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こ
と
ば
の
意
味
と
こ
こ
ろ 

  

漢
字
に
学
ぶ 

    

父
、
父
た
り―

―

母
は
慕
に
通
ず 

 

〝
父
〟
と
い
う
字
は
古
い
字
形
は
〝

〟
で
、
手
に
杖
か
何
か
を
も
っ
た
形
を
表
わ
し
た
も
の
と
見

ら
れ
て
い
ま
す
。
私
は
、
そ
れ
は
杖
で
は
な
く
斧
だ
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
〝
斤
〟
が
斧
の
本
字
で
、

そ
れ
が
斧
の
形
を
表
わ
し
て
い
て
、
斧
の
〝
父
〟
は
そ
の
発
音
を
表
わ
す
音
符
だ
か
ら
で
す
。
つ
ま
り

“
斧
”
の
発
音
が
“
フ
”
な
の
で
、
父
を
音
符
と
し
て
斤
に
加
え
て
〝
斧
〟
と
い
う
字
形
に
な
っ
た
も
の

で
す
。
つ
い
で
に
言
い
ま
す
と
、
こ
の
よ
う
に
意
味
（
形
）
を
表
わ
す
字
と
発
音
（
声
）
を
表
わ
す
音
符

と
で
作
ら
れ
た
字
を
〝
形
声
字
〟
と
言
い
ま
す
。（
漢
字
の
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
が
こ
の
形
声
字
で
す
か
ら
、

漢
字
を
そ
の
構
成
か
ら
考
え
ま
す
と
、
初
め
て
見
る
字
で
も
、
そ
の
意
味
や
発
音
が
ほ
ぼ
推
察
す
る
こ
と

が
出
来
る
わ
け
で
す
）。
こ
の
よ
う
に
〝
父
〟
と
〝
斧
〟
と
が
同
じ
発
音
の
言
葉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か

ら
、
父
と
は
斧
を
持
っ
て
働
く
人
、『
家
族
を
養
う
た
め
に
働
く
、
責
任
あ
る
人
』
と
い
う
意
味
の
字
だ
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と
私
は
思
い
ま
す
。
電
気
も
ガ
ス
も
な
い
昔
は
、
木
を
切
る
仕
事
ほ
ど
切
実
な
仕
事
は
な
く
、
そ
の
仕
事

を
率
先
し
て
す
る
の
が
昔
の
父
の
仕
事
だ
っ
た
の
で
す
。
斉
の
景
公
が
孔
子
に
政
治
の
要
諦
を
尋
ね
た
そ

の
答
え
に
『
父
、
父
た
り
』
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
『
父
が
父
ら
し
く
あ
る
』
と
い
う
事

で
、
そ
れ
は
家
族
に
率
先
し
て
働
く
人
を
意
味
し
て
い

る
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
家
族
に
信
頼
さ
れ
る
だ
け

の
働
き
の
な
い
父
親
は
、
父
の
名
に
値
し
な
い
こ
と
に

な
り
ま
す
。
次
に
〝
母
〟
と
い
う
字
は
、
古
い
字
形
は

〝
女
〟
に
〝

〟
（
二
つ
の
乳
房
を
示
す
）
を
加
え

た
も
の
で
、
子
供
を
産
み
育
て
る
女
性
を
表
わ
し
た
も

の
で
す
。
こ
の
字
の
発
音
は
ボ
（
慕
）
で
す
が
、
子
供

に
誰
よ
り
も
慕
わ
れ
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
し 

 

 て
い
る
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
子
供
か
ら
慕
わ
れ
な
い
よ
う
な
女
親
は
〝
母
〟
と
し
て
の
資
格
が
な
い

と
言
え
ま
す
。 

論
語
に
は
『
父
、
父
た
り
、
子
、
子
た
り
』
と
だ
け
あ
っ
て
『
母
、
母
た
り
』
と
あ
り
ま
せ
ん
が
、
母

が
慕
わ
れ
る
母
で
な
い
よ
う
で
す
と
、
子
も
立
派
な
子
に
な
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り

ま
せ
ん
。 

 

学
習
と
勉
強
の
違
い 

 

学
習
と
い
う
言
葉
と
勉
強
と
い
う
言
葉
と
、
よ
く
同
じ
意
味
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
ほ
ん
と

う
は
か
な
り
違
っ
た
意
味
の
言
葉
で
、
ぜ
ひ
使
い
分
け
て
ほ
し
い
言
葉
で
す
。 

学
習
は
、
論
語
冒
頭
の
『
学
而
時
習
之
』
の
学
と
習
を
合
わ
せ
て
作
っ
た
言
葉
で
、『
亦
不
悦
乎
』
と
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続
く
よ
う
に
、
自
ら
進
ん
で
や
る
も
の
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
勉
強
は
、
ち
ゅ
う
よ
う
に
『
勉
強
而
行
之
』

と
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
苦
し
い
の
を
我
慢
し
て
や
る
も
の
で
す
。
勉
が
『
早
く
免
れ
た
く
て
努
力
す
る
』

と
い
う
意
味
を
表
し
て
い
ま
す
。 

さ
て
学
の
旧
字
体
〝
學
〟
は
、

と

と

字

の
合
字
で
す
。
字

は

で
、
無
知
に
閉
ざ
さ
れ
た

子
（
蒙
昧
な
子
）
を
、

は

で
両
手
を
、

（
交
）
は
弟
子
と
師
父
と
交
わ
る
意
味
と
、
こ
の
言
葉
の

発
音
（
コ
ウ
＝
カ
ウ→

カ
ク
＝
ガ
ク
）
を
表
わ
し
て
い
ま
す
。 

つ
ま
り
学
は
、
弟
子
が
師
父
と
交
わ
り
、
そ
の
長
所
を
ま
ね
る
（
効
）
こ
と
に
よ
り
、
自
ら
蒙
を
啓
く

こ
と
（
ま
た
師
父
が
助
け
て
啓
蒙
し
て
や
る
こ
と
）
を
表
わ
し
た
も
の
で
す
。 

習
は
羽
（

で
羽
の
形
）
と
白
（
百
の
本
字
）
と
の
会
意
字
で
す
。
白
は
親
指
の
形
を
象
っ
た
も
の
と

言
わ
れ
、
親
指
一
本
で
百
の
意
味
を
表
現
し
た
と
こ
ろ
か
ら
数
の
百
を
表
わ
し
た
と
言
わ
れ
ま
す
。 

白 し
ろ

は
日
光
を
表
わ
し
た
指
示
字
で
、
数
の
白

ひ
ゃ
く

と
は
同
形
の
異
字
と
見
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
そ
れ
で
、 

 

 そ
の
混
同
を
避
け
る
た
め
、
数
の
白
に
一
を
加
え
て
百

と
し
た
も
の
で
し
ょ
う
。
さ
て
、
習
は
、
何
度
も
何
度

も
羽
ば
た
く
と
い
う
意
味
の
字
で
、
雛
鳥
が
羽
ば
た
く

練
習
を
し
て
飛
べ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
表
わ
し
た

も
の
で
す
。 

論
語
の
意
味
は
、
師
の
長
所
を
い
い
な
と
思
い
真
似

（
ま
ね
ぶ→

ま
な
ぶ
）
て
、
そ
れ
を
繰
返
し
て
い
る
と
、

そ
れ
ま
で
出
来
な
か
っ
た
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な

る
。
な
ん
と
悦
ば
し
い
こ
と
で
は
な
い
か
、
と
い
う
意
味
の
句
で
す
。
幼
児
を
見
て
い
ま
す
と
、
真
似
る

こ
と
（
学
）
も
繰
り
返
す
こ
と
（
習
）
も
実
に
好
き
で
上
手
で
す
。
だ
か
ら
、
学
習
は
、
人
間
の
本
性
に

基
づ
く
本
能
で
、
従
っ
て
楽
し
い
の
が
ほ
ん
と
う
だ
と
思
い
ま
す
。 
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経
済

け
い
ざ
い

は
経
世
済

け
い
せ
い
さ
い

民 み
ん

の
略
語

り
ゃ
く
ご 

 

政
経
塾
の
〝
政
経
〟
と
い
う
言
葉
が
、
〝
政
治
経
済
〟
の
略
語
で
あ
る
こ
と
は
説
明
す
る
ま
で
も
な
い

ほ
ど
明
ら
か
な
こ
と
で
す
が
、
〝
経
済
〟
と
言
う
言
葉
が
〝
経
世
済
民
〟
の
略
語
で
あ
る
こ
と
は
、
知
ら

な
い
人
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

経
世
と
は
国
家
を
経
営
す
る
意
味
の
〝
経
国
〟
と
同
じ
意
味
の
言
葉
で
、
世
を
治
め
る
こ
と
、
斉
民
と

は
人
民
を
救
済
す
る
こ
と
、
人
民
の
生
活
を
豊
か
に
す
る
こ
と
を
表
わ
し
た
言
葉
で
す
。 

さ
て
〝
世
〟
と
言
う
字
は
十
を
三
つ
重
ね
た
字
で
、
古
く
は
〝
卉
〟
と
も
書
き
ま
し
た
。
人
間
の
世
界

は
三
十
年
で
ひ
と
ま
わ
り
し
ま
す
。
三
十
年
前
に
子
供
だ
っ
た
人
も
三
十
年
た
つ
と
ち
ょ
う
ど
そ
の
年
ご

ろ
の
子
供
を
も
つ
親
に
な
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。
そ
れ
で
十
を
三
つ
重
ね
た
〝
世
〟
と
い
う
字
で
、
人
間

の
一
代
（
一
世
代
）
を
表
わ
し
、
わ
が
子
の
こ
と
を
〝
二
世
〟
と
言
う
わ
け
で
す
。 

  

〝
経
〟
と
い
う
字
は
、
本
字
が
〝
巠
〟
で
、
こ
れ
は
織

機
に
張
ら
れ
た
〝
た
て
糸
〟
を
表
わ
し
た
象
形
字
で
す
。

従
っ
て
、
〝
た
て
糸
〟
が
本
義
で
す
が
、
転
じ
て
広
く

〝
縦
〟
に
〝
ま
っ
す
ぐ
な
も
の
〟
を
表
わ
す
部
首
と
し
て

使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
〝
た
て
糸
〟
に
は
〝
經
（
経
）
〟

が
作
ら
れ
ま
し
た
。 

〝
経
営
〟
と
は
、
建
築
に
あ
た
っ
て
ま
ず
経
を
張
っ
て

土
台
を
定
め
る
こ
と
で
、
転
じ
て
広
く
事
業
の
大
も
と
を

定
め
、
事
業
を
営
む
こ
と
を
表
わ
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

織
物
は
た
て
糸
に
よ
こ
糸
（
緯
）
が
往
復
し
て
織
ら
れ
ま
す
。
経
が
基
本
に
な
る
の
で
、
基
本
に
な
る

大
切
な
書
物
を
〝
経
書
〟
〝
経
典
〟
と
呼
び
ま
す
。
仏
教
で
〝
お
経
〟
と
い
う
の
は
〝
経
書
〟
の
略
語
で
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す
。
巠
を
部
首
と
す
る
字
に
〝
莖
（
茎
）・
脛
・
頸
・
径
・
軽
〟
等
が
あ
り
ま
す
。
茎
は
植
物
の
縦
に
ま

っ
す
ぐ
な
〝
く
き
〟
、
脛
は
体
の
中
で
縦
に
ま
っ
す
ぐ
な
〝
す
ね
〟
、
頸
は
〝
く
び
〟
を
表
わ
し
て
い
ま

す
。
径
は
、
つ
づ
ら
折
り
の
山
道
を
直
線
に
つ
な
ぐ
近
道
の
こ
と
で
す
。（
直
径
は
円
周
に
対
し
、
ま
っ

す
ぐ
な
近
道
で
す
）
こ
の
よ
う
な
小
道
を
通
る
こ
と
の
出
来
る
車
が
〝
軽
〟
で
す
。
い
わ
ゆ
る
軽
快
な
車

の
こ
と
で
、
今
で
は
単
に
〝
か
る
い
〟
意
味
に
使
わ
れ
ま
す
。 

 

十
干

じ
っ
か
ん

十
二
支

じ
ゅ
う
に
し

と
暦

こ
よ
み 

 

昭
和
五
十
九
年
の
年
賀
状
に
〝
甲
子
元
旦
〟
と
書
い
た
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
前
年
は

癸
亥
の
年
で
六
十
年
で
還
暦
す
る
そ
の
最
後
の
年
で
し
た
が
、
昭
和
五
十
九
年
は
甲
子
、
六
十
年
の
最
初

の
年
で
す
。
昔
は
年
ば
か
り
で
な
く
、
日
も
十
干
十
二
支
で
表
し
ま
し
た
、
干
は
幹
の
意
で
甲
乙
丙
丁 

  

戊
己
庚
辛
壬
癸
と
あ
り
、
支
は
枝
の
意
で
子
丑
寅
卯
辰

巳
午
未
申
酉
戌
亥
と
あ
り
ま
す
。
十
干
と
十
二
支
を
組

み
合
わ
せ
ま
す
と
六
十
組
で
き
ま
す
の
で
、
六
十
一
年

目
で
初
め
に
還
り
ま
す
。
前
回
の
甲
子
の
年
は
大
正
十

三
年
で
、
こ
の
年
完
成
し
た
球
場
は
甲
子
園
と
名
づ
け

ら
れ
ま
し
た
。 

甲
子
は
古
く
は
〝
カ
ッ
シ
〟
と
読
ま
れ
ま
し
た
が
、

今
で
は
〝
コ
ウ
シ
〟
と
読
み
ま
す
。
こ
れ
と
別
に
〝
き

の
え
ね
〟
と
い
う
読
み
方
が
あ
り
ま
す
。
十
干
を
木
火
土
金
水
の
五
行
に
あ
て
、
甲
と
乙
は
木
に
配
せ
ら

れ
、
前
者
を
〝
え
（
兄
）
〟
後
者
を
〝
と
（
弟
）
〟
と
し
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。
従
っ
て
甲
は
木
の
兄
と

い
う
こ
と
で
す
。 
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さ
て
、
甲
は
、
穀
物
の
種
が
殻
を
覆
っ
た
姿
で
わ
ず
か
に
根
を
伸
ば
し
始
め
た
形
で
、
十
干
の
最
初
に

ふ
さ
わ
し
い
字
で
す
。
ま
だ
殻
に
覆
わ
れ
て
い
る
所
か
ら
〝
よ
ろ
い
〟
の
意
に
用
い
ら
れ
、
ま
た
〝
か
ぶ

と
〟
の
意
に
も
使
わ
れ
て
い
ま
す
。 

元
の
儿
は
人
の
形（

）を
か
た
ど
っ
た
も
の
で
、そ
の
上
の
〝
二
〟
は
上
と
い
う
字
の
古
い
形
で
す
。

そ
れ
で
元
は
人
体
の
一
番
上
の
〝
頭
〟
を
表
わ
し
た
も
の
で
す
。
だ
か
ら
、
〝
元
首
〟
と
は
頭
首
と
同
じ

意
味
の
言
葉
で
あ
り
、
〝
元
旦
〟
は
一
年
の
初
頭
の
朝
と
い
う
意
味
の
言
葉
で
す
。 

旦
は
太
陽
が
地
平
線
上
に
姿
を
見
せ
た
形
で
、
〝
あ
さ
〟
を
表
わ
し
た
も
の
で
す
。 

新
年
の
〝
年
〟
は
禾
（
稲
の
象
形
）
と
人
と
の
合
字
で
、
稔
と
い
う
字
と
同
音
同
語
で
す
。
稲
は
年
に

一
度
稔
る
と
こ
ろ
か
ら
〝
年
〟
を
表
わ
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。〝
ネ
ン
〟
の
発
音
は
人 ニ

ン

が
表
わ
し
て
い

ま
す
。
新
は
辛
と
木
と
斤
（
斧
）
と
の
合
字
で
、
辛
は
シ
ン
の
音
を
表
わ
し
て
い
ま
す
。
木
を
斧
で
切
る

と
、
切
り
口
が
新
鮮
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
し
た
も
の
で
す
。 

  

建
築
の
要

か
な
め

は
基
本
に
あ
り 

 

〝
建
築
〟
の
〝
建
〟
と
い
う
字
は
『
家
を
建
て
る
』
と
い
う
よ
う
に
使
わ
れ
る
〝
た
て
る
〟
と
い
う
訓

の
字
で
す
が
、
〝
聿
（
筆
の
本
字
）
〟
と
〝
廴
（
エ
ン
ニ
ョ
ウ
）
〟
と
で
作
ら
れ
て
い
て
、『
筆
を
運
び

進
め
る
』
と
い
う
意
味
を
表
し
た
字
で
す
。 

〝
聿
は
手
（

）
に
筆
（

）
を
持
っ
た
形
を
表
わ
し
た
字
で
、
筆
の
本
字
で
す
。
柄
が
竹
で
作
ら
れ

て
い
る
所
か
ら
〝
⺮
〟
が
加
え
ら
れ
ま
し
た
。 

〝
廴
〟
は
〝
道
を
進
む
〟
意
味
の
部
首
で
、
従
っ
て
、
〝
建
〟
は
『
筆
を
進
め
る
』
つ
ま
り
『
意
見
を

文
書
に
ま
と
め
る
』
と
か
『
計
画
を
た
て
る
』
と
い
う
意
味
の
字
で
す
。
建
議
・
建
策
な
ど
と
使
わ
れ
ま

す
。
建
築
の
〝
建
〟
は
、
家
を
建
て
る
に
当
た
り
、
ま
ず
そ
の
設
計
図
の
『
筆
を
進
め
る
』
こ
と
を
表
わ

し
た
字
で
す
。
建
築
の
良
し
悪
し
は
設
計
で
決
ま
る
と
言
わ
れ
ま
す
が
、そ
の
設
計
が
〝
建
〟
な
の
で
す
。
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〝
築
〟
は
訓
が
〝
き
づ
く
〟
で
す
が
、
こ
れ
は
〝
木
突
く
〟
こ
と
で
家
の
土
台
を
す
え
る
地
面
を
固
め
る

た
め
『
木
で
突
く
』
仕
事
を
表
わ
し
た
字
で
す
。
〝
筑
〟
は
竹
で
打
ち
鳴
ら
す
弦
楽
器
の
名
前
で
、
打
ち

鳴
ら
す
音
の
筑
と
木
で
、
〝
地
固
め
〟
す
る
こ
と
を
表
わ
し
た
も
の
で
す
。 

今
私
た
ち
は
〝
建
築
〟
と
い
う
言
葉
か
ら
は
、地
面
の
上
に
そ
そ
り
建
つ
家
の
姿
を
思
い
浮
か
べ
ま
す

が
、
こ
の
言
葉
そ
の
も
の
は
〝
建
〟
は
設
計
図
を
作
る
こ

と
で
あ
り
、
〝
築
〟
は
地
固
め
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
ま

っ
た
く
目
に
見
え
な
い
陰
の
最
も
大
切
な
仕
事
を
表
わ
し

た
字
で
す
。 

『
砂
上
の
楼
閣
』
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
ど
ん

な
楼
閣
で
も
、
そ
の
土
台
が
し
っ
か
り
し
て
い
な
い
と
直

ち
に
倒
壊
し
て
し
ま
い
ま
す
。
建
築
に
は
地
味
な
〝
築
〟 

 

 

が
大
切
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
〝
建
〟
が
大
切
だ
と
い
う
こ
と
を
教
え
ら
れ
る
言
葉
で
す
。 

 

大
器

た
い
き

を
育
て
る
教
育
と
は 

 

『
大
人
物
は
早
熟
で
は
な
く
て
、
晩 お

そ

く
成
熟
す
る
も
の
で
あ
る
』
と
い
う
意
味
で
、『
大
器
は
晩
成
す
』

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
事
は
『
万
物
の
中
で
高
等
動
物
ほ
ど
成
長
が
晩
い
』
と
い
う
事
実
か
ら

も
推
察
さ
れ
ま
す
が
、
複
雑
で
大
掛
か
り
な
機
構
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
そ
れ
を
準
備
す
る
の
に
要
す
る

期
間
は
当
然
長
く
な
る
は
ず
で
す
。
だ
か
ら
、
こ
の
言
葉
は
、
大
事
業
を
企
画
し
、
こ
れ
を
興
そ
う
と
す

る
場
合
に
も
当
て
は
ま
る
言
葉
だ
、
と
思
い
ま
す
。『
念
に
は
念
を
入
れ
よ
』
と
い
う
教
訓
も
、
ま
た
そ

の
反
対
の
『
せ
い
て
は
事
を
し
損
じ
る
』
と
い
う
教
訓
も
、
こ
の
言
葉
に
通
ず
る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
こ

こ
で
一
言
断
っ
て
お
き
た
い
事
は
、『
そ
れ
な
ら
幼
児
に
漢
字
を
教
え
る
必
要
は
な
い
で
は
な
い
か
』
と
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考
え
ら
れ
る
恐
れ
が
あ
る
こ
と
で
す
。
幼
児
の
漢
字
教
育
を
早
期
教
育
だ
と
す
る
人
が
あ
り
ま
す
が
、
そ

れ
は
全
く
違
い
ま
す
、
そ
れ
は
〝
適
時
教
育
〟
で
あ
っ
て
、
決
し
て
早
熟
な
子
供
を
育
て
る
こ
と
を
目
的

に
し
て
い
ま
せ
ん
し
、
人
間
の
大
切
な
幼
少
年
期
を
無
為
に
過
ご
さ
せ
る
今
の
風
潮
に
対
し
て
、
最
も
充

実
し
た
準
備
を
す
る
こ
と
に
努
め
よ
う
と
し
て
い
る

も
の
で
す
。
換
言
す
れ
ば
、
い
よ
い
よ
早
熟
化
の
進
む

こ
の
俗
世
間
か
ら
脱
し
て
、
真
の
人
間
ら
し
い
人
間
に

な
る
た
め
の
学
問
の
準
備
が
な
さ
れ
る
よ
う
、
そ
の
基

礎
力
で
あ
る
読
書
能
力
を
育
て
る
こ
と
を
目
指
す
も

の
で
あ
っ
て
、
最
も
準
備
に
重
点
を
置
い
た
教
育
な
の

で
す
。
こ
れ
こ
そ
大
器
を
育
て
る
た
め
の
教
育
な
の
で

す
。 

 

 

さ
て
、
器
は
祭
器
を
並
べ
た
形
で
あ
る

と
、
犠
牲
の
犬
と
の
会
意
字
で
〝
祭
器
〟
を
表
わ
し
た
字
で

す
。
昔
は
人
物
の
器
量
を
こ
の
祭
器
に
な
ぞ
ら
え
て
『
だ
れ
は
何
の
器
だ
』
と
評
し
た
も
の
で
す
。
そ
れ

で
人
物
を
〝
器
量
〟
と
い
う
言
葉
で
評
価
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
男
性
で
は
人
徳
や
才
能
を
、
女
性

で
は
〝
容
姿
〟
を
言
い
ま
す
。 

晩
は
、
日
が
免

ま
ぬ
が

れ
る
の
意
で
〝
日
没
〟
を
表
わ
し
た
字
で
す
。
日
の
出
を
表
し
た
〝
早
〟
と
対
を
な

す
字
で
す
。
例
え
ば
、
早
春
、
晩
春
な
ど
。
今
は
速
の
反
対
の
遲
を
、
早
の
反
対
に
も
使
っ
て
い
ま
す
が
、

同
じ
〝
は
や
い
〟
で
も
、
早
と
速
と
概
念
が
異
な
る
よ
う
に
、
晩
と
遲
と
概
念
が
異
な
る
の
で
、
使
い
分

け
た
い
も
の
で
す
。 

   



ことばの意味とこころ 漢字に学ぶ 

- 9 - 

成
功
の
要
諦

よ
う
て
い

は
諦
め
ぬ
こ
と 

 

要
諦
と
は
『
物
事
の
最
も
大
切
な
点
』
を
言
う
の
に
用
い
ら
れ
る
言
葉
で
、
正
し
く
は
〝
ヨ
ウ
タ
イ
（
呉

音
）
〟
と
読
む
べ
き
言
葉
で
す
。
し
か
し
、
今
で
は
普
通
〝
ヨ
ウ
テ
イ
（
漢
音
）
〟
と
読
ま
れ
て
い
ま
す
。 

要
と
は
、
人
が
両
手
を
腰
に
当
て
て
い
る
様
子
を
表

わ
し
た
形
の
字
で
、
今
の
〝
腰
〟
の
本
字
で
す
。
腰
は

人
体
の
活
動
に
最
も
大
切
な
部
分
で
あ
る
と
こ
ろ
か

ら
〝
大
切
〟
の
意
味
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ

の
た
め
別
に
“
腰
”
と
い
う
字
が
作
ら
れ
ま
し
た
。 

諦
と
は
、
帝
と
言
と
の
会
意
形
成
字
で
す
。
帝
は
天

の
神
（
天
帝
）
を
祭
る
台
の
形
を
表
わ
し
た
字
で
、
〝
天 

 

 帝
〟
そ
の
も
の
を
表
わ
し
た
も
の
で
す
。
転
じ
て
『
天
命
を
受
け
て
こ
の
世
の
支
配
者
と
な
っ
た
〝
天

子
〟
』
の
称
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
従
っ
て
、
諦
と
は
、
天
の
神
の
言
葉
（
天
の
声
）
と

い
う
意
味
の
字
で
、『
唯
一
絶
対
の
真
理
』
を
表
現
し
た
言
葉
で
す
。
つ
ま
り
〝
諦
め
る
〟
と
は
『
真
理

を
究
明
す
る
』『
真
理
を
悟
る
』
こ
と
な
の
で
す
。
従
っ
て
、
〝
あ
き
ら
め
る
〟
と
読
み
ま
す
が
、
そ
れ

は
真
理
を
明
ら
め
る
』
の
〝
あ
き
ら
め
る
〟
で
あ
っ
て
、『
現
に
当
面
し
て
い
る
悪
い
事
態
も
、
道
理
を

究
明
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
が
当
然
の
帰
結
で
あ
る
と
理
解
し
、
納
得
し
、
そ
の
悪
い
事
態
を
甘
ん
じ

て
受
け
入
れ
る
』
と
い
う
の
が
、
ほ
ん
と
う
の
〝
諦
め
る
〟
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
、
こ
れ
は
〝
暗
愚
〟
な

人
で
は
出
来
な
い
こ
と
、
〝
賢
明
〟
な
人
で
初
め
て
到
達
で
き
る
境
地
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
一
般
に
は
『
当

面
す
る
悪
い
事
態
に
絶
望
し
、
努
力
を
放
棄
す
る
こ
と
』
を
〝
諦
め
る
〟
と
言
っ
て
い
ま
す
。『
諦
め
ま

し
た
よ
。
も
う
諦
め
ま
し
た
。
諦
め
ら
れ
ぬ
と
諦
め
ま
し
た
』
と
い
う
〝
諦
め
〟
は
、
実
は
〝
明
ら
め
る
〟

こ
と
で
は
な
く
て
、
そ
の
反
対
の
〝
迷
う
〟
こ
と
で
あ
り
、
従
っ
て
〝
暗
愚
〟
な
人
の
態
度
で
あ
り
、
真
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の
〝
諦
め
〟
と
は
正
反
対
で
す
。 

物
事
の
要
諦
を
究
明
し
て
悟
り
の
境
地
に
達
す
る
の
が
真
の
〝
諦
め
〟
な
の
で
す
か
ら
、
簡
単
に
〝
諦

め
る
〟
と
い
う
言
葉
を
使
わ
な
い
で
ほ
し
い
も
の
で
す
。 

 

学
問
は
〝
飾
り
〟
で
は
な
い 

 

〝
学
問
〟
と
い
う
言
葉
を
知
ら
な
い
人
は
い
な
い
と
思
い
ま
す
が
、こ
の
言
葉
の
本
義
を
知
っ
て
い
る

人
は
意
外
に
少
な
い
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
書
物
を
読
む
だ
け
で
学
問
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
人
が

い
ま
す
。
そ
れ
は
〝
学
〟
に
属
し
は
し
ま
す
が
〝
問
〟
が
存
在
し
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
こ
の
言
葉
は
、
単
に

学
と
問
と
を
貼
り
合
わ
せ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

中
庸
と
い
う
書
物
に
「
博
く
こ
れ
を
〝
学
〟
び
、
審

つ
ま
び

ら
か
に
こ
れ
を
〝
問
〟
い
、
慎
ん
で
こ
れ
を
思 

  い
、
明
ら
か
に
こ
れ
を
辨

わ
き
ま

え
、
篤
く
こ
れ
を
行
う
」
と
あ
り
ま
す
。
人
は
ま
ず
博
く
学
ん
で
知
識
を
広

く
持
つ
必
要
が
あ
り
ま
す
。
狭
い
と
そ
れ
だ
け
執
ら
わ
れ
て
、
ど
う
し
て
も
固
陋

こ
ろ
う

に
陥
り
が
ち
で
す
。
し

か
し
博
く
学
ぶ
と
当
然
理
解
で
き
な
い
事
柄
に
も
ぶ
つ
か
り
ま
す
。
そ
の
時
に
は
、
そ
の
道
の
先
輩
に
納

得
の
行
く
ま
で
質 た

だ

し
問
う
こ
と
が
大
切
で
す
。
だ
が
そ

れ
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
一

つ
の
立
場
と
考
え
、
自
分
の
頭
で
初
め
か
ら
筋
を
通
し

て
考
え
直
し
て
み
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
そ
れ
ま
で
も
や
も
や
し
て
い
た

も
の
が
一
遍
に
ふ
っ
切
れ
て
頭
が
す
っ
き
り
明
朗
に

な
り
ま
す
。（
朱
子
は
こ
の
時
の
状
態
を
「
手
の
舞
い

足
の
踏
む
を
知
ら
ず
」
と
表
現
し
て
い
ま
す
）
こ
う
な
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り
ま
す
と
そ
れ
を
実
践
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。
こ
れ
を
「
篤
く
行
う
」
と
言
う
訳
で
す
。 

〝
学
問
〟
と
い
う
言
葉
は
、
こ
の
初
め
の
「
博
学
、
審
問
」
か
ら
取
っ
た
も
の
で
す
が
、
そ
れ
は
「
慎

思
、
明
辨
」
を
経
て
「
篤
行
」
に
至
っ
て
完
成
す
る
そ
の
一
貫
し
た
行
為
の
全
体
を
表
現
し
た
も
の
で
す
。

「
論
語
読
み
の
論
語
知
ら
ず
」
と
は
博
く
学
ん
で
知
識
を
獲
得
す
る
こ
と
だ
け
で
〝
学
問
〟
だ
と
思
っ
て

い
る
人
の
事
で
す
。
疑
問
が
あ
っ
て
も
放
置
し
、
従
っ
て
〝
思
辨
〟
と
い
う
過
程
を
経
ま
せ
ん
か
ら
真
の

〝
知
〟
に
な
ら
ず
、
そ
れ
で
〝
行
〟
に
至
ら
な
い
の
で
す
。
だ
か
ら
王
陽
明
は
〝
行
〟
に
至
ら
な
い
知
は

〝
知
〟
と
は
言
え
な
い
と
し
、「
知
行
合
一
」
を
唱
え
ま
し
た
。
書
物
が
部
屋
の
飾
り
だ
け
で
あ
っ
て
は

な
ら
な
い
よ
う
に
、
学
問
も
身
の
飾
り
だ
け
で
終
わ
ら
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。 

     

鑑
か
が
み

で
わ
が
身
を
整
え
る 

 

鑑
か
が
み

は
今
は
鏡
と
書
き
ま
す
が
、
古
く
は
鑑
と
い
う
字
で
あ
り
、
さ
ら
に
古
く
は
監
と
い
う
字
で
し
た
。

そ
の
古
い
字
形
は
皿

で
す
。

は
、
目
を
大
き
く
見
開
い
た
形
を
表
わ
し
た
も
の
で
〝
見
張
る
〟
の
が

本
義
の
字
で
す
（
今
は
〝
見
張
る
人
〟
つ
ま
り
、
〝
家

来
＝
家
臣
〟
の
意
味
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
）。

は
、

人
の
形
を
表
わ
し
、
皿

は
、
皿
に
水
が
い
っ
ぱ
い
張

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
表
わ
し
た
も
の
で
す
。
そ
れ
で
監

は
「
皿
に
張
ら
れ
た
水
に
人
が
顔
を
う
つ
し
て
見
る
」

こ
と
を
表
わ
し
た
字
で
、
〝
水
か
が
み
〟
を
表
わ
し
た

字
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。
昔
は
金
属
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で
作
っ
た
鏡
は
貴
重
で
し
た
か
ら
、
よ
ほ
ど
高
貴
な
人
で
な
い
と
、
手
に
入
れ
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
で

し
た
。
そ
れ
で
、
〝
か
が
み
〟
と
言
え
ば
、
普
通
は
〝
水
か
が
み
〟
つ
ま
り
監
だ
っ
た
訳
で
す
。 

水
鏡
は
上
か
ら
見
お
ろ
し
て
見
る
も
の
で
す
か
ら
、「
見
お
ろ
す
」
と
い
う
意
味
に
も
使
わ
れ
ま
す
。

高
い
所
か
ら
見
お
ろ
す
と
、
大
勢
の
人
の
行
動
で
も
よ
く
分
か
る
の
で
〝
監
視
〟
〝
監
督
〟
と
い
う
使
い

方
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
高
貴
な
人
が
見
物
す
る
場
合
に
は
高
い
所
か
ら
見
お
ろ
す
の
で
、
高
貴
な

人
が
見
る
こ
と
を
「
御
覧
に
な
る
」
と
言
い
、
〝
覧
〟
と
い
う
字
が
作
ら
れ
ま
し
た
。 

濫
と
い
う
字
は
、
水
鏡
の
水
が
外
に
あ
ふ
れ
出
た
こ
と
を
表
わ
し
た
字
で
、
〝
度
が
過
ぎ
る
〟
こ
と
を

表
わ
し
て
い
ま
す
。
〝
氾
濫
〟
は
川
の
水
が
外
に
あ
ふ
れ
出
る
こ
と
で
す
が
、
〝
濫
読
〟
〝
濫
用
〟
は
度

が
過
ぎ
る
こ
と
を
表
わ
し
た
言
葉
で
す
（
だ
か
ら
、
〝
乱
読
〟
と
い
う
書
き
方
は
賛
成
で
き
ま
せ
ん
）。 

人
は
、
史
書
に
よ
っ
て
身
に
失
敗
が
な
い
よ
う
に
、
行
為
を
整
え
る
こ
と
を
、
鏡
に
よ
っ
て
身
に
欠
点

の
な
い
よ
う
容
姿
を
整
え
る
こ
と
に
な
ぞ
ら
え
、
史
書
に
鑑
と
い
う
名
を
つ
け
た
も
の
が
あ
り
ま
す
（
資 

  治
通
鑑
・
東
鑑
・
大
鏡
）。 

『
聖
王
の
政
治
の
在
り
方
は
史
書
に
詳
し
く
記
載
さ
れ
て
い
て
、
ど
う
す
れ
ば
良
い
か
が
解
る
が
、
所

詮
政
治
は
為
政
者
の
人
物
如
何
に
在
る
』
と
孔
子
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
鑑
は
あ
っ
て
も
反
省
す
る
こ

と
が
難
し
い
た
め
、
人
類
は
相
変
わ
ら
ず
興
亡
の
歴
史
を
繰
り
返
し
て
い
ま
す
。 

 

家
庭
と
は
教
育
の
場 

 

家
庭
と
い
う
字
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。 

家
と
い
う
字
は
、
屋
根
の
形
を
表
わ
し
た
宀
と
、
豚
の
本
字
で
あ
る
豕
と
の
会
意
字
で
す
。
だ
か
ら
、

本
来
は
〝
豚
小
屋
〟
を
表
わ
し
た
字
だ
と
思
い
ま
す
が
、
今
は
人
の
住
む
所
の
意
味
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

わ
が
子
を
〝
豚
児
〟
と
言
い
ま
す
よ
う
に
、
自
分
の
住
ま
い
を
〝
豚
小
屋
〟
つ
ま
り
〝
家
〟
と
言
っ
た
と
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こ
ろ
か
ら
今
の
使
い
方
が
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

庭
は
、
广
と
廷
と
の
会
意
形
成
字
で
〝
宮
殿
前
広
場
〟
を
表
わ
し
た
字
で
、
古
く
は
単
に
〝
廷
〟
で
し

た
。
天
子
が
諸
侯
を
朝
見
し
、
大
臣
の
報
告
を
聴
く
所
で
、
だ
か
ら
〝
朝
廷
〟
と
も
言
い
ま
し
た
。
廷
は

雨
天
の
日
に
は
使
え
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
宮
殿
か
ら
屋
根
を
前
に
張
り
出
さ
せ
ま
し
た
。
こ
れ
が
〝
庭
〟
で

す
。
广
は
、
母
屋
か
ら
差
し
掛
け
た
屋
根
の
形
を
表
わ
し
た
も
の
で
、
店
や
庫
と
い
う
字
に
も
使
わ
れ
て

い
ま
す
。 

庭
は
、
こ
の
よ
う
に
天
子
の
宮
殿
前
広
場
を
表
わ
し
た
字
で
あ
り
、
屋
根
付
き
の
広
場
を
表
わ
し
た
字

で
す
が
、
今
は
だ
れ
の
家
の
、
屋
根
の
な
い
狭
い
場
所
で
も
〝
庭
〟
と
言
い
、
家
に
必
ず
あ
る
べ
き
所
と

さ
れ
、
〝
家
庭
〟
と
い
う
言
葉
が
生
ま
れ
ま
し
た
。 

家
庭
教
育
を
表
わ
し
た
言
葉
に
〝
庭
訓

て
い
き
ん

〟
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
昔
、
孔
子
は
、
庭
に
い
て
前

を
通
り
か
か
っ
た
わ
が
子
に
「
詩
や
礼
を
学
ん
だ
か
。
も
し
ま
だ
で
あ
っ
た
ら
学
び
な
さ
い
」
と
教
え
ま 

  し
た
。
こ
れ
が
、
〝
庭
訓
〟
の
由
来
で
す
。 

「
君
子
は
わ
が
子
を
遠
ざ
け
る
」
と
言
わ
れ
て
い
て
、
孔
子
も
釈
迦
も
わ
が
子
の
教
育
に
全
く
関
与
し

な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
程
度
に
は
心
を
配
っ
て
い
た
の
で
す
。 

〝
遠
ざ
け
る
〟
と
は
、
べ
っ
た
り
と
く
っ
つ
か
な
い

と
い
う
こ
と
で
、
一
定
の
間
隔
を
置
い
て
、
冷
静
に
わ

が
子
を
観
察
し
、
か
つ
教
え
て
い
た
の
で
す
。
家
庭
と

は
、
た
だ
親
し
み
睦
み
合
う
だ
け
の
場
で
は
な
く
て
、

親
が
自
分
の
体
験
を
わ
が
子
に
語
り
伝
え
る
大
事
な

場
で
も
あ
る
の
で
す
。 
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教
学
相

き
ょ
う
が
く
あ
い

長
ち
ょ
う

ず 

 

「
教
学
相
長
ず
」
と
は
、「
人
間
は
教
え
る
こ
と
と
学
ぶ
こ
と
の
両
方
で
磨
か
れ
る
も
の
で
あ
る
」
こ

と
を
表
わ
し
た
言
葉
で
、
古
く
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
「
教
ふ
る
は
学
ぶ
こ
と
の
半
ば
な
り
」
と
い
う
言
葉

と
も
相
通
ず
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。 

昭
和
二
十
八
年
、
私
は
指
導
主
事
を
や
め
て
小
学
校
の
教
師
に
な
り
、
一
年
生
か
ら
六
年
生
ま
で
教
え

て
み
て
、
初
め
て
「
漢
字
は
か
な
よ
り
易
し
い
こ
と
」「
鳩
は
鳥
よ
り
覚
え
易
く
、
鳥
は
九
よ
り
覚
え
易

い
こ
と
」「
一
年
生
は
六
年
生
よ
り
も
漢
字
を
覚
え
る
こ
と
」
な
ど
そ
れ
ま
で
の
常
識
を
破
る
事
実
を
発

見
し
ま
し
た
。
こ
う
い
う
事
は
教
え
て
み
て
初
め
て
判
る
こ
と
で
。「
教
え
る
こ
と
は
学
ぶ
こ
と
で
あ
る
」

と
感
じ
た
も
の
で
す
。
教
と
い
う
字
は
、
古
い
字
が
〝
敎
〟
で
す
が
、
こ
れ
は
〝
斅
〟
の
略
字
だ
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
学
の
古
い
字
〝
學
〟
も
、
〝
斅
〟
が
本
字
だ
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
だ
と 

  し
ま
す
と
、
〝
教
〟
と
〝
学
〟
と
は
、
元
は
同
じ
字
、
同
じ
言
葉
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ

れ
は
と
も
あ
れ
、
教
と
学
と
が
表
裏
一
体
を
な
す
言
葉
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
教
は
、
右

の
部
分
の
攵
が
父
の
古
い
形
と
同
じ
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
父
と
子
と

（
交
）
と
の
会
意
形
成
字
と

見
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。（
交
の
音k

ô

が
訛
っ
てky

ô

と
な
っ
た
）
子
が
父
と
交
わ
り
、
父
の
言
動
を
ま
ね
る

こ
と
は
子
の
立
場
か
ら
は
〝
学
ぶ
（
古
く
は
ま
ね

ぶ
）
〟
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
を
父
の
立
場
か
ら
言
え
ば

〝
教
え
る
〟
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
学
の
字
は
、
古
い

形
は
〝

〟
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
〝
視
界
を
閉
ざ
さ
れ

た
子
供
〟
、
つ
ま
り
無
知
蒙
昧
な
子
を
表
わ
し
て
い
ま

す
。

は
両
手
を
表
わ
し
て
い
て
、
そ
の
蒙
を
啓 ひ

ら

く
こ
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と
を
表
わ
し
て
い
ま
す
。
従
っ
て
、
學
と
い
う
字
は
、
子
が
父
と
交
（

）
わ
っ
て
父
の
美
点
を
真
似

る
こ
と
に
よ
り
、
自
ら
蒙
を
啓
い
て
い
く
こ
と
を
表
わ
し
た
も
の
、
と
い
う
こ
と
が
出
来
ま
す
。 

こ
れ
が
親
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
「
啓
蒙
し
て
や
る
」
こ
と
に
な
り
、
〝
教
え
る
〟
こ
と
に
な
る
こ
と
は

先
に
述
べ
た
通
り
で
す
。 

 

文
化
は
文
治

ぶ
ん
ち

教
化

き
ょ
う
か 

 

文
化
と
い
う
言
葉
は
わ
が
国
の
昔
の
年
号
に
も
使
わ
れ
て
い
て
な
じ
み
深
い
言
葉
で
す
が
、
そ
の
意
味

は
「
武
力
を
使
わ
な
い
で
人
民
を
教
化
す
る
」
こ
と
、
つ
ま
り
〝
文
治
教
化
〟
の
略
語
で
現
在
の
使
い
方

と
は
違
っ
て
い
ま
す
。
現
在
の
そ
れ
は
英
語
の
カ
ル
チ
ャ
ー
の
翻
訳
語
と
し
て
使
わ
れ
始
め
た
も
の
で

「
学
問
・
芸
術
・
道
徳
・
宗
教
・
法
律
・
政
治
・
経
済
の
総
称
」
で
あ
り
、「
理
想
を
実
現
す
る
た
め
の 

  人
生
の
過
程
」
を
意
味
す
る
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
す
。 

さ
て
、
文
と
い
う
字
は
、
〝
説
文
〟
に
よ
り
ま
す
と
、「
線
を
交
錯
さ
せ
て
作
っ
た
形
」
の
字
で
あ
り
、

「
線
の
交
錯
に
よ
っ
て
描
き
出
さ
れ
た
模
様
」
と
い
う
意
味
の
字
で
あ
る
、
と
解
説
さ
れ
て
い
ま
す
。
漢

字
そ
の
も
の
も
「
線
の
交
錯
に
よ
っ
て
描
き
出
さ
れ
た
も
の
」
で
す
か
ら
昔
は
漢
字
を
〝
文
〟
と
呼
び
、

ま
た
そ
の
集
ま
り
も
〝
文
〟
と
呼
び
ま
し
た
。
後
に
前
者
は
〝
文
字
〟
、
後
者
は
〝
文
章
〟
と
区
別
す
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
英
語
の
レ
タ
ー
は
今
で
も
二
つ
の
意
味
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。 

漢
字
は
〝
明
〟
の
よ
う
に
二
つ
の
漢
字
を
組
み
合
わ
せ
ま
す
と
次
々
に
新
し
い
字
が
生
ま
れ
ま
す
。
こ

う
し
て
生
ま
れ
た
も
の
を
〝
字
〟
と
名
付
け
、
父
母
で
あ
る
〝
文
〟
と
合
わ
せ
て
〝
文
字
〟
と
呼
ぶ
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
化
と
い
う
字
は
、
人
と
人
の
倒
れ
た
形
の
■
（
■
）
と
の
会
意
字
で
す
。
説
文
に
は
「
教

え
が
よ
く
行
わ
れ
る
事
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
も
そ
も
は
「
人
が
倒
れ
て
死
ぬ
こ
と
」「
大
変
な
こ
と
」

を
表
わ
し
た
字
で
す
。
小
さ
な
変
化
を
変
と
言
い
、
大
き
な
変
化
を
化
と
言
う
わ
け
で
す
。「
お
化
け
、
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化
合
、
化
粧
、
化
学
」
な
ど
と
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
文
は
、
文
字
に
せ
よ
文
章
に
せ
よ
、
内
に
中
身
が
あ

っ
て
、
こ
れ
を
外
に
表
現
し
た
も
の
で
す
。
だ
か
ら
、
文
と
は
中
身
（
質
・
実
質
）
に
対
し
て
、「
外
見
」

「
装
飾
」
を
意
味
し
ま
す
。 

孔
子
が
「
装
飾
が
中
身
以
上
に
立
派
な
の
も
、
そ
の

反
対
に
貧
弱
な
の
も
、
ど
ち
ら
も
良
く
な
い
。
文
と
質

の
両
者
が
程
よ
く
調
和
さ
れ
て
い
て
こ
そ
真
に
立
派

と
言
え
る
の
だ
（
文
質
彬
彬
と
し
て
し
か
る
後
に
君
子

な
り
）」
と
述
べ
て
い
ま
す
が
、
文
化
の
理
想
は
調
和

が
大
事
だ
と
言
え
ま
し
ょ
う
。 

  

  

中

秋

ち
ゅ
う
し
ゅ
う

と
仲

秋

ち
ゅ
う
し
ゅ
う 

 

仲
秋
は
八
月
の
意
名
で
す
が
、
中
秋
は
そ
の
八
月
の
ま
ん
中
の
日
、
十
五
日
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。
そ

れ
で
八
月
十
五
夜
の
月
を
〝
中
秋
の
名
月
〟
と
言
う

の
で
す
。 

兄
弟
の
順
序
を
表
わ
す
の
に
「
孟
（
伯
）
仲
・
叔
・

季
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
季
節
の
順
序
を
表

わ
す
の
に
も
こ
れ
を
借
り
て
〝
孟
秋
・
仲
秋
・
季
秋
〟

と
い
う
よ
う
に
呼
び
ま
す
。 

陰
暦
で
は
七
・
八
・
九
が
秋
で
す
か
ら
、
七
月
が
孟

秋
、
八
月
が
仲
秋
、
九
月
が
季
秋
で
す
。
ま
た
、
孟
秋
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の
代
わ
り
に
初
秋
、
季
秋
の
代
わ
り
に
晩
秋
と
い
う
言
い
方
も
あ
り
ま
す
。 

孟
と
い
う
字
は
、
萌
（
芽
ば
え
、
初
め
と
い
う
意
味
）
と
同
音
で
あ
り
そ
の
意
味
を
借
り
た
〝
皿
（
メ

イ
・
モ
ウ
）
〟
と
〝
子
〟
の
形
声
字
で
、「
初
め
の
子
」
つ
ま
り
〝
長
男
〟
〝
長
女
〟
の
こ
と
を
表
わ
し

た
字
で
す
。 

季
は
、
稚
（
チ
が
変
化
し
て
キ
）
の
省
略
し
た
形
の
〝
禾
〟
と
〝
子
〟
と
の
会
意
形
成
字
で
、「
幼
稚

な
子
」
つ
ま
り
〝
末
っ
子
〟
の
こ
と
を
表
わ
し
た
字
で
す
。（
春
秋
時
代
、
呉
の
賢
者
と
呼
ば
れ
た
〝
延

陵
の
季
子
〟
季
礼
は
、
呉
王
の
末
っ
子
、
第
四
子
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
）。 

春
夏
秋
冬
の
末
の
月
で
あ
る
三
月
、
六
月
、
九
月
、
十
二
月
を
〝
季
月
〟
と
言
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
そ

れ
ぞ
れ
の
変
わ
り
目
に
あ
た
っ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
の
変
り
目
の
こ
と
を
〝
季
節
〟
と
言
い
、
つ
い
で
今

の
〝
季
節
〟
の
使
い
方
が
生
ま
れ
ま
し
た
。 

秋
は
、
稲
が
実
っ
て
穂
が
垂
れ
て
い
る
形
を
表
し
た
〝
禾
〟
と
熟
の
意
味
の
〝
火
〟
と
の
会
意
字
で
す
。 

  稲
の
熟
す
る
季
節
を
表
わ
し
た
も
の
で
す
。 

一
年
の
う
ち
で
も
っ
と
も
重
要
な
時
期
な
の
で
、
秋
と
い
う
字
を
〝
重
要
な
時
期
〟
と
い
う
意
味
に
使

う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。（
例
、
危
急
存
亡
の
秋 と

き

）。 

ま
た
、
秋
を
〝
年
〟
の
意
味
に
使
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。（
例
、
一
日
千
秋
の
思
い
）
中
国
で
ブ
ラ
ン

コ
の
こ
と
を
鞦
韆
と
言
い
ま
す
が
、
元
は
秋
千
で
、
千
秋
を
逆
さ
に
言
っ
た
も
の
で
す
。
漢
の
武
帝
が
後

宮
に
こ
れ
を
作
り
、
長
寿
を
祈
る
意
味
で
〝
千
秋
〟
と
名
付
け
た
こ
と
に
因
り
ま
す
。 

 

夏
炉
冬
扇

か
ろ
と
う
せ
ん 

 

暑
い
暑
い
と
言
っ
て
い
る
う
ち
に
冬
で
す
。
夏
に
は
欲
し
い
扇
子
も
冬
は
邪
魔
で
す
。
こ
の
よ
う
に
季

節
に
合
わ
ぬ
無
用
の
長
物
を
〝
夏
炉
冬
扇
〟
と
言
い
ま
す
。 
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さ
て
夏
と
い
う
字
は
、
古
い
字
形
は
〝
夓
〟
で
、
説
文
に
は
、
頁
（
頭
の
意
味
の
部
首
）
と

（
両
手

を
表
わ
す
）
と
夂
（
止
を
下
向
き
に
し
た
形
で
足
を
表
わ
す
）
と
の
会
意
字
だ
と
あ
り
、
〝
中
国
人
〟
を

表
わ
し
た
字
だ
と
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
「
手
を
拱

こ
ま
ね

き
、
す
り
足
で
歩
く
、
礼
容
威
儀
の
立
派
な
人
」
と

い
う
意
味
で
、
中
国
人
を
表
わ
し
た
も
の
だ
と
い
う
の
で

す
。
と
こ
ろ
で
、
紀
元
前
二
千
年
の
中
国
に
存
在
し
た
と

さ
れ
る
最
古
の
王
朝
（
後
世
聖
天
子
と
仰
が
れ
る
禹
王
が

建
国
し
、
十
七
代
四
百
四
十
年
続
い
て
紀
元
前
一
七
六
六

年
に
殷
の
湯
王
に
滅
ぼ
さ
れ
た
と
い
う
）
の
名
が
〝
夏
〟

で
し
た
。
そ
れ
で
、
中
国
最
古
の
王
朝
の
名
が
そ
の
ま
ま

中
国
の
意
味
に
使
わ
れ
、
従
っ
て
ま
た
中
国
人
を
意
味
す

る
よ
う
に
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。 

 

 

夏
が
現
在
の
よ
う
に
四
季
の
一
つ
を
表
す
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
三
つ
の
説
が
あ
り
ま
す
。

夏
と
い
う
字
は
、
古
く
か
ら
「
立
派
」「
盛
ん
」
な
ど
の
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
ま
し
た
の
で
、
四
季
の

中
で
草
木
の
最
も
盛
ん
に
繁
茂
す
る
季
節
を
〝
夏
〟
と
い
う
字
で
表
す
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
の
が
そ

の
一
つ
で
す
。
次
は
「
夓
は
人
が
手
足
を
投
げ
出
し
て
く
つ
ろ
い
で
い
る
形
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
」
と

し
、
そ
う
な
る
季
節
を
こ
の
字
で
表
し
た
と
い
う
も
の
で
す
。
第
三
は
、
夏
は
暑
い
の
で
〝
火
の
季
節
〟

と
呼
ん
で
い
た
が
、
火
と
夏
と
は
同
音
な
の
で
〝
夏
の
季
節
〟
と
も
書
か
れ
、
夏
が
季
節
と
な
っ
た
と
す

る
も
の
で
す
。
冬
は
、
夂
（
音
は
シ
ュ
ウ
ま
た
は
ト
ウ
）
と
冫
（
氷
を
表
わ
す
）
と
の
形
声
字
で
、
氷
の

張
る
寒
い
季
節
を
表
わ
し
た
も
の
で
す
。
氷
が
こ
お
る
こ
と
を
〝
凍
〟
と
い
う
の
は
、
冬
と
同
じ
音
の
東

を
借
り
、こ
れ
に
氷
を
表
わ
し
た
冫
を
加
え
て
作
っ
た
も
の
で
す
。ま
た
、冬
は
一
年
の
終
り
で
す
か
ら
、

こ
の
冬
に
糸
を
加
え
て
〝
終
〟
と
い
う
字
を
作
り
、
糸
の
終
り
の
〝
結
び
玉
〟
を
表
わ
す
字
と
し
ま
し
た
。

今
は
広
く
〝
お
わ
り
〟
の
意
味
に
使
い
ま
す
。 


