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漢
点
字
の
散
歩
（
五
十
八
）

岡
田

健
嗣

カ
ナ
文
字
は
仮
名
文
字
（
９
）

不
充
分
な
理
解
の
ま
ま
拙
稿
を
書
き
始
め
ま
し
た
の
に
は
、

幾
つ
か
の
理
由
が
あ
り
ま
す
。
最
も
大
き
な
理
由
は
、
何
回
か

こ
こ
に
記
し
ま
し
た
よ
う
に
、
視
覚
障
害
者
が
使
用
で
き
る
文

字
に
〈
漢
字
〉
が
な
い
た
め
に
、
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
の
視
覚

障
害
者
に
は
、
〈
漢
字
〉
の
教
育
が
施
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う

現
実
が
あ
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
が
成
長
し
た
と
き
、
〈
漢
字
〉

を
習
得
し
な
い
ま
ま
社
会
で
生
き
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う

情
況
が
生
じ
て
し
ま
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
近
代
教
育

制
度
が
始
ま
っ
た
明
治
期
以
来
現
在
に
ま
で
続
い
て
い
る
情
況

で
す
が
、
し
か
も
そ
う
い
う
中
に
あ
っ
て
、
視
覚
障
害
者
の
有

識
者
と
言
わ
れ
る
先
生
方
の
、
こ
の
情
況
を
打
開
す
べ
く
抵
抗

を
試
み
よ
う
と
い
う
姿
を
、
一
度
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
の
で
し
た
。
こ
の
視
覚
障
害
者
の
有
識
者
と
言
わ
れ
る

先
生
方
と
は
、
や
は
り
〈
漢
字
〉
の
教
育
を
受
け
て
来
ら
れ
な

か
っ
た
方
々
で
、
こ
の
情
況
を
甘
ん
じ
て
受
け
入
れ
て
、
周
囲

に
特
定
さ
れ
た
視
覚
障
害
者
と
特
定
さ
れ
た
晴
眼
者
だ
け
が
い

る
場
な
ど
で
、
「
日
本
語
の
表
記
が
カ
ナ
モ
ジ
だ
け
で
で
き
る

よ
う
で
あ
っ
た
な
ら
ど
ん
な
に
よ
か
っ
た
か
、
ご
先
祖
様
が
恨

め
し
い
」
な
ど
と
言
っ
て
お
ら
れ
る
の
を
、
よ
く
耳
に
し
た
も

の
で
し
た
。

こ
の
よ
う
な
「
カ
ナ
モ
ジ
」
だ
け
で
書
か
れ
た
文
章
と
は
、

実
際
に
存
在
し
て
い
る
も
の
で
す
。
誠
に
惨
め
な
も
の
で
あ
っ

て
も
、
彼
ら
が
想
定
し
て
い
る
の
は
、
現
在
視
覚
障
害
者
が
公

式
に
使
用
し
て
い
る
〈
日
本
語
点
字
〉
を
念
頭
に
置
い
て
言
わ

れ
る
も
の
で
す
。
明
治
期
に
こ
の
〈
日
本
語
点
字
〉
を
採
用
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
視
覚
障
害
者
に
も
文
字
の
世
界
が
開
か
れ

た
と
い
う
の
が
彼
ら
の
言
う
と
こ
ろ
で
す
。
こ
の
よ
う
な
「
カ

ナ
モ
ジ
」
だ
け
の
表
記
に
日
本
語
の
表
記
が
合
わ
せ
て
く
れ
て

い
れ
ば
、
視
覚
障
害
者
の
言
語
生
活
は
、
も
っ
と
心
地
よ
い
も

の
に
な
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
、
し
か
し
現
状
は
そ
う
は
な
ら

な
か
っ
た
、
実
に
「
恨
め
し
い
」
と
言
う
の
が
彼
ら
の
言
い
分

で
す
。
言
い
換
え
れ
ば
彼
ら
も
、
現
状
の
「
カ
ナ
モ
ジ
」
だ
け

の
〈
日
本
語
点
字
〉
を
使
う
こ
と
に
、
決
し
て
満
足
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
と
も
言
え
ま
す
。
「
恨
め
し
い
」
と
い
う
の
で

す
か
ら
、
現
状
に
対
し
て
は
不
満
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
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の
よ
う
で
す
が
、
と
は
申
し
て
も
、
そ
の
情
況
を
破
ろ
う
と
い

う
の
で
も
な
い
、
ど
う
や
ら
こ
れ
が
現
在
の
視
覚
障
害
者
の
置

か
れ
て
い
る
立
ち
位
置
と
言
っ
て
よ
い
よ
う
で
す
。
し
か
も
こ

れ
は
、
受
動
的
と
ば
か
り
と
は
言
え
な
い
、
彼
ら
自
身
が
選
択

し
た
情
況
で
あ
る
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
の
辺
り
を

考
え
て
見
た
い
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
一
般
に
は
初
等
教
育
の
中
で
、
千
字
を
超
え

る
「
教
育
漢
字
」
と
呼
ば
れ
る
漢
字
の
習
得
が
義
務
づ
け
ら
れ

て
お
り
ま
す
。
学
校
教
育
制
度
の
中
で
、
子
ど
も
た
ち
は
否
応

な
く
そ
れ
だ
け
の
漢
字
の
習
得
を
求
め
ら
れ
ま
す
。
学
年
が
進

め
ば
辞
書
の
使
い
方
を
覚
え
て
、
進
ん
で
漢
字
を
学
べ
る
よ
う

に
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
し
て
も
相
当
の
努
力
が
求
め
ら
れ
ま

す
。一

方
視
覚
障
害
者
の
子
ど
も
た
ち
は
、
視
覚
に
障
害
が
あ
る

と
い
う
だ
け
で
そ
の
義
務
を
免
除
さ
れ
る
、
こ
の
表
現
は
行
政

や
教
育
機
関
が
使
用
し
て
い
る
も
の
で
す
が
、
し
か
し
そ
の
義

務
の
免
除
と
は
、
〈
漢
字
〉
の
習
得
の
機
会
が
奪
わ
れ
る
と
い

う
こ
と
と
同
義
で
あ
る
こ
と
に
、
な
ぜ
か
そ
こ
に
関
わ
る
皆

様
、
ど
な
た
も
関
心
を
持
た
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
中

で
視
覚
障
害
者
の
有
識
者
の
方
が
言
う
「
ご
先
祖
様
が
恨
め
し

い
」
と
い
う
言
葉
が
、
密
か
に
発
せ
ら
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
参
り
ま
す
と
、
わ
が
国
も
国
語
と
呼
ば

れ
る
日
本
語
の
表
記
を
、
「
カ
ナ
モ
ジ
」
だ
け
で
表
す
こ
と
が

可
能
か
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
可
能
性
が
あ
っ
た
か
、
そ
の

よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
見
た
か
っ
た
と
い
う
の
が
、
こ
の
拙
稿

の
書
き
始
め
と
言
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。

春
過
ぎ
て
夏
来
に
け
ら
し
白
妙
の
衣
干
す
て
ふ
天
の
香
具
山

『
小
倉
百
人
一
首
』
の
二
番
目
に
置
か
れ
て
い
る
持
統
天
皇

の
御
歌
で
す
。
現
在
私
た
ち
が
『
百
人
一
首
』
の
御
歌
と
し
て

読
む
こ
と
の
で
き
る
も
の
は
、
こ
の
よ
う
な
表
記
に
な
っ
て
お

り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
表
記
が
い
つ
頃
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
の

か
、
浅
学
な
私
に
は
見
当
が
つ
き
ま
せ
ん
が
、
多
分
『
小
倉
百

人
一
首
』
を
選
し
た
と
言
わ
れ
る
藤
原
定
家
の
生
き
た
平
安
末

期
・
鎌
倉
初
期
に
は
、
表
記
法
と
し
て
定
ま
っ
た
方
式
は
成
立

し
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
く
、
こ
の
よ
う
な
表
記
に
な
っ

て
い
た
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
別
の
表
し
方
が
な
さ
れ
て
い
た

可
能
性
も
充
分
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

何
れ
に
せ
よ
右
に
掲
げ
た
持
統
天
皇
の
御
歌
の
よ
う
な
表
記
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法
を
、
現
在
で
は
「
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
」
と
呼
ん
で
い
ま

す
。
そ
の
意
味
は
、
「
漢
字
と
仮
名
を
交
え
て
表
記
さ
れ
た

文
」
と
い
う
も
の
で
す
。
し
か
し
「
漢
字
」
と
「
仮
名
」
を
交

え
れ
ば
こ
の
よ
う
な
文
が
で
き
る
の
か
と
言
え
ば
、
そ
う
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
は
一
つ
の
方
式
が
あ
っ
て
、
一
つ
の
ル

ー
ル
に
則
っ
て
書
か
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
現
代
人

は
、
教
育
制
度
の
初
等
で
そ
れ
を
学
ん
で
、
当
然
と
受
け
止
め

て
い
ま
す
。

右
の
御
歌
は
『
万
葉
集
』
に
あ
る
御
歌
、

春
過
ぎ
て

夏
来
る
ら
し

白
栲
の

衣
干
し
た
り

天
の
香
具
山

万
二
八

が
原
歌
で
す
。
『
百
人
一
首
』
と
は
細
部
が
少
し
だ
け
異
な
り

ま
す
が
、
鎌
倉
時
代
は
『
万
葉
集
』
の
時
代
か
ら
既
に
四
百
年

を
過
ご
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
こ
の
程
度
の
違
い
は
許
容
範

囲
、
い
や
違
い
に
は
当
た
ら
な
い
と
言
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
の
も

の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
最
初
の
『
万
葉
集
』
に
こ
の
よ
う
な
表

記
で
掲
載
さ
れ
て
い
た
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

春
過
而

夏
来
良
之

白
妙
能

衣
乾

有

天
之
香
来
山

こ
れ
が
原
文
で
す
。
こ
の
『
万
葉
集
』
の
原
文
を
い
き
な
り
突

き
つ
け
ら
れ
て
直
ぐ
に
読
め
る
だ
け
の
力
は
、
私
に
は
あ
り
ま

せ
ん
。
し
か
し
こ
れ
を
い
わ
ゆ
る
「
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
」
に

変
換
し
た
先
の
表
記
と
比
較
し
て
み
れ
ば
、
こ
の
原
文
は
、
比

較
的
読
み
易
い
表
記
と
言
え
ま
す
。
こ
の
中
で
も
際
だ
つ
の
が

「
而
・
良
・
之
・
能
」
の
４
文
字
、
こ
れ
を
「
て
・
ら
・
し
・

の
」
と
読
ま
せ
て
い
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
ら
は
助
詞
・
送
り
仮

名
に
当
た
り
ま
す
。
ま
た
「
春
・
過
・
夏
・
来
・
白
・
妙
・
衣

・
乾
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
は
る
・
す
ぎ
・
な
つ
・
き
た
・
し
ろ

・
た
へ
・
こ
ろ
も
・
ほ
す
」
と
漢
字
の
訓
読
と
し
て
読
ん
で
い

る
こ
と
、
ま
た
「
有
」
は
「
た
り
」
と
読
ま
せ
て
い
る
よ
う
で

す
の
で
「
訓
仮
名
」
な
の
で
し
ょ
う
か
。
「
天
之
香
来
山
」
は

奈
良
三
山
の
一
つ
、
訓
読
と
音
仮
名
・
訓
仮
名
で
表
さ
れ
た
固

有
名
詞
と
取
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
の
原
文
を
見
る
限
り
、
際
だ
っ
て
迫
っ
て
来
る
の
が
、

〈
漢
字
〉
の
訓
読
で
す
。
『
万
葉
集
』
は
「
記
・
紀
」
と
並
ん
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で
わ
が
国
で
最
も
古
い
文
献
で
す
。
言
い
換
え
れ
ば
こ
れ
以
前

に
は
、
文
献
と
言
わ
れ
る
も
の
は
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
現
在

ま
で
残
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
こ
こ
で
見
る

よ
う
に
、
〈
漢
字
〉
が
わ
が
国
に
入
っ
て
来
て
、
最
初
の
文
献

で
あ
る
こ
の
表
記
に
使
用
さ
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
〈
漢

字
〉
の
読
み
と
し
て
、
中
国
の
音
で
な
く
、
わ
が
国
の
言
語
に

対
応
し
た
「
訓
読
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
に

よ
っ
て
『
万
葉
集
』
の
初
期
に
は
既
に
、
〈
漢
字
〉
の
「
訓

読
」
が
ほ
ぼ
完
成
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
表
明
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
事
実
は
驚
き
を
持
っ
て
再
認
識
さ
れ
、
銘
記
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
て
な
り
ま
せ
ん
。
か
な
り
の
長
い

時
間
、
恐
ら
く
千
年
を
超
え
る
時
間
を
か
け
て
、
〈
漢
字
〉
を

わ
が
国
の
言
語
に
合
う
文
字
と
す
べ
く
試
行
錯
誤
が
繰
り
返
さ

れ
た
結
果
が
、
こ
の
『
万
葉
集
』
だ
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で

は
な
い
の
で
し
ょ
う
。
〈
漢
字
〉
の
三
要
素
で
あ
る
「
形
・
音

・
義
」
を
損
ね
る
こ
と
な
く
、
日
本
の
事
物
に
合
っ
た
読
み
で

あ
る
「
訓
読
」
を
開
発
し
、
更
に
そ
の
文
字
で
日
本
語
の
文
章

を
表
そ
う
と
し
た
の
が
こ
の
『
万
葉
集
』
だ
っ
た
の
で
し
た
。

も
う
一
首
、
柿
本
人
麻
呂
の
歌
、

大
汝

少
御
神
の

作
ら
し
し

妹
背
の
山
を

見
ら
く
し
よ
し
も

万
一
二
四
七

「
大
汝
」
は
「
お
ほ
な
む
ち
」
、
「
少
御
神
」
は
「
す
く
な

み
か
み
」
と
読
み
ま
す
。
こ
の
歌
の
意
味
は
、
「
お
ほ
な
む

ち
、
す
く
な
み
か
み
の
作
ら
れ
た
妹
背
の
山
は
、
見
て
も
見
て

も
素
晴
ら
し
い
景
色
だ
」
と
い
う
も
の
で
す
。

こ
の
歌
の
原
文
は
、

大
穴
道

少
御
神

作

妹
勢
能
山

見
吉

で
す
。
こ
の
歌
は
「
略
体
表
記
」
と
呼
ば
れ
る
表
記
法
で
書
か

れ
て
い
ま
す
。
持
統
天
皇
の
御
歌
で
も
同
様
で
す
が
、
漢
字
の

使
い
方
は
訓
読
で
す
。
持
統
天
皇
の
御
歌
で
は
、
そ
の
他
助
詞

・
助
動
詞
・
送
り
仮
名
が
漢
字
の
読
み
を
、
音
仮
名
・
訓
仮
名

と
し
て
使
用
し
て
表
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
人
麻
呂
の
歌
で

は
、
助
詞
・
助
動
詞
・
送
り
仮
名
は
そ
っ
く
り
省
略
さ
れ
て
い
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ま
す
。
こ
の
よ
う
に
現
在
で
は
仮
名
文
字
で
表
記
さ
れ
る
文
字

を
省
略
す
る
表
記
法
を
、
「
略
体
表
記
」
と
呼
び
ま
す
。
あ
く

ま
で
私
の
印
象
で
す
が
、
『
万
葉
集
』
の
時
代
の
表
記
で
は
、

ま
だ
カ
ナ
モ
ジ
が
〈
漢
字
〉
か
ら
分
離
し
て
お
ら
ず
、
「
漢
字

音
」
で
読
ま
せ
る
方
法
が
採
ら
れ
て
お
り
、
〈
漢
字
〉
で
表
記

す
べ
き
部
分
と
「
カ
ナ
モ
ジ
」
で
表
記
す
べ
き
部
分
を
、
一
目

で
見
分
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
人
麻
呂

は
、
公
的
に
発
表
す
る
歌
で
な
い
歌
の
表
記
を
、
こ
の
よ
う
な

「
略
体
表
記
」
で
行
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
、
そ
ん
な
風

に
考
え
て
お
り
ま
す
。

も
う
一
首
、
『
万
葉
集
』
の
「
常
陸
相
聞
歌
」
か
ら
、

常
陸
な
る

浪
逆
の
海
の

玉
藻
こ
そ

引
け
ば
絶
え
す
れ

あ
ど
か
絶
え
せ
む

万
三
三
九
七

作
者
は
未
詳
、
「
浪
逆
」
は
「
な
さ
か
」
と
読
み
ま
す
。
歌

の
意
味
は
、
「
常
陸
の
国
の
浪
逆
の
海
で
取
れ
る
玉
藻
は
、
引

け
ば
絶
え
て
し
ま
う
だ
ろ
う
が
、
私
の
恋
は
絶
え
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。
」
と
い
う
も
の
で
す
。
「
浪
逆
の
海
」
に
つ
い
て

『
萬
葉
集
釋
注
』
の
注
に
は
、

浪
逆
の
海
…
利
根
川
の
下
流
、
茨
城
県
鹿
島
郡
北
浦
の
南

方
、
外
浪
逆
浦
（
そ
と
な
さ
か
う
ら
）
の
あ
た
り
。
常
陸
国
府

石
岡
へ
の
通
路
に
あ
た
る
。

と
あ
り
ま
す
。
当
時
か
ら
よ
く
知
ら
れ
た
要
地
だ
っ
た
よ
う
で

す
。こ

の
歌
の
原
文
は
、

比
多
知
奈
流

奈
左
可
能
宇
美
乃

多
麻
毛
許
曽

比
氣
婆

多
延
須
礼

阿
杼
可
多
延
世
武

で
す
。
ご
覧
の
よ
う
に
「
春
過
ぎ
て
」
の
歌
と
は
様
相
が
甚
だ

し
く
異
な
っ
て
い
ま
す
。
〈
漢
字
〉
に
意
味
を
求
め
な
い
表
記

法
と
言
え
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
文
字
遣
い
の
〈
漢
字
〉
は
、
い

わ
ゆ
る
「
万
葉
仮
名
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
に

漢
字
音
で
音
を
表
す
「
万
葉
仮
名
」
を
「
音
仮
名
」
、
訓
読
音
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を
仮
名
読
み
と
す
る
「
万
葉
仮
名
」
を
「
訓
仮
名
」
と
呼
び
ま

す
。
つ
ま
り
こ
の
歌
は
「
音
仮
名
」
だ
け
で
表
さ
れ
て
い
る
歌

と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
従
っ
て
こ
の
原
文
の
「
音
仮
名
」

は
、
現
在
の
「
カ
ナ
モ
ジ
」
に
置
き
換
え
ら
れ
る
こ
と
も
可
能

で
す
。
更
に
言
え
ば
、
私
ど
も
日
本
人
の
遠
い
祖
先
は
、
現
在

の
視
覚
障
害
者
が
「
恨
め
し
い
」
と
言
う
の
と
は
異
な
っ
て
、

一
つ
の
試
み
と
し
て
、
「
カ
ナ
モ
ジ
」
だ
け
の
表
記
に
挑
戦
し

て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
後
に
「
カ
ナ
モ
ジ
」
だ

け
の
表
記
と
い
う
方
法
は
採
ら
れ
な
く
な
っ
て
、
こ
こ
に
掲
げ

た
三
首
の
歌
も
、
や
が
て
現
在
の
よ
う
に
「
漢
字
仮
名
交
じ

り
」
で
表
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

『
万
葉
集
』
は
、
歌
の
部
分
は
右
の
三
首
の
よ
う
に
、
漢
字

の
訓
読
と
音
仮
名
・
訓
仮
名
に
よ
る
「
漢
字
仮
名
交
じ
り
」
、

助
詞
・
助
動
詞
・
送
り
仮
名
を
省
略
し
た
「
略
体
表
記
」
、
音

仮
名
だ
け
で
表
記
し
た
「
カ
ナ
モ
ジ
表
記
」
と
、
そ
の
表
記
法

を
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
「
題
詞
」
と
「
左
注
」

は
、
漢
文
で
表
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
日
本
語
の
表
記

が
試
み
ら
れ
て
い
る
の
は
、
歌
の
部
分
だ
け
で
、
他
は
漢
文
で

表
記
さ
れ
て
と
い
う
編
集
で
す
。

ま
た
歌
の
表
記
法
に
よ
っ
て
、
『
万
葉
集
』
の
成
立
時
期
を

推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

同
じ
時
期
に
成
立
し
て
い
る
「
記
・
紀
」
に
つ
い
て
申
し
ま

す
と
、
『
古
事
記
』
の
表
記
は
、
本
文
は
読
み
下
し
漢
文
、
す

な
わ
ち
漢
文
を
日
本
語
と
し
て
読
み
下
し
て
漢
字
の
訓
読
や
音

仮
名
・
訓
仮
名
を
当
て
た
表
記
で
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
そ

こ
に
は
し
ば
し
ば
古
歌
謡
が
挿
入
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の

歌
謡
は
、
全
て
「
音
仮
名
」
で
表
記
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
す
な

わ
ち
漢
字
の
訓
読
や
訓
仮
名
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
の
で
す
。

『
日
本
書
紀
』
の
表
記
は
、
本
文
は
漢
文
、
古
歌
謡
は
『
古

事
記
』
と
同
様
、
「
音
仮
名
」
だ
け
で
表
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

『
古
事
記
』
の
成
立
は
和
銅
五
（
七
一
二
）
年
、
元
明
天
皇

に
献
上
さ
れ
る
た
め
に
編
纂
さ
れ
た
と
言
わ
れ
ま
す
。
そ
の
た

め
か
、
長
く
宮
中
の
奥
深
く
に
留
め
お
か
れ
て
、
一
般
の
目
に

触
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
ま
す
。
『
日
本
書
紀
』
の

成
立
は
養
老
四
（
七
二
〇
）
年
、
わ
が
国
の
国
史
と
し
て
編
纂

さ
れ
た
も
の
で
す
。
正
式
の
国
史
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
こ
と
を

示
す
意
味
で
も
、
漢
文
で
表
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
ら
れ

ま
し
た
。
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一
般
に
「
万
葉
仮
名
」
と
呼
ば
れ
る
「
音
仮
名
」
が
成
立

し
、
「
カ
ナ
モ
ジ
」
の
表
記
だ
け
で
『
古
事
記
』
・
『
日
本
書

紀
』
の
古
歌
謡
が
表
記
さ
れ
る
に
至
っ
て
、
や
っ
と
歌
謡
の
表

記
の
標
準
が
「
音
仮
名
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
よ

う
で
す
。

翻
っ
て
、
『
万
葉
集
』
の
作
歌
年
代
を
特
定
す
る
の
に
、

「
音
仮
名
」
に
よ
る
「
カ
ナ
モ
ジ
」
だ
け
の
表
記
と
な
っ
て
い

る
歌
は
、
『
古
事
記
』
・
『
日
本
書
紀
』
の
成
立
と
同
時
期
、

あ
る
い
は
そ
れ
よ
り
後
に
作
ら
れ
た
も
の
だ
と
考
え
て
よ
い
よ

う
で
す
。
『
古
事
記
』
・
『
日
本
書
紀
』
の
成
立
以
前
と
言
え

ば
、
持
統
・
文
武
朝
の
こ
ろ
で
、
最
も
活
躍
し
て
い
た
歌
人
は

あ
の
柿
本
人
麻
呂
で
す
。
人
麻
呂
の
歌
の
表
記
は
、
「
音
仮

名
」
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
文
字
を
意
味
と
し
て
捉
え
た
表

記
法
を
採
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
表
記
法
が
続
く
の
は
、

持
統
・
文
武
朝
の
宮
廷
歌
人
の
流
れ
、
大
伴
旅
人
・
山
上
憶
良

・
山
部
赤
人
等
の
流
れ
が
続
く
ま
で
で
、
そ
の
後
の
歌
人
の
歌

は
「
音
仮
名
」
だ
け
の
表
記
が
急
速
に
主
流
と
な
っ
て
参
り
ま

す
。日

本
語
の
文
章
の
表
記
は
こ
の
よ
う
に
、
中
国
か
ら
渡
っ
て

き
た
〈
漢
字
〉
を
、
そ
の
文
章
と
と
も
に
日
本
語
に
変
換
す
る

と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
「
訓
読
」
の
成
立
で
す
。
そ
の

〈
漢
字
〉
の
「
訓
読
」
に
歌
謡
を
乗
せ
て
、
文
字
と
し
て
表
記

さ
れ
た
の
が
恐
ら
く
「
和
歌
」
の
始
ま
り
だ
っ
た
の
で
し
ょ

う
。
『
万
葉
集
』
を
見
る
限
り
、
題
詞
や
左
中
に
よ
れ
ば
、
か

な
り
古
い
時
代
の
歌
と
さ
れ
る
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
長
歌
も

短
歌
も
、
そ
の
形
式
は
極
め
て
厳
密
に
守
ら
れ
て
い
て
、
形
式

だ
け
見
れ
ば
、
持
統
朝
以
降
の
歌
と
、
異
な
る
と
こ
ろ
は
あ
り

ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
は
歌
謡
と
し
て
口
伝
さ
れ
て
来
た
も
の
を

そ
の
ま
ま
文
字
に
写
し
た
も
の
と
言
う
よ
り
は
、
一
旦
文
字
化

し
た
も
の
を
更
に
推
敲
し
て
、
音
数
律
を
整
え
た
結
果
に
で
き

た
作
品
で
は
な
い
か
と
考
え
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
こ

の
よ
う
に
し
て
〈
漢
字
〉
の
訓
読
の
成
立
が
、
〈
漢
字
〉
を
日

本
語
を
表
す
文
字
と
な
っ
た
こ
と
を
現
し
た
の
だ
と
言
え
る
と

言
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

読
み
下
し
漢
文
で
表
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
『
古
事
記
』

も
、
〈
漢
字
〉
の
訓
読
な
し
に
は
成
立
し
ま
せ
ん
。
そ
の
漢
文

の
水
脈
が
、
も
う
一
つ
の
わ
が
国
の
文
章
表
記
の
大
き
な
流
れ

と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
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「
漢
文
」
の
訓
読
は
、
正
し
く
〈
漢
字
〉
を
訓
読
し
、
そ
こ

に
送
り
仮
名
と
助
詞
・
助
動
詞
を
挿
入
し
、
〈
漢
字
〉
を
中
国

語
の
並
び
か
ら
日
本
語
の
も
の
へ
と
変
更
す
べ
く
指
示
符
号
を

付
け
る
と
い
う
方
法
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
現
在
も
行
わ

れ
て
い
る
方
法
で
す
が
、
こ
こ
で
も
「
カ
ナ
モ
ジ
」
が
大
き
な

働
き
を
し
て
お
り
ま
す
。
現
在
行
わ
れ
て
い
る
漢
文
の
訓
読
の

方
式
は
、
漢
字
の
並
ぶ
行
の
右
側
に
カ
タ
カ
ナ
の
送
り
仮
名
と

助
詞
・
助
動
詞
を
置
き
、
行
の
左
側
に
「
返
り
点
」
と
呼
ば
れ

る
指
示
符
号
を
置
い
て
、
漢
字
の
読
み
の
順
序
を
指
示
し
て
お

り
ま
す
。
こ
の
カ
タ
カ
ナ
の
送
り
仮
名
と
助
詞
・
助
動
詞
と
指

示
符
号
で
あ
る
「
返
り
点
」
を
合
わ
せ
て
「
訓
点
」
と
呼
び
ま

す
。
現
在
で
は
こ
の
よ
う
な
操
作
も
省
略
し
て
、
読
み
下
し
て

あ
る
、
「
訓
点
」
の
つ
い
て
い
な
い
文
章
を
読
む
こ
と
で
、
漢

文
の
古
典
を
読
む
の
が
普
通
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
つ

い
先
頃
ま
で
、
一
般
の
文
章
の
中
に
、
漢
文
の
読
み
下
し
文
と

同
様
に
、
ひ
ら
が
な
で
は
な
く
、
カ
タ
カ
ナ
が
用
い
ら
れ
た
表

記
法
が
見
ら
れ
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
朝
日
新
聞
令
和
３
年
２

／

号
掲
載
の
、
原
武
史
氏
著
「
歴
史
の
ダ
イ
ヤ
グ
ラ
ム
」
に

06
引
用
さ
れ
て
い
る
文
章
が
あ
り
ま
す
。
「
軍
ハ
陸
海
軍
共
ニ
健

全
ナ
リ
、
国
民
ノ
後
ニ
続
ク
ヲ
信
ズ

宮
中
尉
」
（
『
吉
沢
久

子
、

歳
の
空
襲
日
記
』
）
。
昭
和

年
の
敗
戦
直
後
に
東
京

27

20

に
撒
か
れ
た
ビ
ラ
の
文
章
で
す
。
旧
日
本
軍
の
軍
人
が
、
抗
戦

を
呼
び
か
け
る
た
め
に
戦
闘
機
か
ら
撒
い
た
も
の
と
言
わ
れ
ま

す
。現

在
私
た
ち
が
読
み
書
き
し
て
い
る
日
本
語
の
文
章
は
、
繰

り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
「
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
」
と
呼
ば
れ

る
文
章
で
す
。
こ
の
形
式
が
定
ま
っ
た
の
は
、
右
に
述
べ
て
参

り
ま
し
た
よ
う
に
、
決
し
て
古
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ

の
「
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
」
が
ど
の
よ
う
な
形
式
か
、
お
浚
い

を
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
漢
字
仮
名
交
じ
り
」
と
言
う
の
は
、
文
字
通
り
〈
漢
字
〉

と
「
カ
ナ
モ
ジ
」
を
交
え
て
表
さ
れ
た
文
章
を
言
い
ま
す
が
、

現
在
は
「
カ
ナ
モ
ジ
」
と
書
き
ま
し
た
の
は
誤
り
で
、
「
か
な

も
じ
」
と
書
く
べ
き
な
の
で
す
。
右
に
も
述
べ
ま
し
た
よ
う

に
、
少
し
前
ま
で
は
、
〈
漢
字
〉
と
「
カ
ナ
モ
ジ
」
で
表
さ
れ

た
「
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
」
も
珍
し
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
現
在
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
、
わ
が
国
の
表
記



- 9 -

法
が
、
ほ
ぼ
一
つ
に
統
一
さ
れ
た
と
言
わ
れ
ま
す
。
つ
ま
り

〈
漢
字
〉
と
「
ひ
ら
が
な
」
を
交
え
る
方
式
だ
け
が
採
ら
れ
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
ど
の
よ
う
に
交
え
る
か
、
小
学
校
一
年

生
の
子
ど
も
た
ち
に
仮
名
遣
い
を
教
え
る
際
、
子
ど
も
た
ち
が

よ
く
行
う
間
違
い
が
あ
る
と
言
わ
れ
ま
す
。
「
…
…
し
ま
し

田
」
。
〈
漢
字
〉
の
勉
強
を
し
て
い
て
、
「
田
」
と
い
う
文
字

を
覚
え
た
と
こ
ろ
で
、
今
度
は
文
章
の
勉
強
を
し
ま
す
。
子
ど

も
た
ち
に
は
、
こ
の
「
ひ
ら
が
な
」
で
書
か
な
け
れ
ば
い
け
な

い
と
い
う
こ
と
が
、
大
変
理
解
し
難
い
よ
う
で
、
こ
の
よ
う
な

書
き
方
に
な
る
お
子
さ
ん
が
結
構
お
ら
れ
る
と
お
聞
き
し
ま

す
。
し
か
し
こ
こ
の
と
こ
ろ
を
理
解
し
て
い
る
大
人
も
ど
れ
ほ

ど
お
ら
れ
る
か
、
せ
い
ぜ
い
経
験
則
で
ク
リ
ア
し
て
い
る
だ
け

で
、
そ
の
理
由
ま
で
は
な
か
な
か
分
か
っ
て
は
い
な
い
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

右
の
『
万
葉
集
』
の
表
記
の
中
で
触
れ
ま
し
た
が
、
『
万
葉

集
』
の
初
期
の
歌
の
表
記
で
は
、
〈
漢
字
〉
の
訓
読
と
音
仮
名

・
訓
仮
名
に
よ
っ
て
表
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
当
時
の
歌

人
は
、
日
本
語
を
文
字
で
表
そ
う
と
し
ま
す
と
、
ど
う
し
て
も

「
仮
名
」
で
な
け
れ
ば
表
せ
な
い
言
葉
の
あ
る
こ
と
に
気
付
い

た
の
で
し
た
。
中
国
か
ら
渡
っ
て
来
た
〈
漢
字
〉
で
、
わ
が
国

の
事
物
に
つ
い
て
書
き
表
す
こ
と
を
目
指
し
て
「
訓
読
」
を
開

発
し
た
と
は
言
え
、
こ
れ
は
〈
漢
字
〉
の
「
表
意
文
字
」
と
し

て
の
特
性
を
応
用
し
た
も
の
で
、
そ
の
他
に
日
本
語
に
は
事
物

を
表
す
語
に
加
え
て
、
そ
れ
ら
を
繋
ぐ
語
が
あ
っ
た
の
で
す
。

現
在
で
は
品
詞
と
し
て
「
助
詞
」
と
「
助
動
詞
」
に
分
類
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
語
と
語
と
を
繋
ぐ
、
あ
る
い
は
文
を
結
ぶ
語
と

し
て
の
働
き
を
持
つ
語
の
存
在
で
す
。
ま
た
事
物
を
表
す
語
で

も
品
詞
に
よ
っ
て
は
語
尾
の
変
化
（
活
用
）
す
る
も
の
が
あ
る

こ
と
が
分
か
っ
て
来
て
、
そ
れ
も
次
の
語
へ
繋
ぐ
働
き
を
し
て

い
ま
す
。
そ
こ
で
当
時
の
歌
人
は
、
そ
れ
ら
を
「
漢
字
音
」
を

利
用
し
て
表
す
こ
と
に
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
「
音
仮
名
」
と

「
訓
仮
名
」
で
す
。
当
時
は
文
字
と
言
え
ば
中
国
渡
来
の
〈
漢

字
〉
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
仮
名
も
〈
漢
字
〉
で
表

す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
し
た
。

こ
の
〈
漢
字
〉
で
表
記
さ
れ
る
部
分
と
「
仮
名
」
で
表
記
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
部
分
に
つ
い
て
は
、
国
語
辞
典
の
『
広

辞
苑
』
に
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
〈
漢
字
〉

で
表
記
さ
れ
る
部
分
を
「
詞
（
シ
）
」
、
「
仮
名
」
で
表
記
さ
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れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
部
分
を
「
辞
（
ジ
）
」
と
呼
ん
で
い
ま

す
。詞

文
法
上
、
そ
れ
自
身
で
或
る
一
つ
の
概
念
を
表
し
、

思
想
内
容
を
概
念
的
・
客
体
的
に
表
現
し
、
言
語
主
体
に
対
立

す
る
客
体
を
表
す
語
。
単
独
で
文
の
成
分
を
構
成
し
う
る
。
助

詞
お
よ
び
助
動
詞
（
一
説
に
、
助
詞
・
助
動
詞
の
大
部
分
と
陳

述
副
詞
・
接
続
詞
・
感
動
詞
）
を
除
い
た
他
の
品
詞
を
い
う
。

辞

文
法
で
、
言
語
主
体
の
客
体
に
対
す
る
種
々
な
態
度

を
表
現
し
、
詞
と
結
合
し
て
初
め
て
具
体
的
な
思
想
を
表
現
す

る
働
き
を
も
つ
語
。
形
式
語
・
虚
辞
・
付
属
語
な
ど
と
称
せ
ら

れ
る
。
助
詞
お
よ
び
助
動
詞
（
一
説
に
、
助
詞
・
助
動
詞
の
大

部
分
と
陳
述
副
詞
・
接
続
詞
・
感
動
詞
）
を
い
う
。

つ
ま
り
品
詞
で
言
え
ば
名
詞
・
動
詞
・
形
容
詞
・
副
詞
の
語

幹
に
当
た
る
部
分
を
「
詞
」
、
助
詞
・
助
動
詞
と
動
詞
や
形
容

詞
の
活
用
語
尾
を
「
辞
」
と
呼
ぶ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の

「
詞
」
に
当
た
る
と
こ
ろ
は
〈
漢
字
〉
で
表
記
さ
れ
、
「
辞
」

は
「
か
な
も
じ
」
で
書
か
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
仮
名

は
、
伝
統
的
に
和
歌
を
中
心
と
し
た
和
文
は
「
ひ
ら
が
な
」

で
、
読
み
下
し
漢
文
は
「
カ
タ
カ
ナ
」
で
書
か
れ
ま
す
が
、
現

在
の
「
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
」
で
は
、
〈
漢
字
〉
と
「
ひ
ら
が

な
」
を
交
え
た
文
章
が
一
般
と
な
り
ま
し
た
。

そ
の
た
め
に
「
カ
タ
カ
ナ
」
は
、
従
来
の
読
み
下
し
漢
文
の

仮
名
の
表
記
を
担
う
と
い
う
役
割
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
現
在
で

は
専
ら
、
外
国
語
を
日
本
語
と
し
て
発
音
す
る
と
き
の
、
外
来

語
の
表
記
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
従
っ
て
こ
の

「
カ
タ
カ
ナ
」
も
、
「
辞
」
で
は
な
く
、
「
詞
」
を
表
す
文
字

と
な
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
更
に
言
え
ば
、
現
在
の
日
本
語

の
文
章
の
中
に
は
、
ど
ん
な
文
字
も
挿
入
が
可
能
で
す
。
実
際

に
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
は
、
通
常
の
表
記
と
し
て
、
や
は
り

「
詞
」
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
詞
」
は
、
少
し
や
や

こ
し
く
な
る
の
で
す
が
、
〈
漢
字
〉
の
代
わ
り
に
「
ひ
ら
が

な
」
を
当
て
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。
文
章
に
柔
ら
か
み
が
出
る

と
も
言
わ
れ
て
、
む
し
ろ
そ
う
い
う
表
記
が
積
極
的
に
行
わ
れ

る
傾
向
も
あ
り
ま
す
。

し
か
し
そ
の
ま
ま
総
仮
名
の
表
記
が
一
般
と
な
る
か
と
言
え

ば
、
そ
の
よ
う
な
気
配
は
な
さ
そ
う
で
す
。
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『
万
葉
集
』
の
初
期
に
編
ま
れ
た
部
分
は
、
〈
漢
字
〉
の
訓

読
・
音
仮
名
・
訓
仮
名
と
、
現
在
の
よ
う
な
仮
名
文
字
は
ま
だ

な
か
っ
た
に
し
て
も
、
既
に
「
漢
字
仮
名
交
じ
り
」
を
指
向
し

て
い
ま
し
た
。
後
期
の
『
万
葉
集
』
や
「
記
・
紀
」
の
歌
謡
で

は
、
音
仮
名
に
よ
る
仮
名
文
字
だ
け
の
表
音
で
表
記
さ
れ
ま
し

た
。
そ
の
後
平
安
期
に
は
現
在
に
近
い
「
か
な
も
じ
」
が
成
立

し
て
、
「
仮
名
文
学
」
が
開
花
し
ま
し
た
。

一
方
中
国
か
ら
渡
っ
て
来
た
「
漢
文
」
は
、
わ
が
国
の
学
問

や
政
治
に
深
く
根
を
下
ろ
し
て
、
公
式
な
文
書
は
「
漢
文
」
で

書
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
行
き
ま
し
た
。
現
在
で
も
公
式
な
文

書
は
、
読
み
下
し
の
「
漢
文
」
で
す
。
た
だ
戦
後
は
、
「
読
み

下
し
漢
文
」
の
調
子
の
文
章
も
、
「
カ
タ
カ
ナ
交
じ
り
」
で
は

な
く
、
「
ひ
ら
が
な
」
を
交
え
た
表
記
の
文
章
に
な
り
ま
し

た
。こ

の
平
安
期
以
来
の
和
歌
や
物
語
の
表
記
と
し
て
用
い
ら
れ

た
「
仮
名
文
字
」
の
文
章
と
、
公
式
の
文
書
と
し
て
使
わ
れ
続

け
て
来
た
「
漢
文
」
が
、
現
在
で
は
ど
ち
ら
も
「
漢
字
仮
名
交

じ
り
文
」
と
し
て
、
形
式
と
し
て
は
見
分
け
の
付
か
な
い
ほ
ど

に
近
づ
い
て
お
り
ま
す
。
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
す
。
せ
い
ぜ
い
筆

者
の
個
性
の
違
い
と
し
か
認
め
ら
れ
な
い
ほ
ど
で
す
。
そ
し
て

文
頭
に
掲
げ
た
三
首
の
歌
の
よ
う
に
、
現
在
で
は
「
仮
名
文

字
」
だ
け
で
表
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
間
違
い
な
く
「
漢
字

仮
名
交
じ
り
」
で
表
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
一
体
こ
れ

は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
「
ご
先
祖
様
が
恨
め
し
い
」
と
言
う
視

覚
障
害
者
の
声
は
、
こ
の
辺
り
を
指
し
て
言
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
て
な
り
ま
せ
ん
。

『
万
葉
集
』
の
後
半
か
ら
平
安
時
代
を
通
し
て
、
「
仮
名
文

学
」
が
花
を
開
き
ま
し
た
。
そ
の
の
ち
私
ど
も
に
そ
の
文
化
が

伝
え
ら
れ
る
間
に
、
「
仮
名
文
学
」
の
「
ひ
ら
が
な
」
で
表
記

さ
れ
た
「
詞
」
の
部
分
が
、
徐
々
に
〈
漢
字
〉
に
置
き
換
え
ら

れ
て
行
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
現
在
に
至
っ

て
「
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
」
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。そ

の
理
由
は
、
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
言
え
る

こ
と
は
、
「
ひ
ら
が
な
」
だ
け
で
表
さ
れ
た
文
章
は
、
恐
ら
く

読
み
難
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
も
う
一
つ
読
み
難

さ
に
通
底
す
る
こ
と
と
し
て
、
書
か
れ
た
文
書
は
何
度
で
も
読

み
返
さ
れ
る
こ
と
、
著
者
も
読
み
返
し
ま
す
し
、
読
者
も
何
度

も
読
み
返
し
ま
す
。
ま
た
印
刷
技
術
の
な
か
っ
た
当
時
は
、

「
書
写
」
だ
け
が
文
書
の
流
布
の
方
法
で
し
た
。
読
み
難
い
文
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章
は
「
書
写
」
も
し
難
い
、
「
書
写
」
に
当
た
っ
た
人
々
も
、

「
書
写
」
に
叶
っ
た
文
字
遣
い
を
選
択
し
た
の
で
は
な
か
っ
た

で
し
ょ
う
か
。

ま
た
「
概
念
」
や
「
論
理
」
を
表
す
の
に
は
、
「
ひ
ら
が

な
」
は
大
変
不
都
合
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
も
し
「
概
念
」

や
「
論
理
」
を
「
ひ
ら
が
な
」
だ
け
で
表
す
と
す
れ
ば
、
お
そ

ら
く
わ
が
国
の
言
語
も
、
も
っ
と
入
り
組
ん
で
複
雑
な
音
韻
の

体
系
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

の
前
に
、
既
に
〈
漢
字
〉
の
「
訓
読
」
が
完
成
し
て
、
日
本
語

の
表
記
に
〈
漢
字
〉
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
思
え

ば
、
「
概
念
」
や
「
論
理
」
を
表
現
す
る
文
字
と
し
て
、
〈
漢

字
〉
に
期
待
す
る
こ
と
は
当
然
と
言
え
ま
す
。

現
在
も
、
「
ひ
ら
が
な
」
だ
け
で
表
記
さ
れ
る
文
章
の
存
在

を
、
視
覚
障
害
者
の
有
識
者
の
先
生
方
は
、
こ
の
よ
う
な
幻
の

文
章
の
存
在
を
、
信
じ
て
お
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ

の
先
生
方
の
口
か
ら
は
、
残
念
な
が
ら
〈
漢
字
〉
の
習
得
の
必

要
性
に
つ
い
て
は
、
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
憂
慮

に
耐
え
ま
せ
ん
。
是
非
と
も
体
系
付
け
ら
れ
た
〈
漢
字
〉
の
教

育
が
、
視
覚
障
害
者
の
子
ど
も
た
ち
に
施
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん

で
止
み
ま
せ
ん
。

点
字
か
ら
識
字
ま
で
の
距
離(

一
一
四)

通
所
支
援
事
業
所
へ
の
サ
ー
ビ
ス(

四)

山
内

薫

キ
ッ
ズ
サ
ポ
ー
ト
り
ま
へ
の
三
回
目
の
訪
問

二
〇
一
七
年
八
月
九
日
の
夏
休
み
に
キ
ッ
ズ
サ
ポ
ー
ト
り
ま

へ
の
三
回
目
の
訪
問
を
行
っ
た
。
参
加
者
は
七
名
で
、
前
回
参

加
し
て
く
れ
た
全
身
性
障
害
の
高
校
生
の
他
、
や
は
り
墨
東
養

護
学
校
に
通
っ
て
い
る
男
子
中
学
生
、
小
学
校
高
学
年
の
子
ど

も
が
三
人
、
低
学
年
の
子
ど
も
が
二
人
だ
っ
た
。
（
写
真
一
）

図
書
館
側
は
私
と
ひ
き
ふ
ね
図

書
館
の
職
員
が
三
人
、
そ
し
て
今

回
も
筑
波
大
学
大
学
院
の
Ｋ
さ
ん

が
来
て
く
だ
さ
っ
た
。

今
回
は
午
後
二
時
か
ら
の
一
時

間
の
予
定
で
、
前
半
が
お
話
し

会
、
後
半
は
紙
芝
居
や
ｉ
Ｐ
ａ
ｄ

を
個
々
に
見
て
貰
う
と
い
う
プ
ロ

写真1 お話し会の参加者
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グ
ラ
ム
に
し
た
。

お
話
し
会
は
じ
め
の
出
し
物
は
紙
芝
居
の
『
お
お
き
く
お
お

き
く
お
お
き
く
な
あ
れ
』
（
ま
つ
い
の
り
こ
／
脚
本
・
画

童

心
社
）
。
こ
の
紙
芝
居
は
幼
児
向
け
の
観
客
参
加
型
の
紙
芝
居

で
、
表
紙
に
は
小
さ
い
豚
の
絵
が
描
か
れ
て
お
り
、
子
ど
も
た

ち
と
一
緒
に
「
お
お
き
く
お
お
き
く
お
お
き
く
な
あ
れ
」
と
唱

え
て
紙
芝
居
を
め
く
る
と
次
の
場
面
に
大
き
な
豚
が
現
れ
る
と

い
う
仕
掛
け
で
、
次
に
出
て
く
る
の
は
小
さ
な
卵
。
ま
た
み
ん

な
で

「
お
お
き
く
お
お
き
く
お
お
き
く
な
あ
れ
」
と
い
う
と

次
の
場
面
で
卵
が
大
き
く
な
る
が
、
卵
に
は
ひ
び
が
入
っ
て
い

て
中
か
ら
「
ガ
オ
ー
ン
」
と
い
う
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。
す
る

と
次
の
場
面
で
は
卵
が
割
れ
て
中
か
ら
怪
獣
が
出
て
く
る
。
次

は
小
さ
な
ケ
ー
キ
が
画
面
の
真
ん
中
に
描
か
れ
て
い
る
。
そ
こ

で
ま
た
、
み
ん
な
で

「
お
お
き
く
お
お
き
く
お
お
き
く
な
あ

れ
」
と
唱
え
る
の
だ
が
、
次
の
場
面
の
ケ
ー
キ
は
画
面
の
半
分

ほ
ど
し
か
な
く
、
こ
れ
で
は
み
ん
な
で
食
べ
ら
れ
な
い
と
い
っ

て
、
も
う
一
度
み
ん
な
で

「
お
お
き
く
お
お
き
く
お
お
き
く

な
あ
れ
」
と
言
う
と
、
画
面
一
杯
の
ケ
ー
キ
が
現
れ
る
と
い
う

八
場
面
の
紙
芝
居
で
図
書
館
な
ど
で
も
子
ど
も
た
ち
に
好
評
で

あ
る
。
図
書
館
や
高
齢
者
施
設
で
も
こ
の
紙
芝
居
を
何
回
も
上

演
し
て
い
る
が
、
そ
の
場
合
も
う
一
つ
仕
掛
け
を
用
意
し
て
い

る
。
紙
芝
居
の
最
後
の
場
面
は
画
面
一
杯
の
ケ
ー
キ
だ
が
、
子

ど
も
た
ち
に
も
う
一
度
「
お
お
き
く
お
お
き
く
お
お
き
く
な
あ

れ
」
と
唱
え
て
み
よ
う
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
黒
い
幕
の

後
ろ
か
ら
段
ボ
ー
ル
で
作
っ
た
横
一
メ
ー
ト
ル
、
縦
八
〇
セ
ン

チ
ほ
ど
の
巨
大
ケ
ー
キ
を
登
場
さ
せ
る
。
こ
れ
は
イ
ン
パ
ク
ト

が
あ
っ
て
と
て
も
好
評
だ
が
、
図
書
館
で
上
演
す
る
と
き
の
よ

う
に
巨
大
ケ
ー
キ
を
隠
し
て
お
く
と
こ
ろ
が
「
り
ま
」
に
は
な

い
の
で
、
苦
肉
の
策
で
紙
芝
居
の
後
ろ
に
折
り
た
た
ん
だ
ケ
ー

キ
を
置
き
そ
こ
に
暗
幕
を
被
せ
て
隠
し
、
最
後
に
暗
幕
を
取
り

除
い
て
折
り
た
た
ん
だ
巨
大
ケ
ー
キ
を
出
す
こ
と
に
し
た
。

（
写
真
二
、
三
）
皆
と
て
も
喜
ん
で
く
れ
た
。

写真2 紙芝居おおきくおお

きくおおきくなあれ

写真3 巨大ケーキの出現
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次
は
や
は
り
写
真
に
よ
る
紙
芝
居
『

フ
ォ
ト
か
み
し
ば
い

か
が
く
の
ア
ル
バ
ム

ア
ブ
ラ
ゼ
ミ
』
（
七
尾
純
／
構
成
・

文,

あ
か
ね
書
房
）
を
行
っ
た
。
丁
度
夏
で
も
あ
り
季
節
に
ち

な
ん
だ
紙
芝
居
と
い
う
こ
と
で

見
て
も
ら
っ
た
。
（
写
真
四
）

次
は
行
事
用
大
型
絵
本
の

『
せ
ん
た
く
か
あ
ち
ゃ
ん
』

（
さ
と
う
わ
き
こ
／
さ
く
・
え

福
音
館
書
店
）
（
写
真
五
、

六
）
。
洗
濯
が
大
好
き
な
か
あ

ち
ゃ
ん
は
、
お
天
気
の
良
い
日

に
は
、
家
中
の
物
、
猫
も
、
犬

写真5 大型絵本せんたくかあ

ちゃん

写真6 せんたくかあちゃん、

雷が大量に落ちてくる
写真4 紙芝居アブラゼミ

も
子
ど
も
ま
で
、
み
ん
な
た
ら
い
に
放
り
込
み
、
ジ
ャ
ブ
ジ
ャ

ブ
洗
う
。
そ
の
洗
濯
物
を
庭
と
向
か
い
の
森
の
木
と
い
う
木
に

縄
を
張
り
全
部
干
す
。
そ
れ
を
見
た
雷
が
干
さ
れ
て
い
る
子
ど

も
達
や
動
物
の
お
へ
そ
を
食
べ
よ
う
と
、
空
か
ら
落
ち
て
く

る
。
そ
の
薄
汚
れ
た
雷
を
見
た
か
あ
ち
ゃ
ん
は
、
雷
を
た
ら
い

に
放
り
込
み
、
ゴ
シ
ゴ
シ
洗
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
に
顔
が

消
え
て
し
ま
い
、
雷
の
顔
を
ペ
ン
で
書
い
た
と
こ
ろ
、
皆
、
美

男
子
に
な
っ
て
空
に
帰
っ
て
行
っ
た
。
そ
の
翌
日
、
空
が
俄
に

か
き
曇
り
、
お
び
た
だ
し
い
数
の
雷
が
顔
を
書
い
て
欲
し
い
と

落
ち
て
く
る
。
か
あ
ち
ゃ
ん
は
「
ま
か
し
と
き
い
！
」
と
胸
を

張
る
。
と
い
う
あ
ら
す
じ
で
こ
の
本
も
子
ど
も
に
読
む
本
の
定

番
と
な
っ
て
い
る
。

続
い
て
行
事
用
大
型
絵
本
の
『
ど
う
ぶ
つ
い
ろ
い
ろ
か
く
れ

ん
ぼ
』
（
い
し
か
わ

こ
う
じ
作

ポ
プ
ラ
社
）
。
絵
本
の
ペ

ー
ジ
に
動
物
の
輪
郭
の
穴
が
空
い
て
お
り
、
ペ
ー
ジ
を
め
く
る

と
輪
郭
の
中
に
動
物
の
顔
や
体
が
現
れ
る
と
い
う
仕
掛
け
絵

本
。
子
ど
も
た
ち
に
動
物
の
名
前
を
当
て
て
も
ら
う
こ
と
が
で

き
る
。

全
員
で
見
て
も
ら
う
お
話
し
会
は
こ
こ
ま
で
で
、
そ
の
後
個

々
に
見
て
も
ら
う
こ
と
に
す
る
。
私
は
『
美
女
と
野
獣
』
の
紙
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芝
居
上
・
下
（
ボ
ー
モ
ン
著

藤
田
勝
治
構
成
／
絵

童
心

社
）
を
持
っ
て
行
っ
た
。
丁
度
デ
ィ
ズ
ニ
ー
の
実
写
版
『
美
女

と
野
獣
』
が
四
月
に
封
切
ら
れ
た
ば
か
り
だ
っ
た
の
で
、
興
味

を
持
っ
て
も
ら
え
る
と
考
え
た
の
だ
が
Ａ
Ｌ
Ｓ
の
高
校
生
を
含

め
て
三
人
の
子
ど
も
た
ち
が
見
て
く
れ
た
（
写
真
七
）
。
三
人

と
も
床
に
寝
そ
べ
っ
て
上
・
下
で
二
〇
分
近
く
か
か
る
紙
芝
居

を
最
後
ま
で
熱
心
に
見
て
く
れ
た
。

同
じ
時
間
、
中
学
生
の
男
子
と
高
学
年
の
女
の
子
は
ｉ
Ｐ
ａ

ｄ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
伊
藤
忠
財
団
が
制
作
し
た
わ
い
わ
い
文

庫
の
中
の
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
Ｄ
Ａ
Ｉ
Ｓ
Ｙ
図
書
を
一
緒
に
見
て

い
た
。
二
人
と
も
ペ
ロ
ー
の
『
長
ぐ
つ
を
は
い
た
ネ
コ
（
ペ
ロ

ー
昔
話
）
』
（
愛
蔵
版
お
は

な
し
の
ろ
う
そ
く
３

東
京
子

ど
も
図
書
館

編
訳

/

大
社

玲
子

絵

東
京
子
ど
も
図
書

館
）
を
熱
心
に
見
て
い
た
。

男
子
中
学
生
は
墨
東
養
護
学

校
で
日
頃
か
ら
マ
ル
チ
メ
デ

ィ
ア
Ｄ
Ａ
Ｉ
Ｓ
Ｙ
図
書
に
触

れ
て
お
り
、
最
初
に
訪
問
し

写真7 紙芝居美女と野獣

た
際
に
、
や
は
り
同
じ
わ
い
わ
い
文
庫
の
『
ラ
プ
ン
ツ
ェ
ル
』

を
読
ん
で
い
た
子
で
あ
る
。
二
人
と
も
絵
は
ほ
と
ん
ど
な
い
、

お
よ
そ
二
〇
分
の
作
品
を
最
後
ま
で
集
中
し
て
読
ん
で
い
た

（
写
真
八
）
。

別
の
場
所
で
は
、
車
椅
子
に
乗
っ
た
子
ど
も
に
り
ま
の
職
員

が
『
キ
ャ
ベ
ツ
く
ん
』
（
長

新
太
／
文
・
絵

文
研
出
版
）

を
読
ん
で
あ
げ
て
い
た
。

お
よ
そ
一
時
間
余
の
訪
問
中
Ａ
Ｌ
Ｓ
の
高
校
生
は
何
度
か
い

す
の
上
に
腹
ば
い
に
な
っ
た
り
、
布
団
に
仰
臥
し
た
り
体
位
を

変
え
て
い
た
。

『
お
お
き
く
お
お
き
く
お
お
き
く
な
あ
れ
』
な
ど
の
観
客
参

加
型
の
作
品
や
『
ど
う
ぶ
つ
い
ろ
い
ろ
か
く
れ
ん
ぼ
』
の
よ
う

な
ク
イ
ズ
形
式
の
作
品
を
所

々
で
挟
む
と
、
ず
っ
と
座
っ

て
話
を
聞
い
て
い
る
だ
け
で

は
な
く
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
で
き

る
よ
う
な
の
で
、
子
ど
も
た

ち
と
の
応
答
が
で
き
る
出
し

物
を
も
う
少
し
考
え
る
必
要

が
あ
る
と
感
じ
た
。

写真8 長ぐつをはいたネコ

を読む
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わ
た
く
し
ご
と

分
ほ
ど
の
巡
り
会
い

30

木
村

多
恵
子

わ
た
し
の
高
校
二
年
は
１
９
６
０
年
に
あ
た
る
。

あ
る
方
が
Ｉ
Ｃ
Ｕ
（
国
際
キ
リ
ス
ト
教
大
学
）
の
チ
ャ
ペ
ル

で
の
礼
拝
に
誘
っ
て
く
だ
さ
り
、
６
月
の
日
曜
の
朝
三
鷹
駅
の

改
札
口
で
待
ち
合
わ
せ
る
こ
と
に
し
た
。

そ
の
日
は
早
く
か
ら
大
降
り
で
、
心
配
し
た
母
が
浅
草
橋
ま

で
送
っ
て
く
れ
、
さ
ら
に
三
鷹
ま
で
付
い
て
行
こ
う
と
し
た
。

わ
た
し
は
三
鷹
ま
で
一
本
で
行
け
る
電
車
に
乗
せ
て
く
れ
た
ら

一
人
で
大
丈
夫
と
い
っ
た
。
傍
で
わ
た
し
た
ち
の
様
子
を
見
て

い
た
女
性
が
「
わ
た
し
、
こ
の
方
と
よ
く
会
う
の
で
わ
た
し
の

方
は
よ
く
知
っ
て
い
ま
す
か
ら
お
母
さ
ん
は
心
配
な
さ
ら
な
い

で
く
だ
さ
い
。
わ
た
し
が
一
緒
に
乗
り
ま
す
」
と
言
っ
て
く
だ

さ
っ
た
。
母
は
恐
縮
し
き
っ
て
い
た
が
、
丁
度
高
尾
行
き
の
電

車
が
来
た
の
で
そ
の
方
に
お
願
い
し
た
。
一
緒
に
乗
っ
て
く
だ

さ
っ
た
女
性
は
余
計
な
お
し
ゃ
べ
り
は
せ
ず
、
傍
で
黙
っ
て
い

て
く
だ
さ
っ
た
。
や
が
て
あ
る
駅
に
近
づ
く
と
「
わ
た
し
は
今

度
の
駅
で
降
り
ま
す
が
、
こ
の
先
一
人
で
大
丈
夫
で
す
か
？
」

と
聞
い
て
く
だ
さ
っ
た
。
「
は
い
、
三
鷹
の
改
札
口
で
友
人
た

ち
が
待
っ
て
い
て
く
だ
さ
い
ま
す
の
で
」
と
言
う
と
そ
の
方
は

そ
れ
で
も
不
安
に
な
っ
た
の
か
、
「
あ
の
、
こ
の
方
三
鷹
ま
で

い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
、
何
方
か
三
鷹
ま
で
乗
ら
れ
る
方
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
せ
ん
か
？
」
と
聞
い
て
く
だ
さ
っ
た
。
す
る
と
「
八

王
子
ま
で
行
き
ま
す
か
ら
」
と
男
性
が
言
っ
た
。
「
わ
た
し
は

高
尾
ま
で
行
き
ま
す
か
ら
」
と
い
う
女
性
も
声
を
上
げ
た
。
わ

た
し
は
よ
っ
ぽ
ど
頼
り
な
い
危
な
っ
か
し
い
子
供
に
見
え
た
の

だ
ろ
う
。
乗
る
時
世
話
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
女
性
は
、
い
ざ
自

分
が
先
に
降
り
る
段
に
な
っ
て
心
配
に
な
っ
た
の
は
、
き
っ
と

い
つ
も
学
校
へ
の
往
復
の
と
き
、
彼
（
後
の
夫
）
が
一
緒
な
の

を
知
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

そ
の
ほ
か
何
人
も
の
方
が
声
を
上
げ
て
く
だ
さ
り
、
わ
た
し

は
驚
ろ
く
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
「
皆
様
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。
で
は
何
方
か
女
性
の
方
お
一
人
に
お
願
い
い
た
し
ま
す
」
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と
言
う
と
、
ざ
わ
ざ
わ
お
互
い
に
、
わ
た
し
！
わ
た
し
！
と
い

う
気
配
を
感
じ
た
。
と
、
一
人
の
女
性
が
「
じ
ゃ
ん
け
ん
で
勝

っ
た
人
が
お
手
伝
い
し
ま
し
ょ
う
」
と
に
こ
に
こ
笑
顔
声
で
言

っ
た
。
み
ん
な
笑
い
な
が
ら
じ
ゃ
ん
け
ん
が
始
ま
っ
た
。

最
初
は
興
奮
し
て
声
高
（
こ
え
だ
か
）
に
な
っ
て
い
る
の
を

「
静
か
に
」
と
合
図
す
る
人
も
い
た
よ
う
で
、
少
し
ず
つ
車
内

は
静
か
に
じ
ゃ
ん
け
ん
ゲ
ー
ム
が
続
い
た
。
あ
い
こ
が
続
き
、

だ
ん
だ
ん
一
人
抜
け
、
二
人
抜
け
し
て
ゆ
き
、
ま
た
あ
い
こ
が

続
い
た
。
や
が
て
一
人
が
「
勝
っ
た
あ
！
」

と
声
を
上
げ
、
「
わ
た
し
が
ご
一
緒
し
ま
す
」
と
言
っ
て
く
だ

さ
っ
た
。
な
ん
て
素
晴
ら
し
い
人
た
ち
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ

単
独
行
動
で
、
友
だ
ち
同
士
は
い
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
い
つ
も

は
ぎ
ゅ
う
づ
め
の
中
央
線
も
、
今
日
は
雨
の
日
曜
日
、
空

（
す
）
い
て
い
て
お
気
持
ち
に
も
ゆ
と
り
が
で
き
た
の
だ
ろ
う

か
？
そ
う
だ
、
最
初
じ
ゃ
ん
け
ん
が
始
ま
る
と
き
、
何
人
か
男

性
も
入
っ
て
い
た
よ
う
で
、
「
今
は
女
性
だ
け
で
え
ー
す
」
と

言
う
仲
間
の
声
も
聞
こ
え
、
車
内
に
笑
い
も
こ
ぼ
れ
て
い
た
。

も
し
こ
の
場
に
「
隠
れ
蓑
」
を
着
て
い
る
母
が
居
た
ら
、
涙

を
一
杯
流
さ
ず
に
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
「
帰
る
時
は
電
話
を
し

な
さ
い
ね
」
と
何
度
も
繰
り
返
し
て
い
た
母
の
声
も
合
わ
せ
て

わ
た
し
の
胸
は
き
ゅ
ー
ん
と
な
っ
た
。
「
面
倒
見
係
じ
ゃ
ん
け

ん
」
が
終
わ
る
と
皆
様
大
人
な
の
で
車
内
も
静
寂
に
戻
っ
た
。

わ
た
し
も
静
か
に
電
車
に
揺
ら
れ
て
行
っ
た
。

次
が
三
鷹
と
い
う
と
き
、
「
今
度
で
す
よ
」
と
声
を
か
け
て

く
だ
さ
り
、
改
札
口
の
仲
間
が
い
る
と
こ
ろ
ま
で
送
っ
て
く
だ

さ
っ
た
。
と
て
も
自
然
な
エ
ス
コ
ー
ト
な
の
で
、
待
っ
て
居
た

仲
間
は
、
そ
の
方
も
Ｉ
Ｃ
Ｕ
へ
行
く
の
だ
と
思
っ
た
と
言
っ
た

ほ
ど
だ
っ
た
。

三
鷹
駅
か
ら
Ｉ
Ｃ
Ｕ
行
き
の
バ
ス
停
は
と
て
も
近
か
っ
た

し
、
始
発
で
バ
ス
も
す
ぐ
乗
れ
た
が
、
雨
コ
ー
ト
を
通
し
て
さ

え
洋
服
は
ぐ
っ
し
ょ
り
濡
れ
そ
ぼ
っ
て
し
ま
っ
た
。
何
方
か
が

座
席
に
座
ら
せ
よ
う
と
し
て
く
だ
さ
っ
た
と
き
「
あ
の
う
、
わ

た
し
こ
ん
な
に
濡
れ
て
る
の
で
立
っ
て
い
ま
す
」
と
言
っ
た
。

恐
ら
く
終
点
ま
で
そ
ん
な
に
時
間
は
か
か
ら
な
い
だ
ろ
う
と
思

っ
た
し
、
わ
ざ
わ
ざ
コ
ー
ト
を
脱
ぐ
の
も
面
倒
だ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
が
、
運
転
手
さ
ん
も
ほ
か
の
乗
客
の
方
た
ち
も
「
そ
の
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ま
ま
座
り
な
さ
い
」
と
言
っ
た
。

Ｉ
Ｃ
Ｕ
か
ら
お
迎
え
に
来
て
く
だ
さ
っ
た
女
性
も
大
き
な
傘

を
持
ち
、
雨
コ
ー
ト
も
着
て
い
ら
し
た
が
、
ま
る
で
川
の
中
を

泳
い
で
い
ら
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
ほ
ど
濡
れ
て
い
ら
し

た
。
と
て
も
美
し
く
上
品
な
お
声
で
、
わ
た
し
は
緊
張
の
中
に

も
う
れ
し
さ
が
一
杯
に
な
っ
た
。

（
Ｉ
Ｃ
Ｕ
の
中
を
案
内
し
て
く
だ
さ
っ
た
こ
の
方
の
こ
と
を
わ

た
し
は
仮
に
Ａ
さ
ん
と
言
う
）

Ａ
さ
ん
は
先
ず
わ
た
し
た
ち
三
人
を
Ｉ
Ｃ
Ｕ
に
案
内
し
、
濡

れ
ね
ず
み
の
よ
う
に
震
る
え
て
い
る
わ
た
し
た
ち
三
人
が
風
邪

を
引
か
な
い
よ
う
に
、
係
の
方
に
暖
房
を
入
れ
る
よ
う
に
頼
ん

で
く
だ
さ
っ
た
。

礼
拝
が
始
ま
る
ま
で
に
は
ま
だ
少
し
時
間
が
あ
る
よ
う
で
、

校
内
を
案
内
し
て
く
だ
さ
っ
た
。

わ
た
し
が
驚
い
た
の
は
三
階
建
て
の
よ
う
だ
が
、
各
階
の
中

央
位
置
に
ポ
ス
ト
が
あ
り
、
葉
書
と
一
定
の
大
き
さ
の
封
書
は

ど
の
階
か
ら
入
れ
て
も
全
て
一
階
に
ま
と
ま
り
、
郵
便
屋
さ
ん

は
一
階
の
取
り
出
し
口
か
ら
全
部
集
め
て
持
っ
て
行
っ
て
く
だ

さ
る
の
だ
と
い
う
。

ふ
ふ
っ
と
Ａ
さ
ん
は
笑
い
な
が
ら
「
今
日
の
よ
う
な
雨
の
日
は

特
に
助
か
り
ま
す
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。

「
そ
ろ
そ
ろ
礼
拝
が
始
ま
り
ま
す
か
ら
チ
ャ
ペ
ル
へ
行
き
ま

し
ょ
う
」
と
言
っ
て
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
で
案
内
し
て
く
だ
さ
っ

た
。
も
う
か
な
り
の
方
が
着
席
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
だ
が

と
て
も
静
か
で
厳
か
な
静
寂
が
漂
っ
て
い
た
。

司
会
は
多
分
ア
メ
リ
カ
の
方
で
あ
ろ
う
。

礼
拝
の
順
序
通
り
、
最
初
は
英
語
で
、
次
に
日
本
語
で
賛
美
歌

の
番
号
も
、
聖
書
の
朗
読
箇
所
も
一
人
で
な
さ
っ
た
。
説
教
も

最
初
は
英
語
で
か
な
り
永
い
セ
ン
テ
ン
ス
を
述
べ
、
次
に
和
訳

し
た
も
の
を
ち
ょ
っ
と
た
ど
た
ど
し
い
日
本
語
で
話
し
て
く
だ

さ
っ
た
。
聖
書
の
箇
所
は
ど
こ
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
多
分
「
汝
の

敵
を
愛
せ
よ
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
説
教
は
英

語
ど
こ
ろ
か
日
本
語
で
も
わ
た
し
に
は
難
し
く
て
、
何
時
の
ま

に
か
学
校
の
こ
と
な
ど
へ
と
思
い
は
外
れ
て
し
ま
っ
た
。

「
讃
美
歌
は
英
語
、
ド
イ
ツ
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
日
本
語
、

ど
れ
で
も
好
き
な
言
葉
で
歌
っ
て
く
だ
さ
い
。
」
と
言
わ
れ
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た
。
や
は
り
Ｉ
Ｃ
Ｕ
だ
わ
！
当
然
わ
た
し
は
日
本
語
で
歌
っ

た
。『

主
の
祈
り
』
は
子
供
の
頃
か
ら
教
え
ら
れ
て
い
た
の
で
、

英
語
（
発
音
は
と
も
か
く
）
で
唱
和
す
る
こ
と
が
で
き
て
う
れ

し
か
っ
た
。

礼
拝
の
最
後
の
方
で
、
報
告
と
お
勧
め
が
あ
っ
た
。
そ
れ

は
、
「
太
平
洋
戦
争
で
、
日
本
軍
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
東
南
ア
ジ

ア
や
、
ア
メ
リ
カ
の
捕
虜
に
対
し
て
残
虐
非
道
な
行
為
を
し

て
、
多
く
の
捕
虜
を
殺
し
た
こ
と
、
こ
の
日
本
軍
の
犯
し
た
罪

を
謝
罪
す
る
印
と
し
て
記
念
碑
を
建
て
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
一
人
で
も
多
く
の
方
に
沢
山
献
金
し
て
い
た
だ
き
た
い
の

で
す
。
」

と
い
う
よ
う
な
こ
と
だ
っ
た
。

そ
し
て
礼
拝
の
最
後
は
、
今
日
初
め
て
こ
の
礼
拝
に
来
た
人

の
紹
介
で
、
他
の
二
人
と
一
緒
に
わ
た
し
も
紹
介
さ
れ
た
。

礼
拝
が
終
わ
る
と
、
目
の
見
え
な
い
高
校
生
と
い
う
こ
と
で

何
人
か
の
方
が
「
よ
く
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
」
と
声
を
か
け

て
く
だ
さ
っ
た
。

わ
た
し
に
は
「
さ
ら
な
る
献
金
依
頼
」
の
主
旨
が
よ
く
わ
か

ら
な
か
っ
た
が
、
あ
ち
こ
ち
で
献
金
の
用
意
を
し
て
い
ら
っ
し

ゃ
る
様
子
が
分
か
り
、
わ
た
し
も
少
し
ば
か
り
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
。

す
る
と
そ
の
係
の
方
が
「
斎
藤
先
生
が
喜
ば
れ
ま
す
よ
。
先

生
に
会
っ
て
い
き
ま
せ
ん
か
？
ご
紹
介
し
ま
す
」
と
言
う
。
わ

た
し
は
ち
ょ
っ
と
慌
て
た
。
三
鷹
か
ら
一
緒
に
来
た
人
た
ち
は

す
ぐ
帰
る
だ
ろ
う
。
「
あ
の
う
、
わ
た
し
一
緒
に
来
た
人
た
ち

に
三
鷹
で
浅
草
橋
へ
行
く
電
車
に
乗
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な

っ
て
い
る
の
で
す
」
と
言
う
と
、
Ａ
さ
ん
が

「
じ
ゃ
あ
わ
た
し
が
あ
な
た
を
三
鷹
で
浅
草
橋
へ
行
く
電
車
に

お
乗
せ
す
れ
ば
い
い
の
で
し
ょ
？
」
。
「
あ
、
あ
、
あ
、
あ
、

は
い
」
と
わ
た
し
は
恐
縮
し
な
が
ら
も
そ
う
言
っ
て
し
ま
っ

た
。
「
す
ぐ
お
仲
間
の
方
に
伝
え
て
き
ま
す
」
と
言
っ
て
か
ら

先
生
に
紹
介
す
る
と
言
っ
て
く
だ
さ
っ
た
方
に
「
こ
こ
で
こ
の

方
と
一
緒
に
待
っ
て
て
く
だ
さ
い
す
ぐ
戻
り
ま
す
。
」
と
言

い
、
Ａ
さ
ん
は
ほ
ん
と
に
す
ぐ
戻
っ
て
い
ら
し
て
３
人
で
エ
レ

ヴ
ェ
ー
タ
ー
で
ど
の
階
か
は
知
ら
な
い
け
れ
ど
あ
る
一
室
に
案

内
さ
れ
た
。

「
斎
藤
先
生
、
今
日
初
め
て
礼
拝
に
来
て
く
だ
さ
り
、
募
金

し
て
く
だ
さ
っ
た
方
で
す
。
」
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「
お
お
、
あ
り
が
と
う
。
よ
く
来
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
ね
。
」

と
、
と
斎
藤
先
生
が
仰
有
り
も
う
面
会
許
可
も
取
っ
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。

「
学
生
さ
ん
で
し
ょ
う
？
何
年
生
？
」

「
高
校
二
年
で
す
。
東
京
の
盲
学
校
に
行
っ
て
い
ま
す
。
視
力

は
０
で
す
。
明
暗
も
あ
り
ま
せ
ん
」

「
そ
う
で
す
か
。
で
は
並
ん
で
座
り
ま
し
ょ
う
。
そ
の
方
が
よ

く
お
話
も
で
き
る
か
ら
」
と
お
っ
し
ゃ
り
、
先
生
の
大
き
な
テ

ー
ブ
ル
で
、
先
生
の
左
隣
に
座
ら
せ
て
い
た
だ
い
た
。

「
今
日
の
報
告
と
献
金
の
お
願
い
の
内
容
は
初
め
て
お
聞
き

し
、
よ
く
分
か
ら
な
い
の
で
す
」
と
わ
た
し
は
お
ど
お
ど
し
な

が
ら
言
っ
た
。

「
そ
う
で
し
ょ
う
ね
。
お
若
い
、
あ
な
た
た
ち
く
ら
い
の
方
は

知
ら
な
い
で
し
ょ
う
ね
。
日
本
の
軍
隊
は
戦
争
中
沢
山
の
国
の

兵
隊
さ
ん
を
拷
問
に
か
け
た
り
、
食
べ
る
も
の
も
ち
ゃ
ん
と
あ

げ
な
か
っ
た
り
、
沢
山
悪
い
こ
と
を
し
た
ん
で
す
。
日
本
人
は

そ
う
い
う
人
た
ち
に
お
詫
び
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

わ
た
し
た
ち
キ
リ
ス
ト
者
は
、
ま
ず
神
様
に
赦
し
を
請
い
、
実

際
に
日
本
が
殺
し
て
し
ま
っ
た
沢
山
の
国
の
人
た
ち
に
お
詫
び

を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ど
う
い
う
形
で
謝
罪
の
意
を
表

す
か
は
ま
だ
具
体
的
に
は
決
ま
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
ま
ず
な
ん

に
し
て
も
お
金
が
必
要
な
の
で
、
仲
間
で
始
め
た
ば
か
り
で

す
。
一
人
一
人
は
少
な
く
て
も
重
ね
て
い
け
ば
い
つ
か
は
良
い

方
法
が
み
つ
か
る
で
し
ょ
う
。
」

斎
藤
先
生
は
日
本
軍
人
が
犯
し
た
具
体
的
な
惨
劇
に
付
い
て

は
お
話
に
な
ら
な
か
っ
た
が
、
「
ち
ゃ
ん
と
食
べ
物
を
あ
げ
な

か
っ
た
り
寒
さ
や
暑
さ
に
た
い
し
て
も
何
も
し
な
か
っ
た
の
で

す
」
と
い
う
の
を
聞
い
た
だ
け
で
も
わ
た
し
は
涙
ぐ
ん
で
し
ま

っ
た
。

Ａ
さ
ん
が
、
「
先
生
は
連
合
軍
の
体
験
談
を
、
ア
メ
リ
カ
の

ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ヤ
ン
グ
と
い
う
人
が
書
い
て
い
る
の
を
日
本
語

に
訳
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
よ
」
と
教
え
て
く
だ
さ
っ

た
。「

い
や
い
や
わ
た
し
の
は
ま
だ
訳
し
終
え
て
い
ま
せ
ん
が
、

菅
野
和
憲
さ
ん
が
訳
し
た
も
の
も
あ
る
よ
」
と
言
わ
れ
、
わ
た

し
は
「
そ
れ
な
ら
も
う
読
め
る
の
で
す
か
？
点
字
で
も
読
め
ま

す
か
？
」
と
短
兵
急
に
言
っ
て
し
ま
っ
た
。
「
さ
あ
、
点
字
は

分
か
ら
な
い
け
れ
ど
本
は
で
き
て
い
る
」
と
言
わ
れ
た
の
で
、
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著
者
名
と
タ
イ
ト
ル
を
メ
モ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

「
今
日
あ
な
た
が
し
て
く
だ
さ
っ
た
献
金
は
ね
、
ま
だ
始
め

た
ば
か
り
、
ほ
ら
、
こ
こ
に
お
金
が
入
っ
て
い
る
。
カ
ン
を
振

っ
て
音
を
聞
か
せ
て
あ
げ
ま
す
ね
。
」

「
こ
こ
か
ら
入
れ
る
の
で
す
ね
？
」

直
径
１
４
、
５
セ
ン
チ
、
深
さ
５
、
６
セ
ン
チ
の
カ
ン
で
、

上
に
お
金
を
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
穴
が
開
け
て
あ
る
。
「
貯
金

箱
み
た
い
！
」

わ
た
し
は
お
財
布
を
出
し
、
「
飯
田
橋
ま
で
は
い
く
ら
か
し

ら
？
と
小
声
で
言
っ
た
。
先
生
は
「
う
ん
？
」
と
不
思
議
そ
う

に
言
い
わ
た
し
は
い
い
加
減
に
百
円
玉
を
二
つ
ほ
ど
ポ
ケ
ッ
ト

に
入
れ
て
財
布
を
空
に
し
た
。

「
種
銭
の
一
部
に
な
る
か
し
ら
？
」

「
お
お
、
種
銭
、
立
派
な
種
銭
で
す
。
」
と
先
生
は
に
こ
や
か

な
声
で
言
わ
れ
た
。

わ
た
し
は
ほ
ん
の
少
し
だ
け
れ
ど
母
か
ら
も
ら
っ
て
き
た
交

通
費
と
お
弁
当
代
、
そ
れ
に
わ
ず
か
し
か
な
い
お
小
遣
い
を
カ

ン
に
入
れ
さ
せ
て
戴
き
爽
や
か
な
喜
び
を
感
じ
た
。

そ
し
て
立
ち
上
が
り
丁
寧
に
お
じ
ぎ
を
し
た
。
先
生
の
大
切

な
お
時
間
を
も
う

分
は
戴
い
た
で
あ
ろ
う
。

30

「
こ
れ
か
ら
『
失
楽
園
』
の
原
文
を
み
ん
な
で
読
み
ま
す
か

ら
出
て
み
ま
せ
ん
か
？
」
な
ど
と
と
ん
で
も
な
い
お
誘
い
を
戴

い
た
が
、
原
文
な
ど
読
む
こ
と
も
聞
く
こ
と
も
で
き
な
い
。

「
創
世
記
読
ん
で
い
る
で
し
ょ
？
難
し
く
な
ん
か
あ
り
ま
せ
ん

よ
」

さ
す
が
に
こ
れ
は
失
礼
さ
せ
て
戴
い
た
。

丁
度
そ
こ
へ
先
生
の
ご
同
僚
ら
し
い
方
が
お
部
屋
へ
い
ら
し

て
、
「
学
生
さ
ん
に
逃
げ
ら
れ
ま
し
た
」
と
磊
落
に
お
笑
い
に

な
っ
た
。
「
こ
の
人
、
帰
り
の
切
符
代
だ
け
除
い
て
財
布
を
空

に
し
て
く
れ
ま
し
た
。
あ
あ
、
そ
れ
で
大
丈
夫
な
の
？
」

「
は
い
、
飯
田
橋
ま
で
買
え
ば
後
は
定
期
が
あ
っ
て
電
車
も
都

電
も
大
丈
夫
で
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」

そ
の
後
教
え
て
い
た
だ
い
た
本
を
探
し
、
苦
労
の
末
見
つ
け

て
読
み
始
め
て
わ
た
し
は
あ
ま
り
の
酷
い
日
本
軍
の
仕
打
ち
に

「
う
そ
で
し
ょ
う
？
信
じ
ら
れ
な
い
、
信
じ
た
く
な
い
と
」
と

思
っ
た
。
も
し
あ
の
と
き
先
生
が
こ
の
現
実
の
話
を
し
て
く
だ

さ
っ
た
ら
わ
た
し
は
震
え
上
が
っ
た
だ
ろ
う
。

そ
の
後
「
黒
い
ク
リ
ス
マ
ス
」
そ
の
ほ
か
恐
ろ
し
い
こ
と
を
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知
る
た
び
に
先
生
が
「
知
っ
て
欲
し
い
」
と
言
わ
れ
た
意
味
が

分
か
っ
て
き
た
。

ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ヤ
ン
グ
著
、
斎
藤
和
明
訳

『
死
の
谷
を
過
ぎ
て
』
や
、
ア
ー
ネ
ス
ト
・
ゴ
ー
ド
ン
著
『
ク

ワ
イ
川
収
容
所
』
な
ど
を
読
み
、
そ
う
し
て
「
羽
化
１
１
８
号

に
書
か
せ
て
い
た
だ
い
た
横
浜
の
保
土
ヶ
谷
の
「
英
連
邦
戦
没

捕
虜
追
悼
礼
拝
」
に
巡
り
会
っ
た
の
で
あ
る
。

わ
た
し
は
こ
の
連
合
軍
の
墓
地
が
ど
の
よ
う
な
道
の
り
を
通

っ
て
作
ら
れ
た
の
か
知
り
た
く
て
第

回
目
の
追
悼
礼
拝
の
折

25

に
、
わ
た
し
な
り
の
「
謝
罪
と
赦
し
の
礼
拝
」
に
初
め
て
行
っ

た
と
き
資
料
を
買
っ
て
き
た
。
そ
の
本
を
点
字
で
読
み
た
く
て

「
希
望
点
訳
」
を
約
一
年
待
っ
た
。

読
ま
せ
て
い
た
だ
い
た
と
き
の
驚
き
を
ど
う
言
い
表
し
た
ら
よ

い
か
分
か
ら
な
い
。

わ
た
し
が
お
目
に
か
か
れ
た
斎
藤
先
生
は
、
こ
の
墓
地
で
の

追
悼
礼
拝
発
起
人
の
３
人
の
う
ち
の
お
ひ
と
り
で
あ
っ
た
。
先

生
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を
読
ん
で
間
違
い
な
く
あ
の
時
の
斎
藤
先

生
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

毎
年
８
月
第
一
土
曜
の

時
に
追
悼
礼
拝
は
行
わ
れ
て
、
今

11

年
（
２
０
２
１
年
）
８
月
７
日
は

回
目
に
な
る
。

27

第
１
回
は
戦
後

年
に
当
た
る
１
９
９
５
年
だ
と
い
う
。

50

わ
た
し
が
先
生
に
お
会
い
し
た
の
は
そ
れ
よ
り

年
も
前
で

25

あ
っ
た
が
、
先
生
方
は
辛
抱
強
く
粘
り
強
く
多
く
の
国
、
人
々

と
の
「
和
解
」
を
目
指
し
て
の
お
働
き
は
ど
ん
な
に
心
血
を
注

が
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

あ
の
ソ
フ
ト
で
温
か
く
明
る
い
お
声
が
今
も
わ
た
し
の
耳
に

残
っ
て
い
る
。

「
こ
の
追
悼
礼
拝
は
百
年
も
二
百
年
も
三
百
年
も
続
け
る
こ

と
」
と
会
員
の
方
々
は
熱
い
思
い
で
伝
え
て
行
く
だ
ろ
う
。

斎
藤
先
生
は
２
０
０
８
年
に
亡
く
な
ら
れ
て
い
る
が
、
「
平

和
の
尊
さ
」
を
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
大
切
な
方
で
あ
る
。

わ
た
し
が
小
学
生
の
時
、
横
須
賀
の
米
軍
キ
ャ
ン
プ
の
病
院

で
あ
っ
た
負
傷
を
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
の
方
も
わ
た
し
に
そ
れ
を

教
え
て
く
だ
さ
っ
た
大
切
な
人
で
あ
る
。

わ
た
し
は
こ
れ
か
ら
何
回
保
土
ヶ
谷
の
追
悼
礼
拝
に
行
け
る

だ
ろ
う
。
斎
藤
先
生
か
ら
の
大
き
な
大
切
な
伝
言
で
あ
る
。

２
０
２
１
年
４
月

日
（
木
）

15
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漢

文

の

ペ

ー

ジ

漢

文

の

ペ

ー

ジ

孔
子
の
弟
子
た
ち

宰
我(

宰
予)

さ

い

が

さ

い

よ

三
年
の
喪
は
長
す
ぎ
る
？

フ

ハ

ダ

シ

宰
我
問
、

三
年
之
喪
、

期
已
久
矣
。

ン
バ

サ

ヲ

ズ

レ
ン

君
子
三
年
不
レ

爲
レ

禮
、

禮
必
壞
。
三
年

ン
バ

サ

ヲ

ズ

レ
ン

ニ

キ

不
レ

爲
レ

樂
、

樂
必
崩
。

舊
穀
既
沒
、

新
穀

ニ

ル

リ
テ

ヲ

ム

ヲ

ニ
シ
テ

ナ
ラ
ン
ノ
ミ

既
升
。

鑽
レ

燧
改
レ

火
。

期

可

已
矣
。

ク

ヒ

ノ

ヲ

テ

ノ

ヲ

テ

ニ

キ
カ

子
曰
、

食
二

夫
稻

1

、

衣
二

夫
錦

1

、

於
レ

女
安

ク

シ
ト

ク
バ

チ

セ
ヨ

ヲ

レ

乎
。
曰
、

安
。

女
安

則

爲
レ

之
。

夫
君

ル
ヤ

ニ

ヘ
ド
モ

キ
ヲ

カ
ラ

ケ
ド
モ

ヲ

子
之
居
レ

喪
、

食
レ

旨
不
レ

甘
、

聞
レ

樂
不
レ

シ
カ
ラ

ン
ゼ

ニ

ル
ナ
リ

サ

ク
バ

樂
、

居
處
不
レ

安
。

故
不
レ

爲
也
。

今
女
安

チ

セ
ヨ
ト

ヲ

ズ

ク

ナ
ル
ヤ

則
爲
レ

之
。

宰
我
出
。

子
曰
、

予
之
不
仁

レ
テ

ル

ニ

ル

ヲ

也
、

子
生
三
年
、

然
後
免
二

於
父
母
之
懷

1

。

レ

ハ

ナ
リ

ヤ

夫
三
年
之
喪
、

天
下
之
通
喪
也
。

予
也

ル
カ

ノ

ニ

有
二

三
年
之
愛
於
其
父
母

1

乎
。

宰
我
問
う
、

三
年
の
喪
は
、

期

已

だ
久
し
。
君
子

さ
い
が

も

き

は
な
は

三
年
禮
を
爲
さ
ず
ん
ば
、

禮
必
ず
壞
れ
ん
。
三
年
樂

れ
い

や
ぶ

が
く

を
爲
さ
ず
ん
ば
、

樂
必
ず
崩
れ
ん
。
舊

穀
既
に
沒

く
ず

き
ゅ
う
こ
く

つ

き
、

新
穀
既
に
升
る
。
燧
を
鑽
り
て
火
を
改
む
。
期

み
の

す
い

き

に
し
て
可
な
ら
ん
の
み
。

子
曰
く
、

夫
の
稻
を
食
い
、

夫
の
錦
を
衣
て
、

女

か

と
う

く
ら

き
ん

き

な
ん
じ

に
於
て
安
き
か
。
曰
く
、

安
し
と
。
女
安
く
ば
則
ち

お
い

之
を
爲
せ
よ
。
夫
れ
君
子
の
喪
に
居
る
や
、

旨
き
を

こ
れ

そ

お

う
ま

食
え
ど
も
甘
か
ら
ず
、

樂
を
聞
け
ど
も
樂
し
か
ら

く
ら

が
く

た
の

ず
、

居

處
安
ん
ぜ
ず
。
故
に
爲
さ
ざ
る
な
り
。
今
、

き
ょ
し
ょ

女
安
く
ば
則
ち
之
を
爲
せ
よ
と
。

こ
れ

宰
我
出
ず
。
子
曰
く
、

予
の
不
仁
な
る
や
、

子
生
れ

よ

ふ
じ
ん

こ

て
三
年
、

然
る
後
に
父
母
の

懷

を

免

る
。
夫
れ

し
か

ふ
と
こ
ろ

ま
ぬ
が

そ

三
年
の
喪
は
、

天
下
の
通

喪
な
り
。
予
や
三
年
の
愛

つ
う
そ
う

其
の
父
母
に
有
る
か
。

(

『
論
語
』
陽
貨
第
十
七)

よ
う
か

＊
読
み
下
し
文
は
、
現
代
仮
名
遣
い
に
し
ま
し
た
。
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宰 我 問 フ 、 三 年 之 喪 ハ 、 期 已

ダ 久 シ 矣 。 君 子三 年 不 ン バ 爲

サ 禮 ヲ 、 禮 必 ズ 壞 レン 。

三 年 不 ン バ 爲 サ 樂 ヲ 、 樂

必 ズ 崩 レン 。 舊 穀 既 ニ 沒 キ 、

新 穀 既 ニ 升 ル 。 鑽 リテ 燧 ヲ

改 ム 火 ヲ 。 期 ニシテ 可 ナランノミ 已

矣 。
上記点訳は初めの部分（宰我の問い）。 はレ点（返り点)

期已(はなは)だ久し＝いかにも長すぎる。期は時期・期間。
期にして可ならんのみ＝１年でよいのではないか。期は期年（満1年）

の意。三年の喪は満３年でなく２５か月。

（喪中は粥をすすり粗末な喪服を着て仮住まいの禁欲的な生活を送る）

三年もの間喪に服して、礼や楽を修めずにいては礼も楽もすたれる。
古い穀物は尽きて一年たてば新たに実り、季節ごとに異なる火おこし
の木も一巡して元にもどる。一年一週が天道の常であるから、父母の
喪も一年で十分なのではないか、と問う宰我。

孔子 一年喪に服しただけで、あの米を食い、
錦を着る生活に戻って平気なのか？

宰我 平気です。

孔子 君子は、喪中は何を食べてもうまくないし
音楽を聞いても楽しめないものだが、
一年で平気というなら、そうしたらよかろう。

宰我、退出する。
ふところ

孔子 子供は生まれて三年の間は父母の 懐 に
抱かれて育つものというので、三年の喪
が定められたのだが、宰予はその愛情を
受けなかったのだろか。（ためいき）

参照図書：諸橋轍次『論語の講義』大修館書店
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ご
報
告
と
ご
案
内

一

本
号
・
機
関
誌
『
う
か
』
一
二
一
号
の
発
行
に
つ
い
て

本
誌
・
機
関
誌
『
う
か
』
は
、
昨
年
（
二
〇
二
〇
年
）
に
は

一
月
に
一
一
九
号
、
一
〇
月
に
一
二
〇
号
を
発
行
し
ま
し
た
。

季
刊
の
発
行
の
予
定
が
、
こ
の
よ
う
に
間
遠
な
も
の
に
な
り
ま

し
た
の
も
、
他
で
も
あ
り
ま
せ
ん
、
新
型
コ
ロ
ナ
・
ウ
ィ
ル

ス
、
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ
‐

の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
が
生
じ
て
、
世
の
中

19

の
活
動
が
著
し
く
制
限
さ
れ
た
た
め
に
、
本
誌
の
印
刷
や
製
本

が
叶
わ
な
く
な
っ
た
た
め
で
す
。
ま
た
本
誌
も
、
計
画
で
は
今

年
一
月
に
は
発
行
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
し
た
が
、
今
月
に

な
っ
て
作
業
が
で
き
る
見
通
し
が
立
ち
ま
し
て
、
や
っ
と
発
行

で
き
る
運
び
と
な
り
ま
し
た
。
発
行
に
当
た
っ
て
下
さ
る
会
員

の
皆
様
に
は
、
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

二

賛
助
会
費
の
ご
納
入
、
深
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す

二
〇
二
〇
年
度
の
賛
助
会
費
の
ご
納
入
、
誠
に
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。
有
効
に
使
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

ご
納
入
下
さ
い
ま
し
た
皆
様
の
ご
芳
名
は
、
左
の
通
り
で

す
。

雨
宮
絢
子
様
、

坂
口
喜
代
様
、

田
崎
吾
郎
様
、

馬
場
威
力
様
、

岡
稲
子
様
、

武
田
幸
太
郎
様
、

村
田
忠
禧
様
、

河
村
美
智
子
様
、
政
井
宗
夫
様
、

関
口
常
正
様
、

木
原
純
子
様

心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

三

『
萬
葉
集
釋
注
』
第
九
巻
・
漢
点
字
版

『
萬
葉
集
釋
注
』
第
九
巻
（
伊
藤
博
著
、
集
英
社
文
庫
）
の

漢
点
字
版
が
完
成
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
二
〇
二
〇
年
度
分
と

し
て
、
横
浜
市
中
央
図
書
館
に
納
入
し
ま
し
た
。

同
書
全
一
〇
巻
の
漢
点
字
版
を
順
次
製
作
し
て
、
中
央
図
書

館
に
納
入
し
て
参
り
ま
し
た
が
、
二
〇
二
〇
年
度
は
そ
の
第
九

巻
と
な
り
ま
し
た
。

第
九
巻
に
は
、
『
萬
葉
集
』
の
巻
第
十
七
と
巻
第
十
八
が
収

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
巻
頭
の
一
〇
首
の
歌
に
つ
い
て
の
伊
藤
先

生
の
「
釈
文
」
か
ら
、
そ
の
頭
の
部
分
を
引
い
て
み
ま
す
。

巻
十
七
か
ら
巻
二
十
ま
で
の
、
『
万
葉
集
』
末
尾
の
四
巻

は
、
筆
者
の
い
う
〝
十
五
巻
本
万
葉
集
〟
（
巻
一
～
十
五
に
付

録
「
由
縁
有
〔
ゆ
ゑ
よ
し
あ
〕
る
雑
歌
〔
ざ
ふ
か
〕
」
を
添
え
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た
も
の
）
を
、
「
由
縁
有
る
雑
歌
」
を
巻
十
六
と
し
て
独
立
さ

せ
つ
つ
十
六
巻
に
仕
立
て
た
の
ち
に
、
大
伴
家
持
手
許
の
歌
日

誌
を
四
巻
に
分
け
て
十
六
巻
の
う
し
ろ
に
合
わ
せ
る
こ
と
で
成

立
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
万
葉
集
』
二
十

巻
は
、
巻
一
～
十
六
が
第
一
部
、
巻
十
七
～
二
十
が
第
二
部
と

し
て
ま
と
ま
り
を
見
せ
、
大
き
く
は
二
部
構
造
に
な
っ
て
い
る

わ
け
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
右
に
掲
げ
た
冒
頭
歌
群
か
ら
三
九

二
一
ま
で
の
三
二
首
は
、
第
一
部
に
収
め
る
べ
く
し
て
洩
れ
た

歌
を
、
第
一
部
と
第
二
部
と
の
繋
ぎ
と
し
て
補
っ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
そ
れ
が
証
拠
に
、
三
二
首
は
、
天
平
二
年
（
七
三

〇
）
、
天
平
十
年
、
天
平
十
二
年
、
天
平
十
三
年
、
天
平
十
六

年
と
、
歌
が
飛
び
飛
び
に
配
列
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
そ
の

あ
と
は
、
天
平
十
八
年
以
降
、
一
年
の
切
れ
目
も
な
く
続
い
て

い
る
。

こ
の
三
二
首
が
、
ど
こ
に
ど
の
よ
う
に
し
て
洩
れ
て
い
た
か

は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、
そ
こ
に
は
、
第
一
部
で
は
四
首

の
歌
し
か
登
録
さ
れ
て
い
な
い
、
家
持
の
弟
の
書
持
〔
ふ
み
も

ち
〕
の
歌
が
、
八
首
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
三
二
首
は
、

大
伴
書
持
の
手
許
に
蔵
さ
れ
た
ま
ま
、
そ
の
死
後
発
見
さ
れ
て

こ
こ
に
収
録
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ

る
。
書
持
が
他
界
し
た
の
は
、
天
平
十
八
年
の
九
月
初
旬
頃
。

兄
家
持
が
越
中
国
守
に
赴
任
し
て
二
か
月
後
の
こ
と
で
あ
っ
た

（
三
九
五
七
～
九
参
照
）
。
家
持
は
、
そ
の
後
帰
京
し
て
、
い

つ
の
日
か
、
弟
書
持
の
手
許
の
三
二
首
を
発
見
し
、
心
中
記
念

す
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
て
、
第
二
部
の
冒
頭
に
こ
の
三
二
首
を
掲

げ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
（
後
略
）

な
お
こ
の
漢
点
字
版
は
、
横
浜
市
中
央
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ

て
、
全
国
の
図
書
館
を
通
し
て
貸
し
出
さ
れ
ま
す
。
大
い
に
ご

利
用
下
さ
い
。

四

本
会
の
製
作
し
て
参
り
ま
し
た
漢
点
字
書
の

電
子
デ
ー
タ
に
つ
い
て

既
に
ご
報
告
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
本
会
の
製
作
し
て

参
り
ま
し
た
、
あ
る
い
は
こ
れ
か
ら
製
作
し
て
参
り
ま
す
漢
点

字
書
の
電
子
デ
ー
タ
を
、
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
と
漢
点
字
用
の
デ

ー
タ
、
並
び
に
Ｂ
Ｍ
Ｔ
の
デ
ー
タ
と
し
て
ご
提
供
致
し
ま
す
。

ま
た
現
在
同
デ
ー
タ
を
横
浜
市
中
央
図
書
館
に
ご
提
供
す
べ

く
、
同
館
に
ご
提
案
申
し
上
げ
て
も
お
り
ま
す
。

漢
点
字
書
と
と
も
に
、
ご
利
用
を
お
待
ち
申
し
上
げ
ま
す
。
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Ｅ－ＭＡＩＬ（岡田健嗣）： okada_tr_eib@ybb.ne.jp

横浜漢点字羽化の会 ＵＲＬ：http://www.ukanokai-web.jp/
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▼
こ
の
１
年
あ
ま
り
、
世
の
中

は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
一
辺

倒
で
、
し
か
も
、
ま
だ
そ
の
先

は
全
く
見
通
し
の
立
た
な
い
状
態
で
す
。
昨
年

月
に

10

第

号
を
発
行
し
て
か
ら
半
年
た
ち
、
何
と
か
今
号
を

120
発
行
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
次
号
が
無
事
予

定
ど
お
り
に
発
行
で
き
る
か
ど
う
か
は
分
か
り
ま
せ
ん

▼
「
案
内
」
欄
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
『
萬
葉
集
釋

注
』
第
九
巻
・
漢
点
字
版
が
完
成
し
、
横
浜
市
中
央
図

書
館
に
納
入
し
ま
し
た
。
こ
の
第
九
巻
は

分
冊
で
、

11

そ
の
製
本
作
業
は
㈲
横
浜
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
様
の
ご
厚
意

に
よ
り
、
研
修
室
を
作
業
の
場
と
し
て
利
用
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
十
分
な
広
さ
が
あ
り
、
「
密
」
に
な

る
こ
と
な
く
安
心
し
て
作
業
を
行
う
こ
と
が
出
来
ま
し

た
。
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
▼
こ

の
書
籍
に
は
地
図
を
主
体
と
し
た
図
版
が
含
ま
れ
て
お

り
、
こ
れ
を
触
読
可
能
に
す
る
た
め
に
従
来
は
立
体
コ

ピ
ー
機
を
利
用
し
て
い
ま
し
た
が
、
一
昨
年
立
体
プ
リ

ン
タ
ー
を
購
入
し
ま
し
た
。
発
泡
紙
に
熱
を
加
え
て
線

を
浮
き
立
た
せ
る
も
の
で
す
が
、
非
常
に
鮮
明
な
画
像

を
浮
き
出
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
視
覚
障
害
者
に

点
字
の
み
な
ら
ず
、
図
形
が
触
読
出
来
る
よ
い
手
段
が

出
来
た
も
の
と
思
い
ま
す
。

木
下

和
久

編

集

後

記


