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か
を
確
認
し
て
き
た
。
次
に
、
第
二
章
の
古
代
日
本
語
に
お
け
る
「
ア
ヲ
」
で
は
、

辞
典
の
解
説
部
分
に
あ
っ
た
古
代
日
本
語
に
お
け
る
「
ア
ヲ
」
に
つ
い
て
、
佐
竹
昭

広
氏
の
説
を
中
心
に
、
ま
た
、
そ
れ
に
関
連
し
て
、「
お
」
と
「
を
」
の
合
流
に
つ

い
て
考
え
て
き
た
。
最
後
に
、
第
三
章
で
は
現
代
日
本
語
の
「
青
」
に
つ
い
て
、
現

代
日
本
語
の
「
青
」
の
特
徴
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
。

　「
青
」
の
漢
字
の
成
り
立
ち
や
、「
蒼
」「
碧
」
な
ど
「
青
」
以
外
に
も
「
あ
お
」

を
表
わ
す
漢
字
が
あ
る
こ
と
、
漢
字
の
発
祥
の
地
で
あ
る
中
国
で
の
こ
れ
ら
の
漢
字

の
使
い
分
け
、
五
行
説
で
の
「
青
」、「
緑
」
の
語
源
、
小
論
の
冒
頭
に
挙
げ
た
色
名

で
は
な
い
「
青
」
に
つ
い
て
な
ど
、
関
連
す
る
諸
問
題
に
今
回
は
あ
ま
り
触
れ
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
。
日
本
語
の
「
青
」
と
関
わ
り
深
い
こ
れ
ら
の
不
明
瞭
な
点
を

今
後
の
課
題
と
し
、
小
論
を
締
め
く
く
る
こ
と
と
す
る
。

引
用
文
献

1  

『
広
辞
苑

　
第
六
版
』
新
村
出

　
岩
波
書
店

　2008

年
　
よ
り
引
用

2  

『
日
本
国
語
大
辞
典

　
第
二
版

　
第
一
巻
』
小
学
館

　2000

年
　
よ
り
引
用

3  

『
芥
川
龍
之
介
全
集 

第
一
巻 

羅
生
門 

鼻
』
岩
波
書
店1995

年
　
に
よ
る

4  

『
三
田
村
鳶
魚
全
集
』
十
一
巻

　
中
央
公
論
社

　1977
年

　
に
よ
る

5  

『
萬
葉
集
抜
書
』「
古
代
日
本
語
に
お
け
る
色
名
の
性
格
」
佐
竹
昭
広

　
岩
波
書

店
　1980

年
　
に
よ
る

6  

『
土
佐
日
記

　
新
日
本
古
典
文
学
大
系24

』
長
谷
川
雅
春

　
今
西
祐
一
郎

　
伊

藤
博

　
吉
岡
曠
・
校
注

　
岩
波
書
店

　1989

年
　
よ
り
引
用

7  

『
改
訂
版

　
日
本
語
要
説
』
工
藤
浩

　
小
林
賢
次

　
真
田
信
治

　
鈴
木
泰

　
田

中
穂
積

　
土
岐
哲

　
仁
田
義
雄

　
畠
弘
巳

　
林
史
典

　
村
木
新
次
郎

　
山
梨
正

明
・
著

　
ひ
つ
じ
書
房

　2011

年
　
参
照

8  

『
日
本
語
を
考
え
る
』
柴
田
武

　
博
文
館
新
社

　1995

年
　
参
照

278



263

日本語の「青」について

第
三
章

　現
代
語
の
「
青
」

　
こ
の
章
で
は
、
現
代
日
本
語
の
「
青
」
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
の

か
を
み
て
い
く
。

　
現
代
日
本
語
の
「
青
」
を
考
え
る
上
で
、
次
の
六
つ
の
よ
う
な
事
実
が
あ
る
こ
と

に
ま
ず
着
目
し
た
い
。

（
１
）
ア
カ
の
反
対
色
は
シ
ロ
で
あ
る
・
・
・
赤
味
噌
・
白
味
噌
、
赤
組
・
白
組
、

紅
白
饅
頭

（
２
）
ア
カ
の
反
対
色
は
ア
オ
で
あ
る
・
・
・
赤
鬼
・
青
鬼
、
赤
紫
蘇
・
青
紫
蘇
、

赤
信
号
・
青
信
号

（
３
）
ク
ロ
の
反
対
色
は
シ
ロ
で
あ
る
・
・
・
黒
目
・
白
目
、
黒
星
・
白
星
、
素
人
・

玄
人

（
４
）
以
上
の
四
色
以
外
に
言
葉
と
し
て
の
反
対
色
を
も
つ
も
の
は
な
い
。

（
５
）
赤
い
、
青
い
、
白
い
、
黒
い
、
と
い
う
形
容
詞
の
形
を
と
る
こ
と
が
で
き
る

の
は
こ
の
四
色
だ
け
で
あ
る
。

（
６
）
赤
々
と
、
青
々
と
、
白
々
と
、
黒
々
と
、
と
い
う
形
式
の
副
詞
が
あ
る
の
は

こ
の
四
色
だ
け
で
あ
る
。

　
以
上
を
み
る
と
、
赤
、
青
、
白
、
黒
の
四
色
は
現
代
の
日
本
語
で
も
特
別
な
位
置

に
あ
り
、
互
い
に
密
接
な
関
連
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

　
ま
た
、
基
本
色
が
互
い
に
複
合
す
る
の
は
、「
青
黒
い
」「
赤
黒
い
」「
青
白
い
」

だ
け
で
、「
赤
白
い
」
は
存
在
し
な
い
。
こ
れ
は
、「
青
」
と
「
黒
」、「
赤
」
と
「
黒
」、

「
青
」
と
「
白
」
が
直
接
対
立
し
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

　
　
赤

　
―

　
青

　
　
白

　
―

　
黒

と
い
う
よ
う
な
対
立
関
係
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
さ
ら
に
、「
青
」
と
「
黒
」
に
つ
い
て
は
、
現
代
語
に
は
ペ
ア
に
な
る
も
の
が
思

い
当
た
ら
な
い
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
先
ほ
ど
の
も
の
か
ら
さ
ら
に
、

　
　
赤

　
―

　
青

　
　
｜

　
　
白

　
―

　
黒

と
い
う
図
式
が
見
え
て
く
る
。

　
他
に
も
、
音
形
か
ら
も
こ
の
四
色
の
相
互
関
係
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。「
あ
か
」

と
「
あ
お
」
は
、ど
ち
ら
も
「
あ
」
で
始
ま
り
、「
し
ろ
」
と
「
く
ろ
」
は
ど
ち
ら
も
「
ろ
」

で
終
わ
る
。
さ
ら
に
、「
か
」
と
「
お
」（
ま
た
は
「
を
」）
は
、
い
ず
れ
も
広
い
母

音
の
音
節
、「
し
」
と
「
く
」
は
い
ず
れ
も
狭
い
母
音
の
音
節
で
あ
る
。
ま
た
、
四

つ
と
も
二
拍
音
で
あ
る
こ
と
、
標
準
語
で
は
ア
ク
セ
ン
ト
も
同
じ
頭
高
で
あ
る
こ
と

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
現
代
日
本
語
の
赤
、
青
、
白
、
黒
は
数

あ
る
色
名
の
中
で
も
、
特
別
な
位
置
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

8 

　
ま
た
、
現
代
日
本
語
の
「
青
」
に
も
、
古
代
日
本
語
の
「
ア
ヲ
」
が
そ
う
で
あ
っ

た
よ
う
に
、
ぼ
ん
や
り
と
し
た
色
を
表
わ
す
場
合
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
青
ナ
マ
コ

や
、
青
貝
、
青
大
将
な
ど
の
生
物
の
名
の
例
が
あ
る
。

　
こ
の
う
ち
で
特
に
ナ
マ
コ
は
、「
青
」
が
「
赤
」
と
対
照
的
に
使
わ
れ
て
い
る
例

で
あ
る
。
暗
青
緑
色
か
ら
黒
色
に
近
い
も
の
を
「
青
ナ
マ
コ
」
赤
褐
色
を
し
た
も
の

を
「
赤
ナ
マ
コ
」
と
い
い
区
別
す
る
。
さ
ら
に
青
ナ
マ
コ
の
中
で
も
特
に
黒
色
に
近

い
も
の
を
黒
ナ
マ
コ
と
い
う
。

　
一
方
、
青
貝
は
、
ヤ
コ
ウ
ガ
イ
・
オ
ウ
ム
ガ
イ
・
ア
ワ
ビ
な
ど
、
貝
殻
の
内
側
に

あ
る
、
真
珠
質
の
部
分
を
螺
鈿
の
材
料
に
用
い
ら
れ
る
貝
を
い
う
場
合
と
、
ユ
キ
ノ

カ
サ
科
の
皿
型
の
巻
き
貝
の
、
背
が
青
黒
色
で
内
側
が
乳
青
色
を
し
て
い
る
も
の
を

い
う
場
合
が
あ
る
。

　
青
大
将
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
日
本
の
ほ
ぼ
全
域
に
多
く
生
息
し
背
面
が
暗
褐
緑

色
を
し
て
い
る
比
較
的
大
き
な
蛇
で
あ
る
。

　
青
ナ
マ
コ
の
よ
う
に
黒
色
に
近
い
よ
う
な
色
か
ら
青
貝
の
よ
う
に
乳
白
色
に
近
い

色
、
青
大
将
の
よ
う
に
緑
色
に
近
い
色
ま
で
、
こ
れ
ら
の
生
物
の
有
す
る
「
青
」
の

色
相
は
広
く
、
暗
青
緑
色
や
乳
青
色
、
暗
褐
緑
色
な
ど
、
い
わ
ば
は
っ
き
り
と
何
色

だ
と
形
容
す
る
の
は
難
し
い
曖
昧
な
色
が
含
ま
れ
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
生
物
が

「
青
―
―
」
と
呼
ば
れ
る
の
は
、「
青
」
が
は
っ
き
り
し
な
い
、
ぼ
ん
や
り
し
た
よ
う

な
曖
昧
な
色
を
表
わ
す
語
だ
か
ら
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

　
こ
れ
ま
で
、
第
一
章
で
は
、『
広
辞
苑
』
と
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
を
も
と
に
、

現
在
広
汎
に
通
用
す
る
国
語
辞
典
に
は
「
青
」
は
ど
う
い
う
説
明
が
さ
れ
て
い
る
の
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共
に
《
暗
》
で
あ
り
、
シ
ロ
は
《
白
》
で
あ
る
と
共
に
《
顕
》
の
意
も
古
い
。

ア
ヲ
も
、
必
ず
し
も
《
青
》
で
は
な
く
、
も
っ
と
漠
然
と
し
た
状
態
に
あ
っ
た

か
も
知
れ
な
い
こ
と
は
、
こ
れ
が
と
か
く
「
白
」
の
意
味
領
域
に
割
り
込
み
や

す
い
傍
ら
、「
黒
」
の
方
に
も
接
近
し
や
す
い
性
向
を
有
す
る
点
か
ら
想
像
し

て
み
て
も
良
い
。

<

中
　
略>

ア
ヲ
の
原
義
が
朦
朧
な《pâle

蒼
白
》と
い
っ
た
あ
た
り
に
落
ち
る
も
の
で
あ
っ

た
と
再
建
し
て
み
る
の
で
あ
る
。こ
れ
は
明
る
い
側
か
ら
み
て「
ほ
の
明
る
さ
」、

暗
い
側
か
ら
見
て
「
う
す
暗
さ
」、
つ
ま
り
「
漠
」
の
概
念
で
あ
る
。
し
て
み

る
と
ア
カ
《
明
》、
ク
ロ
《
暗
》、
シ
ロ
《
顕
》、
ア
ヲ
《
漠
》
は
、
色
に
関
す

る
用
語
な
の
で
は
な
く
、
実
は
、「
明
―
暗
」「
顕
―
漠
」
と
い
う
二
系
列
の
用

語
で
、
そ
れ
が
色
を
表
わ
す
た
め
に
転
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

と
い
う
こ
と
で
あ
る
ら
し
い
。

　
し
か
し
、
こ
の
説
で
は
、「
青
」
は
、
明
る
い
側
か
ら
み
て
「
ほ
の
明
る
さ
」、
暗

い
側
か
ら
見
て「
う
す
暗
さ
」、と
い
う
こ
と
か
ら「
漠
」の
字
を
あ
て
て
い
る
が
、「
明
」

「
暗
」「
顕
」
に
は
そ
れ
ぞ
れ
「
あ
か
し
」「
く
ら
し
」「
し
ろ
し
」
と
い
っ
た
形
容
詞

が
あ
る
の
に
対
し
、「
漠
」
を
「
あ
を
し
」
と
読
ん
だ
用
例
が
な
い
こ
と
か
ら
、「
淡
」

で
「
あ
わ
し
」
の
ほ
う
が
適
切
で
は
な
い
か
と
の
意
見
も
あ
る
。

　
ア
ヲ
と
い
う
語
の
発
生
は
、「
ア
ヲ
」
と
い
う
色
を
表
わ
す
語
で
は
な
く
、
ぼ
ん

や
り
し
た
、
お
ぼ
ろ
げ
な
光
の
感
覚
を
表
わ
し
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
だ

ろ
う
。

　
さ
て
、こ
こ
ま
で
、引
用
し
た
も
の
以
外
、現
代
日
本
語
の
「
青
」
は
漢
字
で
「
青
」

ま
た
は
、
ひ
ら
が
な
で
「
あ
お
」
と
記
し
、
古
代
日
本
語
の
「
青
」
は
「
ア
ヲ
」
と

記
し
て
き
た
、あ
え
て
書
き
方
を
変
え
た
の
は
古
代
日
本
語
で
は「
お
」の
音
と「
を
」

の
音
が
違
い
、
古
代
日
本
語
の
「
青
」
は
後
者
の
音
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
な
ぜ
こ

の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
十
一
世
紀
頃
に
「
お
」
と
「
を
」
が

音
の
区
別
を
失
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
発
音
が
同
じ
仮
名
は
出
て
は
こ
な
い
は
ず
の
「
い
ろ
は
う
た
」
の
中
で
、「
お
」

と
「
を
」
は
現
代
日
本
語
で
は
、発
音
の
区
別
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。o

は
「
お
」

で
表
わ
す
の
に
、
助
詞
の
場
合
に
限
っ
て
「
を
」
を
用
い
る
の
は
、
発
音
の
区
別
が

失
わ
れ
た
こ
の
二
つ
の
仮
名
を
残
し
、「
を
」
を
助
詞
専
用
の
仮
名
に
す
る
こ
と
で
、

読
み
取
り
を
よ
り
容
易
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
「
お
」
と
「
を
」
の
発

音
は
い
つ
頃
か
ら
、
な
ぜ
そ
の
区
別
を
失
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
十
世
紀
末
ま
で
は
、「
降
る
」
は
「oru

」
と
発
音
さ
れ
た
の
で
、「
お
る
」
と
書
か
れ
、

「
折
る
」
の
ほ
う
は
、「w

oru

」
と
発
音
さ
れ
た
の
で
、「
を
る
」
と
い
う
よ
う
に
書

い
た
。
つ
ま
り
、「
お
」
はo

を
、「
を
」
はw

o

を
表
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

十
一
世
紀
初
頭
の
文
献
か
ら
、
そ
れ
ま
で
「
を
」
と
書
か
れ
て
い
た
語
に
「
お
」
を

用
い
、「
お
」
と
書
か
れ
て
い
た
語
に
「
を
」
を
当
て
る
例
が
出
て
く
る
よ
う
に
な
る
。

も
と
も
と
紛
れ
や
す
か
っ
た
ア
行
のo

と
ワ
行
のw

o

が
、
こ
の
あ
た
り
の
時
期
に

発
音
の
区
別
が
薄
く
な
っ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
ど
の
よ
う
な
変
化
を
た

ど
っ
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
十
六
世
紀
末
か
ら
十
七
世
紀
初
頭
あ
た
り
に
編
纂
さ
れ

た
と
さ
れ
る
キ
リ
シ
タ
ン
資
料
で
は
、uo

、vo

で
書
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、

o

がw
o

に
吸
収
さ
れ
る
形
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

　
古
代
日
本
語
で
は
、
母
音
音
節
は
語
頭
以
外
に
存
在
し
な
い
と
い
う
の
が
原
則
で

あ
る
か
ら
、o

の
現
れ
る
位
置
は
語
頭
に
限
ら
れ
る
。
一
方
のw

o

に
は
そ
う
し
た

制
約
は
な
い
が
、
こ
の
音
を
含
む
語
は
必
ず
し
も
多
い
と
は
い
え
な
い
。w

o

に
始

ま
る
語
はo

に
始
ま
る
語
に
比
べ
て
少
な
く
、語
頭
以
外
のw

o

も「
あ
を（
青
）」「
い

を
（
魚
）」「
と
を
（
十
）」「
か
を
る
（
薫
）」「
し
を
る
（
萎
）」
な
ど
で
、
数
は
少

な
い
。「
降
る
」と「
折
る
」の
よ
う
な
、o

とw
o

で
区
別
さ
れ
て
い
た
語
も
あ
る
が
、

発
音
の
区
別
が
な
く
な
っ
た
こ
と
で
混
乱
を
生
じ
る
と
い
っ
た
こ
と
は
、
非
常
に
稀

で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
要
す
る
に
、o

とw
o

は
、
語
と
語
の
違

い
を
示
す
の
に
あ
ま
り
大
き
な
役
割
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
。

7

　
こ
こ
ま
で
古
代
日
本
語
の
ア
ヲ
を
み
て
き
た
。
古
代
日
本
語
の
「
ア
ヲ
」
は
、
色

を
表
わ
す
語
で
は
な
く
光
の
感
覚
を
表
し
た
語
で
あ
っ
た
た
め
、
辞
典
に
も
あ
っ
た

通
り
、
青
色
だ
け
で
は
な
く
、
緑
色
や
紫
色
、
灰
色
な
ど
の
広
い
色
相
を
表
し
た
語

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
青
を
「
ア
ヲ
」
と
い
う
の
は
、
古
代
日
本
語
で
は
「
お
」
の

音
と
「
を
」
の
音
が
違
い
、
古
代
日
本
語
の
「
青
」
は
後
者
の
音
で
あ
る
た
め
で
あ

る
。
次
項
か
ら
は
、
現
代
語
の
「
青
」
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
を
み
て
い
く
。
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③
（
未
熟
な
果
実
な
ど
は
青
色
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
）
人
格
、
技
術
、
学

問
な
ど
が
未
熟
で
あ
る
。
ま
た
、
遊
芸
の
道
で
や
ぼ
で
あ
る
。
語
誌
⑴
②
に
つ

い
て
、
顔
色
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
る
の
は
、「
大
鏡
」
の
例
の
よ
う
に
顔
色
を

失
う
場
合
と
、「
宇
津
保
」
の
例
な
ど
の
よ
う
に
、
体
調
が
す
ぐ
れ
ず
痩
せ
衰

え
た
状
態
を
表
わ
す
場
合
と
が
あ
る
。
⑵
「
未
熟
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
の

は
室
町
時
代
後
期
く
ら
い
の
例
し
か
見
あ
た
ら
な
い
が
、
複
合
語
構
成
要
素
の

「
あ
を
～
」
と
い
う
形
で
は
、「
あ
を
び
れ
男
」〔
狭
衣
〕、「
青
侍
」〔
今
昔
〕
な

ど
平
安
時
代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
例
が
認
め
ら
れ
る
。
→
「
あ
お
（
青
）」
の

語
誌
。

と
あ
る
。
①
の
解
説
は
『
広
辞
苑
』
の
①
・
②
に
あ
た
る
。
②
の
解
説
は
③
。
③
は

④
に
あ
た
る
。

　
こ
こ
ま
で
、
国
語
辞
典
で
は
「
青
」
は
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
の
か
を
み

て
き
た
が
、わ
か
り
や
す
く
ま
と
め
る
と
、『
広
辞
苑
』、『
日
本
国
語
大
辞
典
』と
も
に
、

「
あ
お
」
と
は
、

　
１
．
晴
れ
た
空
の
よ
う
な
色
を
さ
す
。

　
２
．
木
の
実
な
ど
が
ま
だ
熟
し
て
い
な
い
状
態
を
表
わ
す
。

　
３
．（
人
に
対
し
て
）
年
が
若
い
こ
と
、
ま
た
、
技
術
や
人
柄
が
未
熟
で
あ
る
。

　
４
．
青
信
号
や
青
本
、
青
銭
な
ど
の
略
と
し
て
使
わ
れ
る
。

　
５
．
特
に
緑
と
は
重
な
り
部
分
が
多
く
、
緑
色
を
し
た
も
の
を
「
青
」
と
表
現
す

る
例
が
多
い
。

　
６
．
古
く
は
青
・
緑
・
紫
、
さ
ら
に
黒
・
白
・
灰
色
も
含
ん
だ
。

　
７
．
ア
カ
、
シ
ロ
、
ク
ロ
と
並
び
、
日
本
語
固
有
の
基
本
的
な
色
彩
語
で
あ
る
。

さ
ら
に
、「
あ
お
い
」
は
、

　
１
．
青
い
色
を
し
て
い
る
。

　
２
．
顔
に
血
の
気
が
な
い

　
３
．（
果
実
な
ど
の
未
熟
な
も
の
は
青
い
こ
と
か
ら
）
技
術
や
人
柄
な
ど
が
未
熟

で
あ
る
。

と
い
う
こ
と
を
表
わ
す
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
含
ま
れ
る
意
味
が
多
す
ぎ
て
、
日
本
語
を
学
習
し
て
い
る
外
国

人
な
ど
が
み
れ
ば
混
乱
し
そ
う
な
解
説
で
あ
る
。

　
次
章
か
ら
は
、
佐
竹
昭
広
氏
の
色
名
の
研
究
を
中
心
に
古
代
日
本
語
の
ア
ヲ
に
つ

い
て
見
て
い
く
。

第
二
章

　
　古
代
日
本
語
に
お
け
る
「
ア
ヲ
」

　
佐
竹
昭
広
氏
に
次
の
よ
う
な
考
察
が
あ
る
の
で
紹
介
し
て
お
く
。
同
氏
の
「
古
代

日
本
語
に
お
け
る
色
名
の
性
格
」（『
萬
葉
集
抜
書
』
岩
波
書
店

　1980

年
）

5

に

よ
る
と
、
古
代
日
本
語
に
は
、
色
彩
を
表
示
す
る
抽
象
語
と
し
て
、
ア
カ
・
ア
ヲ
・

シ
ロ
・
ク
ロ
の
四
種
の
色
名
し
か
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
。

　
八
世
紀
に
成
立
し
た
古
事
記
に
お
い
て
は
、
ア
カ
、
ア
ヲ
、
シ
ロ
、
ク
ロ
の
四
種

の
色
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
が
、
土
佐
日
記
が
成
立
し
た
と
さ
れ
る
十
世
紀
前
半
に

な
る
と
、
五
色
と
い
っ
た
観
念
が
出
て
く
る
と
い
う
。
土
佐
日
記
（『
新
日
本
古
典

文
学
大
系24

』
岩
波
書
店

　1989

年
）
に
は
、
都
か
ら
離
れ
て
土
佐
国
へ
赴
き
、

任
を
終
え
て
か
ら
都
に
向
か
う
船
旅
の
シ
ー
ン
。
二
月
一
日
の
条
で
、
大
阪
府
に
あ

る
和
泉
の
灘
を
出
た
と
こ
ろ
で
、

黒
崎
の
松
原
を
経
て
行
く
。
所
の
名
は
黒
く
、
松
の
色
は
青
く
、
磯
の
波
は
雪

の
ご
と
く
に
、
貝
の
色
は
蘇
芳
に
、
五
色
に
い
ま
一
色
ぞ
足
ら
ぬ
。

（
土
佐
日
記
・
二
月
一
日
）

6 

と
い
う
場
面
が
あ
る
。
こ
こ
で
、五
色
と
い
っ
た
観
念
が
出
て
く
る
。
五
色
と
は
、青
、

黄
、
赤
、
白
、
黒
を
さ
す
。
こ
の
一
節
で
は
黒
は
黒
崎
（
地
名
）、
青
は
松
、
白
は
波
、

「
蘇
芳
」
は
染
色
の
名
だ
が
、
今
昔
物
語
集
（
二
十
七
―
十
）
な
ど
に
は
「
蘇
芳
色

ナ
ル
血
」
と
い
う
例
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
蘇
芳
は
つ
ま
り
赤
で
あ
り
、
こ
の
一
節
で

は
貝
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
こ
こ
で
五
色
に
足
り
な
い
一
色
は
「
黄
」
で
あ
る
。
し
か

し
、土
佐
日
記
以
前
の
資
料
に
は
「
黄
」
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、「
黄
」

と
い
う
色
の
観
念
は
渡
来
の
も
の
で
あ
り
、
古
来
日
本
人
の
パ
レ
ッ
ト
に
は
、
ア
カ
、

ア
ヲ
、
シ
ロ
、
ク
ロ
の
四
色
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
。

　
し
か
も
、
そ
の
四
色
も
、
も
と
は
色
で
は
な
く
光
の
感
覚
を
色
に
転
用
し
た
も
の

で
あ
る
と
い
う
。
佐
竹
氏
前
掲
書
に
よ
る
と
、

　
形
容
詞
ア
カ
シ
は
、
拾
遺
集
巻
九
雑
下
に
あ
る
問
答
歌
に
も
題
材
と
な
っ
て

い
る
よ
う
に
、

「
白
妙
の
白
き
月
を
も
紅
の
色
を
も
な
ど
か
あ
か
し
と
い
ふ
ら
む
」（
五
一
八
）

で
、《
赤
》
で
あ
る
と
と
も
に
《
明
》
で
も
あ
る
。
ク
ロ
は
《
黒
》
で
あ
る
と
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い
て
の
説
明
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
な
の
だ
が
、
会
話
の
中
で
、
人
形
に
は
男
と
女

が
あ
り
、
男
に
は
、
青
頭
や
老
僧
な
ど
が
あ
り
、
女
に
は
、
朝
日
や
、
照
日
、
悪
婆

な
ど
が
あ
る
、そ
の
中
で
も
っ
と
も
有
名
な
の
は
、青
頭
で
あ
る
、と
説
明
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
三
田
村
鳶
魚
氏
の
「
野
呂
松
人
形
」

4

に
、
式
亭
三
馬
『
泥
箔
野
呂
松
狂

言
』
を
引
用
し
て
、「
其
む
か
し
江
戸
和
泉
大
夫
が
芝
居
に
、
野
呂
松
勘
兵
衛
と
い

ふ
も
の
有
、
頭
平
に
色
青
黒
く
し
て
、
其
さ
ま
い
や
し
げ
な
る
人
形
を
つ
く
り
、
是

を
の
ろ
ま
人
形
と
い
ふ
」
と
あ
り
、
青
黒
い
頭
の
人
形
で
あ
る
ら
し
い
。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
推
測
す
る
に
、
の
ろ
ま
人
形
で
代
表
的
な
も
の
と
い
え
ば
青

黒
い
頭
を
し
た
青
頭
と
い
う
人
形
で
、
そ
の
色
な
ど
か
ら
青
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
⑦
の
う
な
ぎ
を
青
と
呼
ぶ
と
い
う
の
は
、
生
物
学
的
に
そ
う
い
っ
た
種
類
の
う
な

ぎ
が
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
背
の
色
が
少
し
く
す
ん
だ
緑
色
を
し
て
い
る
う
な
ぎ
を

「
青
う
な
ぎ
」
と
い
い
、
昔
か
ら
良
質
な
う
な
ぎ
の
代
名
詞
と
さ
れ
て
き
た
よ
う
で

あ
る
。

　
⑩
の
八
百
屋
を
青
と
呼
ぶ
の
は
、
野
菜
類
を
「
青
物
」
と
い
い
、
ま
た
、
そ
れ
を

売
っ
て
い
る
店
を
「
青
物
屋
」
と
い
う
こ
と
か
ら
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

⑪
の
た
く
あ
ん
や
大
根
の
漬
物
を
青
と
呼
ぶ
と
い
う
の
は
、
例
が
見
当
た
ら
な
か
っ

た
た
め
、
真
偽
の
ほ
ど
は
定
か
で
は
な
い
。

　
で
は
、
続
き
は
な
ん
と
書
い
て
あ
る
か
と
い
う
と
、

㊁ 

接
頭 

①
木
の
実
な
ど
が
、
十
分
に
熟
し
て
い
な
い
こ
と
を
表
わ
す
。「
青

び
ょ
う
た
ん
」「
青
ほ
お
ず
き
」
な
ど
。
②
年
が
若
く
十
分
に
成
長
し
て
い
な

い
こ
と
、
人
柄
、
技
能
な
ど
が
未
熟
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
す
。「
青
二
才
」「
青

侍
（
あ
お
ざ
む
ら
い
）」「
青
女
房
（
あ
お
に
ょ
う
ぼ
う
）」「
青
道
心
」
な
ど
。

語
誌
⑴
ア
カ
・
ク
ロ
・
シ
ロ
と
並
び
、
日
本
語
の
基
本
的
な
色
彩
語
で
あ
り
、

上
代
か
ら
色
名
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
ア
ヲ
の
示
す
色
相
は
広
く
、青
・
緑
・
紫
、

さ
ら
に
黒
・
白
・
灰
色
も
含
ん
だ
。
古
く
は
シ
ロ
（
顕
）

↔

ア
ヲ
（
漠
）
と
対

立
し
、ほ
の
か
な
光
の
感
覚
を
示
し
、「
白
雲
・
青
雲
」
の
対
な
ど
無
彩
色
（
灰
色
）

を
表
現
す
る
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
ア
カ
（
熟
）

↔

ア
ヲ
（
未
熟
）

と
対
立
し
、
未
成
熟
状
態
を
示
す
。
名
詞
の
上
に
付
け
て
未
熟
・
幼
少
を
示
す

こ
と
が
あ
る
の
は
、若
菜
な
ど
の
「
色
」
を
指
す
こ
と
か
ら
の
転
義
で
は
な
く
、

そ
の
状
態
自
体
を
ア
ヲ
で
表
現
し
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
⑵
色
名
と
し
て

の
ア
ヲ
は
、ミ
ド
リ（
こ
れ
も
若
や
い
だ
状
態
を
表
わ
す
意
が
早
い
）が
緑
色（
グ

リ
ー
ン
）
の
色
名
と
し
て
定
着
す
る
に
つ
れ
、
狭
く
青
色
（
ブ
ル
ー
）
を
示
す

よ
う
に
な
る
が
、
な
お
、
ブ
ル
ー
以
外
の
色
に
も
使
わ
れ
続
け
て
い
る
。

語
源
説
⑴
ア
フ
グ
（
仰
）
か
ら
。
空
の
色
を
見
る
こ
と
と
関
連
さ
せ
る
。〔
日

本
釈
名
・
和
語
私
臆
鈔
・
紫
門
和
語
類
集
・
国
語
の
語
根
と
そ
の
分
類
＝
大
島

正
健
〕。
⑵
ア
ヲ
（
天
居
）
の
義
〔
言
元
梯
〕。
⑶
ア
ヰ
イ
ロ
（
藍
色
）
の
義
〔
日

本
語
源
学
＝
林
甕
臣
〕。
⑷
ア
ハ
（
淡
）、
ア
ハ
（
泡
）
な
ど
の
説
が
あ
る
が
、

ア
ヲ
カ（
明
）の
義〔
日
本
語
源
＝
賀
茂
百
樹
〕。
⑸
ア
サ
イ
ロ（
浅
色
）の
反〔
名

語
記
〕。
⑹
ア
カ
ヲ
チ
（
明
遠
）
の
反
〔
名
言
通
〕。

と
あ
る
。
接
頭 

に
あ
る
、
①
木
の
実
な
ど
が
、
十
分
に
熟
し
て
い
な
い
こ
と
を
表

わ
す
、
②
年
が
若
く
十
分
に
成
長
し
て
い
な
い
こ
と
、
人
柄
、
技
能
な
ど
が
未
熟
で

あ
る
こ
と
を
表
わ
す
、
と
い
う
説
明
は
、『
広
辞
苑
』
の
⑧
の
解
説
と
同
じ
で
あ
る

と
い
え
る
。

　
ま
た
、「
語
誌
」
の
⑴
に
見
え
る
、
①
の
「
本
来
は
、
黒
と
白
と
の
中
間
の
範
囲

を
示
す
広
い
色
名
で
、
主
に
青
、
緑
、
藍
を
さ
し
、
時
に
は
、
黒
、
白
を
も
さ
し
た
。」

と
い
う
解
説
は
、『
広
辞
苑
』
と
同
じ
く
佐
竹
昭
広
氏
の
考
え
に
基
づ
い
た
も
の
で

あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
、
⑴
で
、「
白
雲
・
青
雲
」
を
例
に
無
彩
色(

灰
色)

を
表
現
す
る
と
あ
る
。

「
青
雲
」
と
い
う
表
現
は
「
白
雲
」
ほ
ど
一
般
的
な
表
現
で
は
な
い
が
、『
広
辞
苑
』

に
よ
る
と
「
青
雲
」（
ち
な
み
に
、「
あ
お
く
も
」「
あ
お
ぐ
も
」
と
よ
む
）
と
は
、

あ
お
く
も
【
青
雲
】
淡
青
色
や
淡
灰
色
の
雲
。
一
説
に
、
青
空
を
雲
に
見
立
て

て
い
う
語
。

と
あ
る
。
ま
た
、「
し
ろ
（
白
）」「
出
づ
」
に
か
か
る
枕
詞
で
も
あ
る
。
淡
青
色
や

淡
灰
色
の
雲
と
あ
る
が
、
万
葉
集
巻
一
六
の
三
八
八
三
番
歌
に
「
弥
彦
お
の
れ
神
さ

び
青
雲
（
あ
を
く
も
）
の
た
な
び
く
日
す
ら
小
雨
そ
ほ
降
る
」（
作
者
未
詳
）
と
あ

る
の
で
、
入
道
雲
な
ど
を
連
想
さ
せ
る
よ
う
な
白
い
色
を
し
た
雲
で
は
な
く
、
曇
り

空
や
雨
雲
の
よ
う
な
、
少
し
暗
い
雲
の
こ
と
を
表
わ
す
と
推
測
さ
れ
る
。

念
の
た
め
『
広
辞
苑
』
と
同
じ
よ
う
に
「
青
い
」
も
引
用
し
て
お
く
と
、

あ
お
・
い

あ
を

い

【
青
】 

形
口 

文
あ
を
・
し 

形
ク 

①
（
本
来
は
、
黒
と
白
と

の
中
間
の
広
い
色
で
、
お
も
に
青
、
緑
、
藍
を
さ
す
）
青
い
色
を
し
て
い
る
。

青
の
色
で
あ
る
。
→
青（
あ
お
）。
②
顔
色
が
青
ざ
め
て
い
る
。
血
の
気
が
な
い
。
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立
た
ぬ
色
を
表
す
語
で
、
灰
色
を
も
含
め
て
い
っ
た
）
①
青
色
で
あ
る
。
緑
・

藍
・
蒼
・
碧
に
通
じ
て
い
う
。
記

上
「
鴗
鳥
そ
に
ど
り
の
―
・
き
御
衣
み
け
し
を
」。「
―
・

い
空
」「
―
・
い
海
」「
―
・
い
野
菜
」
②
青
白
い
。
宇
津
保

俊
蔭

「
鞍
置
き
た

る
―
・
き
馬
出
で
来
て
を
ど
り
あ
り
き
て
い
な
な
く
」。「
―
・
い
月
影
」
③
顔

に
血
の
気
け
が
な
い
。
大
鏡

師
尹

「
く
や
し
く
思
す
に
御
色
も
―
・
く
な
り
て
ぞ

お
は
し
け
る
」。「
顔
が
―
・
く
な
る
」
④
（
果
実
な
ど
の
未
熟
な
も
の
が
青
い

と
こ
ろ
か
ら
）
人
柄
や
、
す
る
こ
と
が
未
熟
で
あ
る
。
日
葡
「
ア
ヲ
イ
コ
ト
ヲ

イ
ウ
」。「
考
え
が
ま
だ
―
・
い
」
◇
一
般
に
は
「
青
」。
く
す
ん
だ
あ
お
色
や

血
の
気
が
な
い
あ
お
色
に
は
「
蒼
」、浅
緑
か
ら
濃
青
緑
色
で
は
「
碧
」
も
使
う
。

と
あ
る
。
①
と
②
の
解
説
は
、
緑
色
や
他
の
色
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
色
を
さ
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
③
と
④
は
色
で
は
な
い
青
の
使
い
方
だ
が
、
③
の
血
の
気
が

な
い
と
い
う
解
説
は
「
あ
お
」
の
項
目
に
は
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
血
の
気
が
な
い

様
子
は
「
あ
お
い
」
で
し
か
表
現
さ
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　『
広
辞
苑
』
よ
り
も

専
門
的
で
、
日
本
語
の
国
語
辞
典
と
し
て
は
唯
一
の
大
辞
典
で
あ
る
『
日
本
国
語
大

辞
典
』 

2

も
引
用
し
て
み
る
。

あ
お
ア
ヲ
【
青
】
1 
名 

①
色
の
名
。
五
色
の
一
つ
。
七
色
の
一
つ
。
三
原
色

の
一
つ
。
本
来
は
、
黒
と
白
と
の
中
間
の
範
囲
を
示
す
広
い
色
名
で
、
主
に
青
、

緑
、
藍
を
さ
し
、
時
に
は
、
黒
、
白
を
も
さ
し
た
。「
青
空
」「
青
海
」「
青
菜
」

な
ど
と
他
の
語
と
複
合
し
て
用
い
る
こ
と
が
多
い
。
②
植
物
の
葉
の
青
々
と
し

た
様
子
。
③
馬
の
毛
色
が
青
み
が
か
っ
た
黒
色
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
、そ
の
馬
。

青
毛
。
青
毛
の
馬
。
④
青
本
の
こ
と
。
草
双
紙
の
類
を
さ
す
。
⑤
青
銭
の
こ
と
。

寛
永
銭
を
さ
す
。
⑥
野
呂
松
（
の
ろ
ま
）
人
形
の
中
で
、
主
要
な
役
に
使
わ
れ

る
人
形
。
頭
は
平
ら
で
、
顔
の
色
は
青
く
、
一
座
の
主
要
な
人
形
遣
い
が
つ
か

う
。よ
ろ
く
。⑦
う
な
ぎ
の
一
形
態
。背
色
の
少
し
青
み
が
か
っ
た
も
の
を
い
う
。

う
な
ぎ
食
い
の
通
（
つ
う
）
の
言
葉
。
⑧
カ
ル
タ
用
語
。
㋑
天
正
ガ
ル
タ
四
八

枚
の
う
ち
、
ハ
ウ
（
棍
棒
）
の
札
一
二
枚
を
い
う
。
そ
の
図
の
棍
棒
に
青
色
の

彩
色
が
施
し
て
あ
る
こ
と
か
ら
い
う
。
青
札
。
㋺「
あ
お
た
ん（
青
短
）」の
略
。

⑨
「
あ
お
し
ん
ご
う
（
青
信
号
）」「
あ
お
で
ん
し
ゃ
（
青
電
車
）」
な
ど
の
略
。

⑩
や
お
屋
を
い
う
、
露
店
商
人
な
ど
の
隠
語
。
⑪
た
く
あ
ん
や
大
根
の
漬
物
を

い
う
、
て
き
や
、
盗
人
仲
間
な
ど
の
隠
語
。

と
あ
る
。
①
の
解
説
は
、『
広
辞
苑
』
で
は
、「
古
代
日
本
語
で
は
、
固
有
の
色
名
と

し
て
は
、
ア
カ
・
ク
ロ
・
シ
ロ
・
ア
オ
が
あ
る
の
み
で
、
そ
れ
は
明
・
暗
・
顕
・
漠

を
原
義
と
す
る
と
い
う
。
本
来
は
灰
色
が
か
っ
た
白
色
を
言
う
ら
し
い
」
と
し
て
い

る
の
に
対
し
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
で
は
、「
本
来
は
、
黒
と
白
と
の
中
間
の
範
囲

を
示
す
広
い
色
名
で
、
主
に
青
、
緑
、
藍
を
さ
し
、
時
に
は
、
黒
、
白
を
も
さ
し
た
」

と
、
灰
色
だ
け
で
な
く
黒
や
白
も
含
ま
れ
て
お
り
、『
広
辞
苑
』
よ
り
も
『
日
本
国

語
大
辞
典
』
の
ほ
う
が
ア
ヲ
の
示
す
色
相
が
広
く
、
こ
の
二
つ
の
辞
書
の
理
解
に
は

か
な
り
開
き
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

　
他
の
解
説
も
み
て
い
く
と
、
③
の
解
説
は
『
広
辞
苑
』
の
④
と
、
④
の
解
説
は
⑤

と
、
⑤
の
解
説
は
⑥
と
、
⑧
の
解
説
は
⑦
と
、
⑨
の
解
説
は
「
あ
お
で
ん
し
ゃ
（
青

電
車
）」
が
加
わ
っ
て
い
る
が
、『
広
辞
苑
』
の
③
の
解
説
と
、
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
、
ま

た
は
、
近
い
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

　
②
の
「
植
物
の
葉
の
青
々
と
し
た
様
子
」
と
、
⑥
の
「
野
呂
松
（
の
ろ
ま
）
人
形

の
中
で
、
主
要
な
役
に
使
わ
れ
る
人
形
」、
⑦
の
「
う
な
ぎ
の
一
形
態
。
背
色
の
少

し
青
み
が
か
っ
た
も
の
を
い
う
」、⑩
の「
や
お
屋
を
い
う
、露
店
商
人
な
ど
の
隠
語
」、

⑪
の
「
た
く
あ
ん
や
大
根
の
漬
物
を
い
う
、
て
き
や
、
盗
人
仲
間
な
ど
の
隠
語
」
は
、

『
広
辞
苑
』
に
は
な
か
っ
た
解
説
だ
。
②
は
、
確
か
に
山
や
竹
な
ど
の
緑
を
青
と
い

う
。
⑥
の
の
ろ
ま
人
形
は
、
調
べ
て
み
る
と
白
い
顔
を
し
た
人
形
が
多
い
が
、
そ
の

中
に
黒
に
近
い
色
の
顔
を
し
た
人
形
が
あ
り
、
そ
の
人
形
が
⑥
の
説
明
の
人
形
だ
と

思
わ
れ
る
。
芥
川
龍
之
介
の
作
品
の
中
に
も
「
野
呂
松
人
形
」

3

と
い
う
随
筆
が
あ

る
。
あ
ら
す
じ
は
、
招
待
を
受
け
た
芥
川
が
、
友
人
Ｋ
と
共
に
会
場
に
行
っ
て
の
ろ

ま
人
形
の
劇
を
見
る
。
人
形
劇
の
退
屈
さ
を
通
し
て
、
自
分
た
ち
が
書
い
て
い
る
小

説
も
い
つ
か
色
あ
せ
て
退
屈
な
も
の
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
と
随
想
を
め
ぐ
ら
す
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か
に
、

　「
人
形
に
は
、
男
と
女
が
あ
っ
て
ね
、
男
に
は
、
青
頭
と
か
、
文
字
兵
衛
と
か
、

十
内
と
か
、
老
僧
と
か
云
う
の
が
あ
る
。」
Ｋ
は
弁
じ
て
倦
ま
な
い
。

　「
女
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
か
。」
と
英
吉
利
人
が
云
っ
た
。

　「
女
に
は
、
朝
日
と
か
、
照て

る

日び

と
か
ね
、
そ
れ
か
ら
お
き
ね
、
悪あ

く

婆ば

な
ん
ぞ

と
云
う
の
も
あ
る
そ
う
だ
。
も
っ
と
も
中
で
有
名
な
の
は
、
青
頭
で
ね
。
こ
れ

は
、
元
祖
か
ら
、
今
の
宗
家
へ
伝
来
し
た
の
だ
と
云
う
が
…
…
」

と
い
う
会
話
が
出
て
く
る
。
こ
れ
は
、
芥
川
と
一
緒
に
人
形
劇
を
見
に
行
っ
た
友
人

Ｋ
が
、
芥
川
と
、
た
ま
た
ま
近
く
に
い
た
袴
姿
の
イ
ギ
リ
ス
人
に
の
ろ
ま
人
形
に
つ
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日
本
語
の
「
青
」
に
つ
い
て

片
岡

　ゆ
み
え

（
山
㟢
ゼ
ミ
）

は
じ
め
に

　「
青
々
し
た
緑
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
こ
の
表
現
に
疑
問
を
抱
く
人
も
決
し
て

少
な
く
は
な
い
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
言
葉
が
表
し
て
い
る
の
は
、
青
色
で
は

な
く
緑
色
な
の
だ
が
、
な
ぜ
緑
色
を
「
青
々
」
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。

　「
青
」
と
い
う
語
は
、
空
や
海
な
ど
青
色
を
し
た
も
の
に
使
わ
れ
る
が
、
一
方
で
、

青
葉
や
青
虫
、
青
海
苔
な
ど
、
青
で
は
な
く
緑
色
を
し
た
も
の
に
も
使
わ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、「
青
」
と
い
う
語
が
大
き
く
分
け
て
三
つ
の
意
味
が
あ
る
か
ら
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
目
は
、
青
空
、
青
鉛
筆
な
ど
の
よ
う
に
、
色
名
と
し
て
の

も
の
。
二
つ
目
は
青
葉
や
青
虫
な
ど
の
よ
う
に
、
緑
が
青
と
い
わ
れ
る
例
。
そ
し
て

三
つ
目
は
青
女
房
、
青
二
才
な
ど
の
よ
う
に
、
色
で
は
な
い
青
で
あ
る
。

　
こ
の
論
文
で
は
、『
広
辞
苑
』
や
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
な
ど
を
使
い
、
現
在
の

国
語
の
辞
典
で
は
な
ん
と
解
説
さ
れ
て
い
る
の
か
を
、
そ
し
て
、
佐
竹
昭
広
氏
の
論

文「
古
代
日
本
語
に
お
け
る
色
名
の
性
格
」な
ど
を
使
い「
青
」と
い
う
語
の
語
源
を
、

小
松
英
雄
氏
の
『
日
本
語
の
歴
史
―
青
信
号
は
な
ぜ
ア
オ
な
の
か
―
』（
笠
間
書
院

2001

年
）
や
柴
田
武
氏
の
『
日
本
語
を
考
え
る
』（
博
文
館
新
社1995

年
）
な
ど

を
参
考
に
現
代
の
日
本
語
の
青
の
特
徴
を
考
え
て
い
く
。

　
な
お
、本
稿
で
は
、現
代
の
日
本
語
に
お
け
る
青
を
示
す
と
き
は「
青
」ま
た
は「
あ

お
」、
古
代
の
日
本
語
に
お
け
る
青
を
示
す
と
き
は
「
ア
ヲ
」、
色
と
し
て
の
青
を
示

す
と
き
は
「
青
色
」
と
表
記
す
る
。

　
ま
た
、「
日
本
語
」
の
青
を
探
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
た
め
、
青
と
い
う
漢

字
そ
の
も
の
の
歴
史
や
成
り
立
ち
な
ど
に
つ
い
て
は
触
れ
な
い
こ
と
と
す
る
。

第
一
章

　「青
」
と
は

　
ま
ず
、
見
当
を
つ
け
る
た
め
、
共
通
の
認
識
を
確
か
め
る
た
め
に
、『
広
辞
苑
』

1 

か
ら
「
あ
お
」
の
項
を
引
用
し
て
み
る
と

あ
お
ア
ヲ
【
青
】（
一
説
に
、古
代
日
本
語
で
は
、固
有
の
色
名
と
し
て
は
、ア
カ
・

ク
ロ
・
シ
ロ
・
ア
オ
が
あ
る
の
み
で
、
そ
れ
は
明
・
暗
・
顕
・
漠
を
原
義
と
す

る
と
い
う
。
本
来
は
灰
色
が
か
っ
た
白
色
を
言
う
ら
し
い
）
①
七
色
の
一
。
三

原
色
の
一
。
晴
れ
た
空
の
よ
う
な
色
。「
空
の
―
、海
の
―
」
②
緑
色
。「
―
田
」

③
青
信
号
の
略
。
④
青
毛
の
略
。
俗
に
、馬
一
般
の
代
表
名
と
し
て
も
用
い
る
。

⑤
青
本
の
略
。
⑥
青
銭
の
略
。
⑦
㋐
天
正
カ
ル
タ
の
青
札
の
略
。
㋑
花
札
の
青

札
の
略
。
⑧
あ
る
語
に
冠
し
て
「
若
い
」「
未
熟
の
」
の
意
を
表
す
語
。「
―
二

才
」「
―
く
さ
い
」
→
青
い

と
あ
る
。
①
の
説
明
は
色
名
と
し
て
の
青
、
②
と
③
は
緑
を
青
と
い
う
例
。
④
・
⑤
・

⑥
・
⑦
は
今
で
い
う
青
色
や
緑
色
と
は
違
う
か
も
知
れ
な
い
が
、
お
そ
ら
く
、
色
が

他
の
も
の
と
比
べ
「
青
み
が
か
っ
て
」
見
え
る
も
の
、
ま
た
は
、
赤
な
ど
対
に
な
る

も
の
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
⑧
は
、
色
で
は
な
く
状
態
な
ど
を
青
と
い

う
例
だ
ろ
う
。

　
カ
ッ
コ
内
の
「
一
説
に
」
か
ら
「
～
を
原
義
と
す
る
と
い
う
」
ま
で
の
説
明
は
、

佐
竹
昭
広
氏
「
古
代
日
本
語
に
お
け
る
色
名
の
性
格
」（『
萬
葉
集
抜
書
』
岩
波
書
店

1980
年
）
に
基
づ
く
も
の
だ
ろ
う
。
こ
の
説
に
関
し
て
は
、
ま
た
後
ほ
ど
述
べ
る

こ
と
に
す
る
が
、
し
か
し
、
佐
竹
氏
は
ア
ヲ
の
原
義
を
「
朦
朧
な
《
蒼
白
》」
と
言
っ

て
い
る
の
で
、「
本
来
は
」
以
下
の
解
説
部
分
は
別
の
一
説
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
解
説
の
最
後
に
矢
印
で
「
青
い
」
と
あ
る
の
で
「
青
い
」
も
引
用
し
て
お
く
。

あ
お
・
い
ア
ヲ
イ
【
青
い
・
蒼
い
】
形 

文
　
あ
を
・
し
（
ク
）（
古
く
は
、
目
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