
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

『金瓶梅』における戯曲的表現

日下, 翠
九州大学

https://hdl.handle.net/2324/16094

出版情報：九州中国学会報. 35, pp.53-70, 1997-05. 九州中国学会
バージョン：
権利関係：



『
金
瓶
梅
』
に
お
け
る
戯
曲
的
表
現

日

下

翠

一、

ﾍ
じ
め
に

　
『
金
瓶
梅
』
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
特
殊
な
作
品
で
あ
る
。
異
様
な
ま
で
に
詳
し
い
日
常
生
活
の
描
写
は
従
来
無
か
っ
た
レ
ベ
ル
の
も

の
で
あ
り
、
中
国
初
の
リ
ア
リ
ズ
ム
文
学
と
言
い
得
る
ほ
ど
の
具
体
的
な
描
写
の
奥
に
は
、
た
し
か
に
近
代
的
な
作
者
の
姿
が
み
え
か
く

れ
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
ら
の
「
近
代
小
説
」
と
で
も
い
い
た
い
内
容
の
反
面
、
奇
妙
に
不
完
全
で
未
熟
な
問
題
点
が
散
見
さ
れ

る
。
そ
の
一
つ
に
、
小
説
と
は
異
質
の
「
戯
曲
的
表
現
」
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
こ
で
は
そ
の
「
戯
曲
的
表
現
」
が
『
金
々
梅
』
と
い
う
作
品
に
お
い
て
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
か
と
い
う
問
題
を
論
じ
、
さ
ら
に
そ

の
こ
と
が
『
金
瓶
梅
』
最
終
回
へ
の
理
解
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
ゆ
く
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
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二
、
『
金
瓶
梅
』
に
お
け
る
戯
曲
的
表
現

以
下
に
、

に
し
た
い
。

作
品
中
の
「
戯
曲
的
表
現
」
と
見
ら
れ
る
も
の
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
パ
タ
ー
ン
ご
と
に
例
を
挙
げ
、
検
討
を
加
え
る
こ
と



　
　
　
　
　
う
た

一
、
台
詞
が
唱
に
な
る
。

　
ま
さ
し
く
戯
曲
そ
の
も
の
の
表
現
で
あ
る
が
、
こ
の
表
現
は
作
品
全
体
に
わ
た
り
、
か
な
り
の
頻
度
で
見
受
け
ら
れ
る
。
以
下
に
数
例

を
挙
げ
て
み
よ
う
。

　
a
、
第
二
十
回
、
李
桂
姐
の
浮
気
を
知
っ
た
西
門
慶
が
「
満
庭
芳
」
の
曲
で
文
句
を
言
う
の
に
対
し
、
や
り
手
婆
も
唱
で
言
い
返
す
。

　
…
不
慌
不
忙
。
控
拐
而
出
説
了
幾
句
閑
話
。
西
門
慶
心
中
越
怒
起
来
。
重
着
懸
道
有
満
百
聞
為
証
。

　
　
度
婆
祢
不
良
。
迎
霊
送
奮
。
軍
書
車
道
。
巧
言
諸
将
哨
。
証
書
短
軸
長
。
我
在
弥
雪
裏
勾
。
有
黄
金
千
両
。
急
禁
責
狗
懸
羊
。
無
医

　
　
弥
句
真
伎
禰
。
娼
人
狐
窯
衝
一
片
假
心
腸
。

　
…
（
や
り
手
婆
は
）
あ
わ
て
ず
さ
わ
が
ず
、
杖
を
つ
い
て
出
て
く
る
と
、
二
こ
と
古
言
、
む
だ
ぐ
ち
を
た
た
き
ま
し
た
。
西
門
慶
は
心

　
中
ま
す
ま
す
怒
り
を
強
め
、
指
さ
し
な
が
ら
罵
り
ま
し
た
。
そ
の
言
葉
は
次
の
「
満
庭
芳
」
の
唄
が
証
拠
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
び

　
　
や
り
手
婆
あ
、
お
前
は
本
当
に
悪
い
や
つ
。
新
し
い
の
を
迎
え
入
れ
、
旧
い
や
つ
を
送
り
出
し
、
色
に
た
よ
っ
て
娼
を
売
る
。
巧
み

　
　
な
言
葉
を
も
ち
い
て
は
、
あ
れ
こ
れ
で
た
ら
め
言
い
立
て
る
。
お
れ
が
お
前
の
家
で
使
っ
た
の
は
、
た
っ
ぷ
り
黄
金
一
千
両
。
そ
れ

　
　
が
な
ん
と
、
羊
を
か
か
げ
て
狗
肉
を
売
る
と
は
。
お
前
の
口
先
だ
け
の
甘
い
言
葉
は
罵
ら
ず
に
お
く
も
の
か
、
人
を
た
ぶ
ら
か
す
狐

　
　
ら
め
、
そ
の
偽
り
だ
ら
け
の
心
根
に
衝
き
か
か
っ
て
や
る
ぞ
。

　
こ
の
西
門
慶
の
言
葉
に
対
し
、
や
り
手
婆
も
唄
で
答
え
る
。

　
　
度
血
書
田
道
。
官
人
聴
知
。
弥
若
書
来
我
接
下
別
的
。
一
家
児
指
猿
他
為
活
計
。
煎
飯
藤
衣
。
全
愚
拙
二
面
糧
米
。
没
来
由
暴
叫
如

　
　
雷
。
弥
怪
俺
全
無
意
。
不
思
量
自
己
。
不
是
弥
愚
媒
姿
的
妻
。

　
　
や
り
手
婆
も
ま
た
答
え
て
こ
う
言
い
ま
し
た
。
旦
那
さ
ま
お
聞
き
く
だ
さ
い
。
あ
な
た
が
お
い
で
に
な
ら
ぬ
な
ら
、
他
の
方
を
お
迎

　
　
え
す
る
ま
で
の
こ
と
。
一
家
は
そ
の
方
を
当
て
に
し
て
生
計
を
立
て
て
お
り
ま
す
。
食
べ
る
も
着
る
も
、
み
な
そ
の
方
の
懐
が
た
よ

　
　
り
、
わ
け
も
な
し
に
わ
め
い
た
り
な
さ
い
ま
す
な
。
非
難
な
さ
る
の
は
お
か
ど
違
い
。
よ
く
考
え
て
く
だ
さ
い
な
、
仲
人
を
立
て
て
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嬰
つ
た
奥
方
で
も
あ
る
ま
い
に
。

　
こ
の
あ
と
、
仲
間
の
応
伯
爵
ら
に
な
だ
め
ら
れ
、
西
門
慶
は
家
に
帰
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
く
だ
り
の
唱
で
の
や
り
と
り
は
、
小
説
と

し
て
は
極
め
て
不
自
然
で
あ
る
。

　
b
、
第
七
十
九
回
、
死
ぬ
間
際
の
西
門
慶
の
言
葉
と
、
そ
れ
に
答
え
る
呉
月
娘
の
言
葉

　
第
七
十
九
回
、
金
蓮
に
薬
を
過
度
に
飲
ま
さ
れ
た
西
門
慶
は
危
篤
状
態
に
お
ち
い
る
。
死
が
間
近
に
せ
ま
っ
た
こ
と
を
悟
っ
た
西
門
慶

は
、
呉
月
娘
に
遺
言
を
残
す
が
、
そ
の
時
に
こ
う
唱
う
。

　
　
…
放
声
大
実
悲
働
不
止
。
西
門
慶
道
。
弥
休
突
。
聴
我
脇
付
祢
。
有
硬
直
聴
為
証
。

　
　
賢
妻
巽
南
、
二
二
衷
情
書
面
知
、
妻
祢
腹
中
画
趣
是
女
。
直
下
来
看
大
成
人
。
守
我
書
家
私
。
三
二
九
烈
要
貞
心
。
一
二
四
妾
。
携

　
　
帯
着
住
。
彼
此
光
輝
光
輝
。
我
死
在
九
泉
之
下
口
眼
皆
閉
。

　
　
（
斜
月
娘
は
）
大
声
を
あ
げ
て
泣
き
続
け
ま
し
た
。
西
門
慶
は
、
「
お
前
泣
く
の
を
や
め
な
さ
い
。
お
れ
の
い
う
こ
と
を
よ
く
聞
い
て

　
　
く
れ
。
駐
馬
聴
の
曲
に
こ
う
あ
る
ん
だ
。

　
　
賢
妻
よ
、
悲
し
ま
な
い
で
く
れ
、
私
は
真
心
か
ら
言
っ
て
お
こ
う
。
お
前
の
腹
の
中
の
子
が
、
男
か
女
か
わ
か
ら
な
い
が
、
立
派
に

　
　
育
て
上
げ
て
家
の
財
産
を
守
っ
て
く
れ
。
操
を
立
派
に
守
り
通
し
、
本
妻
と
四
人
の
妾
が
、
お
互
い
に
助
け
あ
っ
て
暮
ら
し
た
な
ら
、

　
　
互
い
に
輝
り
か
が
や
い
て
、
私
も
あ
の
世
で
、
安
心
し
て
眼
を
閉
じ
ら
れ
る
と
い
う
も
の
だ
。
」

　
　
月
娘
聴
了
。
亦
回
答
道
。

　
　
多
謝
児
夫
妻
後
良
言
教
道
奴
。
夫
我
本
女
流
之
輩
。
四
徳
三
従
。
与
弥
那
様
夫
妻
。
平
生
作
事
不
模
糊
。
守
貞
肯
把
夫
多
量
。
生
死

　
　
同
途
同
途
。
一
鞍
一
馬
不
須
分
付
。

　
　
月
娘
は
答
え
ま
し
た
。

　
　
「
旦
那
さ
ま
、
立
派
な
ご
遺
言
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
私
は
も
と
も
と
女
の
身
、
四
徳
三
従
で
あ
な
た
と
夫
婦
と
し
て
暮
ら
し
て
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ま
い
り
ま
し
た
。
平
素
よ
り
仕
事
も
き
ち
ん
と
し
、
貞
節
を
守
っ
て
、
あ
な
た
の
名
を
け
が
す
よ
う
な
こ
と
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
　
生
き
る
も
死
ぬ
も
い
っ
し
ょ
の
、
馬
と
鞍
と
の
よ
う
な
仲
、
お
っ
し
ゃ
る
ま
で
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
」

　
こ
こ
で
は
二
人
と
も
に
唱
で
や
り
と
り
し
て
い
る
が
、
西
門
慶
が
「
引
馬
聴
の
曲
に
こ
う
あ
る
」
と
言
う
の
は
興
味
深
い
。
白
話
小
説

で
は
、
講
釈
師
が
聴
衆
に
向
い
「
有
詩
華
証
（
詩
を
も
っ
て
証
と
致
し
ま
し
ょ
う
）
」
と
言
う
の
は
常
套
手
段
で
あ
る
。
が
、
そ
れ
は
あ
く

ま
で
も
講
釈
師
が
言
う
の
が
建
て
前
で
あ
り
、
登
場
人
物
が
口
に
す
べ
き
言
葉
で
は
な
い
。
『
金
瓶
梅
』
は
、
白
（
せ
り
ふ
）
だ
け
で
ス
ト
ー

リ
ー
を
運
ぶ
場
面
が
多
く
、
講
釈
師
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
比
較
的
少
な
い
が
、
こ
の
く
だ
り
な
ど
は
講
釈
師
の
せ
り
ふ
を
登
場
人
物
が
か

わ
り
に
言
っ
て
い
る
と
も
解
釈
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、
呉
月
影
の
こ
と
ば
も
唱
そ
の
も
の
で
あ
り
、
南
戯
の
や
り
と
り
を
髪
髭
と
さ
せ
る
点
、

小
説
の
中
に
戯
曲
が
入
り
込
ん
だ
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
c
、
呉
月
娘
、
孟
玉
楼
、
小
玉
ら
が
、
墓
参
り
の
あ
と
唱
で
悲
し
み
を
述
べ
る

　
西
門
慶
が
死
ん
で
初
め
て
の
清
明
節
の
時
、
呉
月
娘
は
、
孟
玉
楼
、
小
玉
、
さ
ら
に
如
意
に
孝
寄
を
抱
か
せ
、
西
門
慶
の
墓
参
り
に
出

か
け
る
（
第
八
十
九
回
）
。
線
香
を
あ
げ
て
拝
礼
し
た
後
、
愛
娘
は
お
祭
り
の
言
葉
を
述
べ
、
さ
ら
に
「
山
披
羊
」
の
曲
で
悲
し
み
を
唱
う
。

　
　
…
有
芙
山
披
羊
為
証
。

　
　
焼
罷
工
。
小
脚
児
連
躁
。
奴
赤
螺
倣
夫
婦
一
場
。
並
没
個
思
差
語
錯
。
實
指
望
同
譜
到
老
。
誰
蝦
蟹
半
路
将
奴
拠
却
。
當
初
人
情
看

　
　
望
。
全
然
是
我
。
今
去
下
銅
斗
里
家
縁
。
核
坦
坦
小
。
面
的
単
子
母
孤
嬬
。
悪
生
遣
過
。
恰
便
似
中
途
遇
雨
。
半
路
裡
遭
風
来
呵
。

　
　
折
散
了
鴛
鴛
。
生
鍬
断
異
果
。
叫
了
聲
好
性
児
的
寄
寄
。
想
起
弥
那
動
影
行
蔵
。
可
不
嵯
嘆
我
。

　
　
（
帯
歩
歩
嬌
）
焼
的
温
灰
児
門
歯
転
。
不
見
開
児
夫
面
。
突
立
案
年
少
夫
。
撤
下
立
児
。
閃
的
奴
孤
軍
。
哨
両
無
縁
。
乍
心
得
和
弥
愚
亭

　
　
見
。

　
　
…
そ
の
嘆
き
は
山
披
羊
の
曲
に
こ
う
あ
り
ま
す
。

　
　
紙
銭
を
焼
け
ば
、
小
さ
な
脚
で
じ
だ
ん
だ
を
踏
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
私
と
あ
な
た
は
夫
婦
と
な
り
、
何
の
い
さ
か
い
も
し
ま
せ
ん
で
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し
た
。
楷
老
同
穴
を
望
ん
で
お
り
ま
し
た
の
に
、
思
い
も
か
け
ず
、
あ
な
た
は
途
中
で
私
を
置
き
去
り
に
な
さ
い
ま
し
た
。
昔
は
人

　
　
と
の
お
つ
き
あ
い
は
み
ん
な
私
の
役
目
で
し
た
が
、
今
は
も
う
莫
大
な
財
産
も
失
い
、
子
供
も
幼
く
、
私
た
ち
母
子
だ
け
と
り
残
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
し
ど
り

　
　
れ
て
、
ど
う
し
て
や
っ
て
ゆ
け
ま
し
ょ
う
。
ま
る
で
、
道
の
途
中
で
雨
に
あ
い
、
道
中
風
に
遭
っ
た
よ
う
。
仲
の
良
い
鴛
鴛
が
引
き

　
　
離
さ
れ
、
果
実
が
半
分
に
割
ら
れ
る
な
ん
て
。
思
わ
ず
一
声
、
き
だ
て
の
良
か
っ
た
旦
那
さ
ま
と
叫
び
、
あ
な
た
の
お
姿
を
思
い
起

　
　
せ
ば
、
こ
れ
が
嘆
か
ず
に
い
ら
れ
ま
し
ょ
う
か
。

　
　
（
歩
歩
嬌
の
曲
で
）
焼
け
た
灰
は
丸
ま
っ
て
転
が
り
、
夫
の
顔
も
見
え
ま
せ
ん
。
声
を
あ
げ
て
泣
き
叫
ぶ
、
若
か
っ
た
あ
な
た
、
か
わ

　
　
い
い
私
を
突
然
一
人
で
置
き
去
り
に
す
る
な
ん
て
。
私
た
ち
二
人
は
縁
も
切
れ
、
い
つ
ま
た
お
会
い
で
き
ま
し
ょ
う
。

　
こ
れ
は
明
ら
か
に
月
面
自
身
の
言
葉
で
あ
り
、
心
の
中
の
悲
し
み
を
述
べ
る
。
こ
の
後
、
玉
楼
も
線
香
を
あ
げ
て
同
じ
山
披
羊
の
曲
を

唱
い
、
悲
し
み
を
述
べ
る
。
そ
の
く
だ
り
は
小
説
で
は
、

　
　
…
玉
楼
は
進
み
で
て
線
香
を
あ
げ
、
深
々
と
お
じ
ぎ
を
し
て
、
（
月
娘
と
同
じ
）
前
の
曲
調
で
泣
き
な
が
ら
唱
い
ま
す
。

と
あ
り
、
は
っ
き
り
と
玉
楼
が
唱
う
と
書
い
て
あ
る
。
「
山
披
羊
」
は
、
嘉
靖
時
代
の
流
行
り
歌
で
あ
る
が
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
に
の
っ
て
内
心

の
悲
し
み
を
唱
う
点
、
ま
さ
し
く
「
戯
曲
的
表
現
」
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
例
の
ご
と
く
、
唱
で
台
詞
を
述
べ
る
こ
と
は
、
作
品
中
い
た
る
と
こ
ろ
に
出
て
く
る
。
第
九
十
一
回
で
は
、
女
中
の
塗
箸
が
「
山

披
羊
」
の
曲
で
愚
痴
を
言
い
、
第
九
十
三
回
で
は
、
乞
食
に
お
ち
ぶ
れ
た
陳
経
済
が
、
粉
蝶
の
組
曲
で
、
十
一
曲
も
延
々
と
唱
い
、
乞
食

た
ち
に
身
の
受
話
を
語
っ
て
き
か
せ
る
。
こ
の
く
だ
り
な
ど
は
ま
さ
し
く
戯
曲
そ
の
も
の
で
あ
り
、
講
釈
師
の
姿
も
霞
ん
で
し
ま
う
ほ
ど

で
あ
る
。

　
『
三
瓶
梅
』
は
、
「
講
釈
師
の
語
り
」
と
い
う
体
裁
を
と
っ
て
い
る
わ
り
に
は
講
釈
師
の
お
し
ゃ
べ
り
が
少
な
い
。
つ
ま
り
、
他
の
白
話

小
説
（
話
本
）
な
ら
ば
講
釈
師
が
言
う
べ
き
言
葉
を
、
登
場
人
物
が
自
分
で
し
ゃ
べ
る
ケ
：
ス
が
多
い
が
、
こ
れ
も
こ
の
作
品
の
一
つ
の

特
徴
と
み
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
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2
、
唱
で
自
分
の
紹
介
を
す
る

　
第
十
一
回
で
、
西
門
慶
は
花
子
虚
の
家
の
宴
会
で
李
桂
姐
と
出
会
い
、
大
い
に
気
に
入
っ
て
、
そ
の
ま
ま
彼
女
を
廓
へ
と
送
っ
て
ゆ
く
。

桂
姐
を
水
あ
げ
し
よ
う
と
い
う
下
心
だ
が
、
そ
れ
と
見
抜
い
た
桂
姐
は
、
も
っ
た
い
ぶ
っ
て
気
を
持
た
せ
、
一
曲
唱
っ
て
く
れ
と
の
願
い

も
無
視
し
、
黙
っ
て
笑
っ
て
い
る
ば
か
り
。
西
門
慶
は
つ
い
に
は
五
両
の
銀
を
出
し
、
当
座
の
お
し
ろ
い
代
に
し
て
く
れ
、
い
ず
れ
錦
の

服
も
作
っ
て
や
る
か
ら
、
と
言
う
。
そ
こ
で
よ
う
や
く
立
ち
上
が
っ
た
桂
姐
は
お
礼
を
述
べ
る
と
、
ゆ
う
よ
う
せ
ま
ら
ず
、
袖
口
を
軽
く

ま
く
り
、
と
き
色
の
ふ
さ
の
つ
い
た
ハ
ン
カ
チ
を
垂
ら
し
な
が
ら
、
「
紅
雲
飛
」
の
曲
を
唱
い
だ
す
。

　
　
挙
止
従
容
墜
墨
掬
欄
占
陸
風
。
行
動
香
風
送
頻
使
人
心
重
。
墨
継
玉
繭
泥
中
。
豊
凡
庸
。
一
曲
清
商
。
満
座
皆
驚
動
。
何
似
嚢
王
一

　
　
夢
中
。
何
似
嚢
王
一
夢
中
。

　
　
も
の
こ
し
ゆ
っ
た
り
と
、
廓
を
圧
倒
し
て
上
位
を
占
め
る
。
動
け
ば
香
風
た
だ
よ
い
、
人
に
一
目
お
か
せ
ま
す
。
泥
の
な
か
で
も
貴

　
　
重
な
玉
は
、
決
し
て
並
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
曲
唱
え
ば
満
座
の
人
を
驚
か
す
。
ま
る
で
嚢
王
の
夢
の
よ
う
。
巫
山
の
神
女
に
さ
も

　
　
似
た
り
。

　
こ
の
「
羊
雲
飛
」
の
曲
は
南
丘
『
玉
環
記
』
（
『
六
十
種
曲
』
）
よ
り
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
曲
に
つ
い
て
は
、
ハ
ナ
ン
氏
が
博
士
論
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

『
金
瓶
梅
の
素
材
』
の
な
か
で
こ
う
述
べ
て
い
る
。

　
　
…
こ
の
曲
は
i
妓
女
李
桂
姐
に
よ
っ
て
唱
わ
れ
る
が
1
明
ら
か
に
娯
楽
以
上
の
何
ら
か
の
目
的
の
為
に
使
わ
れ
て
い
る
。
戯
曲

　
　
で
は
、
生
の
章
呆
が
、
優
美
で
も
の
う
げ
な
妓
女
の
一
人
に
対
し
て
偶
然
に
「
挙
止
従
容
…
…
」
と
唱
い
は
じ
め
て
い
る
が
、
小
説

　
　
で
は
こ
の
曲
は
少
し
ち
が
っ
た
目
的
で
使
わ
れ
て
い
る
。
ま
ず
も
の
う
げ
で
優
美
な
李
桂
姐
が
描
か
れ
、
次
に
、
こ
の
時
彼
女
自
身

　
　
が
こ
の
曲
を
唱
う
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
彼
女
自
身
を
描
く
の
に
効
果
的
で
あ
っ
た
。
作
者
は
、
彼
女
に
曲
を
歌
わ
せ
る
こ

　
　
と
に
よ
っ
て
、
彼
女
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
。

　
ハ
ナ
ン
氏
の
こ
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
曲
で
自
分
の
自
己
紹
介
を
す
る
と
は
ま
さ
し
く
戯
曲
的
表
現
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
読
者
の
頭

一58一



の
中
に
、
彼
女
の
姿
を
思
い
描
か
せ
る
の
に
効
果
的
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
な
お
、
ハ
ナ
ン
氏
は
こ
の
他
に
も
、
『
金
掘
梅
の

素
材
』
の
中
で
戯
曲
と
の
関
係
を
論
じ
、
「
『
金
章
章
』
の
作
者
は
こ
の
場
合
戯
曲
の
技
巧
を
真
似
た
か
の
よ
う
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る

が
、
こ
の
箇
所
の
効
果
の
あ
げ
方
が
、
『
漁
戸
梅
』
な
ら
で
は
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
は
さ
す
が
と
言
え
よ
う
。

3
、
唱
い
手
が
、
そ
の
場
の
登
場
人
物
に
聞
こ
え
ぬ
よ
う
に
、
読
者
（
観
客
）
に
語
り
か
け
る
。

　
第
七
十
回
、
朱
太
尉
の
宴
席
で
、
唱
い
手
が
「
正
宮
端
正
好
」
（
伝
奇
『
宝
剣
記
』
第
五
十
出
よ
り
引
用
）
を
唱
う
が
、
そ
の
内
容
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
悪
臣
を
罵
る
唱
」
で
あ
り
、
こ
の
場
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。

　
戯
曲
で
あ
れ
ば
、
役
者
が
聴
衆
に
向
い
、
自
分
の
内
心
の
思
い
や
秘
密
の
話
を
唱
っ
て
聞
か
せ
る
と
き
、
そ
れ
が
そ
の
場
に
い
る
他
の

登
場
人
物
に
聞
こ
え
な
い
こ
と
は
、
暗
黙
の
了
解
と
な
っ
て
い
る
。
『
金
満
梅
』
の
こ
の
く
だ
り
は
、
あ
た
か
も
劇
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な

約
束
ご
と
を
髪
髭
と
さ
せ
る
。

　
　
〔
個
秀
才
〕
巧
言
詞
。
取
君
主
一
時
笑
喜
。
那
裡
肯
効
忠
良
。
使
臣
国
雍
熈
。
祢
只
待
顛
倒
豪
傑
把
世
迷
。
隔
靴
空
誉
掃
。
久
症
却
行

　
　
醤
。
減
滅
了
天
理
。

　
　
詞
た
く
み
に
、
君
主
の
き
げ
ん
を
と
る
が
、
忠
義
の
心
を
み
な
ら
い
、
万
国
と
友
好
を
結
ば
せ
よ
う
な
ど
と
は
思
い
も
し
な
い
。
お

　
　
前
は
豪
傑
た
ち
を
迷
わ
せ
、
も
ど
か
し
い
思
い
を
さ
せ
る
ば
か
り
。
久
し
い
病
い
に
医
者
を
呼
ば
ず
、
あ
た
ら
天
機
を
失
わ
す
。

　
さ
ら
に
こ
の
後
も
、
秦
の
斜
高
、
屠
岸
頁
、
王
葬
、
紅
舌
と
賊
臣
の
名
を
あ
げ
、
そ
れ
に
な
ぞ
ら
え
て
堅
太
尉
ら
を
罵
る
言
葉
は
続
く
。

最
後
の
〔
尾
声
〕
で
は
、
青
史
に
悪
名
が
載
り
、
国
を
売
り
、
外
夷
と
手
を
結
ぶ
。
禍
い
が
身
に
迫
っ
た
時
に
後
悔
し
て
も
焦
す
で
に
遅

く
、
東
海
の
波
も
消
せ
ぬ
臭
み
は
万
古
流
伝
し
、
人
の
罵
り
を
受
け
る
だ
ろ
う
と
、
す
さ
ま
じ
い
罵
倒
の
言
葉
で
終
わ
っ
て
い
る
。

　
め
で
た
い
席
で
、
万
一
芸
人
が
こ
の
よ
う
な
唄
を
唱
っ
た
な
ら
ば
、
金
を
も
ら
え
ぬ
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
身
の
安
全
も
危
う
い
こ
と
で
あ

ろ
う
。
ど
う
や
ら
こ
の
唄
の
文
句
は
、
こ
の
宴
席
に
出
て
い
る
骨
太
尉
ら
の
耳
に
は
と
ど
い
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
役
者
た
ち
は
、
こ
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の
場
合
あ
き
ら
か
に
、
読
者
に
向
か
っ
て
「
こ
の
者
共
は
悪
臣
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
語
り
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
芝
居
な
ら
ば
い
ざ
知
ら
ず
、
登
場
人
物
（
講
釈
師
で
は
な
い
）
が
、
読
者
に
直
接
語
り
か
け
る
小
説
な
ど
、
考
え
ら
れ
る
だ

ろ
う
か
。
こ
の
場
合
の
異
常
さ
は
、
逆
に
言
え
ば
、
戯
曲
的
発
想
と
し
て
理
解
す
る
他
な
い
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
引
く
〔
中
宮
端
正
好
〕
は
、
伝
奇
『
宝
剣
記
』
の
第
五
十
出
に
見
え
る
曲
で
あ
る
。
こ
の
伝
奇
は
『
水
正
伝
』
中
の
林
沖
と
そ

の
妻
張
氏
の
故
事
を
も
と
に
し
て
お
り
、
第
五
十
出
は
一
乗
の
終
わ
り
の
ほ
う
に
当
た
る
。
こ
こ
で
は
林
沖
が
朝
廷
の
招
安
を
受
け
、
洪

太
尉
に
会
っ
て
礼
を
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
へ
、
心
像
父
子
が
逮
捕
さ
れ
、
護
送
さ
れ
て
く
る
。
林
沖
は
、
高
械
の
専
横
を
罵
る
こ
の
唱
を

唱
っ
た
の
ち
、
彼
ら
を
死
刑
に
し
、
死
体
を
こ
ま
切
れ
に
す
る
よ
う
に
言
い
付
け
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
面
は
一
つ
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス

で
あ
り
、
な
か
な
か
に
力
の
こ
も
っ
た
詞
と
な
っ
て
い
る
。
『
金
平
梅
』
が
一
套
ま
る
ご
と
引
用
し
て
い
る
の
も
、
こ
の
唱
へ
の
愛
着
を
示

す
も
の
と
考
え
ら
れ
、
興
味
深
い
。

4
、
小
説
と
し
て
は
相
応
し
く
な
い
「
打
課
」
（
ふ
ざ
け
）
の
数
々

　
a
、
医
者
の
「
打
繹
」
（
ふ
ざ
け
）

　
第
六
十
一
回
に
、
趙
太
田
と
い
う
医
者
が
出
て
き
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
滑
稽
な
せ
り
ふ
を
述
べ
る
が
、
こ
れ
は
戯
曲
に
お
け
る
院
本
の
挿

　
ヨ
　

演
を
思
わ
せ
る
。

　
戯
曲
に
お
い
て
、
丑
（
道
化
）
役
は
不
可
欠
で
あ
り
、
さ
ら
に
「
打
課
」
（
ふ
ざ
け
）
を
入
れ
る
こ
と
は
必
要
な
処
置
で
あ
っ
た
。
中
で

も
医
者
な
ど
の
滑
稽
な
や
り
取
り
を
含
む
院
本
（
短
い
寸
劇
）
を
挿
演
ず
る
こ
と
は
よ
く
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
『
西
廟
記
』

で
は
、
第
三
国
事
四
折
に
「
双
圖
医
の
し
ぐ
さ
を
す
る
」
と
ト
書
き
に
書
い
て
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
張
生
の
病
気
を
見
に
き
た
医
者
同
士

で
、
滑
稽
な
応
酬
が
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

『
金
盃
梅
』
で
も
、
趙
言
書
は
来
る
な
り
、
自
分
は
薮
医
者
で
あ
り
、
私
を
呼
ん
だ
ら
ろ
く
な
こ
と
は
な
い
と
、
詩
で
言
っ
て
周
囲
を
笑
わ
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せ
る
。
さ
ら
に
そ
の
あ
と
、
み
た
て
違
い
を
し
、
男
女
の
病
気
を
間
違
っ
て
言
い
、
さ
ら
に
は
飲
め
ば
死
ん
で
し
ま
い
そ
う
な
劇
薬
を
勧

め
、
「
そ
ん
な
薬
を
飲
ん
だ
ら
、
薬
に
な
ら
ず
、
人
を
殺
し
て
し
ま
い
ま
す
よ
」
と
、
も
う
一
人
の
医
者
を
あ
き
れ
さ
せ
る
。
ス
ト
ー
リ
ー

と
は
無
関
係
な
、
ば
か
ば
か
し
い
笑
い
で
あ
り
、
李
亡
児
が
死
ぬ
間
際
の
大
変
な
と
き
に
、
い
か
に
も
不
自
然
で
非
現
実
的
な
挿
話
と
言

え
よ
う
。

　
こ
れ
は
実
は
、
先
程
も
出
て
き
た
『
宝
剣
記
』
の
、
医
者
（
名
前
も
同
じ
趙
太
医
）
が
出
て
く
る
シ
ー
ン
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
使
用
し
た

も
の
で
あ
る
。
作
者
は
医
者
が
登
場
す
る
場
面
で
、
こ
の
滑
稽
な
一
場
を
挿
ま
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
小
説
と

し
て
は
何
と
も
そ
ぐ
わ
ぬ
シ
ー
ン
と
な
っ
て
い
る
。

　
b
、
首
吊
り
場
面
の
み
た
て
ち
が
い

　
第
九
十
二
回
、
西
門
大
姐
が
絡
死
す
る
場
面
で
は
、
戯
曲
と
同
様
の
滑
稽
な
み
た
て
ち
が
い
が
行
な
わ
れ
る
。

　
『
金
瓶
梅
』
で
は
、
そ
の
場
面
は
こ
う
な
っ
て
い
る
。

　
…
重
喜
児
は
窓
の
隙
間
か
ら
中
を
の
ぞ
い
て
言
い
ま
し
た
。
「
お
嬢
さ
ま
は
起
き
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
た
だ
、
部
屋
の
中
で
ぶ
ら

　
ん
こ
を
し
て
遊
ん
で
お
い
で
で
す
。
」
ま
た
言
う
に
は
、
「
あ
の
方
は
操
り
人
形
を
し
て
遊
ん
で
お
い
で
で
す
。
」
元
宵
が
し
ば
ら
く
な
が

　
め
て
言
い
ま
し
た
。
「
大
変
で
す
。
ご
主
人
さ
ま
。
お
嬢
さ
ま
は
ベ
ッ
ド
の
上
で
首
を
吊
っ
て
死
ん
で
お
ら
れ
ま
す
。
」

　
こ
れ
は
伝
奇
『
宝
剣
記
』
第
四
十
出
の
「
三
児
が
絡
死
す
る
場
面
」
の
滑
稽
な
や
り
と
り
を
そ
の
ま
ま
使
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ベ
ッ
ド

　
　
〔
浄
呼
ぶ
。
白
う
〕
花
嫁
さ
ま
は
起
き
て
、
床
の
前
で
ぶ
ら
ん
こ
を
し
て
遊
ん
で
お
い
で
で
す
。

　
　
〔
小
外
（
高
朋
）
白
う
〕
ば
か
を
い
う
な
。
も
う
一
度
呼
ん
で
み
よ
。

　
　
〔
道
化
、
し
ぐ
さ
を
す
る
〕
花
嫁
さ
ま
は
、
あ
や
つ
り
人
形
の
や
り
方
を
学
ん
で
遊
ん
で
お
ら
れ
ま
す
。

　
　
〔
小
外
白
う
〕
じ
い
や
を
呼
ん
で
も
う
一
度
見
さ
せ
よ
。

　
　
〔
末
看
る
〕
あ
、
首
を
吊
っ
て
死
ん
で
お
ら
れ
ま
す
。
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〔
小
外
怒
っ
て
倒
れ
る
。
浄
、
道
化
、
末
、
扶
け
起
こ
す
〕

　
こ
こ
で
ぶ
ら
ん
こ
遊
び
を
し
て
い
る
、
ま
た
操
り
人
形
を
し
て
い
る
、
と
い
う
言
葉
が
、
首
つ
り
を
し
て
縄
か
ら
ぶ
ら
下
が
っ
て
揺
れ

て
い
る
様
子
を
形
容
し
た
、
グ
ロ
テ
ス
ク
な
ブ
ラ
ッ
ク
・
ジ
ョ
ー
ク
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
だ
が
そ
れ
に
し
て
も
、
舞
台
な

ら
と
も
か
く
、
小
説
の
、
西
門
大
姐
が
亡
く
な
る
場
面
に
こ
の
滑
稽
な
み
た
て
ち
が
い
（
現
実
に
ぶ
ら
ん
こ
を
し
て
遊
ん
で
い
る
と
勘
違

い
す
る
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い
。
操
り
人
形
に
い
た
っ
て
は
論
外
と
言
う
ほ
か
な
い
）
は
何
と
も
ふ
ざ
け
す
ぎ
て
い
て
、
小
説
と
し
て
は

読
ん
で
い
て
興
を
そ
が
れ
る
思
い
が
す
る
。

5
、
人
々
の
会
話
を
中
心
に
ス
ト
ー
リ
ー
を
運
ん
で
ゆ
く

　
実
は
、
『
金
瓶
梅
』
の
戯
曲
的
表
現
の
な
か
で
、
一
番
重
要
な
の
は
こ
の
点
と
思
わ
れ
る
。

　
『
金
瓶
梅
』
以
前
の
小
説
は
、
講
釈
師
の
語
り
口
調
や
地
の
文
の
説
明
が
多
く
、
白
（
せ
り
ふ
）
を
中
心
に
し
た
作
品
は
な
か
っ
た
。
し

か
し
、
『
金
絶
望
』
は
あ
き
ら
か
に
、
講
釈
師
の
語
り
（
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
）
よ
り
は
、
登
場
人
物
の
会
話
を
中
心
に
ス
ト
ー
リ
ー
が
運
ば
れ

て
い
る
。
生
ま
れ
て
間
も
な
い
白
話
小
説
に
と
っ
て
、
こ
の
点
が
一
番
む
ず
か
し
い
創
作
方
法
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ま
で
は
文
言

の
小
説
が
中
心
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
『
金
享
年
』
で
は
、
ま
こ
と
に
生
き
生
き
と
し
た
、
流
れ
る
よ
う
な
お
し
ゃ
べ
り
の
洪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

水
の
中
で
物
語
が
進
ん
で
ゆ
く
。
そ
の
細
か
な
描
写
と
躍
動
す
る
会
話
の
魅
力
は
、
『
金
器
梅
』
の
魅
力
の
一
つ
と
言
っ
て
よ
い
。

　
し
か
し
、
考
え
て
み
れ
ば
、
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
頼
ら
ず
、
せ
り
ふ
の
や
り
取
り
で
ス
ト
ー
リ
ー
を
運
ん
で
ゆ
く
こ
と
こ
そ
、
も
っ
と
も

戯
曲
的
な
表
現
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

　
本
文
を
引
用
す
る
と
、
そ
れ
こ
そ
頁
数
が
何
枚
あ
っ
て
も
足
り
な
い
が
、
例
え
ば
、
第
四
十
六
回
の
元
宵
節
の
祝
い
の
日
の
西
門
家
の

様
子
、
さ
ら
に
は
第
五
十
一
回
の
、
呉
月
娘
が
醇
尼
を
呼
ん
で
金
剛
経
の
講
釈
を
し
て
も
ら
う
く
だ
り
な
ど
は
、
ほ
と
ん
ど
会
話
の
や
り

取
り
で
ス
ト
ー
リ
ー
が
進
ん
で
ゆ
く
。
そ
の
会
話
の
中
で
西
門
慶
は
、
醇
尼
の
悪
事
を
取
り
上
げ
て
こ
う
語
る
。
醇
尼
が
陳
参
政
の
お
嬢
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さ
ん
を
七
月
十
五
日
に
地
蔵
庵
へ
引
き
入
れ
、
駅
留
と
密
会
を
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
院
三
は
急
死
し
た
。
酵
尼
は
手
引
を
し
て
三
両
せ
し
め

た
が
、
事
件
が
表
沙
汰
に
な
る
と
捕
ま
っ
て
役
所
へ
つ
れ
て
こ
ら
れ
た
。
西
門
慶
は
そ
こ
で
、
着
物
を
脱
が
せ
て
豆
打
ち
二
十
に
処
し
、

嫁
入
ら
せ
て
還
俗
さ
せ
る
よ
う
に
判
決
し
た
が
、
ま
だ
還
俗
し
な
い
の
か
と
文
句
を
言
う
。
こ
の
箇
所
は
、
嘉
靖
時
代
に
出
版
さ
れ
た
話

本
集
『
清
平
山
堂
話
本
』
に
収
め
ら
れ
た
『
戒
豆
鹿
記
』
の
物
語
を
そ
の
ま
ま
使
用
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
話
は
第
三
十
四
回
で
も
使
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
、
西
門
慶
は
役
所
で
裁
い
た
事
件
と
し
て
異
質
児
に
話
し
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
、
二
人
の
会
話
の
中
だ
け
で
「
物

語
の
中
の
物
語
」
が
進
ん
で
ゆ
く
が
、
こ
の
場
面
も
、
伝
聞
は
登
場
人
物
自
ら
が
物
語
る
こ
と
が
当
然
と
い
う
、
戯
曲
的
表
現
の
一
種
と

理
解
し
得
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、
こ
の
「
物
語
の
中
の
物
語
」
は
、
さ
ほ
ど
ス
ト
ー
リ
ー
に
影
響
を
与
え
ず
に
終
わ
る
の
で
あ

る
が
。
あ
る
い
は
作
者
は
、
こ
の
物
語
に
強
い
印
象
を
受
け
、
自
作
に
、
家
庭
の
婦
人
に
取
り
入
っ
て
信
用
さ
せ
た
尼
が
姦
通
の
手
引
を

す
る
、
と
い
う
話
を
入
れ
て
み
た
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
以
上
で
明
ら
か
な
ご
と
く
、
『
開
智
梅
』
に
は
幾
つ
か
の
戯
曲
的
表
現
と
見
ら
れ
る
も
の
が
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
考
え
た
場

合
、
『
金
事
梅
』
は
、
戯
曲
創
作
に
慣
れ
親
し
ん
だ
文
人
が
、
は
じ
め
て
（
あ
る
い
は
白
話
小
説
創
作
に
あ
ま
り
慣
れ
な
い
う
ち
に
）
書
い

た
作
品
と
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
『
金
甲
梅
』
は
作
者
が
作
品
を
書
く
と
き
に
、
戯
曲
を
書
い
て
い
た
時
の
癖
が
思
わ
ず
出
て
し
ま
っ
た
　
　
い
わ

ば
戯
曲
の
し
っ
ぽ
を
残
し
た
、
「
進
化
」
の
過
程
に
あ
る
特
殊
な
作
品
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
日
の
我
々
の
目
か
ら
見

た
場
合
、
常
識
で
は
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
混
乱
し
た
表
現
が
存
在
す
る
の
も
、
そ
の
せ
い
と
思
わ
れ
る
。

　
今
日
な
お
一
部
に
根
深
く
残
る
『
金
鎚
梅
』
集
団
創
作
説
も
、
ふ
つ
う
個
人
創
作
で
あ
れ
ば
あ
り
え
な
い
よ
う
な
こ
う
い
っ
た
混
乱
が
、

そ
の
根
拠
の
一
因
と
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
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三
、
『
金
瓶
梅
』
の
構
想

　
以
上
述
べ
た
こ
と
を
ふ
ま
え
、
次
に
『
奏
覧
梅
』
に
お
け
る
作
品
全
体
の
構
想
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
『
金
瓶
梅
』
と
い
う
作
品
は
、
明
ら
か
に
西
門
慶
の
死
の
前
後
で
物
語
の
タ
ッ
チ
が
異
な
る
。

　
こ
の
、
前
後
の
タ
ッ
チ
の
差
に
つ
い
て
、
長
沢
規
矩
也
氏
は
こ
う
述
べ
る
。

　
　
こ
こ
ま
で
（
西
門
慶
の
死
ま
で
）
は
、
如
何
に
も
明
の
富
豪
の
生
活
を
あ
り
の
ま
ま
に
叙
し
て
い
る
。
こ
の
後
は
因
果
応
報
で
尽
き

　
　
る
。
（
『
東
洋
文
化
史
体
系
』
第
五
巻
、
第
六
章
、
誠
文
堂
新
光
社
、
一
九
三
八
年
）

　
つ
ま
り
、
『
金
早
梅
』
は
、
西
門
慶
の
死
ま
で
は
、
「
飲
食
男
女
（
日
常
生
活
）
」
の
珀
事
を
、
あ
き
れ
る
ほ
ど
細
か
に
、
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ

ク
に
描
い
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
の
死
後
、
作
品
の
タ
ッ
チ
は
、
に
わ
か
に
一
変
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
の
そ
の
後
の
顛
末
を
あ
わ
た
だ

し
く
語
り
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
進
展
を
追
う
ば
か
り
と
な
る
。
長
沢
氏
の
こ
の
解
説
は
、
一
言
で
こ
の
変
化
を
言
い
当
て
て
お
り
、
作
品
の

本
質
を
つ
い
て
い
る
が
、
し
か
し
こ
れ
は
一
体
何
故
で
あ
ろ
う
か
。

　
筆
者
は
か
つ
て
「
『
金
瓶
梅
』
作
者
考
」
（
『
中
国
戯
曲
小
説
の
研
究
』
一
五
六
頁
、
研
文
出
版
、
一
九
九
五
年
）
の
な
か
で
次
の
よ
う
に

述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。

　
　
西
門
慶
の
死
の
前
と
後
で
は
、
作
品
の
タ
ッ
チ
が
一
変
す
る
こ
と
は
、
読
者
の
多
く
が
気
づ
い
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
克
明
で
リ

　
　
ア
ル
な
描
写
が
、
講
釈
師
の
紋
切
り
型
に
変
化
す
る
。
…
あ
れ
ほ
ど
力
の
こ
も
っ
た
、
一
種
の
情
熱
に
満
ち
た
作
品
の
質
が
、
な
ぜ

　
　
西
門
慶
の
死
と
と
も
に
一
変
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
作
者
は
、
自
ら
の
姿
を
仮
託
し
た
西
門
慶
を
失
っ
た
後
、

　
　
作
品
へ
の
、
の
め
り
こ
む
よ
う
な
情
熱
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
筆
者
は
作
品
の
タ
ッ
チ
の
変
化
は
、
作
者
の
西
門
慶
へ
の
自
己
投
影
に
よ
る
も
の
と
考
え
る
が
、
こ
の
変
化
を
ふ
ま
え
、
『
金
瓶
梅
』
は

西
門
慶
の
死
で
終
わ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
向
き
も
あ
る
。
例
え
ば
澤
田
瑞
穂
氏
は
「
『
華
瓶
梅
』
の
研
究
と
資
料
」
（
『
中
国
の
八
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大
小
説
』
二
六
六
頁
、
平
凡
社
、
一
九
六
五
年
）
の
な
か
で
こ
う
述
べ
る
。

　
　
『
金
瓶
梅
』
の
構
想
は
、
『
水
濤
伝
』
で
知
ら
れ
た
武
松
復
讐
調
を
起
点
と
し
て
、
驕
児
西
門
慶
の
放
恣
無
学
な
物
欲
淫
欲
の
生
涯
を

　
　
描
く
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
一
夜
の
淫
欲
に
よ
る
主
人
公
の
頓
死
（
第
七
十
九
回
）
を
以
て
、
こ
の
小
説
は
実
質
的

　
　
に
は
完
結
す
る
。
そ
れ
が
腕
腕
と
百
回
ま
で
西
門
一
家
の
崩
壊
と
離
散
と
を
叙
し
て
飽
き
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。
最
初
か
ら
の
作

　
　
者
の
構
想
だ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
予
定
を
変
え
て
漫
然
と
後
を
書
き
継
い
だ
の
か
。
あ
る
い
は
中
国
長
編
小
説
に
よ
く
見
ら
れ
る

　
　
別
人
の
続
作
部
分
が
付
加
さ
れ
て
い
る
の
か
。
主
人
公
の
死
を
頂
点
に
不
等
辺
三
角
形
を
な
す
『
金
紅
梅
』
の
構
成
は
、
も
っ
と
慎

　
　
重
に
考
え
直
す
べ
き
問
題
を
含
ん
で
い
る
よ
う
だ
。

　
澤
田
氏
が
指
摘
す
る
ご
と
く
、
西
門
慶
の
死
後
を
描
く
こ
と
が
作
者
の
最
初
か
ら
の
構
想
だ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
、
確
か
に
考
え
る
べ

き
問
題
で
あ
ろ
う
。
次
に
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

1
、
作
品
の
構
成
に
つ
い
て

　
ま
ず
、
作
品
の
構
成
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
関
し
て
は
『
金
瓶
梅
』
第
一
回
に
こ
う
あ
る
。

　
　
…
ま
し
て
、
こ
の
婦
人
（
播
金
蓮
）
が
死
に
ま
す
の
は
ど
う
い
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
こ
の
女
を
貧
る
も
の
は
、
堂
々
た
る

　
　
六
尺
の
身
体
を
亡
く
し
、
こ
の
女
を
愛
す
る
も
の
は
、
天
に
も
と
ど
く
財
産
を
失
い
、
東
平
府
を
驚
か
せ
、
清
河
縣
を
騒
が
せ
る
こ

　
　
と
に
な
る
の
で
す
が
、
い
っ
た
い
誰
の
家
の
女
で
、
誰
の
妻
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　
す
な
わ
ち
、
西
門
慶
が
堂
々
た
る
六
尺
の
身
体
を
亡
く
し
、
彼
の
莫
大
な
財
産
が
失
わ
れ
る
ま
で
を
描
く
こ
と
が
、
当
初
か
ら
の
作
者

の
構
想
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
彼
の
死
後
を
描
く
こ
と
は
最
初
か
ら
、
作
品
の
構
成
に
折
り
込
み
済
み
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

2
、
作
品
を
西
門
慶
の
死
で
切
る
べ
き
か

　
『
水
晶
伝
』
を
途
中
で
切
っ
た
金
慨
嘆
の
例
を
あ
げ
る
ま
で
も
な
く
、
読
者
が
作
品
を
途
中
で
切
り
、
そ
の
途
中
ま
で
を
以
て
、
作
品
の

価
値
を
云
々
す
る
方
法
は
、
当
然
許
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
文
学
の
観
賞
と
い
う
も
の
は
、
作
者
と
読
者
が
創
る
も
の
で
あ
る
以
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上
、
西
門
慶
の
死
（
第
七
十
九
回
）
を
以
て
作
品
の
終
わ
り
と
す
る
読
み
方
も
も
ち
ろ
ん
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
で
は
『
金
紅
梅
』
の
場
合
、
作
品
を
西
門
慶
の
死
で
打
ち
切
る
こ
と
で
作
品
の
価
値
が
上
が
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
で
読
者
は
満

足
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
と
う
て
い
そ
う
と
は
思
え
な
い
。

　
溜
金
蓮
の
そ
の
後
を
は
じ
め
、
未
亡
人
呉
月
娘
、
遺
児
の
車
寄
、
孟
玉
楼
、
李
嬌
児
、
春
蝉
、
孫
雪
平
ら
、
西
門
家
の
他
の
人
々
の
ゆ

く
す
え
等
々
、
読
者
の
知
り
た
い
こ
と
は
山
積
み
で
あ
ろ
う
。
万
一
『
金
瓶
梅
』
の
第
七
十
九
回
以
降
が
失
わ
れ
て
い
た
と
し
た
な
ら
ば
、

必
ず
や
何
人
か
が
続
作
を
書
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ほ
ど
周
到
に
考
え
ら
れ
た
因
果
応
報
の
結
末
を
書
け
た
と
は
考
え

ら
れ
な
い
の
で
あ
る
が
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
こ
の
作
品
が
第
百
回
ま
で
書
か
れ
、
そ
れ
が
現
在
ま
で
残
っ
た
幸
運
に
、
我
々
は
感
謝

し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
『
金
掻
梅
』
で
、
西
門
慶
の
死
後
を
書
き
継
ぐ
こ
と
は
必
要
な
作
業
で
あ
っ
た
。
作
品
を
彼
の
死
で
打
ち
切
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　
『
金
瓶
梅
』
は
、
短
編
小
説
の
寄
せ
集
め
の
よ
う
な
『
水
雲
伝
』
と
は
、
構
想
も
構
成
も
異
な
る
。
『
水
色
伝
』
は
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
集
大

成
で
あ
り
、
い
わ
ば
積
み
木
の
寄
せ
集
め
で
あ
る
。
切
れ
ば
八
十
回
と
な
り
、
増
や
せ
ば
百
二
十
回
に
も
な
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し

か
し
、
『
金
瓶
梅
』
は
切
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
第
一
回
で
明
確
に
テ
ー
マ
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
ご
と
く
、
西
門
慶
と
溜
金
蓮
が
知
り
あ
い
、

と
も
に
身
を
滅
ぼ
し
、
さ
ら
に
は
西
門
家
の
人
も
財
産
も
散
り
散
り
に
な
る
ま
で
、
即
ち
第
百
回
ま
で
を
描
く
こ
と
が
、
作
者
の
当
初
よ

り
の
構
想
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
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四
、
戯
曲
的
表
現
よ
り
見
た
『
金
瓶
梅
』
第
百
回
の
意
味

次
に
、
以
上
述
べ
た
こ
と
を
ふ
ま
え
、
『
金
地
梅
』
第
百
回
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。



　
第
百
回
で
は
、
そ
れ
ま
で
に
死
ん
だ
登
場
人
物
の
亡
霊
が
す
べ
て
登
場
す
る
。

　
金
々
の
侵
攻
に
よ
る
戦
乱
を
逃
れ
た
呉
月
旦
の
一
行
は
、
普
静
和
尚
の
世
話
で
永
福
寺
に
泊
る
が
、
そ
の
夜
の
こ
と
。
寝
つ
か
れ
な
い

ま
ま
小
玉
が
の
ぞ
き
見
て
い
る
と
、
普
静
和
尚
の
前
を
亡
霊
た
ち
が
次
々
と
現
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
そ
れ
ま
で
に
死
ん
だ
登
場
人
物
－

周
秀
、
西
門
慶
、
陳
経
済
、
溜
金
蓮
、
武
大
、
李
瓶
児
、
花
子
虚
、
宋
恵
蓮
、
重
罪
、
張
勝
、
孫
王
蛾
、
西
門
大
姐
、
周
義
ら
で
あ
り
、

彼
ら
は
一
人
つ
つ
登
場
し
て
来
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
口
か
ら
、
生
ま
れ
変
わ
り
先
を
述
べ
て
退
場
す
る
。

　
は
し
な
く
も
、
登
場
、
退
場
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
が
、
こ
の
、
一
人
一
人
登
場
し
て
せ
り
ふ
を
述
べ
、
退
場
す
る
と
い
う
点
か
ら
み

て
も
、
こ
の
く
だ
り
は
ま
さ
し
く
「
戯
曲
的
表
現
」
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

1
、
金
関
丈
夫
「
杜
子
春
系
譜
」
に
つ
い
て

　
こ
の
、
第
百
回
の
一
種
の
奇
妙
さ
は
、
他
の
研
究
者
の
注
意
を
引
い
た
よ
う
で
、
金
関
丈
夫
氏
は
こ
の
く
だ
り
に
『
杜
氏
春
伝
』
の
影

響
が
見
え
る
と
し
て
い
る
。
（
「
杜
立
春
系
譜
　
補
遺
」
『
木
馬
と
石
牛
』
一
〇
二
頁
、
角
川
選
書
、
昭
和
五
一
年
）

　
　
…
こ
れ
ら
の
霊
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
現
わ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
解
冤
を
和
尚
に
謝
し
て
、
お
の
れ
の
転
生
の
さ
き
を
告
げ
て
い
く
。

　
　
　
す
な
わ
ち
こ
の
一
条
は
、
『
杜
氏
春
伝
』
で
は
、
そ
の
無
言
の
行
を
破
ろ
う
と
し
て
、
深
夜
、
道
士
の
周
辺
に
、
凄
絶
悲
惨
な
さ
ま

　
　
を
し
て
冤
訴
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
亡
霊
が
、
現
わ
れ
る
段
り
に
似
て
い
る
。
…
こ
の
愛
児
の
惨
死
に
お
ぼ
え
ず
一
声
を
発
し
て
幻
夢
よ

　
　
り
さ
め
る
、
と
い
う
趣
向
も
、
ま
た
烈
士
型
の
杜
氏
春
説
話
に
は
つ
き
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
最
後
に
、
宿
命
に
よ
っ
て
孝
心
児
は
出
家
し
、
こ
の
罪
深
い
西
門
家
一
族
の
客
土
を
弔
う
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
『
金
零
梅
』
百
回
の

　
　
大
団
円
と
な
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
に
、
話
の
筋
も
、
人
物
も
、
分
断
さ
れ
て
い
る
が
、
『
金
碧
梅
』
の
最
後
の
数
回
に
は
、
明
ら
か
に
『
杜
氏
春
伝
』
の
影

　
　
響
が
見
え
る
。
『
金
工
梅
』
の
作
者
は
、
こ
の
長
編
を
、
い
か
に
結
ぶ
か
に
苦
慮
し
た
あ
げ
く
、
『
杜
氏
三
編
』
の
趣
向
を
借
用
し
、
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う
ま
く
換
骨
奪
胎
し
得
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
確
か
に
、
『
金
倉
梅
』
の
作
者
が
『
杜
氏
島
伝
』
か
ら
、
何
ら
か
の
影
響
を
受
け
、
自
己
の
作
品
に
モ
チ
ー
フ
を
借
り
受
け
て
使
用
し
た

可
能
性
は
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
第
百
回
の
亡
霊
の
登
場
に
つ
い
て
は
、
単
な
る
趣
向
の
借
用
と
し
て
の
み
は
、
片
付
け
ら

れ
な
い
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
次
に
、
戯
曲
の
フ
ィ
ナ
ー
レ
と
関
連
づ
け
て
考
え
て
み
た
い
。

2
、
戯
曲
の
フ
ィ
ナ
ー
レ

　
元
雑
劇
を
は
じ
め
、
戯
曲
の
最
後
に
、
皇
帝
な
り
、
神
な
り
の
裁
き
が
下
り
、
大
団
円
と
な
る
こ
と
は
戯
曲
の
常
套
手
段
と
い
っ
て
よ

寧
特
に
・
作
品
中
登
場
人
物
の
誰
か
が
死
亡
す
る
場
合
は
最
後
に
死
者
に
対
す
る
一
種
の
鎮
魂
儀
礼
が
炉
何
な
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
・

　
元
刊
本
三
十
種
の
う
ち
、
『
骨
子
推
』
『
震
濠
州
諌
』
『
再
診
摂
政
』
の
三
作
品
に
は
最
後
に
「
茶
出
」
と
い
う
言
葉
が
有
り
、
こ
れ
は
劇

中
の
死
者
を
祭
る
行
為
を
さ
す
。
他
の
版
本
で
は
見
受
け
ら
れ
な
い
が
、
少
数
で
は
あ
れ
劇
の
最
後
に
鎮
魂
行
為
が
行
な
わ
れ
る
と
い
う

例
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
劇
中
で
魂
を
鎮
め
て
お
く
こ
と
は
、
「
た
た
り
」
を
防
ぐ
意
味
で
も
必
要
な
行
為
で

あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
当
然
、
劇
を
見
て
い
る
観
客
の
心
に
も
、
あ
る
種
の
安
堵
感
を
与
え
た
に
違
い
な
い
。

　
同
様
の
発
想
か
ら
、
『
金
瓶
梅
』
の
第
百
回
に
現
わ
れ
る
亡
霊
の
パ
レ
ー
ド
は
、
作
品
中
の
多
く
の
死
者
に
対
す
る
一
種
の
鎮
魂
儀
礼
と

考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
『
金
瓶
梅
』
中
の
多
く
の
死
者
た
ち
は
、
第
百
回
に
い
た
っ
て
よ
う
や
く
解
冤
を
得
、
一
人
一
人
が
転
生
先
を
述
べ
て
終
わ
る
。
こ
れ
は
、

こ
の
死
人
だ
ら
け
の
小
説
の
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
と
し
て
、
一
作
者
あ
る
い
は
読
者
へ
の
た
た
り
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
必
要
な

結
末
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
際
、
作
者
の
意
識
の
根
底
に
あ
っ
た
も
の
は
、
戯
曲
内
の
終
幕
に
お
け
る
死
者
へ
の
鎮
魂
儀

礼
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
ほ
ど
戯
曲
創
作
に
堪
能
な
作
者
が
、
作
品
の
最
後
に
戯
曲
流
の
団
円
、
鎮
魂
を
考
え
な
か
っ
た
は

ず
は
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
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そ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
、
こ
の
第
百
回
の
結
末
は
、
け
っ
し
て
金
関
丈
夫
氏
が
述
べ
る
よ
う
な
「
こ
の
長
編
を
い
か
に
結
ぶ
か
に
苦

慮
し
た
あ
げ
く
、
『
杜
氏
春
伝
』
の
趣
向
を
借
用
」
し
た
も
の
で
は
な
い
。
周
到
に
考
え
ら
れ
た
当
初
か
ら
の
構
想
で
あ
り
、
作
者
に
と
っ

て
は
、
ど
う
し
て
も
必
要
な
結
末
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

五
、
ま
と
め

　
『
金
瓶
梅
』
が
生
ま
れ
た
と
き
、
こ
の
作
者
は
ま
だ
、
小
説
を
書
く
と
い
う
行
為
に
慣
れ
て
い
な
い
、
い
わ
ば
未
熟
な
作
者
で
あ
っ
た
。

そ
の
こ
と
が
あ
る
種
の
混
乱
を
生
ん
だ
と
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
作
品
は
よ
り
い
っ
そ
う
理
解
し
や
す
く
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
考
え
た
場
合
、
こ
の
作
品
の
第
百
回
に
お
け
る
亡
霊
の
解
冤
転
生
に
、
戯
曲
に
よ
く
見
ら
れ
る

鎮
魂
、
団
円
の
思
想
を
見
て
取
る
こ
と
は
、
さ
し
て
不
自
然
な
こ
と
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
『
金
鎚
梅
』
は
「
戯
曲
の
し
っ
ぽ
を
残
し
た
小
説
」
と
い
う
、
小
説
の
「
進
化
」
と
「
発
展
」
を
考
え
る
上
で
、
極
め
て
興
味
深
い
作
品

例
で
あ
る
。
我
々
が
中
国
文
学
史
に
お
い
て
白
話
小
説
を
語
る
場
合
、
こ
の
作
品
は
、
研
究
の
出
発
点
と
も
い
う
べ
き
重
要
な
問
題
を
孕

ん
で
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
完
）
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注

（
1
）

（（32
））

こ
の
く
だ
り
は
荒
木
猛
著
「
金
紫
梅
の
素
材
」
（
『
長
崎
大
学
教
養
部
紀
要
』
　
人
文
科
学
編
　
第
三
十
五
巻

よ
り
引
用
し
た
。

日
下
翠
「
『
金
瓶
梅
』
と
『
宝
剣
記
』
」
（
『
中
国
戯
曲
小
説
の
研
究
』
平
文
出
版
　
一
九
九
五
年
置
）
参
照
。

田
中
謙
二
「
院
本
考
」
（
『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
二
十
集
　
昭
和
四
十
三
年
収
）
参
照

一
九
九
四
年
七
月
　
四
十
四
頁
）



（（54
））

（
6
）

日
下
翠
『
金
瓶
梅
－
天
下
第
一
の
奇
書
』
（
中
公
新
書
　
一
九
九
六
年
）
第
一
章
「
『
金
詰
梅
』
の
描
写
の
特
殊
性
」
参
照

こ
の
く
だ
り
に
つ
い
て
中
里
見
敬
氏
は
『
中
国
小
説
の
物
語
論
的
研
究
』
（
汲
古
書
院
　
一
九
九
六
年
　
四
十
八
頁
）
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

…
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
定
義
に
従
え
ば
、
従
来
の
〈
物
語
的
世
界
外
〉
の
語
り
手
に
対
し
て
、
『
金
面
梅
毒
話
』
の
こ
の
部
分
は
〈
物
語
世
界
内
〉
の

語
り
手
（
西
門
慶
）
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
一
点
だ
け
を
見
て
も
、
『
金
瓶
梅
詞
話
』
の
特
異
な
位
相
を
見
て
取
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。

中
国
劇
の
終
末
場
面
に
つ
い
て
、
田
仲
一
成
氏
は
『
中
国
祭
祀
演
劇
研
究
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
一
年
、
二
五
三
頁
）
で
次
の
よ
う
に

述
べ
る
。

…
元
明
の
戯
曲
で
、
主
人
公
が
怨
み
を
の
ん
で
死
ん
で
行
く
場
面
の
直
前
ま
た
は
直
後
に
し
ば
し
ば
天
界
の
神
霊
が
顕
現
し
て
こ
れ
を
救
う
決

意
を
述
べ
る
場
面
が
配
さ
れ
て
い
る
の
は
、
悲
劇
の
興
を
削
ぐ
演
出
で
は
あ
る
が
、
上
記
の
祭
礼
の
陰
陽
調
和
構
造
に
導
か
れ
た
予
定
調
和
的
な

プ
ロ
ッ
ト
で
あ
る
と
い
え
る
。
冤
魂
を
裁
判
の
形
で
救
済
す
る
裁
判
劇
な
る
形
も
同
じ
く
予
定
調
和
的
祭
礼
構
造
の
も
た
ら
す
必
然
的
形
態
で

あ
る
。
要
す
る
に
中
国
の
祭
礼
演
劇
が
徹
底
し
た
「
悲
劇
文
学
」
を
生
ま
ず
、
少
数
の
初
期
元
曲
を
除
き
、
常
に
調
和
的
、
妥
協
的
で
あ
る
の
は
、

発
生
母
胎
た
る
中
国
祭
礼
の
陰
陽
二
元
構
造
（
「
撰
災
祈
福
構
造
」
）
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

一70一


	1-3-21_53
	1-3-21_54
	1-3-21_55
	1-3-21_56
	1-3-21_57
	1-3-21_58
	1-3-21_59
	1-3-21_60
	1-3-21_61
	1-3-21_62
	1-3-21_63
	1-3-21_64
	1-3-21_65
	1-3-21_66
	1-3-21_67
	1-3-21_68
	1-3-21_69
	1-3-21_70

