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曹
操
の
好
白
験
と
そ
の
色
彩
の
選
択
に
つ
い
て

李

廷

植

始
め
に

一
九
五
九
年
、
中
国
で
郭
沫
若
（
一
八
九
二
l

一
九
七
八
）
が
曹
操
を
肯
定
的
に
見
る
見
方
を
提
起
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
当
時
、
郭
沫
若

（1
）
く
ま
ど
り

の
見
解
に
応
じ
て
、
戯
曲
の
中
で
は
顔
を
真
っ
白
に
塗
っ
た
悪
玉
と
し
て
登
場
す
る
の
を
常
と
す
る
曹
操
の
験
譜
を
、
う
す
い
赤
に
塗
る
よ

う
に
な
っ
た
時
期
が
あ
っ
た
。
験
譜
で
顔
を
赤
く
塗
る
の
は
、

ち
ょ
う
ど
同
じ
く
『
三
国
志
』

の
中
で
忠
義
の
象
徴
と
し
て
一
世
を
風
磨
し

た
関
羽
の
よ
う
に
、
善
玉
の
印
だ
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
激
し
い
時
代
の
流
れ
に
付
き
従
っ
て
起
き
た
一
時
的
な

現
象
に
過
ぎ
な
い
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
芸
術
と
い
う
も
の
は
そ
の
時
代
の
変
化
を
反
映
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張

す
る
人
々
に
と
っ
て
は

一
度
は
考
察
し
て
み
て
も
よ
い
問
題
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
「
武
帝
紀
」
注
に
引
く
孫
盛
の
『
異
同
雑
語
』
に
よ
る

と
、
か
つ
て
曹
操
自
身
が
人
物
評
を
得
意
と
し
た
こ
と
で
有
名
だ
っ
た
許
郁
に
、
「
私
は
い
っ
た
い
い
か
な
る
人
物
か
」
と
尋
ね
た
の
に
対
し
、

許
郁
は
最
初
沈
黙
し
て
い
た
が
強
い
ら
れ
て
、
「
あ
な
た
は
治
世
の
能
臣
、
乱
世
の
姦
雄
」
と
答
え
た
と
こ
ろ
、
曹
操
は
か
ら
か
ら
と
笑
っ
た

ー
ー
と
あ
る
。
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ま
た
、
後
漢
の
霊
帝
の
時
、
太
尉
と
な
っ
た
橋
玄
も
人
物
を
み
る
眼
が
あ
る
こ
と
で
有
名
だ
っ
た
が
、
『
世
説
新
語
』
の
「
識
監
編
」
に
は
、

そ
の
橋
玄
の
話
し
が
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

天
下
は
乱
れ
、
群
雄
は
虎
の
如
く
争
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
収
拾
で
き
る
の
は
君
を
お
い
て
あ
る
ま
い
。
し
か
し
、
君
は
ま
こ
と
に
乱
世

の
英
雄
、
治
世
の
姦
賊
だ
な
あ
。
残
念
な
が
ら
私
は
お
い
ぼ
れ
て
し
ま
っ
た
。
君
の
出
世
を
こ
の
眼
で
見
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
。タ
」
、
っ

か
子
孫
を
よ
ろ
し
く
頼
む
。

曹
操
は
そ
の
通
り
に
後
に
天
下
に
君
臨
し
た
英
傑
で
あ
っ
た
の
で
こ
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
後
人
に
よ
っ
て
創
ら
れ
、
伝
説
と
し
て
語

ら
れ
た
と
し
て
も
確
か
に
不
思
議
で
は
な
い
。
「
乱
世
の
英
雄
、
治
世
の
姦
雄
」
と
は
け
だ
し
名
言
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
考
え
て
見
れ
ば

(2
) 

こ
の
よ
う
に
形
容
さ
れ
る
曹
操
の
験
譜
が
「
白
粉
験
」
に
な
っ
た
り
、
「
紅
整
検
」
に
な
っ
た
り
す
る
の
も
全
然
理
屈
に
合
わ
な
い
こ
と
で
は

そ
う
し
な
が
ら
も
、
中
国
の
戯
曲
の
験
譜
で
は
た
ぶ
ん
ほ
と
ん
ど
と
言
っ
て
も
い
い
く
ら
い
、
操
の
顔
に
は
い
つ
も
真
っ
白
な
化
粧
が
施

(3
) 

さ
れ
て
い
る
「
好
白
験
」
で
あ
っ
た
。

-60ー

な
い
は
ず
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り

い
ま
ま
で
ず
っ
と
否
定
的
な
面
だ
け
が
強
調
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
傾
向

に
素
朴
な
疑
問
が
生
じ
た
筆
者
は
、
本
稿
で
曹
操
の
険
譜
で
あ
る
「
好
白
験
」
を
め
ぐ
っ
て
多
角
的
に
験
譜
と
色
彩
の
選
択
、そ
し
て
、

そ

の
白
色
の
意
味
と
普
遍
性
、
き
ら
に
曹
操
が
否
定
的
、
肯
定
的
な
両
面
の
人
格
の
持
ち
主
で
あ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
観
客
は
ど
う
し
て

依
然
と
し
て
白
色
の
曹
操
だ
け
が
舞
台
上
に
登
場
す
る
こ
と
に
興
味
を
持
ち
つ
づ
け
て
い
る
の
か
、と
い
っ
た
問
題
に
対
し
て
検
討
し
て
み

-p-
30 
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II 

験
譜
と
色
彩
の
選
択

中
国
の
戯
曲
は
歌
舞
劇
で
あ
る
か
ら
、
当
然
な
が
ら
歌
舞
の
要
素
を
多
く
含
む
。
こ
の
た
め
一
般
の
歌
舞
劇
と
同
じ
よ
う
に
、

式
を
通
じ
て
意
味
を
表
わ
す
こ
と
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
。
秋
文
は
「
中
国
戯
曲
の
芸
術
の
美
学
問
題
」
の
中
で

一
定
の
形

新
劇
の
芸
術
は
心
理
的
な
要
素
が
感
覚
的
な
要
素
よ
り
重
ん
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
戯
曲
で
は
感
覚
的
な
要
素
の
方
が
心
理
的
な
要
素

よ
り
重
ん
じ
ら
れ
る
。
心
理
的
な
要
素
は
内
容
を
決
定
し
、
感
覚
的
な

要
素
は
形
式
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
。

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
色
彩
は
直
接
に
視
覚
へ
訴
え
る
の
で
感
覚
的

な
要
素
に
属
し
な
が
ら

一
方
、
ひ
と
目
見
れ
ば
わ
か
る
と
い
う
長
所
が
あ

っ
た
こ
と
に
よ
り
、
昔
か
ら
自
然
に
戯
曲
芸
術
家
た
ち
の
格
別
な
注
目
を
浴

び
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
視
覚
、
つ
ま
り
色
彩
と
感
覚
の
関
係
を
端
的
に
証
明
し
て
く
れ
る
例

と
し
て
、
例
え
ば
愛
煙
家
な
ら
ば
真
っ
暗
や
み
の
中
で
煙
草
を
吸
っ
ち
と
し

て
も
、

な
ん
と
な
く
う
ま
く
な
い
と
感
じ
た
経
験
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の

理
由
は
次
の
図
が
示
す
通
り
に
視
覚
が
八
七
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
の
に
対

し
味
覚
は
わ
ず
か
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
感
覚
の
中
で
最
も

重
要
な
の
が
視
覚
、
つ
ま
り
色
彩
で
あ
る
こ
と
を
如
実
に
説
明
し
て
く
れ
る

・五感のはたらき

聴覚7%

視覚87%
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の
で
あ
る
。

戯
曲
の
中
で
色
彩
を
使
っ
て
色
々
な
役
割
を
し
、

人
物
の
造
型
に
多
く
働
く
の
は
験
譜
と
衣
装
で
あ
る
。
し
か
し
、そ
れ
ら
を
少
し
比
較

し
て
み
れ
ば
、
衣
装
が
身
分
を
表
わ
す
記
号
と
し
て
の
役
割
を
持
つ
の
に
対
し
、
験
譜
は
登
場
人
物
の
人
品
と
性
格
を
説
明
す
る
記
号
と
な

っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
験
譜
の
色
の
大
部
分
は
大
体
、人
を
ほ
め
た
り
、
け
な
し
た
り
、
ま
た
そ
れ
が
時
間
の
流
れ
に
伴
つ
で
あ
る

色
は
ほ
め
る
、
あ
る
色
は
け
な
す
、

ま
た
あ
る
色
は
別
な
意
味
を
表
わ
す
こ
と
に
な
っ
て
、
最
終
的
に
観
客
と
舞
台
と
の
聞
に
は
一
種
暗
黙

の
了
解
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
戯
曲
の
芸
術
家
と
観
客
が
色
彩
を
使
っ
て
対
話
を
す
る
一
種
の
文
化
的
な
言
語
で
あ
る
と
い
え

ょ
う
。
例
え
ば
、
曹
操
の
邪
悪
な
性
格
は
「
好
白
験
」
、
張
飛
の
率
直
で
無
鉄
砲
な
性
格
は
「
黒
験
」
と
い
う
に
中
国
人
の
色
彩
に
対
す
る
観

念
に
基
づ
い
て
表
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
文
化
的
な
言
語
を
生
み
出
す
の
は
、
や
は
り
中
国
民
族
と
地
域
を
基
礎
に
し
た
文
化
的
背
景
で
あ
る
こ
と
は
確
か

一
般
的
に
「
色
は
客
観
的
に
み
え
て
実
は
主
観
的
な
も
の
」
で
あ
り
、
好
み
の
問
題
に
も
民
族
的
理
由
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
-62-

で
あ
る
。

る
。
例
え
ば
西
洋
で
赤
い
色
の
聖
衣
を
着
た
主
教
は
、
宗
教
の
世
界
で
最
高
の
地
位
を
象
徴
す
る
が
、そ
れ
は
紅
色
が
殉
教
者
を
意
味
す
る

色
で
あ
る
か
ら
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。

一
方
、
中
国
で
は
「
紅
肢
」
が
若
い
女
性
の
代
名
詞
だ
が
、
こ
れ
は
古
代
か
ら
桃
の
花
の
色
っ
ぽ
い

「
紅
」
が
女
性
の
美
し
き
を
形
容
し
た
と
い
う
理
由
で
、
「
旦
」
の
役
は
今
で
も
そ
の
基
本
色
が
桃
の
花
の
赤
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

人
の
色
彩
観
は
一
定
の
時
代
あ
る
い
は
地
域
的
、
社
会
的
観
念
や
人
々
の
美
的
観
念
を
反
映
す
る
。
そ
し
て
、
戯
曲
芸
術
家
は
い
つ
も
人
物

と
ス
ト
ー
リ
を
表
現
す
る
の
に
適
当
な
験
譜
の
色
彩
を
探
求
し
て
来
た
。
そ
し
て
、
彼
ら
の
色
彩
の
選
択
は
結
局
、
そ
の
社
会
観
念
と
美
的

観
念
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
戯
曲
の
化
粧
が
誇
張
し
過
ぎ
て
「
非
人
（
人
に
非
ら
ず
）
」
の
程
度
ま
で
施
さ
れ
る
。
し
か
し
、

考
え
て
み
れ
ば
現
実
に
験
譜
の
よ
う
な
化
粧
を
し
た
人
聞
は
い
な
い
は
ず
だ
が
、
逆
に
、
観
客
は
「
非
人
」
の
験
譜
に
よ
っ
て
、そ
の
人
物



の
性
格
、
役
割
を
一
目
で
了
解
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
原
因
は
確
か
に
役
者
と
観
客
の
色
彩
に
対
す
る
理
解
が
相
通
ず
る
か
ら
で
あ
り
、
冒

頭
、
郭
沫
若
の
例
を
挙
げ
た
よ
う
に
、
曹
操
の
験
譜
が
「
白
色
」
に
な
っ
た
り
、
「
赤
色
」
に
な
っ
た
り
す
る
の
は
、
験
譜
の
色
が
そ
の
時
代

と
考
え
ら
れ
る
。

に
流
行
す
る
社
会
観
念
と
美
的
観
念
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
て
く
れ
る
、
も
っ
と
も
典
型
的
な
例
で
は
な
い
か

で
は
、
こ
こ
で
ア
メ
リ
カ
の
数
学
家
で
あ
る
わ
E
C
色
。
巴
君
。
。ι
ω
『
ω
ロ
ロ
。
ロ
（
5
5
1

(6
) 

）
の
大
衆
伝
達
パ
タ
ー
ン
論
を
用
い
て
曹
操
験

一
種
の
非
言
語
的
な
意
味
の
伝
達
過
程
を
も
っ
と
詳
し
く
分
析
し
て
見
ょ
う
。

そ
し
て
、
受
信
者

譜
の
色
彩
と
観
客
と
の
間
に
起
こ
る

「
信
源
」
と
「
信
宿
」
｜
こ
れ
は
「
情
報
」
の
発
信
者
と
受
信
者
で
あ
る
。つ
ま
り
、
発
信
者
は
曹
操
を
演
じ
る
役
者
、

は
芝
居
を
観
る
観
客
に
な
る
。

「
情
報
」
と
「
通
路
」
｜
「
情
報
」
は
或
る
具
体
的
な
内
容
を
渡
し
届
け
る
一
組
の
符
号
を
指
す
も
の
で
、
伝
播
の
過
程
の
中
で
「
信
源
」-63-

が
「
情
報
」
を
出
す
と
「
信
宿
」
は
こ
の
「
情
報
」
に
対
す
る
処
理
を
し
、
反
応
を
出
す
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
情
報
」
は
長
い
眉
毛
で
細

い
眼
の
真
っ
白
な
「
好
白
験
」
で
あ
る
。
ま
た
、
「
通
路
」
は
伝
播
の
時
、
通
過
す
る
あ
る
種
の
媒
体
あ
る
い
は
個
人
間
の
直
接
的
な
交
流
で

れ
は
色
彩
を
見
て
感
ず
る
視
覚
的
な
も
の
で
あ
る
。

あ
る
。
例
え
ば
、
劇
場
で
曹
操
の
験
譜
を
し
た
役
者
と
そ
れ
を
観
る
観
客
の
間
に
は
直
接
の
交
流
と
い
う
「
通
路
」
が
あ
る
わ
け
だ
し
、

「
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
」
と
「
デ
コ
ー
ド
」
｜
「
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
」
は
伝
達
し
た
い
内
容
を

渡
し
届
け
る
に
適
当
な
一
種
の
道
具
及
ぴ
予
想
し
て
い
る
受
け
取
り
人
の
言
語
、
或
い

は
イ
メ
ー
ジ
に
転
化
す
る
作
業
を
指
す
。
「
デ
コ
ー
ド
」
は
転
化
し
た
内
容
を
再
び
還
元

し
、
そ
れ
が
含
ん
で
い
る
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
を
言
う
。
そ
れ
で
化
粧
の
伝
達
に
お

そ

操曹 信源

コ

② 図 ア
イ
ン

観寄 主宿



い
て
「
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
」
は
顔
に
色
彩
を
塗
る
行
為
で
非
言
語
的
な
伝
達
に
属
す
る
し
、
「
デ
コ
ー
ド
」
は
受
信
者
の
視
覚
及
ぴ
脳
裏
の
中
に

貯
蔵
さ
れ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
の
視
覚
符
号
に
よ
る
解
釈
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
細
長
い
眉
毛
と
眼
、
そ
し
て
何
よ
り
も

(7
) 

真
っ
白
く
塗
っ
た
曹
操
の
「
好
白
験
」
は
「
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
」
、
昔
か
ら
戯
曲
で
悪
人
は
、
大
体
顔
を
白
く
塗
っ
て
登
場
す
る
習
慣
に
よ
っ
て

「
好
白
験
」
は
不
世
出
の
好
臣
の
曹
操
で
あ
る
と
解
釈
す
る
の
が
「
デ
コ
ー
ド
」
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
役
者
が
験
譜
の
色
彩
を
言
語
に
し
て
「
私
は
曹
操
で
あ
る
」
「
私
は
あ
な
た
た
ち
が
こ
の
私
を
曹
操
と
見
て
く
れ
る
の
を
期
待

し
て
い
る
」
と
話
し
掛
け
て
来
た
ら
、
観
客
は
軽
く
領
き
な
が
ら
「
な
る
ほ
ど
」
「
や
っ
ぱ
り
曹
操
だ
な
」
と
答
え
る
で
あ
ろ
う
。

Y
E
E
A
 

YE
-
A 

v--
A 

「
白
色
」
の
様
々
な
意
味

地
理
学
者
で
こ
の
地
上
を
覆
っ
て
い
る
自
然
の
色
に
つ
い
て
も
っ
と
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
の
は
、

"""' 
タ

ン
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ユ
ミ
ッ
ト
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
「
各
地
域
の
支
配
的
な
色
は
そ
の
地
域
全
体
の
印
象
を
決
定
す
る
。
そ
れ
は
気
候
の
作
用
、
土
壌
或
い
は
高
度

(8
) 

な
ど
に
も
と
づ
く
」
の
だ
か
ら
色
と
い
う
も
の
は
そ
の
民
族
に
お
い
て
は
「
い
ろ
い
ろ
な
経
験
の
表
現
と
し
て
示
さ
れ
る
。
従
っ
て
民
族
の

(9
) 

言
語
で
も
そ
れ
が
明
瞭
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
そ
の
民
族
が
特
定
な
色
に
与
え
た
呼
ぴ
名
、
即
ち
色
名
は
そ
の
色
を
人
聞
が
認
知
し
た
と
い
う
証
明
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、

そ
の
色
に
対
す
る
社
会
的
評
価
連
想
や
象
徴
な
ど

い
わ
ゆ
る
文
化
的
背
景
に
つ
い
て
様
々
な
事
実
を
物
語
っ
て
く
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
そ

の
代
表
的
な
例
が
、
虹
の
色
に
関
す
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
。
日
本
や
韓
国
で
は
七
色
｜
｜
赤
、
糧
、
黄
、
藍
、
青
、
緑
、
紫
と
す
る

が
英
語
文
化
圏
で
は
、
上
記
日
本
の
七
色
か
ら
藍
を
除
い
た
六
色
で
あ
り
、

五
色
に
分
け
る
。
そ
し
て
偶
然
、
マ
ヤ
族
の
五
色
は
、

メ
キ
シ
コ
原
住
民
で
あ
る
マ
ヤ
族
は
黒
、
白
、
赤
、
黄
、
青
の

（
叩
）

日
本
の
昔
の
色
彩
語
葉
と
同
じ
な
の
で
あ
る
。
元
来
、
五
色
の
観
念
は
中
国
か
ら
き



た
も
の
で
あ
り
、

五
色
の
雲
な
ど
と
い
う
が
、
『
萄
子
』
に
は
「
真
に
学
問
を
き
わ
め
る
と
、
目
は
、
青
、
赤
、
白
、
黄
、
黒
の
五
つ
の
美
し

い
色
彩
に
と
ら
わ
れ
な
く
な
る
」
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

ま
た

一
年
中
を
雪
や
氷
に
固
ま
れ
て
生
活
す
る
エ
ス
キ
モ
ー
人
は
、
我
々
が
「
白
い
」
と
ひ
と
言
で
表
現
し
て
し
ま
う
色
で
も
、
数
十

の
言
葉
で
表
現
す
る
と
い
う
。
他
の
民
族
に
く
ら
べ
て
、
白
と
い
う
色
の
色
彩
語
葉
が
非
常
に
豊
富
な
の
だ
。

こ
れ
は
、
多
分
エ
ス
キ
モ
ー
人
の
生
活
環
境
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
い
つ
も
雪
や
氷
と
い
う
白
一
色
の
世
界
に
住
ん
で
い
る
彼
ら
は
、

同
じ
白
で
も
様
々
に
見
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
白
は
白
磁
の
陶
器
一
つ
だ
け
を
考
え
て
も
中
国
北
宋
時
代
の
冷
た
く
厳
し
い
白
と
、
李
氏
朝
鮮
の
暖
か
い
白
と
、
鍋
島
の
や
や
青

味
が
か
っ
た
複
雑
な
白
な
ど
、
実
に
様
々
で
あ
る
。

（
日
）

先
ず
韓
国
で
も
白
は
、
中
国
の
五
行
説
の
影
響
を
受
け
て
、
古
代
か
ら
五
行
説
に
ち
な
む
青
、
朱
、
白
、
黒
、
黄
の
五
色
の
一
つ
で
あ
る

と
と
も
に
、

明
る
い
白
昼
と
太
陽
を
表
わ
す
色
で
あ
る
。
そ
の
せ
い
か
特
に
韓
民
族
は
白
を
好
み
、
白
を
文
化
的
に
は
ぐ
く
ん
で
き
た
よ
う
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で
あ
る
。
よ
ご
れ
や
す
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
農
民
は
純
白
の
野
良
着
で
働
く
。
ま
た
、
韓
国
語
で
「
白
水
」
と
は
、
清
廉
潔
白
の
意
で

あ
る
。
そ
の
一
方
、
彼
ら
は
葬
式
の
時
に
は
白
い
喪
服
を
き
る
。
す
で
に
、
古
朝
鮮
時
代
の
『
三
国
志
・
貌
誌
扶
余
伝
』
に
、
「
喪
に
服
す
る

聞
は
、
男
女
と
も
に
純
白
の
着
物
を
つ
け
る
。
」
と
あ
る
。
だ
が
白
を
弔
意
の
表
現
に
用
い
る
民
族
は
韓
民
族
に
限
ら
な
い
。

そ
の
一
方
、
妖
女
を
た
と
え
て
「
白
狐
」
と
い
う
の
は
、
や
は
り
あ
や
し
く
邪
悪
で
あ
る
と
い
う
味
も
あ
る
の
だ
。

日
本
で
も
、
人
が
死
ぬ
と
白
い
綿
帽
子
を
か
ぶ
る
地
域
が
あ
り
、
ま
た
、
北
陸
に
は
現
在
ま
で
も
白
い
喪
服
を
着
る
伝
統
が
生
き
て
い
る

ら
し
い
。
も
と
も
と
、
白
に
は
清
浄
無
垢
と
い
う
意
味
と
、
忌
み
色
の
忌
み
と
の
両
方
が
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
明
治
以
後
は
白
を
清
浄
無
垢

〉
「
し
、
黒
を
悪
や
喪
色
と
す
る
西
欧
文
化
の
伝
統
の
影
響
を
受
け
て
喪
に
黒
を
着
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
結
婚
式
の
時
、
白
を
着
る



（
ロ
）

の
は
や
は
り
西
洋
の
影
響
だ
と
多
田
道
太
郎
氏
は
指
摘
し
て
い
る
。

古
代
日
本
で
は
、
白
は
人
工
の
色
彩
が
加
わ
ら
な
い
素
の
状
態
を
指
し
た
。
こ
れ
は
た
と
え
ば
、
「
古
事
記
』
の
「
稲
羽
之
素
兎
」
や
『
日

本
書
記
』
の
敗
戦
の
賊
が
揚
げ
る
印
で
あ
る
「
素
幡
」
と
い
う
表
現
か
ら
も
あ
き
ら
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
一
言
う
「
素
」
は
無
色
、
つ
ま
り

「
白
い
色
」
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

家
狂
言
で
、
そ
の
陰
謀
を
も
っ
て
劇
を
進
行
す
る
は
し
ら
に
さ
え
な
っ
て
い
る
が
最
高
の
悪
人
は
真
っ
白
に
塗
っ
て
お
り
、

た
き敵
は
、
赤
く
塗
る
」
と
説
明
し
て
い
る

一
方
、
歌
舞
伎
の
隈
取
り
は
中
国
戯
曲
の
験
譜
に
似
て
い
る
が
、
演
劇
評
論
家
の
戸
板
康
二
氏
は
白
色
の
使
い
方
に
対
し
て
「
適
役
は
御

そ
の
部
下
の
端

（
「
歌
舞
伎
』
、
一
保
育
社
）
。
こ
の
「
白
」
は
、
曹
操
の
「
好
白
験
」
と
一
脈
相
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ

る
よ
う
だ
。

の
裏
に
、
実
は
妖
影
が
き
し
て
い
る
。
ハ
l

マ
ン
・
メ
ル
ヴ
ィ
ル
は
「
白
鯨
』
の
一
章
を
割
い
て
、
白
が
恐
怖
、
戦
保
、死
霊
、
落
塊
を
宿
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や
は
り
、
西
洋
で
も
白
は
表
面
的
に
調
査
し
て
み
る
限
り
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
連
想
は
出
て
こ
な
い
。と
こ
ろ
が
、
清
潔
、
純
粋
、
神
聖
な
白

し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
死
装
束
を
思
い
出
せ
ば
よ
い
だ
ろ
う
。

で
は
、
古
代
中
国
で
五
色
の
一
つ
で
あ
っ
た
白
色
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
先
ず
、
白
色
と
吉
凶
と
の
結
び
つ
き
に
は
お
も
し
ろ
い
例

が
あ
る
。
今
世
紀
の
初
め
頃
、
西
洋
人
が
中
国
の
風
俗
習
慣
に
つ
い
て
書
い
た
本
の
中
で
、
中
国
で
は
白
は
不
吉
な
色
で
あ
る
か
ら
、
中
国

に
於
い
て
は
西
洋
の
よ
う
に
花
嫁
が
純
白
の
ウ
ェ
デ
ィ
ン
グ
ド
レ
ス
を
着
る
よ
う
な
習
俗
は
導
入
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
予
言
を
し
て

い
る
（
大
林
太
郎
外
共
著
、
「
色
の
象
徴
と
変
容
」
、
『
色
』
、
ポ
l

ラ
文
化
研
究
所
）
。と
こ
ろ
が
こ
の
予
言
は
見
事
に
は
ず
れ
、
今
、
台
湾
と

中
国
へ
行
け
ば
、
台
北
や
上
海
と
い
っ
た
大
都
市
の
ど
こ
へ
行
っ
て
も
、

ブ
チ
ィ
ッ
ク
の
店
頭
に
白
い
ウ
ェ
デ
ィ
ン
グ
ド
レ
ス
が
飾
っ
て
あ

り
実
際
多
く
の
中
国
人
が
白
い
ド
レ
ス
で
結
婚
式
を
挙
げ
る
。
こ
れ
は
白
い
ウ
ェ
デ
ィ
ン
グ
ド
レ
ス
に
違
和
感
を
感
じ
な
い
と
い
う
証
拠
で



あ
り
、

民
族
的
な
固
有
の
色
の
観
念
と
い
っ
て
も
、
か
わ
り
う
る
と
い
う
わ
け
で
あ
ろ
う
。

確
か
に
、
古
代
中
国
で
は
、
白
は
不
吉
・
不
幸
を
、

黒
は
吉
を
象
徴
し
、
白
は
葬
儀
に
、
黒
は
祭
事
や
結
婚
な
ど
に
使
わ
れ
て
い
た
ら
し

い
。
『
詳
細
一
詰
』

の
「
郷
党
編
」
に
は

古
礼
の
服
た
る
黒
羊
の
皮
衣
と
黒
の
冠
と
い
う
礼
装
で
は
弔
い
は
し
な
い
。

と
あ
り

そ
の
疎
に

表
は
、
黒
い
羊
の
毛
皮
で
作
っ
た
革
衣
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、

黒
の
上
衣
を
ぬ
い
で
肩
を
出
し
て
（
中
略
）
素
は
凶
を
主
管
し
、
玄
く
ろ

は
吉
を
主
管
す
る
。
そ
れ
で
、
黒
羊
の
革
衣
と
黒
の
冠
で
は
弔
問
し
な
い
の
で
あ
る
。

と
記
し
て
い
る
。
「
玄
」
は
天
の
色
で
あ
り
、
天
に
従
う
が
さ
い
わ
い
に
な
る
の
で
、
黒
色
を
祭
事
に
用
い
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
「
白
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色
」
が
凶
を
主
管
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
礼
記
』の
「
檀
弓
編
」
は
、

何
の
飾
り
も
な
い
の
を
素
と
い
う
。
正
真
の
哀
痛
の
感
情
は
何
の
飾
り
も
な
い
も
の
で
あ
る
。

と
記
し
て
い
る
。

そ
れ
で
、
何
の
飾
り
も
な
い

「
白
色
」
は
、人
が
死
ぬ
と
「
生
き
て
い
る
者
は
、
哀
痛
の
心
情
を
持
つ

（
生
者
有
哀
素
之

心
）
」
気
持
ち
を
表
わ
す
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
以
外
に
も
上
の
よ
う
な
習
俗
は
、
多
分
鬼
神
に
喜
ば
れ
よ
う
と
努
め
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る

（
日
）

人
が
死
ぬ
と
そ
の
人
の
こ
と
を
「
上
西
天
」
と
い
う
が
五
方
説
に
よ
る
と
西
方
の
神
霊
も
や
は
り
白
色
で
あ
る
。
西
方

ら
し
い
。
例
え
ば
、

で
巣
く
っ
て
い
る
神
霊
白
虎
は
、
禍
害
と
死
亡
を
主
管
す
る
凶
神
で
あ
る
。
『
協
紀
方
書
』
に
は
、

白
い
虎
は

一
年
中
の
凶
神
で
、
い
つ
も
四
季
の
後
ろ
に
巣
く
っ
て
い
る
。

と
い
う
記
録
が
あ
る
。

白
色
は
後
世
に
な
っ
て
も
依
然
と
し
て
凶
事
を
主
管
し
た
け
れ
ど
も
、
祭
事
な
ど
に
は
次
第
に
赤
色
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ



は
、
お
そ
ら
く
赤
色
の
亙
術
意
義
が
関
係
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
北
京
の
周
口
店
か
ら
発
見
さ
れ
た
「
北
京
原
人
」
は
、
死
体
の
傍
に
丸
く
赤

い
鉄
横
粉
が
撒
か
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
赤
色
の
鉄
積
粉
で
死
者
の
霊
魂
を
保
護
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
礼
記
」

の
「
檀
弓
編
」
に

枢
衣
で
覆
っ
て
、
棺
は
赤
い
材
質
で

と
あ
り
、
疎
に

赤
い
布
で
枢
衣
を
し
て
棺
を
覆
っ
て
葬
儀
を
行
な
う

と
言
っ
て
い
る
と
こ
と
か
ら
、
先
秦
時
代
に
漢
族
は
す
で
に
赤
い
布
を
用
い
て
棺
を
覆
い
か
ぶ
せ
た
り
、
棺
梓
を
赤
く
す
る
習
慣
が
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
が
、
他
に
も
殿
嘘
で
出
土
し
た
棺
木
の
残
品
に
も
赤
色
を
塗
っ
た
痕
跡
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
方
法
は
美
観
の
為
で
は
な
く
、-68-

赤
に
は
魔
よ
け
を
す
る
神
秘
的
な
力
と
死
者
の
霊
魂
を
保
護
す
る
機
能
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。
赤
色
は
ま
た
死
者
だ
け

で
は
な
く
、
生
き
て
い
る
者
も
保
護
す
る
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
の
た
め
お
祝
い
や
宮
殿
・
寺
院
の
壁
に
も
赤
色
を
用
い
た
。
中
国
で
は
現
在

で
も
、
白
と
赤
が
対
立
す
る
概
念
と
し
て
考
え
ら
れ
て
お
り
、
め
で
た
い
こ
と
は
赤
で
表
わ
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
結
婚
式
を
す
る
の
を
「
塀

(M
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紅
事
」
或
い
は
「
塀
喜
事
」
と
言
い
、
そ
の
時
に
贈
る
祝
い
金
を
「
紅
包
」
と
呼
ぶ
。
ま
た
、
合
格
者
や
表
彰
物
な
ど
を
発
表
す
る
掲
示
板

は
「
紅
梼
」
で
あ
る
。
、正
月
や
誕
生
日
に
も
ち
ろ
ん
赤
を
使
う
。
こ
れ
に
対
し
、
人
が
死
ん
だ
時
に
使
わ
れ
る
色
が
白
な
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
白
と
赤
の
対
比
は
戯
曲
に
お
い
て
は
自
の
曹
操
と
赤
の
関
羽
と
し
て
生
か
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

以
下
に
白
の
色
々
な
用
法
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
昔
、
無
位
無
官
の
庶
民
を
「
白
人
」
或
い
は
「
白
丁
俗
客
」
と
い
っ
た
。
明
代
・
無
名
氏

の
戯
曲
「
彪
京
四
郡
』
第
一
折
に
は

白
丁
俗
客
の
往
来
は
な
く
、
た
だ
才
子
と
佳
賢
の
談
笑
が
あ
る
だ
け
。



と
あ
る
。
ま
た
、
青
白
い
イ
ン
テ
リ
や
世
故
に
通
じ
な
い
書
生
を
指
し
て
「
白
面
書
生
」
、
「
白
衣
秀
土
」
と
い
う
と
か
、
素
人
を
「
白
帽
子
」

あ
る
い
は
、
青
二
才
を
「
白
験
」
と
い
っ
た
。
そ
し
て
、
根
も
葉
も
な
い
奇
怪
な
こ
と
を
「
白
日
見
鬼
」
、
実
現
で
き
な
い
幻
想
を
「
白
日
夢
」

と
い
う
。
ま
た
、
「
黒
白
」
は
昼
と
夜
、
「
黒
自
分
名
」
、
「
黒
白
不
分
」
の
よ
う
に
正
と
邪
、
善
と
悪
を
意
味
す
る
。

「
詩
経
』
の
「
小
雅
・
白
駒
」
に
は
「
真
白
き
駒
、
深
き
谷
間
に
」
と
あ
り
、
こ
こ
で
の
で
「
白
駒
」
は
、
白
い
子
馬
の
意
味
で
賢
能
な
者

を
比
喰
す
る
。

つ
ま
り
、
白
駒
が
深
き
谷
間
に
い
る
と
い
う
の
は
、
賢
才
が
在
野
に
い
て
朝
廷
に
仕
え
な
い
状
態
を
指
す
。
ま
た
、
「
周
頒
・

有
客
」
の
「
ま
ろ
う
ど
ま
ろ
う
ど
よ
、

「
白
」
の
用
法
も
、

き
て
も
そ
の
白
き
馬
」
と
同
じ
く
「
周
頒
・
振
鷺
」
の
「
白
鷺
群
れ
飛
ぶ
、
西
辺
の
沢
」
に
見
え
る

ほ
ぽ
「
真
白
き
駒
」
に
通
じ
る
し
、
『
礼
記
』
の
「
檀
弓
編
」
に
も
「
殿
人
は
白
を
尊
ぴ
、
軍
に
は
白
い
馬
戦
に
乗
る
」

と
い
っ
て
い
る
。

あ
の
有
名
な
「
白
眉
」
は
、
兄
弟
ま
た
は
同
類
中
で
ひ
と
り
傑
出
し
た
も
の
を
意
味
す
る
。
「
三
国
志
」
の
「
馬
氏
の
兄
弟
は
五
人
、いず
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れ
も
才
能
が
あ
る
が
、
そ
の
中
で
白
眉
が
も
っ
と
も
よ
い
」
が
そ
の
出
典
で
あ
る
。
そ
し
て
、
否
定
的
な
意
味
を
持
つ
白
色
と
し
て
は
「
白

色
政
権
」
が
反
革
命
、
「
白
色
恐
怖
」
は
白
色
テ
ロ
、
「
白
森
々
」
は
冷
た
く
白
い
き
ま
の
意
味
を
含
ん
で
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
白
色
は
、
そ
れ
こ
そ
無
数
の
解
釈
が
可
能
で
あ
る
。
素
直
き
、
無
、
空
虚
、
冷
た
き
、
純
粋
き
、
清
ら
か
さ
、
神
聖
、
悲

し
き
、
不
安
、
死
：
：
：
な
ど
の
無
限
の
変
化
を
内
包
し
、
絶
対
矛
盾
を
ひ
そ
ま
せ
て
い
る
。

そ
う
し
な
が
ら
も
中
国
戯
曲
の
験
譜
で
は
、
赤
色
は
忠
勇
、
黒
色
は
剛
直
、
緑
色
は
強
暴
な
ど
を
表
わ
す
と
い
う
無
言
の
約
束
が
あ
っ
て
、

邪
悪
、
悪
賢
い
、
偽
り
、
陰
険
、
邪
悪
な
好
臣
、
悪
党
、
片
意
地
で
勝
手
、
卑
劣
で
狭
量
な
無
頼
の
徒
に
は
白
色
を
塗
る
。
例
え
ば
、
曹
操
、

秦
檎
、
厳
高
費
無
極
、
高
登
、
孫
権
、

司
馬
誌
、
馬
設
、
越
尚
、
伯
喜
否
な
ど
が
こ
の
系
列
に
属
し
て
い
る
。
と
は
言
っ
て
も
白
色
が
す
べ

て
悪
評
の
意
味
を
持
つ
わ
け
で
は
な
い
、
例
え
ば
、
「
十
五
貫
』
で
「
丑
」
の
婁
阿
鼠
な
ど
は
、
鼻
柱
の
部
分
を
白
く
塗
る
け
れ
ど
、
或
る
時



は
庇
す
、
し
か
し
或
る
時
は
、

た
だ
言
葉
の
ユ
ー
モ
ア
と
行
動
の
面
白
お
か
し
き
だ
け
を
表
現
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

IV 

曹
操
の
人
格
の
両
面
性

き
て
、
果
た
し
て
曹
操
が
ほ
ん
と
う
に
そ
ん
な
に
否
定
的
な
面
だ
け
を
強
調
さ
れ
る
べ
き
人
物
（
悪
玉
）

で
あ
る
の
か
、

そ
う
で
な
け
れ

ば
ど
の
よ
う
な
肯
定
的
な
面
を
持
っ
て
い
る
の
か
、

そ
の
両
面
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

中
国
歴
代
の
有
名
な
人
物
の
中
で
「
文
武
双
全
」
と
い
う
言
葉
が
最
も
ふ
さ
わ
し
い
の
が
曹
操
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。正史
『
三
国

志
』
の
著
者
陳
寿
の
表
現
を
借
り
れ
ば
「
非
常
の
人
、
超
世
の
傑
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
曹
操
は
若
い
頃
、
か
な
り
自
由
奔
放
な
生
活

わ
か
く

を
送
っ
て
い
た
と
言
う
。
「
武
帝
紀
」
に
は
、
「
太
祖
（
曹
操
）
少
し
て
機
警
、
権
数
、
し
か
れ
ど
も
任
侠
放
蕩
、
行
業
を
治
め
ず
」
と
あ
る
。

「
任
侠
放
蕩
」
、つ
ま
り
、
無
頼
の
徒
の
よ
う
な
行
動
を
し
て
い
た
ら
し
い
。
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こ
こ
で
、
興
味
深
い
の
は
、
曹
操
が
無
頼
放
持
な
生
活
の
中
で
、
武
芸
と
学
問
を
立
派
に
身
に
つ
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

武
芸
は
群
を
抜
き
、
彼
を
傷
つ
け
ら
れ
る
者
は
い
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
、
彼
は
群
書
を
博
覧
し
、
特
に
兵
法
を
好
み
、
後
に
諸
家

の
兵
法
を
集
め
て
、
『
接
要
』
と
い
う
一
書
を
撰
し
た
が
、
孫
武
の
兵
法
に
注
釈
を
施
し
た
書
十
三
篇
を
著
し
て
お
り
、そ
の
一
部
は
今
日
に

伝
え
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
二
十
歳
余
り
で
議
郎
（
官
名
）
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
か
ら
も
彼
の
学
識
が
な
み
な
み
な
ら
ぬ
も
の

で
あ
り
、
若
く
し
て
世
に
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
更
に
彼
は
建
安
（
紀
一
九
六
｜
二
二O
）
の
詩
壇
を
代
表
す
る
大
詩
人
で
あ

作
品
の
中
で
も
っ
と
も
有
名
な
の
は
「
短
歌
行
」
で
あ
り
『
演
義
』

り
、
同
時
に
書
家
と
し
て
も
有
名
で
あ
っ
た
。
ま
た
音
楽
も
囲
碁
も
、
当
時
の
名
人
上
手
に
比
べ
て
ひ
け
を
と
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
彼
の

ふ
つ
な

の
第
四
十
八
回
に
は
「
長
江
に
宴
し
て
曹
操
詩
を
賦
し
、
戦
船
を
鎖
い

そ
の
席
上
、
自
分
は
こ
の
梨
（
武
器
の
一
つ
）

で
北
軍
、
武
を
用
う
」
と
あ
る
。
赤
壁
の
戦
い
を
前
に
曹
操
が
諸
将
を
集
め
て
宴
会
を
し
、



を
持
っ
て
戦
っ
て
来
た
が
、
今
日
は
梨
を
横
た
え
て
詩
を
賦
そ
う
、
と
言
っ
て
「
短
歌
行
」
な
る
詩
を
詠
ん
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

」
う
し
た
曹
操
の
面
白
を
宋
の
詩
人
蘇
拭
は

月
明
か
に
星
稀
に
、
烏
鵠
南
に
飛
ぶ
と
は
、
此
れ
曹
孟
徳
の
詩
に
非
ず
や
。
（
中
略
）
契
を
横
た
え
て
詩
を
賦
せ
る
の
は
、
固
よ
り
一
世

の
雄
な
り
、
し
こ
う
し
て
今
、
い
ず
く
に
か
在
る
や
（
「
前
赤
壁
賦
」
）

と
評
し
て
い
る
。

ま
た
魯
迅
は
、
曹
操
の
文
学
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
。

曹
操
は
通
説
を
力
説
し
た
。
通
説
と
は
、
勝
手
気
ま
ま
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
提
唱
が
文
壇
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
、
言
い
た
い
こ
と
を

そ
の
ま
ま
言
う
文
章
が
多
量
に
生
み
出
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
思
想
が
通
説
に
な
り
、
頑
固
が
と
り
の
ぞ
か
れ
た
お
か
げ
で
、
異
端
と

外
来
の
思
想
を
十
分
に
う
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
、
そ
こ
で
、
孔
子
教
以
外
の
思
想
が
続
々
と
吸
収
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
彼
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た
い
へ
ん
胆
の
大
き
な
人
だ
っ
た
が
文
章
は
通
説
か
ら
力
を
得
て
い
る
点
が
少
な
く
な
い
。
文
章
を
書
く
と
き
に
も
気
が
ね
を
し
な
い

で
書
き
た
い
こ
と
を
そ
の
ま
ま
書
い
て
い
る

（
「
貌
晋
の
気
風
及
び
文
章
と
酒
と
薬
と
の
関
係
に
つ
い
て
」

魯
迅
は
こ
こ
で
、
曹
操
の
文
人
と
し
て
の
清
新
自
由
な
気
質
が
、
政
治
家
及
び
戦
略
家
と
し
て
発
揮
し
た
彼
の
積
極
的
な
政
策
に
一
脈
相

通
じ
る
も
の
で
あ
る
点
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

曹
操
は
後
漢
末
期
、
貌
公
・
貌
王
と
し
て
中
原
で
実
権
を
握
っ
て
か
ら
、

ぎ
よ
う

そ
の
都
鄭
（
河
南
省
）

に
天
下
の
優
れ
た
文
人
、
詩
人
を
集
め

た
。
ま
た
彼
の
二
人
の
息
子
、
至
、
植
も
共
に
一
時
代
を
代
表
す
る
文
学
的
才
能
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
の
で
、
曹
操
の
周
囲
に
は
中
国
文
学

史
上
稀
に
み
る
華
や
か
な
文
学
集
団
が
形
成
さ
れ
た
。
こ
の
建
安
詩
壇
は
、
や
が
て
到
来
す
る
六
朝
時
代
の
文
学
を
特
徴
づ
け
る
、
貴
族
を

中
心
と
す
る
文
学
集
団
の
き
き
が
け
を
成
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。



曹
操
は
こ
の
よ
う
に
、
文
武
を
兼
ね
備
え
た
異
能
の
人
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
悪
玉
と
し
て
の
彼
の
凄
ま
じ
き
が
遺
憾
な
く

発
揮
さ
れ
た
代
表
的
な
例
が
あ
の
有
名
な
「
呂
氏
一
家
殺
害
事
件
」
で
あ
る
。
こ
の
一
件
は
、
曹
操
を
稀
代
の
悪
玉
、
不
具
戴
天
の
仇
役
に

仕
立
て
上
げ
よ
う
と
す
る
通
俗
小
説
や
芝
居
の
作
家
ら
に
と
っ
て
、
ま
こ
と
に
う
っ
て
つ
け
の
材
料
を
提
供
し
た
の
で
あ
っ
た
。
曹
操
が
董

車
の
暗
殺
に
失
敗
し
て
人
目
を
避
け
て
逃
げ
た
時
、

こ
で
こ
の
一
家
を
み
な
殺
し
に
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
き
て
、

父
の
友
人
で
あ
る
呂
伯
脊
と
い
う
者
の
家
に
立
ち
寄
っ
た
。
記
録
に
よ
れ
ば
、
彼
は
こ

（
日
）

そ
の
い
き
さ
つ
は

一
、
『
貌
書
』
の
記
録
。
操
が
呂
家
に
立
ち
寄
っ
た
と
こ
ろ
主
人
の
伯
奪
は
不
在
で
、

そ
の
子
と
居
侯
ら
が
操
を
脅
し
て
馬
や
荷
物
を
強
奪

し
よ
う
と
し
た
。
そ
こ
で
や
む
を
得
ず
家
族
ら
数
人
を
斬
り
殺
し
た
と
す
る
説
。

一
一
、
『
世
説
』
の
記
録
。
操
が
呂
家
に
立
ち
寄
っ
た
時
伯
奪
は
留
守
で
、
五
人
の
子
供
が
操
を
丁
重
に
も
て
な
し
た
。
し
か
し
、
曹
操
は
董
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車
の
命
を
拒
否
し
た
う
し
ろ
め
た
き
か
ら
、
彼
ら
に
謀
殺
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
心
を
生
じ
、
夜
半
に
八
人
を
斬
殺
し
て
逃
げ
た
と
す

る
説
。

三
、
孫
盛
の
『
雑
語
」
の
記
録
。
巴
家
の
台
所
か
ら
聞
こ
え
て
来
た
食
器
の
音
を
、
武
器
の
音
と
勘
ち
が
い
し
た
曹
操
が
、
家
族
を
み
な

殺
し
に
し
た
。
あ
と
で
誤
解
だ
っ
た
と
気
づ
く
と
、
彼
は
一
瞬
顔
面
蒼
白
と
な
っ
た
が
、
「
た
と
え
人
を
裏
切
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
人
に
裏

切
ら
れ
で
は
な
ら
ぬ
の
だ
」
と
言
い
放
っ
た
と
す
る
説
。

以
上
の
三
種
の
逸
話
の
う
ち
、
『
演
義
』
は
第
一
項
の
説
を
無
視
し
て
第
二
、
三
項
を
取
り
上
げ
、

（
日
）

像
を
造
り
げ
よ
う
と
し
た
の
だ
が
、
こ
れ
に
対
し
立
問
祥
介
氏
は
「
こ
の
よ
う
に
陰
（
マ
イ
ナ
ス
）
の
面
を
描
く
こ
と
で
、

い
つ
も
「
白
色
」
を
塗
る
曹
操
の
悪
玉

か
え
っ
て
曹
操

の
人
間
性
が
立
体
的
に
描
き
だ
き
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
怪
我
の
功
名
」
と
い
う
興
味
深
い
考
察
を
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
話
は
、
京
劇

「
捉
放
曹
」
に
も
仕
組
ま
れ
、
残
虐
非
道
な
る
曹
操
像
は
い
や
が
う
え
に
も
民
衆
の
脳
裏
に
焼
き
付
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。



ま
た
、

『
曹
蹴
伝
』
に
は
曹
操
の
戦
陣
に
お
け
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
記
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
時
、
陣
中
の
糧
食
が
不
足
し
て
苦
し
ん
だ
時
、
苗
日

操
は
そ
っ
と
係
の
者
に
「
ど
う
し
た
も
の
だ
ろ
う
」
と
尋
ね
た
。
そ
の
者
は
「
小
さ
な
ま
す
目
で
計
っ
て
、
足
り
る
よ
う
に
す
れ
ば
よ
ろ
し

ゅ
う
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
」
と
答
え
、
曹
操
は
そ
の
通
り
に
し
た
。
と
こ
ろ
が
軍
中
に
曹
操
は
小
き
い
ま
す
目
を
使
っ
て
人
々
を
ご
ま
か
し
て

い
る
と
い
う
声
が
上
が
っ
た
の
を
聞
く
と
、
例
の
糧
食
係
を
呼
ぴ
「
こ
こ
の
と
こ
ろ
は
お
ま
え
に
死
ん
で
も
ら
っ
て
人
々
の
不
満
を
し
ず
め

ょ
う
と
思
う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
事
態
は
解
消
し
な
い
」
と
い
っ
て
斬
っ
て
し
ま
っ
た
。

斬
ら
れ
た
側
か
ら
い
え
ば
、
主
人
の
危
機
を
救
う
た
め
に
あ
え
て
斬
ら
れ
た
と
い
う
理
屈
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
が
、や
は
り
手
の
ひ
ら

を
返
す
よ
う
な
曹
操
の
態
度
に
は
や
り
き
れ
ぬ
も
の
が
あ
る
。
「
曹
繭
伝
」の
筆
者
は
こ
の
話
を
し
め
く
く
っ
て
、
「
残
酷
で
か
け
ひ
き
の
巧

み
な
こ
と
、
万
事
に
こ
の
調
子
だ
」
と
決
め
つ
け
て
い
る
。

ま
た
、
あ
る
戦
い
で
飲
み
水
が
な
く
な
っ
た
。
近
く
に
は
川
も
見
当
た
ら
な
い
。
兵
士
た
ち
は
の
ど
が
か
わ
い
て
た
ま
ら
な
く
な
っ
た
。
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曹
操
は
ど
な
っ
た
。
「
向
こ
う
に
大
き
な
梅
林
が
あ
る
。
甘
酸
っ
ぱ
い
実
が
ど
っ
さ
り
な
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
を
食
べ
れ
ば
渇
き
を
い
や
せ

る
ぞ
」
、
そ
れ
を
聞
い
た
と
た
ん
兵
士
た
ち
の
口
の
中
に
は
唾
が
溢
れ
出
て
、
部
隊
は
な
ん
と
か
前
方
の
水
源
に
ま
で
辿
り
着
く
こ
と
が
で
き

た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
「
青
梅
止
渇
」
の
話
は
『
世
説
新
語
』

か
き
つ

の
「
仮
請
篇
」
（
「
仮
議
」
と
は
、
人
を
崩
し
た
り
ぺ
て
ん
に
か
け
る
意
）に見
え
て
い
る
か

ら
、
『
世
説
新
語
』
の
著
者
も
ま
た
、
曹
操
の
他
人
を
編
す
こ
と
が
巧
み
で
ず
る
か
し
こ
か
っ
た
、と
い
う
特
徴
に
ピ
ン
ト
を
合
わ
せ
て
記
述

し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
だ
。

以
上
の
よ
う
な
話
を
根
拠
に
し
た
曹
操
の
悪
玉
説
に
対
す
る
総
合
評
価
は
、
竹
田
晃
氏
の
鋭
い
見
解
が
最
も
相
応
し
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、

そ
れ
を
引
用
し
て
以
上
の
結
論
に
し
た
い
。



こ
れ
ら
を
、

た
だ
、
残
酷
だ
、
ず
る
か
し
こ
い
、

と
か
た
づ
け
て
し
ま
っ
て
は
い
か
に
も
身
も
蓋
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
大
事
の
た

め
に
は
、
た
と
え
、
貴
重
な
人
命
を
犠
牲
に
し
て
は
ば
か
ら
な
い
人
の
信
頼
を
裏
切
っ
も
や
む
を
え
な
い
と
す
る
冷
静
、

い
や
冷
酷
な

ま
で
の
決
断
力
、
法
に
対
す
る
厳
正
な
態
度

一
軍
の
将
と
し
て
の
抜
群
の
統
率
力
、
さ
ら
に
そ
の
裏
に
う
か
が
わ
れ
る
縦
横
の
機
転
、

そ
し
て
大
衆
の
心
を
つ
か
む
巧
み
な
ジ
ェ
ス
チ
ュ
ア

（
中
略
）
い
ず
れ
を
と
っ
て
も
ま
こ
と
に
乱
世
の
姦
雄
の
名
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す

る
操
な
ら
で
は
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。

v 
お
わ
り
に

以
上
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
曹
操
は
極
め
て
相
違
し
た
両
面
性
の
人
格
を
持
つ
異
能
の
才
人
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
戯
曲
で
は
な
ぜ
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そ
の
否
定
的
な
面
だ
け
が
強
調
さ
れ
、
ま
た
、
観
客
ら
は
な
ぜ
「
白
色
」
の
曹
操
だ
け
を
好
む
の
か
、
筆
者
な
り
に
そ
の
理
由
を
考
え
て
み

芦
－
、

4
O

J
ム
i
v先

ず
、
そ
れ
は
「
三
国
志
」
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
小
説
と
芝
居
の
中
で
い
つ
も
忠
義
の
象
徴
で
あ
る
「
赤
色
」
の
関
羽
と
「
白
色
」
で
悪

玉
の
化
身
で
あ
る
曹
操
の
対
立
的
な
位
置
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
例
と
し
て
、
小
説
『
三
国
志
演
義
』

で
は
、
関
羽
の
人
柄
と
武
通
に
ほ
れ
こ
ん
だ
曹
操
が
、

な
ん
と
か
し
て
関
羽
を
自
分
の
も
と
に
置
き
た
い
と
考
え
、
初
め
関
羽
が
劉
備
の
妻

子
と
共
に
捕
ま
え
ら
れ
許
昌
の
曹
操
の
も
と
に
送
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
時
、
曹
操
は
途
中
で
宿
を
と
る
際
わ
ざ
と
関
羽
と
劉
備
妻
子
に
一

部
屋
し
か
与
え
な
い
よ
う
に
命
令
し
た
。
関
羽
が
劉
備
の
妻
と
一
つ
の
部
屋
で
夜
を
共
に
さ
せ
て
不
義
の
噂
を
立
て
、
関
羽
が
二
度
と
劉
備

の
も
と
に
帰
る
こ
と
の
で
き
な
い
よ
う
に
し
て
や
ろ
う
と
た
く
ら
ん
だ
の
で
あ
る
。
し
か
し
関
羽
は
一
晩
中
部
屋
の
外
に
立
ち
、一
睡
も
せ

ず
に
見
張
り
の
役
を
努
め
続
け
た
た
め
、
曹
操
の
女
交
滑
な
思
惑
は
み
ご
と
に
は
ず
き
れ
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
、
後
に
関
羽
が
蒙
紹
の
陣
中



に
い
る
劉
備
の
も
と
へ
脱
出
し
た
時
、
側
近
の
部
将
ら
が
そ
れ
を
追
お
う
と
す
る
の
を
抑
え
、
「
追
う
な
。
あ
い
つ
は
あ
い
つ
で
主
人
の
た
め

雄
知
英
雄
」
と
い
う
べ
き
で
、

に
つ
く
そ
う
と
し
て
い
る
の
だ
」
と
言
い
な
が
ら
心
密
か
に
そ
の
志
を
た
た
え
道
義
を
成
就
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
行
動
は
ま
さ
に
「
英

（
口
）

こ
の
よ
う
に
絡
み
合
う
二
人
の
対
立
関
係
は
永
遠
の
ラ
イ
バ
ル
の
関
係
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
観
客
の
興
味
を

引
き
つ
け
る
の
で
あ
る
。

次
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
色
と
配
色
に
対
す
る
習
慣
的
な
観
念
で
あ
る
。
戯
曲
舞
台
で
「
赤
色
」
は
お
祝
い
、
忠
誠
、
勇
敢
を
、
「
白
色
」

は
好
邪
、
死
亡
な
ど
を
表
わ
す
の
は
、
広
範
な
大
衆
が
長
い
間
見
慣
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
定
ま
っ
た
色
彩
に
対
す
る
伝
統
的
な
習
慣
か
ら
可

能
な
の
で
あ
る
。
も
し
、
白
色
が
凶
を
主
管
す
る
と
い
う
習
慣
的
な
観
念
が
無
か
っ
た
な
ら
ば
、
曹
操
の
顔
に
「
白
色
」
を
塗
っ
て
も
何
ら

説
得
力
を
持
た
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
我
々
の
体
験
と
し
て
見
慣
れ
た
色
の
配
列
、
馴
染
み
の
あ
る
配
色
に
は
、
一
般
に
不
快
感
を
持
た
な
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い
。
例
え
ば
、
験
譜
の
中
で
い
わ
ゆ
る
「
桃
園
型
」
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
曹
操
、
関
羽
、
張
飛
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
そ
の

配
色
が
、
白
（
曹
操
）
と
赤
（
関
羽
）

の
彩
度
対
比
、
そ
れ
ぞ
れ
白
（
曹
操
）
と
黒
（
張
飛
）
の
明
度
対
比
と
い
う
伝
統
的
な
配
色
美
の
最

上
の
規
範
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
な
じ
み
の
原
理
に
基
づ
く
配
色
に
、
絶
対
的
な
普
遍
性
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
中
国
の
風
土
や
文
化
に

よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
独
特
な
色
彩
の
習
慣
が
、
戯
曲
舞
台
の
色
彩
言
語
に
個
性
溢
れ
る
機
能
を
与
え
た
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

T
A
T
 （
吋Z
B
m
凶
昨
日
。
〉
旬
開
拓
円
の
ゆ
匂
巴
。
ロ
叶

0
2

絵
画
統
覚
検
査
）
と
い
う
面
白
い
心
理
テ
ス
ト
は
、
人
物
の
登
場
す
る
絵
を
見
せ
な
が
ら

物
語
り
を
作
ら
せ
る
。
最
後
の
一
枚
は
全
く
の
白
紙
で
あ
る
が
、
や
は
り
そ
れ
を
見
て
一
編
の
物
語
り
を
作
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
人
は

そ
う
し
た
場
合
、
自
分
の
心
の
奥
底
に
潜
ん
で
い
る
欲
望
と
葛
藤
を
絵
や
白
紙
に
投
影
し
て
み
る
。
そ
の
投
影
さ
れ
た
心
を
読
み
取
り
解
釈

し
よ
う
と
い
う
の
が
こ
の
テ
ス
ト
の
目
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
る
で
、
舞
台
の
上
か
ら
曹
操
が
我
々
観
客
に
与
え
る
と
こ
ろ
の
「
白
紙
」
に

わ
れ
わ
れ
自
分
の
心
に
宿
っ
て
い
る
欲
望
や
期
待
を
用
い
て
彩
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
の
世
の
中
の
観
客
も
普
通
の
人
間
と



し
て
、
悪
く
て
強
い
曹
操
を
憎
み
な
が
ら
も
、
自
分
の
潜
在
意
識
に
潜
ん
で
い
る
表
現
し
え
ぬ
欲
望
を
実
現
す
る
た
め
に
、
文
武
を
兼
備
し

た
異
能
の
才
人
で
あ
る
「
白
色
」
の
操
が
好
き
だ
と
い
う
矛
盾
を
含
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
。

の
裏
に
隠
れ
て
い
る
、
決
し
て
平
凡
で
は
な
い
意
味
を
読
み
取
る
の
が
好
き
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

単
純
で
真
っ
白
な
「
好
白
験
」

本
稿
に
於
い
て
「
戯
曲
」
と
い
う
言
葉
は
京
劇
を
始
め
、
西
安
の
秦
腔
、
上
海
の
越
劇
、
南
京
の
昆
劇
、
広
東
の
奥
劇
な
ど
で
、
い
わ
ゆ
る

伝
統
演
劇
と
し
て
中
国
の
各
地
方
で
上
演
さ
れ
て
い
る
、
古
典
劇
を
指
す
総
称
の
意
味
で
あ
る
。

「
白
整
験
」
以
外
に
も
曹
操
の
験
譜
を
指
す
言
葉
に
「
大
白
験
」
、
「
好
白
験
」
、
「
白
整
験
」
、
「
笑
万
験
」
な
ど
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
中
国
の

但
諺
「
満
面
春
風
裏
万
」
、
「
不
伯
曹
操
暴
、
就
伯
曹
操
笑
」
、
ま
た
、
現
在
で
も
蘇
州
人
が
喧
嘩
を
始
る
る
と
し
ば
し
ば
口
に
出
す
「
係
弗
要

凶
、
係
弗
要
狼
、
僚
経
不
住
人
家
一
笑
」
、
ま
た
、
「
皮
笑
肉
不
笑
、
殺
人
不
見
血
」
と
「
両
面
三
万
」
と
い
う
言
葉
の
通
り
に
、
曹
操
の
鼻

の
両
側
に
常
に
三
つ
の
刀
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
筆
者
は
「
笑
万
験
」
が
操
の
イ
メ
一
ジ
を
表
わ
す
の
に
も
っ
と
も
似
合
う
の
で
は

な
い
か
と
思
う
。

そ
の
例
外
で
あ
る
「
文
姫
入
塞
」
で
は
「
老
生
」
の
役
だ
か
ら
「
好
白
験
」
の
化
粧
を
施
き
な
い
。
ま
た
、
「
編
橋
挑
袖
」
、
「
関
雲
長
義
勇
辞

金
」
、
「
中
郎
女
」
な
ど
も
同
様
で
あ
る
。

『
文
芸
論
叢
』
第
一
二
集
、
上
海
文
芸
出
版
社
、
一
九
八
一
年

別
技
篤
彦
『
服
装
の
地
理
』
、
玉
川
大
学
出
版
部
、
一
九
七
五
年

徐
家
華
「
生
活
的
面
具
」
（
『
戯
劇
芸
術
』
、
一
九
九
四
年
）

斎
如
山
氏
の
『
国
劇
芸
術
葉
考
』
を
見
る
と
そ
の
例
と
し
て
曹
操
以
外
に
も
李
自
成
、
張
戯
忠
、
陳
友
諒
、
安
殿
保
、
田
承
嗣
、
楊
阜
な
ど

を
挙
げ
て
い
る
。

ベ
ー
タ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
「
哲
学
的
地
理
学
』
、

山
口
昌
男
『
黒
の
人
類
学
』
、
一
九
六
八
年

、
王

(1 
2 3 

(4
) 

(5
) 

(6
) 

(7
) 9 8 

一
九
六
八
年

つ
ま
り
、
我
々
平
凡
な
観
客
は
、
曹
操
の

-76-



（
叩
）
村
山
貞
也
氏
は
『
人
は
な
ぜ
色
に
こ
だ
わ
る
か
」
で
そ
の
根
拠
と
し
て
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る

『
竹
取
物
語
』
で
か
ぐ
や
姫
が
、
求
婚
し
て
き
た
五
人
の
貴
公
子
の
一
人
、
大
伴
大
納
に
出
し
た
要
求
は
「
竜
の
首
に
五
色
の
光
る
玉
あ

り
。
そ
れ
を
取
り
て
賜
え
」
で
あ
っ
た
。

東
洋
の
儒
教
文
化
圏
で
あ
り
な
が
ら
、
同
じ
く
漢
字
と
箸
を
使
っ
て
い
る
上
に
五
色
の
観
念
の
影
響
を
受
け
て
き
た
韓
国
と
日
本
の
白
に
対

す
る
伝
統
的
な
観
念
及
び
曹
操
の
真
っ
白
な
顔
を
見
た
時
浮
か
べ
ら
れ
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
い
っ
た
い
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
ま
た
、

そ
の
類
似
点
と
相
違
点
に
も
好
奇
心
を
感
じ
た
の
で
少
し
調
べ
て
見
た
。

塚
田
敢
「
色
彩
の
美
学
』
、
紀
国
屋
書
店
、
一
九
七
六
年

五
方
の
神
霊
は
、
各
々
「
東
は
蒼
竜
、
南
は
朱
鳥
、
中
は
黄
竜
、
西
は
白
虎
、
北
は
玄
武
」
で
あ
る
。

そ
れ
に
反
し
て
、
葬
儀
、
追
悼
会
、
年
忌
な
ど
を
営
む
こ
と
を
「
塀
白
事
」
と
い
う
。

竹
田
晃
『
三
国
志
の
英
傑
』
、
講
談
社
、
一
九
九
O
年

そ
の
代
表
的
な
例
と
し
て
、
呉
の
人
が
敵
国
で
あ
る
貌
の
曹
操
の
こ
と
を
悪
く
言
お
う
と
し
て
書
い
た
「
曹
踊
伝
』
を
挙
げ
れ
る
。

も
と
も
と
、
英
語
の
同
守
色
の
語
源
が
同
2
2

で
、
一
流
れ
の
水
源
の
両
岸
に
住
ん
で
お
互
い
に
川
を
共
有
し
な
が
ら
競
争
し
合
う
関
係
に

置
い
て
あ
る
人
を
指
す
の
を
思
い
出
せ
ば
、
も
っ
と
理
解
し
易
い
。
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11 （
ロ
）

（
日
）

(H
) 

（
日
）

（
日
）

（
口
）


