
色
」
が
個
人
の
属

性
と
し
て
の
「
本
来
の
あ
り
か
た
」
を
言
う
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、「
本
色
で
は
な
い
」
と
い
う
部
分

を
「
彦
脩
の
本
来
の
あ
り
か
た
で
は
な
い
」「
彦
脩
ら
し
さ
で
は
な
い
」
な
ど
と
理
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
（
加
え
て
、
こ
こ
で



王
世
貞
の
戯
曲
関
連
言
説
に
お
け
る
「
本
色
」
に
つ
い
て
（
材
木
谷
）

二
一
九

の
「
本
色
」
が
詩
や
書
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
全
般
の
、
超
個
人
的
な
レ
ベ
ル
の
「
本
来
の
あ
り
か
た
」
を
言
う
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら

ば
、
議
論
が
あ
ま
り
に
も
飛
躍
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
）。

　

こ
の
言
説
は
、
彦
脩
の
詩
や
書
に
つ
い
て
「
放
恣
で
あ
り
、
粗
野
で
あ
り
、
そ
の
放
恣
な
感
じ
や
粗
野
な
感
じ
は
、
過
度
の
修
飾
の
な

い
素
朴
さ
自
然
さ
と
は
異
な
る
」
と
言
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。「
本
色
」
と
放
恣
な
感
じ
や
粗
野
な
感
じ
と
は
、
区
別
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
（
そ
の
意
味
で
、「
本
色
」
は
プ
ラ
ス
価
に
読
め
る
）。
王
世
貞
に
と
っ
て
は
、「
過
度
な
修
飾
の
な
い
素
朴
さ
自
然
さ
」

と
し
て
の
「
本
色
」
が
、
放
恣
な
感
じ
や
粗
野
な
感
じ
と
全
く
別
な
も
の
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
近
接
的
で
あ
り
、
そ
れ
故
に

区
別
し
て
見
せ
る
必
要
が
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
議
論
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

そ
う
考
え
る
な
ら
ば
、
先
の
王
子
衡
評
に
お
け
る
問
題
の
部
分
に
つ
い
て
は
、（「
放
恣
」
は
措
く
と
し
て
）「
粗
野
な
素
朴
さ
」
の
よ

う
に
読
む
の
が
適
切
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
馮
惟
敏
評
に
お
け
る
「
本
色
」
が
マ
イ
ナ
ス
価
を
帯
び
て
い
た
こ
と

は
、
王
世
貞
が
「
過
度
の
修
飾
の
な
い
素
朴
さ
自
然
さ
」
と
い
う
意
味
で
の
「
本
色
」
を
持
ち
出
す
こ
と
で
、
放
恣
な
感
じ
や
粗
野
な
感

じ
を
示
唆
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

王
世
貞
に
あ
っ
て
は
、「
本
色
」
は
無
条
件
に
プ
ラ
ス
価
で
あ
っ
た
り
マ
イ
ナ
ス
価
で
あ
っ
た
り
し
た
の
で
は
な
く
、
放
恣
な
感
じ
や

粗
野
な
感
じ
が
強
く
な
れ
ば
マ
イ
ナ
ス
価
と
な
り
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
プ
ラ
ス
価
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
差
は
、
王
世
貞
が
表
現
か
ら

受
け
取
っ
た
印
象
の
問
題
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
馮
惟
敏
評
に
お
け
る
「
本
色
」
は
、
個
人
の
属
性
と
し
て
の
「
本
来
の
あ
り
か
た
」
を
言
う
も
の
と
し
て
読
む
の
が

適
切
で
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
点
で
は
馬
致
遠
評
と
馮
惟
敏
評
の
「
本
色
」
が
別
の
意
味
で
あ
る
と
考
え
る
に
は

及
ば
な
い
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
本
稿
の
仮
定
は
妥
当
性
を
失
う
こ
と
を
と
り
あ
え
ず
免
れ
る
だ
ろ
う
。

　

付
け
加
え
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
言
説
も
、
馮
惟
敏
評
と
同
じ
構
造
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

俞
和
は
元
末
の
ひ
と
で
あ
り
、
紫
芝
は
そ
の
別
号
で
あ
る
。〔
略
〕
こ
の
四
体
〔
の
「
千
字
文
」
は
〕
特
に
精
緻
〔
な
書
き
ぶ
り
〕

で
あ
る
。
し
か
し
、「
本
色
」
が
む
き
出
し
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
に
他
な
ら
な
い （
16
）。



二
二
〇

　

こ
こ
で
も
、「
本
色
」
は
何
の
修
飾
も
伴
わ
ず
に
現
れ
、
マ
イ
ナ
ス
価
を
帯
び
て
い
る
。
文
脈
上
、（
個
人
の
属
性
と
し
て
の
「
本
来
の

あ
り
か
た
」
で
も
な
く
、
ジ
ャ
ン
ル
の
レ
ベ
ル
の
「
本
来
の
あ
り
か
た
」
で
も
な
く
）
精
緻
な
感
じ
に
対
す
る
放
恣
な
感
じ
や
粗
野
な
感

じ
が
強
い
素
朴
さ
自
然
さ
を
問
題
に
し
て
い
る
と
読
め
る
だ
ろ
う
。

む　

す　

び

　
「
過
度
な
修
飾
の
な
い
素
朴
さ
自
然
さ
」
と
し
て
の
「
本
色
」
が
放
恣
な
感
じ
や
粗
野
な
感
じ
と
近
接
的
で
あ
っ
た
と
し
よ
う
。
そ
の

こ
と
は
、
王
世
貞
の
戯
曲
観
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
の
か
。
王
世
貞
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

概
し
て
戯
曲
で
は
、
北
曲
は
字
が
多
く
調
子
が
急
で
、
急
な
部
分
に
力
強
さ
が
あ
り
、
南
曲
は
字
が
少
な
く
調
子
が
緩
く
、
緩
い
と

こ
ろ
に
弱
拍
が
あ
る
。
北
曲
は
言
葉
に
込
め
ら
れ
た
情
緒
が
豊
富
で
音
楽
に
込
め
ら
れ
た
情
緒
が
少
な
い
。
南
曲
は
言
葉
に
込
め
ら

れ
た
情
緒
が
少
な
く
、
音
楽
に
込
め
ら
れ
た
情
緒
が
豊
富
で
あ
る
。
北
曲
は
弦
楽
器
に
ポ
イ
ン
ト
が
あ
り
、
南
曲
は
リ
ズ
ム
楽
器
に

ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
。
北
曲
は
合
唱
に
適
し
て
お
り
、
南
曲
は
独
奏
に
適
し
て
い
る
。
北
曲
は
〔
表
現
か
ら
感
じ
ら
れ
る
〕
気
が
粗
く

〔
原
文
「
粗
」〕、
南
曲
は
〔
表
現
か
ら
感
じ
ら
れ
る
〕
気
が
弱
い
。
こ
れ
は
私
の
戯
曲
論
の
要
諦
で
あ
る （
17
）。

　

北
曲
と
南
曲
の
差
異
に
つ
い
て
、
い
ず
れ
か
の
属
性
の
み
を
よ
き
こ
と
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
形
で
述
べ
て
い
る
。
北
曲
が
「
粗
」
と

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
王
世
貞
に
と
っ
て
、
北
曲
に
は
「
粗
」
な
面
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
方
、
王
世
貞
に
と

っ
て
は
、「
過
度
な
修
飾
の
な
い
素
朴
さ
や
自
然
さ
」
と
し
て
の
「
本
色
」
は
放
恣
な
感
じ
や
粗
野
な
感
じ
と
近
接
的
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
条
件
に
よ
っ
て
、「
本
色
」
が
「
北
曲
」
の
属
性
を
説
明
す
る
語
と
し
て
用
い
ら
れ
、
馮
惟
敏
評
の
よ
う
な
議
論

も
馬
致
遠
評
の
よ
う
な
議
論
も
生
じ
た
の
だ
ろ
う
。「
過
度
な
修
飾
の
な
い
素
朴
さ
自
然
さ
」
と
し
て
の
「
本
色
」
が
放
恣
な
感
じ
や
粗

野
な
感
じ
と
近
接
的
で
あ
っ
た
と
し
て
、
戯
曲
関
連
言
説
に
お
い
て
特
に
問
題
と
な
る
の
は
放
恣
な
感
じ
で
は
な
く
粗
野
な
感
じ
で
あ
っ



王
世
貞
の
戯
曲
関
連
言
説
に
お
け
る
「
本
色
」
に
つ
い
て
（
材
木
谷
）

二
二
一

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

＊　

本
稿
は
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
「
中
国
古
典
戯
曲
の
「
本
色
」
と
「
通
俗
」
～
明
清
代
に
お
け
る
上
演
向
け
伝
奇
の
総
合
的
研

究
」（
平
成
二
九
～
三
三
年
度
、
基
盤
研
究
（
Ｂ
）、
課
題
番
号
一
七
Ｈ
〇
二
三
二
七
、
研
究
代
表
者
・
千
田
大
介
）
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

　
　

註

（
1
）　

以
下
、
中
国
語
言
説
は
拙
訳
に
よ
っ
て
示
し
、
出
所
と
中
国
語
原
文
を
註
な
ど
に
よ
っ
て
示
す
。
引
用
部
の
〔　
　

〕
内
は
本
稿
に
お
け
る
補

足
な
ど
で
あ
る
。
近
人
の
言
説
を
除
い
て
引
用
部
の
中
国
語
原
文
の
句
読
は
本
稿
に
よ
る
。

（
2
）　
『
文
淵
閣
四
庫
全
書
』、
台
湾
商
務
印
書
館
、
一
九
八
六
年
七
月
、
一
二
八
一
冊
、
四
五
〇
頁
（
王
世
貞
『
弇
州
四
部
稿
』
巻
一
百
五
十
二
『
藝

苑
巵
言
』
附
録
一
）。
原
文
／
馬
致
遠
百
歲
光
陰
。
放
逸
宏
麗
而
不
離
本
色
。
押
韻
尤
妙
。
長
句
如
紅
塵
不
向
門
前
惹
。
緑
樹
偏
宜
屋
角
遮
。
青
山

正
補
牆
東
缺
。
又
如
和
露
摘
黄
花
。
帶
霜
烹
紫
蟹
。
煮
酒
燒
紅
葉
。
俱
入
妙
境
。
小
語
如
上
床
與
鞋
履
相
别
。
大
是
名
言
。
結
尤
疎
俊
可
詠
。
元

人
稱
為
第
一
。
真
不
虛
也
。

（
3
）　

同
前
書
、
一
二
八
一
冊
、
四
五
七
頁
（『
弇
州
四
部
稿
』
巻
一
百
五
十
二
『
藝
苑
巵
言
』
附
録
一
）。
原
文
／
近
時
馮
通
判
惟
敏
獨
為
傑
出
。
其

板
眼
務
頭
攛
搶
緊
緩
。
無
不
曲
盡
而
才
氣
亦
足
發
之
。
止
用
本
色
過
多
。
北
音
太
繁
。
為
白
璧
微
纇
耳
。

（
4
）　

曽
永
義
「
從
明
人
『
当
行
本
色
』
論
説
評
騭
戲
曲
應
有
之
態
度
與
方
法
」『
文
與
哲
』
第
二
十
六
期
、
国
立
中
山
大
学
中
国
文
学
系
、
二
〇
一
五

年
六
月
、
一
七
頁
。
な
お
、
曽
氏
は
王
世
貞
の
言
説
を
『
曲
藻
』
に
基
づ
く
。
原
文
／
此
段
王
氏
批
評
馬
致
遠
散
套
〈
百
歲
光
陰
〉，
總
體
而
言
謂

「
放
逸
宏
麗
而
不
離
本
色
」，
又
言
及
押
韻
之
妙
，
疏
俊
可
詠
，
則
其
所
謂
「
本
色
」，
除
講
造
語
之
雄
麗
疏
俊
外
，
亦
兼
顧
協
韻
聲
情
之
美
妙
可

詠
。

（
5
）　

出
所
同
前
。
原
文
／
此
所
云
「
本
色
過
多
」，
亦
即
馮
惟
敏
所
作
北
曲
，
過
分
運
用
北
方
語
言
和
聲
調
。〔
略
〕
王
氏
既
以
元
人
北
曲
為
「
本
色
」

之
典
範
，
卻
又
以
「
本
色
過
多
」
為
嫌
，
豈
不
自
我
矛
盾
。
可
見
他
所
謂
的
「
本
色
」
語
意
不
明
，
對
於
「
當
家
」
也
含
糊
其
辭
。

（
6
）　

例
え
ば
、
廣
瀬
玲
子
氏
が
王
驥
徳
の
本
色
論
に
つ
い
て
「『
本
色
』
を
用
い
な
い
方
が
よ
い
場
合
も
あ
る
、
あ
る
い
は
『
本
色
』
に
も
短
所
が
あ

る
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
王
驥
徳
に
独
特
の
も
の
で
あ
る
」（「
戯
曲　

本
色　

文
学
─
─
明
代
後
期
の
戯
曲
評
論
─
─
」、『
東
洋
文
化
研
究
所
紀

要
』
第
百
二
十
七
冊
、
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
、
一
九
九
五
年
三
月
、
一
〇
二
頁
）
と
述
べ
た
上
で
、「
も
っ
と
も
、
王
驥
徳
以
前
に
一
例
だ

け
、『
本
色
』
を
過
多
で
は
い
け
な
い
も
の
と
し
て
言
及
し
て
い
る
の
が
王
世
貞
『
曲
藻
』
で
あ
る
」
と
し
て
、
先
の
王
世
貞
の
馮
惟
敏
評
を
挙
げ



二
二
二

る
際
に
（
同
、
一
一
三
頁
）、
王
世
貞
の
言
う
「
本
色
」
の
意
味
に
つ
い
て
特
に
説
明
が
な
い
の
も
、
王
世
貞
の
こ
の
語
の
扱
い
に
く
さ
を
思
わ
せ

る
も
の
が
あ
る
。

（
7
）　

例
え
ば
、『
弇
州
四
部
稿
』
巻
一
百
六
「
議
處
本
鎮
軍
餉
以
資
邊
用
改
添
實
力
以
固
地
方
疏
」
に
は
、
こ
の
意
味
で
の
対
義
語
と
し
て
の
「
折

色
」
と
と
も
に
「
本
色
」
が
現
れ
る
（
註（
2
）前
掲
書
、
一
二
八
〇
冊
、
六
八
三
頁
）。

（
8
）　

例
え
ば
、「〔
陶
穀
の
作
と
さ
れ
る
「
風
光
好
」
と
い
う
詞
の
作
者
を
〕
曹
翰
で
あ
る
と
思
う
ひ
と
も
い
る
。
曹
翰
は
「
老
将
詩
」〔
一
般
に
は

「
退
将
詩
」
と
し
て
知
ら
れ
る
〕
を
書
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
そ
の
才
能
は
も
ち
ろ
ん
あ
っ
た
だ
ろ
う
。〔
し
か
し
〕
結
局
の
と
こ
ろ
、
武
人
の

「
本
色
」〔「
本
業
」
と
理
解
さ
れ
よ
う
〕
で
は
な
い
」
と
言
う
（
註（
2
）前
掲
書
、
一
二
八
一
冊
、
四
四
七
頁
、
前
掲
『
弇
州
四
部
稿
』
巻
一
百

五
十
二
『
藝
苑
巵
言
』
附
録
一
。
原
文
／
或
有
以
為
曹
翰
者
。
翰
能
作
老
將
詩
。
其
才
固
有
之
。
終
非
武
人
本
色
）。

（
9
）　

註（
2
）前
掲
書
、
一
二
八
一
冊
、
三
六
九
頁
（
前
掲
『
弇
州
四
部
稿
』
巻
一
百
四
十
六
『
藝
苑
巵
言
』
三
）。
原
文
／
曹
公
莽
莽
古
直
悲
凉
。

子
桓
小
藻
自
是
樂
府
本
色
。
子
建
天
才
流
麗
。
雖
譽
冠
千
古
而
實
遜
父
兄
。
何
以
故
。
材
太
髙
辭
太
華
。

（
10
）　

註（
2
）前
掲
書
、
一
二
八
一
冊
、
二
一
八
頁
（
前
掲
『
弇
州
四
部
稿
』
巻
一
百
三
十
四
「
漢
太
山
孔
宙
碑
後
」）。
原
文
／
其
書
與
文
雖
非
至
者
。

要
之
不
失
東
京
本
色
也
。

（
11
）　

註（
2
）前
掲
書
、
一
二
八
一
冊
、
四
〇
一
頁
（
前
掲
『
弇
州
四
部
稿
』
巻
一
百
四
十
八
『
藝
苑
巵
言
』
五
）。
原
文
／
夏
正
夫
如
鄉
嗇
夫
衣
繡

見
達
官
。
雖
復
整
飭
。
時
露
本
態
。

（
12
）　

註（
2
）前
掲
書
、
一
二
八
一
冊
、
四
〇
二
頁
（
前
掲
『
弇
州
四
部
稿
』
巻
一
百
四
十
八
『
藝
苑
巵
言
』
五
）。
原
文
／
陸
子
淵
如
入
貲
官
。
作

文
語
雅
步
。
雖
自
有
餘
。
未
脱
本
來
面
目
。

（
13
）　

出
所
同
前
。
原
文
／
王
履
吉
如
鄉
少
年
久
游
都
會
。
風
流
詳
雅
而
不
盡
脱
本
來
面
目
。
又
似
揚
州
大
宴
。
雖
鮭
珍
水
陸
而
時
有
宿
味
。

（
14
）　

註（
2
）前
掲
書
、
一
二
八
一
冊
、
四
〇
一
─
四
〇
二
頁
（
前
掲
『
弇
州
四
部
稿
』
巻
一
百
四
十
八
『
藝
苑
巵
言
』
五
）。
原
文
／
王
子
衡
如
外

國
人
投
唐
武
將
坐
禪
。
威
儀
解
悟
中
不
免
露
抗
浪
本
色
。

（
15
）　

註（
2
）前
掲
書
、
一
二
八
一
冊
、
二
四
六
頁
（
前
掲
『
弇
州
四
部
稿
』
巻
一
百
三
十
六
「
僧
彦
脩
帖
」）。
原
文
／
彥
脩
蓋
與
亞
棲
蛩
光
齊
名
者
。

作
詩
語
如
避
機
懶
婦
。
書
法
如
淮
陰
惡
少
年
。
風
狂
跳
踉
俱
非
本
色
。
可
歎
。
可
歎
。

（
16
）　

註（
2
）前
掲
書
、
一
二
八
一
冊
、
二
五
四
頁
（
前
掲
『
弇
州
四
部
稿
』
巻
一
百
三
十
六
「
俞
紫
芝
四
體
千
文
」）。
原
文
／
俞
和
元
末
人
。
紫
芝

其
别
號
也
。〔
略
〕
此
四
體
尤
精
。
然
不
免
露
本
色
耳
。

（
17
）　

註（
2
）前
掲
書
、
一
二
八
一
冊
、
四
四
九
頁
（
前
掲
『
弇
州
四
部
稿
』
巻
一
百
五
十
二
『
藝
苑
巵
言
』
附
録
一
）。
原
文
／
凡
曲
北
字
多
而
調



王
世
貞
の
戯
曲
関
連
言
説
に
お
け
る
「
本
色
」
に
つ
い
て
（
材
木
谷
）

二
二
三

促
。
促
處
見
筋
。
南
字
少
而
調
緩
。
緩
處
見
眼
。
北
則
辭
情
多
而
聲
情
少
。
南
則
辭
情
少
而
聲
情
多
。
北
力
在
弦
。
南
力
在
板
。
北
宜
和
歌
。
南

宜
獨
奏
。
北
氣
易
粗
。
南
氣
易
弱
。
此
吾
論
曲
三
昧
語
。


