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中
国
文
化
へ
の
誘
い

―
―
漢
字
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
―
―

第
一
章

　「封
建
」
の
時
代
背
景
と
「
城
市
」
の
成
り
立
ち

　

中
国
語
で
は
、
日
本
語
の
「
都
市
」
の
こ
と
を
「
城
市
」
と
呼
ん
で
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
中
国
語
の

ま
ま
「
城
市
」
文
化
と
い
う
表
現
を
使
う
こ
と
に
し
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
む
し
ろ
そ
の
方
が
中
国
の
都

市
文
化
を
起
源
に
ま
で
遡
っ
て
捉
え
直
し
、
そ
の
あ
り
方
を
歴
史
的
に
論
ず
る
の
に
は
る
か
に
都
合
が
よ

い
か
ら
で
す
。
上
古
時
代
（
商
周
秦
漢
）
に
お
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
町
が
幾
重
も
の
城
壁
と
城

門
を
持
っ
て
お
り
、
城
壁
と
城
門
の
な
い
町
は
「
城
」（
し
ろ
、
町
の
意
）
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
。
ま
た
、
当
時
、
い
わ
ゆ
る
「
国
」
の
規
模
は
き
わ
め
て
小
さ
く（

1
）、

一
つ
か
い
く
つ
か
の
村
か
ら
な

る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
の
で
、「
城じ

ょ
う」

ま
た
は
「
城
市
」
は
、
人
間
社
会
の
三
つ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
、

つ
ま
り
「
国
」「
城
市
」「
村
落
」
の
一
つ
に
ほ
か
な
ら
ず
、
い
ず
れ
も
「
邑
」
と
呼
ん
で
も
い
い
で
し
ょ

う
。
こ
の
「
邑
」
の
字
は
、
上
部
の
「
口
」
が
囲
い
あ
る
い
は
範
囲
を
、
下
の
部
分
は
人
が
跪
い
て
い
る

形
を
表
す
会
意
文
字
で
す
。
説
に
よ
っ
て
は
、
部
首
の
「
口
」
は
人
の
口
を
意
味
す
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
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す
。
い
ず
れ
の
場
合
も
一
種
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
意
味
す
る
こ

と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
上
古
時
代
の
中
国
に
は
、
ほ
か
に
も

「
邦
」
や
「
都
」
や
「
鄕
」
や
「
郊
」
や
「
鄙
」
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
五
つ
の
漢
字
の
部

首
は
い
ず
れ
の
場
合
も
お
お
ざ
と
で
す（

2
）。こ

の
こ
と
か
ら
、コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ー
の
一
種
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
る
の
で
す
が
、
こ
の
う
ち

一
番
古
い
の
は
「
鄕
村
」（
村
落
）
で
す（

3
）。

こ
の
郷
里
の
「
郷
」

の
字
は
も
と
も
と「
共
餐
」「
共
食
」を
意
味
し
、「
饗
宴
」の「
饗
」

（
飨
）の
字（
中
国
繁
体
字
の「
饗
」は
日
本
の
場
合
と
少
し
異
な
る
）

と
同
じ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
金
文
、
ま
た
は
甲
骨
文

の
字
形
は
、
中
央
に
食
べ
物
を
入
れ
て
お
く
簋き

（
飯
櫃
、
お
は
ち
）

が
置
か
れ
、
両
側
の
人
が
そ
れ
ぞ
れ
お
櫃
に
向
か
っ
て
跪
い
て
い

る
姿
を
表
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
二
人
が
向
か
い
合
っ
て
す
わ
り
、

同
じ
お
櫃
の
飯
を
食
す
る
と
い
う
意
味
の
文
字
で
し
た
。
上
古
時

代
の
中
国
で
は
、
こ
の
よ
う
な
共
食
の
機
会
を
持
っ
た
の
は
、
同

居
人
か
、
家
族
ま
た
は
同
じ
氏
族
の
人
で
し
た
。
し
か
し
、
後
で

図解漢字図1
『漢字図解字典』（顧建平著、中国出版集団東方出版中心、2008年
10月）より、以下同。

会意文字。上部は領域を表す四角、下部は跪いた
人の形、合わせて人の居住する城邑を表す。
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詳
し
く
述
べ
ま
す
が
、
次
第
に
階
級
に
分
か
れ
、
共
食
す
る
家
族
・
親

族
の
数
が
増
え
た
こ
と
か
ら
、王
侯
貴
族
た
ち
は
自
ら
の
「
子
民
」（
子

ど
も
と
人
民
）
と
同
じ
飯め
し
び
つ櫃
を
囲
む
こ
と
を
や
め
ま
し
た
。
彼
ら
は
、

肥
沃
で
地
相
の
い
い
土
地
を
求
め
新
た
な
住
居
を
定
め
、
こ
れ
を
高
い

城
壁
で
囲
み
ま
し
た
。
そ
れ
が
「
城
」
の
そ
も
そ
も
の
始
ま
り
で
す
。

つ
ま
り
「
城
」
は
、
起
源
を
探
れ
ば
、
古
代
王
朝
の
国
都
で
あ
り
、「
諸

侯
」
の
「
封
地
」（
封
土
）、「
大
夫
」
の
「
采
邑
」（
采
地
、
食
邑
）
で

も
あ
り
ま
し
た
。
城
を
中
心
に
、そ
の
外
に
あ
る
の
が
「
郊
」
と
「
野
」

で
、
さ
ら
に
遠
い
と
こ
ろ
に
あ
る
の
が
「
鄙
」
つ
ま
り
「
鄕
村
」
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
で
し
た
。
城
壁
を
は
さ
ん
で
尊
卑
が
分
か
れ
、
城
門
一

つ
で
貴
賎
が
判
然
と
し
た
と
い
う
の
が
伝
統
的
な
意
味
に
お
け
る

「
城
」
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、「
諸
侯
」「
封
地
」「
大
夫
」「
采
邑
」
と
い
う
言
葉
は
、「
封

建
」
制
度
お
よ
び
そ
の
時
代
背
景
と
深
い
関
係
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ

の
概
念
説
明
も
兼
ね
て
、
中
国
文
明
の
歴
史
の
流
れ
を
振
り
返
っ
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。
お
お
ま
か
に
中
国
の
文
明
史
に
は
三
つ
の
画
期
的

会意文字。甲骨文、金文は、食べ物が一杯に盛られた食器
が中央に置かれ、二人が向い合って食事をしている形。本
義は村人が共食するという意味。

図解漢字図2
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な
出
来
事
が
あ
っ
た
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
第
一
は
「
西
周
封
建
」（
紀

元
前
一
〇
四
六
～
紀
元
前
二
五
六
）、
第
二
は
秦
（
始
皇
帝
）
の
天
下
統

一（
紀
元
前
二
二
一
～
紀
元
前
二
〇
六
）、第
三
は
辛
亥
革
命（
一
九
一
一
）

で
あ
り
ま
す
。「
西
周
封
建
」
以
前
は
、
氏
族
・
部
落
・
部
落
連
盟
・

部
落
国
家
・
部
落
国
家
連
盟
の
時
代
、
周
代
は
国
家
連
盟
の
時
代
、
そ

し
て
秦
以
降
は
統
一
国
家
の
流
れ
が
ず
っ
と
続
く
の
で
、
こ
の
三
つ
の

流
れ
を
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

西
周
封
建
～
秦
の
天
下
統
一
：
邦
国
時
代

　

秦
の
天
下
統
一
～
辛
亥
革
命
：
帝
国
時
代

　

辛
亥
革
命
～
現
在
：
共
和
国
時
代

　

国
の
あ
り
方
か
ら
見
れ
ば
、
邦
国
時
代
は
封
建
制
で
、
帝
国
時
代
は

郡
県
制
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
封
建
制
と
郡
県
制
の
違

い
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
「
封
建
」
の
「
封
」
は
「
封
土
」
の
意

味
で
、
国
境
を
画
定
す
る
こ
と
が
重
要
で
し
た
。
具
体
的
に
は
、
国
境

�会意文字。金文は左が城壁、右は成ま
たは斧の形で、武力で城壁を守る意。
成は表音機能も兼ねる。

図解漢字図3
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地
帯
に
深
い
溝
を
掘
り
、
溝
か
ら
掘
り
出
し
た
土
を
両
側
に
固
め
て
そ

こ
に
木
を
植
え
ま
し
た
。
ま
た
「
建
」
と
は
、
国
境
の
画
定
さ
れ
た
地

域
を
治
め
る
「
君
王
」（
国
王
）
を
定
め
て
国
を
造
る
（
建
国
）
こ
と
な

の
で
、「
封
建
」
の
語
は
、
す
な
わ
ち
「
封
土
建
国
」
と
い
う
意
味
に

な
り
ま
す
。
さ
ら
に
こ
の
「
封
土
建
国
」
は
、
西
周
初
年
頃
の
大
陸
の

人
々
の
世
界
観
と
も
関
連
し
て
い
ま
す
。
こ
の
時
代
の
人
た
ち
は
、「
天

圓
地
方
」
と
い
う
語
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
頭
上
の
空
の
こ
と
を
天
と

呼
び
、
天
は
丸
い
も
の
、
足
も
と
の
地
上
は
四
角
い
も
の
と
考
え
て
い

ま
し
た
。
そ
し
て
、
地
上
に
は
東
西
南
北
中
と
い
う
五
つ
の
方
角
が
あ

り
、
そ
の
真
ん
中
を
「
天
下
之
中
」
と
し
て
中
国
と
呼
び
、
さ
ら
に
そ

の
真
ん
中
の
国
に
住
ん
で
い
る
民
族
を
「
華
夏
民
族
」
と
呼
び
ま
し
た
。

地
球
の
裏
側
に
別
の
民
族
が
住
む
と
は
考
え
な
か
っ
た
の
で
、「
天
下
」

は
全
世
界
を
意
味
し
ま
し
た
。「
華
夏
民
族
」
が
真
ん
中
の
国
に
住
む

理
由
は
、
天
が
一
番
愛
す
る
民
族
で
あ
る
か
ら
と
い
う
、
い
と
も
単
純

な
も
の
で
し
た
。
ま
た
彼
ら
は
、
天
は
造
物
主
で
あ
り
、
す
べ
て
の
生

命
は
天
に
よ
っ
て
育
ま
れ
る
も
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、

会意文字。右が寸（手）、左が木（後に土となる）
で、手で樹木を培う形に似ている。木を培う意
から封ずるという意味が派生。

図解漢字図4



6

天
は
そ
の
下
（
天
下
）
の
管
理
を
自
ら
の
嫡
子
で
あ
る
天
子
一
人
に
任
せ
る
、
と
い
う
王
権
天
授
説
が
唱

え
ら
れ
ま
し
た
。
上
古
時
代
の
中
国
の
婚
姻
制
度
は
、
一
夫
一
妻
多
妾
制
で
、
基
本
的
に
は
正
妻
の
長
男

が
天
子
に
な
る
場
合
が
多
か
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
天
下
の
管
理
を
一
人
で
行
う
わ
け
に
は
い
か
ず
、

叔
父
や
弟
に
分
割
し
て
統
治
さ
せ
ま
し
た
。
そ
の
単
位
が
「
国
」
と
呼
ば
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
管
理
を

任
さ
れ
た
元
首
が
、
す
な
わ
ち
「
国
君
」
ま
た
は
「
諸
侯
」
で
し
た
。
そ
し
て
「
諸
侯
」
も
、
天
子
か
ら

分
け
与
え
ら
れ
た
「
国
」
に
国
境
を
画
定
し
て
「
封
建
」
す
る
の
で
す
が
、「
諸
侯
」
も
、
こ
の
国
を
独

占
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
、
さ
ら
に
分
割
し
て
そ
の
叔
父
や
弟
に
「
国
」
の
一
部
を
分
け
与
え
ま

し
た
。
彼
ら
は
「
大
夫
」
と
呼
ば
れ
、「
大
夫
」
に
分
け
与
え
ら
れ
た
土
地
が
す
な
わ
ち
「
家
」
で
す
。

天
子
、
諸
侯
、
大
夫
は
い
ず
れ
も
世
襲
制
な
の
で
、
彼
ら
の
地
位
は
継
承
さ
れ
ま
す
が
、
嫡
子
で
は
な
い

庶
子
（
妾
腹
の
子
）
が
父
親
の
地
位
を
引
き
継
ぐ
の
は
難
し
く
、
天
子
の
庶
子
は
諸
侯
に
、
諸
侯
の
庶
子

は
大
夫
に
、
大
夫
の
庶
子
は
「
士
」
と
な
り
ま
す
。「
士
」
は
、
他
の
貴
族
（
天
子
、
諸
侯
、
大
夫
）
と
異

な
り
、
地
位
は
あ
っ
て
も
土
地
は
持
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
さ
ら
に
「
士
」
以
下
は
庶
民
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。
し
か
し
数
千
年
に
及
ぶ
封
建
の
歴
史
に
お
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
考

え
ら
れ
ま
す
。
特
に
天
子
と
諸
侯
は
絶
大
な
権
力
を
持
っ
て
お
り
、
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
多
く
の
子
孫
を

残
し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す（

4
）。「

邦
国
」
時
代
の
中
国
で
は
、「
国
」
と
「
家
」
は
明
ら
か
に
別
物
で
し
た
。

秦
の
始
皇
帝
の
天
下
統
一
に
よ
っ
て
、
初
め
て
「
国
」
と
「
家
」
が
一
つ
と
な
り
、
統
一
国
家
が
成
立
し
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ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
一
つ
の
天
下
に
、
林
立
す
る
諸
国
が
独
立
主
権
を
有
し
て
、
と
も
に
天
子
に
仕

え
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
え
ま
す

（
5
）。

天
下
イ
コ
ー
ル
国
家
と
な
っ
た
こ
と
を
受
け
、
そ
れ
ま
で
の
諸
侯

が
治
め
る
「
国
」
と
大
夫
が
治
め
る
「
家
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
郡
と
県
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
郡
県
制

が
成
立
し
ま
し
た
。
政
治
機
構
は
、
中
央
政
府
・
郡
・
県
か
ら
な
る
帝
国
制
と
な
り
、
一
つ
の
天
下
に
一

つ
の
国
家
し
か
な
く
、
中
央
集
権
で
段
階
的
に
管
理
を
行
う
点
に
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
制
度
は
、
皇

帝
を
唯
一
の
国
家
元
首
と
す
る
帝
国
制
で
、
中
国
の
歴
史
に
お
い
て
、
秦
以
降
、
原
則
と
し
て
一
つ
の
国

家
し
か
存
在
を
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

次
に
政
治
形
態
の
面
か
ら
見
る
と
、
邦
国
制
は
貴
族
政
治
で
、
帝
国
制
は
官
僚
政
治
と
見
な
す
こ
と
が

で
き
ま
す
。
邦
国
時
代
の
天
子
・
諸
侯
・
大
夫
・
士
は
い
ず
れ
も
貴
族
階
級
に
属
し
ま
す
。
特
に
天
子
・

諸
侯
・
大
夫
は
、
世
襲
に
よ
っ
て
子
子
孫
孫
が
そ
の
特
権
を
行
使
し
ま
し
た
。
も
っ
と
も
貴
族
の
貴
族
ら

し
さ
は
、
そ
の
世
襲
制
に
あ
り
、
貴
族
政
治
の
特
徴
は
自
ら
の
た
め
の
政
治
と
い
う
点
に
あ
り
ま
す
。
天

下
は
天
子
の
も
の
で
あ
る
か
ら
天
子
が
管
理
し
、
国
は
諸
侯
の
も
の
で
あ
る
か
ら
諸
侯
が
管
理
し
、
家
は

大
夫
の
も
の
で
あ
る
か
ら
大
夫
が
管
理
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
士
は
、
領
地
も
不
動
産
も
持
た

な
い
の
で
、
自
分
で
自
身
を
管
理
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
自
ら
の
修
身
に
努
め
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
後
は
、

大
夫
を
助
け
て
「
家
」
を
整
え
、
諸
侯
を
助
け
て
「
国
」
を
治
め
、
天
子
を
助
け
て
「
天
下
」
を
統
一
に

導
く
の
が
役
目
で
、
こ
れ
は
「
修
身
斉
家
治
国
平
天
下
」
と
い
う
言
葉
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
要
す
る
に
、
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邦
国
制
が
貴
族
的
で
セ
ル
フ
サ
ー
ビ
ス
（
自
助
）
の
た
め
の
政
治
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、帝
国
制
の
郡
・

県
の
長
官
は
、
世
襲
で
は
な
く
中
央
政
府
に
任
命
さ
れ
た
の
で
、
皇
帝
の
職
業
代
理
人
と
で
も
い
う
べ
き

官
僚
で
し
た
。

　

封
建
政
治
の
所
産
と
も
い
う
べ
き
「
城
」
は
、起
源
的
に
は
古
代
王
朝
の
国
都
で
あ
り
、「
諸
侯
」
の
「
封

地
」（
封
土
）、
あ
る
い
は
大
夫
の
「
采
邑
」（
采
地
、
食
邑
）
の
中
心
地
で
し
た
。
し
か
し
封
建
時
代
に
は
、

尊
卑
・
貴
賎
・
遠
近
・
親
疎
な
ど
の
レ
ベ
ル
が
異
な
る
た
め
、
厳
密
に
い
え
ば
、
こ
れ
ら
を
単
純
に
並
列

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う（

6
）。

　
「
市
」
は
「
城
」
と
「
郷
」
の
間
に
存
在
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
で
、『
説
文
解
字
』（
後
漢
の
許
慎
著
）

に
「
市
、
買
売
之
所
也
」（
市
と
は
、
売
買
の
場
所
な
り
）
と
あ
る
よ
う
に
、
人
々
が
集
ま
っ
て
売
買
・
交

易
（
交
換
）
を
行
う
と
こ
ろ
で
す
。

　

た
だ
一
説
に
は
、
金
文
の
字
形
は
上
部
が
「
之
」（
行
く
）、
下
部
が
「
兮
」（
騒
が
し
い
声
）
で
、「
騒

が
し
い
（
声
の
す
る
）
と
こ
ろ
へ
行
く
」
と
い
う
意
味
の
会
意
文
字
だ
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す（

7
）。

　

城
邑
の
中
に
住
む
王
侯
貴
族
た
ち
は
定
期
的
に
献
上
さ
れ
る
貢
物
だ
け
で
は
物
足
り
ず
、
旬
の
食
品
を

望
む
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
身
分
の
低
い
臣
民
た
ち
に
も
、
一
度
は
城
邑
の
様
子
を
見
て
み
た
い
と

い
う
単
純
な
好
奇
心
や
、
で
き
れ
ば
日
銭
で
も
稼
ぎ
た
い
と
い
う
欲
求
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
そ
う
し
た

思
惑
か
ら
生
ま
れ
た
の
が
最
初
の
「
市
」
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う

（
8
）。

や
が
て
売
買
取
引
が
頻
繁
に
な
る
に
つ
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れ
、定
期
市
が
成
立
し
ま
し
た
。
商
人
た
ち
が
定
住
す
る
よ
う
に
な
り
、そ
こ
に
独
自
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

が
、
形
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

上
古
時
代
の
中
国
で
は
、「
城
」
の
周
り
に
巡
ら
す
城
壁
の
こ
と
を
「
牆し

ょ
う」
と
称
し
、「
市
」
の
周
り
に

巡
ら
す
壁
を
「
垣
」
と
呼
び
ま
し
た
。『
説
文
解
字
』
に
「
卑
曰
垣
、

高
曰
墻
（
牆
）」（
低
き
を
垣
と
呼
び
、高
き
を
牆
と
呼
ぶ
）
と
あ
る
よ
う
に
、

城
邑
の
周
り
を
取
り
囲
む
の
が
高
い
城
壁
で
、
中
に
住
ん
で
い
る
の
は

王
侯
貴
族
、
そ
し
て
「
市
」
の
周
り
を
取
り
囲
む
の
が
低
い
垣
で
、
中

に
住
む
の
は
身
分
の
卑
し
い
商
人
と
い
う
具
合
に
、
両
者
の
落
差
は
甚

だ
し
か
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
ら
は
「
城
」
の
足
元
に
ひ
れ
伏
し
た
形
で

し
か
、そ
の
存
在
が
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し「
市
」の「
城
」

へ
の
進
出
は
、歴
史
的
に
見
て
非
常
に
画
期
的
で
す
。「
市
」
が
「
城
」

と
一
体
化
し
、「
城
市
化
」
＝
都
市
化
す
る
こ
と
で
、
歴
史
の
進
歩
や

文
明
の
発
展
に
多
大
な
貢
献
を
果
た
し
ま
し
た
。
中
国
語
で
は
、「
通
り
、

街
路
」
の
こ
と
を
「
通
道
」（
通
路
）
と
区
別
し
て
「
街
道
」「
街
市
」

と
称
し
、
日
本
語
の
「
市
街
」
の
意
味
で
用
い
ま
す
。
大
通
り
は
、
人

や
車
の
通
行
に
便
宜
を
図
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
両
側
の
景
色
も
十
分
眺

会意文字。金文は、上部が之で足の形
に似ており、売買の場所へ行くという
意味。下部は兮（あーという声に相当）。
本義は売買する固定場所。

図解漢字図5
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め
る
こ
と
が
で
き
、
商
店
街
の
両
側
の
店
舗
が
お
客
に
開
か
れ
て
い
た
（
城
の
よ
う
な
密
閉
空
間
で
は
な

い
）
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
市
民
社
会
の
イ
メ
ー
ジ
と
民
主
主
義
の
き
ざ
し
を
読
み
取
る
こ
と
も
可
能
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

第
二
章

　「民
以
食
為
天
」
―
―
「
食
」
に
生
ま
れ
た
中
国
（「
食
産
」）
文
化

　
「
食
べ
る
」
と
い
う
こ
と
が
、
中
国
文
化
の
発
展
に
与
え
た
影
響
は
測
り
知
れ
ま
せ
ん
。
中
国
文
化
は
、

食
べ
る
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
た
文
化
、
あ
る
い
は
食
べ
て
生
ま
れ
た
「
食
産
」
文
化
で
は
な
い
か
、
と
い

う
の
が
私
の
持
論
で
す
。「
民
以
食
為
天
」（『
漢
書
・
酈
食
其
伝
』）
と
い
う
表
現
は
、「
民
は
食
を
以
て
天

と
為
す
」、つ
ま
り
食
事
を
す
る
こ
と
が
何
よ
り
も
大
事
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
タ
イ
ト
ル
に
使
っ

た
「
食
産
」
と
い
う
言
葉
は
私
の
勝
手
な
造
語
で
す
が
、
次
に
そ
の
概
念
範
疇
に
つ
い
て
述
べ
た
い
と
思

い
ま
す
。

（
一
）
台
所
内
閣
と
食
器
政
治

　

封
建
時
代
の
中
国
で
、
天
子
を
補
佐
し
て
政
治
を
行
っ
た
行
政
の
ト
ッ
プ
を
、
宰
相
ま
た
は
丞
相
と
い

い
ま
す
。
こ
の
「
宰
」
の
本
来
の
意
味
は
、
神
や
聖
霊
に
捧
げ
る
生
き
物
（
犠
牲
）
を
潰
し
、
胙そ

に

く肉
（
ひ
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も
ろ
ぎ
：
神
に
供
え
、
祭
り
の
後
に
臣
下
に
配
る
肉
）
を
切
っ
て
祭
り
の
参
加
者
に

分
け
与
え
る
人
を
指
し
ま
す
。
ま
た
「
相
」
は
、
式
典
や
儀
式
の
進
行
を
司
る
司

会
者
、
あ
る
い
は
客
を
も
て
な
し
て
一
緒
に
飲
み
食
い
を
す
る
こ
と
を
指
し
ま
す
。

つ
ま
り
宰
相
と
は
、
台
所
の
料
理
人
と
相
伴
役
と
が
一
緒
に
な
っ
て
で
き
た
言
葉

で
す
。
た
だ
実
際
に
、
料
理
人
が
作
る
の
は
祭
祀
の
供
物
で
あ
り
、
相
伴
す
る
相

手
は
王
侯
貴
族
の
よ
う
な
高
級
官
僚
ば
か
り
な
の
で
、
宰
相
の
権
力
に
は
絶
大
な

も
の
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
『
史
記
』
に
「
国
之
大
事
、惟
祀
与
戎
」

（
国
家
の
大
事
は
祭
祀
と
戦
争
に
尽
き
る
）
と
あ
る
よ
う
に
、
封
建
社
会
に
お
い
て

祭
祀
は
ま
さ
に
天
下
の
一
大
事
で
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
内
閣
に
台
所
を
置
き
料
理
人
を
宰
相
に
任
命
す
る
こ
と
は
、
い
か

に
も
中
国
的
特
色
で
す
が
、
考
え
て
み
れ
ば
そ
れ
ほ
ど
不
思
議
な
話
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、「
君
以
国
為
家
、
則
家
務
即
是
国
務
」
と
よ
く
い
わ
れ
る
よ

う
に
、「
国
王
は
国
を
以
て
家
と
す
る
か
ら
、
家
事
が
国
務
と
な
る
」
の
は
当
然

の
こ
と
で
す
。
ま
た
、「
民
以
食
為
天
、
則
治
民
即
是
治
肴
」
の
ご
と
く
、
民
は

食
を
以
て
天
と
す
る
か
ら
、
国
民
の
管
理
は
食
べ
物
を
管
理
す
る
こ
と
に
尽
き
ま

す
。
つ
ま
り
国
を
治
め
る
こ
と
は
食
べ
物
を
分
配
す
る
こ
と
な
の
で
す
。

「婦好爵」
殷の時代晩期のもの、高さ26.3センチ、
1976年、河南省安陽小屯5号墓から出土、
中国社会科学院考古研究所所蔵。
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食
べ
物
の
分
配
に
関
し
て
は
、
漢
王
朝（

9
）

の
開
祖
、
劉
邦
の
宰
相
で

陳
平
と
い
う
人
物
が
有
名
で
す
。
彼
は
少
年
時
代
に
、
故
郷
で
一
度

だ
け
祭
祀
に
供
え
た
胙
肉
を
分
配
す
る
「
宰
」
を
務
め
た
こ
と
が
あ

り
ま
し
た
。
祭
り
の
式
典
の
後
、
神
の
食
べ
残
し
た
胙
肉
、
つ
ま
り

神
か
ら
の
賜
物
で
あ
る
肉
を
、
年
少
な
が
ら
み
ご
と
均
等
に
分
け
た

（「
分
肉
食
甚
均
」）
こ
と
で
、
周
り
の
大
人
か
ら
絶
賛
さ
れ
ま
し
た
。

陳
平
は
、「
そ
う
で
す
か
。
も
し
私
を
天
下
の
宰
に
任
命
し
て
く
だ
さ
っ

た
ら
、
わ
が
国
も
こ
の
肉
と
同
じ
よ
う
に
な
り
ま
す
」
と
答
え
た
と

い
い
、
実
際
に
漢
王
朝
の
高
名
な
宰
相
と
な
り
ま
し
た
。

　

中
国
の
歴
史
書
に
記
さ
れ
た
各
時
代
末
期
の
農
民
蜂
起
は
、
そ
の

ほ
と
ん
ど
が
食
料
の
窮
乏
か
ら
起
き
た
も
の
で
、
特
段
の
大
義
名
分

に
よ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
つ
の
時
代
も
、
食
べ
物
を
均
等

に
分
配
す
る
こ
と
が
、
最
も
重
要
で
し
た
。
そ
し
て
食
べ
物
の
分
配

に
は
、
数
量
の
多
寡
、
品
質
の
優
劣
、
食
べ
る
時
間
の
順
番
な
ど
、
三

つ
の
基
本
的
な
原
則
が
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
地
位
が
高
い
ほ
ど

た
く
さ
ん
食
べ
、
か
つ
上
質
の
も
の
を
食
べ
、
早
く
食
べ
る
こ
と
が

象形文字。甲骨文の形は古代の酒器の一種に似
ている。金文は点を二つ加え酒の香りがあふれ
出るという意味。小篆は下が鬯で、又（手）を添
え爵で酒を注ぐという意味。本義は酒器。

図解漢字図6
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で
き
ま
す
。
そ
し
て
、
当
然
な
が
ら
地
位
の
低
い
場
合
は
そ
の
逆
と
な

り
ま
す（

10
）。

食
べ
物
の
分
配
は
、「
席
位
」（
席
の
順
位
・
席
順
）
に
し
た
が
っ

て
な
さ
れ
、
上
古
時
代
の
中
国
で
も
日
本
で
も
、
席
位
が
そ
の
ま
ま
地

位
と
な
り
、
こ
れ
が
厳
格
に
守
ら
れ
ま
し
た
。
一
番
重
要
な
人
物
の
席

位
が
中
央
に
置
か
れ
、
主
席
（
主
人
ま
た
は
主
賓
の
席
）
と
呼
ば
れ
ま

し
た
。
他
は
等
級
の
順
に
主
席
の
両
側
に
分
列
し
て
座
っ
た
の
で
、
列

席
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
こ
の
ル
ー
ル
は
非
常
に
細
か
く
規
定
さ
れ
、
そ

れ
を
「
礼
」
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。

　

孔
子
は
「
俎
豆
之
事
」（
礼
儀
作
法
）
を
マ
ス
タ
ー
し
て
い
る
と
い
い

ま
し
た
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
食
べ
る
こ
と
か
ら
生
ま
れ
た
文
化
で

す
。
ま
た
席
位
の
ほ
か
「
酒
具
」
も
身
分
と
地
位
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
、

「
爵
位
」
と
い
う
言
葉
も
、
も
と
も
と
は
「
杯
」
す
な
わ
ち
「
爵
」
と
、

地
位
の
「
位
」
の
字
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
で
き
た
言
葉
で
し
た
。
酒
具

に
は
主
に
「
樽
＝
尊
」
と
「
爵
」
が
あ
り
、
樽
は
酒
を
入
れ
て
お
く
容

器
で
、
酒
罐
を
指
し
、
爵
は
酒
杯
を
意
味
し
ま
し
た
。
上
古
時
代
の
中

国
で
は
、
パ
ー
テ
ィ
の
時
、
樽
を
地
位
の
一
番
高
い
人
の
席
の
前
に
置

会意文字。甲骨文は両手で酒器を捧げ持つ形に
似ている。隷書は酋（長年貯蔵した酒）に寸（手）
を加え、美酒を最も尊敬する人に捧げるという
意味。本義は酒器、後に罇、樽になり、尊敬、高貴
という意味が派生する。

図解漢字図7
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い
た
と
思
わ
れ
、
ま
さ
に
酒
樽
か
ら
尊
者
・

尊
敬
・
尊
卑
な
ど
、「
尊
い
」と
か「
高
く
敬
う
」

と
か
「
貴
重
」「
高
徳
」
な
ど
の
意
味
が
派
生

し
た
の
で
す
。
酒
杯
の
爵
も
一
人
一
つ
ず
つ

手
前
に
置
い
て
お
く
の
で
す
が
、
爵
に
は
質

の
良
し
悪
し
が
あ
り
、
身
分
の
貴
賎
に
よ
っ

て
使
い
分
け
ら
れ
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、公（
太

政
大
臣
、
左
大
臣
、
右
大
臣
）
と
卿
（
大
納
言
、

中
納
言
、
参
議
、
中
国
語
で
い
う
と
こ
ろ
の
三
公

九
卿
）
に
は
玉
爵
、
大
夫
に
は
瑶
爵
、
士
と
そ

の
他
の
低
級
官
吏
は
散
爵
を
使
っ
て
い
た
も

の
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
パ
ー
テ
ィ
に
は

当
然
な
が
ら
肉
が
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

肉
は
鼎
（
現
在
の
鍋
、
釜（

11
））

で
煮
る
の
で
す
が
、

場
合
に
よ
っ
て
は
羊
や
牛
を
、
ま
る
ご
と
中

に
入
れ
て
煮
た
と
い
い
ま
す
。

（左）「雲紋高足玉杯」
1976年、「阿房宮」遺跡から出土。高さ14.5センチ。西安市文物管
理委員会所蔵。秦の皇室用品、国家一級文物。
（中）「四羊方尊」
殷の時代のもの。高さ58.3センチ、重さ約34.5キロ。中国国家博
物館所蔵。国家一級文物。
（右）「司母戊大方鼎」
殷の時代後期の王様祖庚、祖甲が母のために造ったもの。中国
で最大かつ一番重い青銅器。中国国家博物館所蔵。国家一級文
物。
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鼎
は
青
銅
の
釜
で
、
円
形
三
足
で
両
耳
を
持
つ
も
の
が
多
く
、
方
形

四
足
の
も
の
も
あ
り
ま
す
。
中
国
最
古
の
王
朝
と
い
わ
れ
る
夏
の
時
代

か
ら
千
数
百
年
間
、
鼎
は
ず
っ
と
国
の
宝
物
と
さ
れ
て
お
り
、
鼎
の
掌

握
は
食
べ
物
の
分
配
権
の
掌
握
を
意
味
し
、
国
家
権
力
の
支
配
を
象
徴

し
て
い
た
の
で
す（

12
）。

　（二
）
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
（
狩
猟
巫
術
）
の
起
源

　

鼎
は
権
力
と
神
器
、
政
治
と
宗
教
と
い
う
二
重
の
意
味
を
持
ち
ま
す

が
、
も
っ
と
も
多
く
使
わ
れ
る
の
は
祭
祀
の
時
で
し
た
。
祭
祀
と
は
、

招
い
た
客
を
ご
馳
走
で
も
て
な
す
こ
と
で
す
が
、
そ
の
相
手
が
天
神
地

祇
あ
る
い
は
故
人
で
あ
る
点
に
重
要
な
意
味
が
あ
り
ま
す
。
祭
祀
の

「
祭
」
は
、
上
部
が
「
片
手
に
肉
を
持
っ
て
い
る
」
状
態
を
表
し
、
下

部
に
「
示
」
の
字
が
あ
る
の
で
、
手
に
肉
を
持
っ
て
神
に
見
せ
る
こ
と

が
原
義
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
天
神
地
祇
や
祖
先
に
、
世
界
で

一
番
お
い
し
い
肉
を
捧
げ
る
か
わ
り
に
自
分
た
ち
の
願
い
を
聞
い
て
ほ

し
い
、
と
祈
願
す
る
の
が
祭
り
で
し
た
。
祭
り
に
は
酒
と
肉
が
不
可
欠

会意文字。甲骨文は、手に血の滴る肉を持って
神霊を祭る形をしている。後に示が加わり、肉
を祭壇に置いて祭りをする意味になる。本義は
祭祀のこと。

図解漢字図8
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で
、
神
に
酒
を
捧
げ
る
の
は
、
神
も
酒
の

香
り
と
同
じ
く
目
に
見
え
な
い
縹
渺
と
し

た
存
在
で
あ
り
、
神
と
酒
の
香
り
が
似
た

者
同
士
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
取
り

や
す
い
と
い
う
理
由
に
よ
る
も
の
で
し
ょ

う
。
先
ほ
ど
も
申
し
ま
し
た
が
、
神
・
精

霊
な
ど
に
供
え
る
生
き
物
の
こ
と
を
、
犠

牲
ま
た
は
生
贄
と
い
い
ま
す
。「
犠
」
は

色
が
純
粋
で
あ
る
も
の
、「
牲
」
は
体
が

揃
っ
て
い
る
も
の
を
意
味
し
ま
す
。
犠
牲

と
な
っ
た
の
は
、
主
に
馬
・
牛
・
羊
・
豚
・

犬
・
鶏
の
六
種
類
で
、
こ
れ
を
中
国
で
は

「
六
牲
」
と
呼
び
ま
す
。
こ
の
う
ち
、
馬

を
除
い
た
も
の
を
「
五
牲
」、
さ
ら
に
犬

と
鶏
を
除
い
た
も
の
を
「
三
牲
」、
ま
た

は
「
太
牢
」
と
称
し
て
い
ま
し
た
。
な
か

�形声文字。左が牛を表す。古代は牛・
羊・豚で祖先を祭り、なかでも牛を主
とした。右の義は神に三牲の気を享
受してもらうための音を表すと解さ
れる。

図解漢字図9

右は、祭りに供える牛と羊を指す。生
は表音であるが、生長という意味もあ
り、牛と羊が十分育ってから祭りに供
えるという意味。

図解漢字図10
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で
も
牧
畜
文
化
圏
で
は
、
羊
を
最
も
重
用
し
て
い
ま
す
。
ユ
ダ
ヤ
教

で
も
キ
リ
ス
ト
教
お
よ
び
イ
ス
ラ
ム
教
で
も
、「
身
代
わ
り
の
子
羊
」

の
物
語
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
現
在
の
中
国
で
も
日
常
言
語
と

し
て
、「
替
罪
羊
」（
身
代
わ
り
の
羊
）
と
い
う
言
葉
が
よ
く
使
わ
れ
ま
す
。

中
国
語
に
は
羊
の
字
の
入
る
文
字
が
き
わ
め
て
多
い
の
で
す
が
、
紙

幅
の
関
係
で
一
つ
だ
け
例
を
挙
げ
ま
す
。
羊
の
丸
焼
き
を
意
味
す
る

「
羙
」
と
い
う
字
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
文
字
は
、「
羔
」（
子
羊
）、「
美
」

（
美
し
い
）、「
炙
」（
火
の
上
に
乗
せ
た
肉
）
な
ど
と
解
釈
で
き
ま
す
が
、

「
小
羊
味
美
、
为
炙
尤
宜
」（
子
羊
は
美
味
で
、
焼
肉
に
す
る
と
も
っ
と

よ
い
）
と
い
う
点
で
は
、
い
ず
れ
の
解
釈
で
も
大
差
は
な
い
で
し
ょ
う
。

羊
は
肉
を
食
用
と
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
皮
も
衣
服
と
し
て
利

用
で
き
る
の
で
、
非
常
に
貴
重
な
動
物
で
し
た
。
ち
な
み
に
着
物
の

「
着
」
は
、「
羊
」
と
「
目
」
の
字
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
で
き
た
文
字
で
、

「
見
る
羊
、
ま
た
は
見
ら
れ
る
羊
」
と
解
釈
で
き
ま
す
。
着
る
と
暖

か
く
、
か
つ
下
に
皮
を
敷
い
て
寝
ら
れ
る
の
で
、
人
々
の
衣
食
住
に

と
っ
て
欠
か
せ
な
い
も
の
で
し
た
。
ま
た
、
羊
は
群
れ
を
な
し
て
ゆ
っ

会意文字。上部は羊、下部は火で、火で羊を焼く
という意味。一番おいしい羊の焼肉は子羊だと
いうことで、子羊の意味となる。

図解漢字図11
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く
り
移
動
し
、
生
存
競
争
が
激
し
く
な
い
の
で
飼
い
や
す
く
、
し
か

も
体
が
大
き
い
の
で
、
人
間
に
と
っ
て
は
格
好
の
動
物
で
、
ま
さ
に

神
か
ら
の
賜
物
そ
の
も
の
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
わ
れ
わ
れ

の
祖
先
は
、
吉さ

い
わ
い祥
を
表
す
も
の
と
し
て
、
羊
に
賛
美
の
言
葉
を
惜
し

み
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
証
拠
に
羊
と
関
係
す
る
字
を
挙
げ
て
お
く

と
、『
説
文
解
字
』
に
「
羊
言
为
善
、
羊
人
为
美
、
羊
我
为
義
、
示
羊

為
祥
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
羊
」
と
「
言
」
の
字
が
組
み
合
わ
さ
っ
た

の
が
「
善
」
で
、「
羊
」
と
「
人
」
で
「
美
」、「
羊
」
と
「
我
」
で
「
義
」、

「
羊
」
と
「
示
」
で
「
祥
」
と
な
り
ま
す
。『
説
文
解
字
』
の
解
釈
で
は
、

「
吉
祥
」
と
書
く
場
合
、
も
と
も
と
は
「
祥
」
の
か
わ
り
に
「
羊
」

の
字
を
そ
の
ま
ま
書
い
て
い
た
と
い
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
羊
が
吉さ

い
わ
い祥

な
の
は
、
そ
れ
が
お
い
し
い
肉
だ
か
ら
で
す
が
、
食
べ
る
に
は
ま
ず
羊
を
捕
ま

え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
羊
は
群
れ
を
な
し
、
集
団
で
移
動
す
る
習
性
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
羊
に
な
り

す
ま
し
て
彼
ら
を
誘
導
す
れ
ば
、
容
易
に
か
つ
大
量
に
捕
獲
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
こ
で
、
わ
れ
わ

れ
の
祖
先
は
、
頭
に
角
の
生
え
た
羊
頭
を
か
ぶ
り
、
羊
皮
を
纏
っ
て
羊
の
群
れ
に
入
り
、
彼
ら
を
騙
す
テ

ク
ニ
ッ
ク
を
身
に
付
け
た
の
で
す
。

図解漢字図12

�会意文字。羊と目の字が組み合
わされている。羊の皮で衣服が
つくれることを表している。物
の本質を見抜くという意味か
ら、本義は着る。
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現
代
中
国
語
で
は
偽
装
の
こ
と
を
「
佯
装
」、
す
な
わ
ち
「
羊
に
な
り
す
ま
す
」
と
い
っ
た
り
、
仮
装

し
て
攻
撃
す
る
こ
と
を
「
佯
攻
」
と
称
し
た
り
し
ま
す

（
13
）。

ま
た
、
羊
に
な
り
す
ま
し
、
群
れ
に
混
じ
っ
た

猟
人
（
猟
師
）
が
最
初
の
「
羊
人
」
で
し
た
。
つ
ま
り
「
羊
人
」
と
は
本
来
「
佯
装
（
羊
に
な
り
す
ま
す
）」

の
こ
と
で
あ
り
、
狩
猟
技
術
の
一
種
で
し
た
。
場
合
に
よ
っ
て
は
狩
猟
技
術
が
失
敗
に
終
わ
り
、
偽
装
の

羊
頭
、
羊
皮
と
本
当
の
羊
の
関
係
に
戸
惑
い
を
感
じ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
羊

が
た
く
さ
ん
取
れ
、
肉
が
た
く
さ
ん
食
べ
ら
れ
る
の
は
、
や
は
り
角
の
生
え
た
羊
頭
を
か
ぶ
り
、
身
に
羊

皮
を
纏
っ
て
羊
に
な
り
す
ま
し
、
そ
の
群
れ
に
混
入
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
と
し
み
じ
み
感
ず

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
で
「
羊
に
な
り
す
ま
す
」（
佯
装
）
こ
と
と
「
羊
を

装
う
」（
装
羊
）
こ
と
を
固
定
し
、
定
式
化
す
る
こ
と
で
規
範
を
創
り
、
新
た
に
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
内
容

を
加
え
て
「
式
典
」
や
「
儀
式
」
が
出
来
上
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
「
狩
猟
技
術
」

か
ら
「
狩シ

ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム

猟
巫
術
」
が
生
ま
れ
、「
羊
に
な
り
す
ま
す
」・「
羊
を
装
う
」
こ
と
が
呪シ
ャ
ー
マ
ン師と

祭
司
の
職
業
（
特

権
）
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
原
始
宗
教
に
お
い
て
は
、
シ
ャ
ー
マ
ン
と
祭
司
は
、
偽
装
の
羊
頭
を
被

り
、
羊
皮
を
身
に
纏
っ
て
、
神
に
よ
り
多
く
の
羊
肉
を
賜
る
よ
う
祈
り
ま
し
た
。
こ
の
シ
ャ
ー
マ
ン
と
祭

司
に
な
れ
る
の
は
「
大
人
（
た
い
じ
ん
）」
だ
け
で
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
大
人
の
「
大
」
は
、
立
っ
て
い

る
人
を
正
面
か
ら
捉
え
た
象
形
文
字
で
あ
り
、
そ
れ
を
側
面
か
ら
捉
え
た
人
偏
の
「
亻
」
と
は
異
な
り
ま

す
。
こ
の
た
め
「
羊
人
」
た
る
シ
ャ
ー
マ
ン
は
、「
佯
」
で
は
な
く
「
美
」
と
書
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
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う
。
こ
れ
は
シ
ャ
ー
マ
ン
自
身
が
美
し

い
か
ら
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
羊
肉

を
「
多（

14
）」

く
食
べ
さ
せ
て
く
れ
る
人
だ

か
ら
で
す
。羊
肉
を
与
え
て
く
れ
る「
羊

人
」
は
人
々
の
目
に
美
し
く
映
っ
た
の

で
し
ょ
う
が
、
本
人
か
ら
す
れ
ば
、
そ

の
偽
装
は
単
な
る
「
儀
式
」
に
す
ぎ
ま

せ
ん
で
し
た
。
ま
た
「
儀
式
」
の
「
儀
」

は
、
本
来
人
偏
の
な
い
「
義
」
な
の
で
、

シ
ャ
ー
マ
ン
に
と
っ
て
は
、
儀
式
イ

コ
ー
ル
義
務
と
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ

ま
す
。
偽
装
し
た
シ
ャ
ー
マ
ン
と
祭
司

は
、
脱
魂
・
憑
依
の
よ
う
な
特
異
な
心

理
状
態
で
、
神
霊
・
祖
霊
と
直
に
接
触
・

交
渉
し
ま
し
た
。
彼
ら
は
、
卜
占
・
予

言
・
治
病
な
ど
を
行
う
仲
介
者
で
あ
り
、

図解漢字図14

�会意文字。人が頭に飾り物を被った形で、本義
は美しい。

図解漢字図13

象形文字。古今を問わず、人が四肢を伸ばして
いる形。本義は大小の大。部首に「大」を持つ字
はいずれも人と関係がある。
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神
の
代
言
者
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
神
か
ら
の
予
言
は
、
万
人
に
と
っ
て
め
で
た
い
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
神
の
告
辞
は
「
吉
言
」、
つ
ま
り
「
羊
言
＝
善
」
だ
っ
た
の
で
す
。

（
三
）
偉
大
な
る
母
の
偉
大
さ
―
―
血
縁
よ
り
も
「
食
縁
」

　

中
国
語
に
は
、「
乳
の
あ
る
人
が
す
な
わ
ち
母
で
あ
る
（
有
奶
便
是
娘
）」
と
い
う
言
い
回
し
が
あ
り
ま
す
。

聞
こ
え
は
あ
ま
り
よ
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
上
古
時
代
の
中
国
人
に
と
っ
て
偉
大
な
る
も
の
、
神
聖
な
る
も

の
は
食
で
あ
り
、
そ
れ
を
与
え
て
く
れ
る
人
に
報
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
中
国
人

（
漢
族
）
の
文
化
に
は
、
食
べ
物
は
生
命
の
源
で
、
食
べ
物
を
与
え
る
も
の
は
生
命
を
与
え
る
も
の
で
あ

る
と
い
う
観
念
が
あ
り
ま
す
。
人
間
は
生
ま
れ
て
か
ら
一
人
前
に
な
る
ま
で
、
母
親
か
ら
ま
ず
乳
を
、
一
、

二
年
後
に
は
ご
飯
を
与
え
ら
れ
ま
す
。
子
を
育
て
る
母
親
は
一
番
親
し
く
、
偉
大
で
、
最
も
聖
な
る
人
で

す
。
な
ぜ
な
ら
、
生
ま
れ
た
時
に
自
分
が
誰
の
子
で
、
誰
と
血
縁
関
係
を
持
っ
て
い
る
の
か
わ
か
る
は
ず

が
な
く（

15
）、「

生
育
」
の
「
生
」
よ
り
も
「
育
」（
養
い
育
て
る
こ
と
）
を
大
切
に
思
う
か
ら
で
す
。
そ
の
一

方
で
、
中
国
人
は
血
縁
関
係
を
非
常
に
大
事
に
し
て
お
り
、
血
縁
こ
そ
一
番
頼
り
に
な
る
と
い
う
意
味
で
、

よ
く
「
血
は
水
よ
り
濃
い
（
血
濃
於
水
）」
と
い
う
表
現
を
使
い
ま
す（

16
）。

最
も
深
い
血
縁
関
係
は
「
母
子
」

で
、た
と
え
ば
嫁
に
行
っ
た
人
が
自
分
の
家
に
帰
る
こ
と
を
「
母
の
家
に
帰
る
（
回
娘
家
）」
と
い
い
、「
父

の
家
に
帰
る
（
回
爹
家
）」
と
は
絶
対
に
い
い
ま
せ
ん
。
ま
た
、
夫
の
家
の
こ
と
も
「
姑
の
家
（
婆
家
あ
る
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い
は
婆
婆
家
）」
と
は
い
い
ま
す
が
、「
舅
の
家
（
公
家
）」
と
い
う
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
「
養
ひ
て
教
へ
ざ
る
は
父
の
過
な
り
、
教

へ
厳
し
か
ら
ず
は
師
の
惰
な
り（
養
不
教
、父
之
过
。
教
不
严
、師
之
惰
）」

と
い
う
表
現
も
あ
り
ま
す
が
、
実
際
家
庭
の
し
つ
け
が
悪
い
場
合
は
、

「
母
の
し
つ
け
の
な
い
や
つ
（
没
娘
養
的
）」
と
罵
詈
雑
言
を
浴
び
せ
ら

れ
ま
す
。
母
の
次
に
親
し
い
の
は
兄
弟
で
、
よ
く
手
と
足
の
関
係
に
た

と
え
ら
れ
ま
す
。「
手
足
の
情
け
深
し
（
手
足
情
深
）」
と
か
「
情
け
あ

た
か
も
手
足
の
仲
（
情
同
手
足
）」
と
い
う
表
現
は
、
兄
弟
の
よ
う
に
親

し
い
と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。
ま
た
「
兄
弟
呼
ば
わ
り
す
る
（
称
兄

道
弟
）」
も
仲
の
良
さ
を
意
味
し
ま
す
。
そ
し
て
次
に
親
し
い
の
は
「
郷

親
」「
老
郷
」（
同
郷
の
人
）
で
す（

17
）。

こ
の
「
母
子
」「
兄
弟
」「
同
郷
」

の
関
係
は「
食
」に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
い
ま
す
。「
母
子
」は「
食
べ
る
」

と
「
食
べ
さ
せ
る
」
関
係
に
あ
り
、「
兄
弟
」「
同
郷
」
は
「
共
食
」
の

関
係
な
の
で
す
。「
母
」
の
字
に
つ
い
て
は
、『
説
文
解
字
』
に
「
乳
房

に
似
て
い
る
（
像
乳
子
也
）」
と
あ
り
ま
す
。「
母
」
の
外
側
は
「
女
」

の
字
が
縮
ん
だ
形
で
、「
母
」
の
中
の
二
つ
の
点
は
乳
首
を
表
し
て
い

図解漢字図15

象形文字。甲骨文は胸をはだけて乳房を見せて
いる婦人の形をしている。子に乳を与えようと
する母親の意味。母を部首に持つ字は、母と年
長者の女に関係する場合が多い。
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る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
母
と
女
の
違
い
は
乳
首
で
あ
り
、
乳
が
出
る
か
出
な
い
か
、
哺
乳

能
力
が
あ
る
か
否
か
が
重
要
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
哺
乳
能
力
の
有
無
、
そ
の
大
小
と
豊
饒
と
い
う
意
味
で

「
偉
大
な
る
母
の
偉
大
さ
」
と
い
う
言
い
方
が
可
能
で
し
ょ
う
。
ま
さ
に
「
食
産
」
文
化
と
い
う
視
点
か

ら
見
れ
ば
、
母
の
偉
大
さ
は
乳
房
の
大
き
さ
、
そ
の
豊
穣
さ
に
よ
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
で

し
ょ
う（

18
）。

（
四
）「
寄
せ
鍋
」
の
文
化
論
的
背
景
と
服
飾
の
場
合

　

寄
せ
鍋
が
中
国
人
に
愛
さ
れ
る
理
由
を
文
化
論
的
に
考
え
る
と
、「
共
食
」
関
係
を
創
る
こ
と
が
で
き
る
、

直
接
火
を
使
う
と
い
う
点
に
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か

（
19
）。

周
知
の
通
り
、
火
の
発
明
は
人
類
の
文
明

史
上
大
変
重
要
な
出
来
事
で
す
。
中
国
の
場
合
、
雲
南
元
謀
人
が
一
七
〇
万
年
前
か
ら
火
を
使
用
し
て
い

た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
寄
せ
鍋
の
歴
史
も
八
千
年
前
、
約
磁
山
、
裴
李
崗
文
化
時
期
に
遡
る
と
い

い
ま
す
。
実
際
、
中
国
文
化
で
は
、
火
の
使
用
が
可
能
か
否
か
、
熟
食
（
加
熱
食
）
か
生
食
か
が
、
先
進

と
後
進
、
文
明
と
野
蛮
を
峻
別
す
る
一
つ
の
目
安
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。『
礼
記
・
王
制
』
で
は
、
東
の

野
蛮
人
を
夷
、
南
の
野
蛮
人
を
蛮
と
呼
び
、
い
ず
れ
の
場
合
も
「
熟
食
を
し
な
い
（
不
火
食
）」
と
記
し

て
い
ま
す
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
文
化
人
類
学
者
レ
ヴ
ィ
・
ス
ト
ロ
ー
ス
が
提
示
し
た
、「
生
／
熟
＝
自
然
／

文
化
」
の
公
式
と
も
共
通
し
ま
す（

20
）。

こ
こ
で
見
逃
せ
な
い
の
は
、「
煮
焼
き
し
て
食
べ
る
（
火
食
）」
こ
と
が
、



24

単
に
「
熟
食
」
だ
け
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、「
共
食
」
つ
ま
り
「
皆

で
火
を
囲
ん
で
食
べ
る
（
共
火
而
食
）」
と
い
う
意
味
に
な
り
、
現
代
中

国
語
の
「
伙
食
」（
ま
か
な
い
、
食
事
）
の
「
火
」
の
字
に
人
偏
が
添
え

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
現
代
中
国
語
で
は
、「
食

事
」
を
意
味
す
る
言
葉
と
し
て
、「
伙
食
」
の
ほ
か
に
「
膳
食
」（
食
膳
）

も
よ
く
使
わ
れ
ま
す
。「
伙
食
」
が
軍
隊
や
企
業
・
行
政
機
関
な
ど
に

お
い
て
集
団
で
と
る
食
事
を
指
す
の
に
対
し
、「
膳
食
」
は
日
常
的
食

事
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。
特
に
「
伙
食
」
の
「
伙
」
の
字
は
、「
仲
間
・

連
れ
・
パ
ー
ト
ナ
ー
」
の
意
味
で
あ
る
「
伙
伴
」・「
夥
伴
」
に
も
使
わ

れ
ま
す
。「
火
を
囲
ん
で
食
べ
る
」
人
た
ち
が
「
伙
伴
」
の
も
と
も
と

の
意
味
で
あ
り
、
昔
は
直
接
「
火
伴
」
と
書
い
た
ら
し
く
、
古
代
兵
制

に
そ
の
起
源
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
古
代
兵
制
に
お
い
て
は
、
五

人
で
一
列
と
し
、
二
列
で
火
を
熾
し
て
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
一
〇
人

で
一
つ
の
火
を
取
り
囲
ん
で
煮
焼
き
す
る
こ
と
が
、
本
来
の
「
火
伴
」

で
、
今
の
中
国
語
で
い
う
と
「
戦
友
」
に
当
た
り
ま
す
。
平
時
で
は
、

同
じ
火
を
囲
ん
で
食
事
を
す
る
の
は
家
族
の
場
合
が
多
い
の
で
す
が
、

象形文字。甲骨文は炎の形をし、後に飛び散る
火花が加わる。本義は炎。

図解漢字図16
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異
な
る
出
自
の
人
々
が
同
じ
目
的
で
結
束
し
集
団
を
つ
く
る
こ
と
を

中
国
語
で
は
「
結
伙
」
と
い
い
ま
す
。
こ
こ
か
ら
、「
合
伙
」（
連
れ
立
つ
、

仲
間
同
士
で
）、「
入
伙
」（
仲
間
に
入
る
）、「
搭
伙
」（
仲
間
を
つ
く
る
）、「
散

伙
」（
仲
間
が
散
る
）、「
団
伙
」（
グ
ル
ー
プ
）
な
ど
の
よ
う
な
概
念
が

生
成
し
、「
火
食
」
も
次
第
に
「
伙
食
」
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
通
常
、中
国
で
は
、料
理
は
台
所
で
作
り
終
え
て
か
ら
テ
ー

ブ
ル
に
運
ば
れ
ま
す
が
、「
火
鍋
」
の
場
合
に
は
、
調
理
と
飲
食
が
同

時
に
な
さ
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
昔
な
が
ら
の
親
し
み
や
す
い
ム
ー

ド
を
つ
く
り
出
す
の
に
、「
火
鍋
」
は
最
適
の
料
理
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

「
火
鍋
」
が
中
国
人
に
好
ま
れ
る
の
は
、「
み
ん
な
で
同
じ
火
を
囲
ん

で
食
べ
て
い
た
」時
代
へ
の
憧
れ
か
ら
で
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。
実
際「
火

鍋
」
を
囲
ん
で
食
事
を
す
る
の
は
、
家
族
や
兄
弟
あ
る
い
は
友
達
や

仲
間
の
場
合
が
多
く
、
単
に
「
共
食
」
す
る
だ
け
で
な
く
、「
吃
出
人
情
、
吃
出
血
縁
」
と
い
う
言
葉
に

示
さ
れ
る
よ
う
に
、「
食
」
に
人
情
を
見
出
し
、「
食
」
に
血
縁
を
創
出
す
る
と
い
う
意
味
も
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
中
国
人
の
深
層
心
理
を
読
み
取
る
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。
よ
く
中
国
人
が
、
人

を
招
い
て
ご
馳
走
し
た
が
る
の
は
、
も
の
を
食
べ
て
腹
を
満
た
す
と
い
う
よ
り
も
、
人
情
と
血
縁
を
新
た

図解漢字図17

会意文字。人と火からなり、火は音
も表す。古代兵制では10人一組で
食事をとった。本義はパートナー。
「夥」にも関係し、現在でも、人数が
多い場合には「夥」を使う。
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に
創
出
し
た
い
か
ら
な
の
で
す
。
新
た
な
共
同
体
の
生
成
、
そ
の
安
定
と
発
展
の
た
め
の
契
機
を
つ
く
る

こ
と
が
「
共
食
」
の
目
的
で
あ
り
、
中
国
人
の
深
層
心
理
と
共
同
体
意
識
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ

ま
す
。
そ
の
意
味
で
「
火
鍋
」
は
、
料
理
の
作
り
方
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
食
べ
方
と
い
っ
た
方
が
ふ

さ
わ
し
く
、
む
し
ろ
文
化
の
一
つ
の
パ
タ
ー
ン
と
い
い
得
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ま
と
め

　

中
国
人
は
物
事
の
善
悪
、
あ
る
い
は
有
利
不
利
に
も
関
係
な
く
、
と
に
か
く
何
で
も
食
べ
る
傾
向
に
あ

り
、
中
国
文
化
は
「
汎
食
主
義
」
の
「
食
産
」
文
化
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　

し
か
し
、「
民
以
食
為
天
」（
民
は
食
を
以
て
天
と
為
す
）
と
い
う
考
え
方
は
、
生
き
る
た
め
に
食
べ
る

の
か
、
食
べ
る
た
め
に
生
き
る
の
か
、
と
い
う
鶏
と
卵
の
論
争
に
も
な
り
か
ね
な
い
堂
々
巡
り
の
議
論
で

も
あ
り
ま
す
。
た
だ
残
念
な
こ
と
に
、
大
陸
の
人
た
ち
が
数
千
年
間
、「
食
」
で
も
っ
て
自
己
を
認
識
し
、

同
類
か
否
か
を
見
分
け
て
世
界
を
捉
え
て
き
た
と
し
て
も
、
五
千
年
の
文
明
を
誇
る
大
陸
文
化
が
、
存
在

論
的
に
は
形
而
下
的
な
段
階
に
留
ま
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
あ
り
ま
す
。

　

孫
隆
基
氏
が
中
国
人
の
こ
と
を
、「
い
ま
だ
心

サ
イ
コ
ロ
ジ
カ
ル
ウ
ィ
ー
ニ
ン
グ

理
的
離
乳
の
で
き
て
い
な
い
民
族
」（「
还
没
有
断
奶
的

民
族（

21
）」）

と
い
っ
た
り
、
余
秋
雨
氏
が
二
千
年
以
上
に
わ
た
る
儒
教
の
一
教
独
裁
を
嘆
い
て
、
中
国
人
の

思
惟
様
式
を
、
慣
性
の
法
則
に
よ
り
一
元
的
に
し
か
物
事
が
判
断
で
き
な
い
（
中
国
人
的
思
維
慣
性
、�

就
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是
対
任
何
問
題
的
単
一
化
判
断
和
選
択（

22
））

と
書
い
て
い
る
の
も
、
そ
う
し
た
状
況
と
決
し
て
無
縁
で
は
な
い

と
思
わ
れ
ま
す
。
私
は
別
に
形
而
上
学
を
標
榜
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
近
代
思
想
の
父
と

い
わ
れ
る
デ
カ
ル
ト
（
一
五
九
六
～
一
六
五
〇
年
）
が
提
唱
し
た
、「
我
思
う
、
ゆ
え
に
我
在
り
」
を
あ
ら

ゆ
る
真
理
の
究
極
の
基
礎
と
し
て
定
立
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
中
国
の
現
状
は
、
人
間
の

理
性
が
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
を
基
礎
づ
け
る
究
極
根
拠
で
あ
る
と
す
る
主
観
性
形
而
上
学
と
程
遠
く
、
生
の

価
値
を
ひ
た
す
ら
「
食
」
に
求
め
る
と
い
う
状
況
は
、
ど
う
考
え
て
も
理
想
的
な
文
化
心
理
と
は
い
え
な

い
で
し
ょ
う
。
李
波
氏
は
中
国
の
伝
統
料
理
の
作
り
方
（
一
〇
種
類
）
と
、
封
建
時
代
の
一
〇
種
類
の
極

刑
に
類
似
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
中
国
の
「
口
腔
文
化
」（
食
文
化
）
に
激
し
い
批
判
を
浴
び
せ
て

い
ま
す（

23
）。

清
朝
末
ま
で
続
い
た
極
刑
の
残
忍
さ
、
悲
惨
さ
は
、
よ
ほ
ど
の
勇
気
と
覚
悟
が
な
け
れ
ば
読
み

続
け
て
い
く
の
が
困
難
な
ほ
ど
で
す
。
仮
に
「
野
蛮
」
と
「
活
力
」
が
同
義
語
な
ら
、「
文
明
」
は
し
ば

し
ば
「
頽
廃
」
を
意
味
し
か
ね
な
い
で
し
ょ
う
。
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第
三
章

　「事
死
如
事
生
」（
生
に
事つ

か

う
る
が
如
く
死
に
事つ

か

え
）
―
―
中
国
葬
儀
文
化
の
淵
源

　

葬
儀
は
上
古
時
代
の
中
国
社
会
に
お
け
る
大
変
重
要
な
習
俗
で
、
孝
行
の
文
化
で
も
あ
り
ま
し
た
。
こ

れ
は
地
域
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
様
相
を
呈
し
、
時
代
の
移
り
変
わ
り
と
と
も
に
絶
え
ず
そ
の
有
様
を
変
え

て
き
て
い
ま
す
。
周
知
の
よ
う
に
、
古
代
中
国
は
同
族
支
配
の
時
代
で
、
葬
儀
は
、「
事
死
如
事
生
、
事

亡
如
事
存
、
孝
之
至
也
」（
生
に
事つ

か

う
る
が
如
く
死
に
事つ

か

え
、
存
に
事つ

か

う
る
が
如
く
亡
に
事つ

か

う
る
は
、
孝
の
至

り
な
り（

24
））

と
い
う
の
が
大
原
則
で
し
た
。
葬
儀
の
習
俗
・
制
度
に
は
き
わ
め
て
複
雑
な
し
き
た
り
が
あ
り

ま
す
が
、
そ
れ
ら
は
封
建
と
い
う
時
代
背
景
と
そ
の
政
治
倫
理
の
下
で
徐
々
に
出
来
上
が
っ
た
も
の
で
、

最
初
か
ら
現
在
の
よ
う
な
形
だ
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
上
古
時
代
の
葬
儀
は
き
わ
め
て
シ
ン
プ
ル

で
す
。『
易
経
』
に
は
、
中
国
の
上
古
時
代
よ
り
は
る
か
昔
の
葬
儀
形
式
に
つ
い
て
、「
古
之
葬
者
、
厚
衣

之
以
薪
、
葬
之
中
野
、
不
封
不
树
、
丧
期
无
数
」（
昔
は
死
者
を
葬
る
場
合
、
薪た

き
ぎを
幾
重
に
も
屍
体
に
か
ぶ
せ

て
野
原
に
埋
葬
す
る
だ
け
で
、「
封
」（
土
の
山
）
を
造
る
こ
と
も
、
樹
を
植
え
て
墓
標
と
す
る
こ
と
も
せ
ず
、

喪
に
服
す
る
期
間
に
も
定
め
が
な
か
っ
た（

25
））

と
あ
り
ま
す
。
一
方
、
上
古
時
代
以
前
に
は
考
え
ら
れ
も
し
な

か
っ
た
プ
ロ
セ
ス
が
、
現
代
の
葬
儀
習
俗
で
は
あ
た
り
ま
え
に
な
っ
て
い
ま
す
。
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
、

こ
の
こ
と
は
葬
儀
の
「
葬
」
の
字
の
構
成
と
そ
の
由
来
を
分
析
し
て
み
る
こ
と
で
明
ら
か
に
な
っ
て
き
ま
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す
。「
葬
」
の
字
の
小
篆
（
秦
篆
）
書
体
は
、「
艸
」
と
「
死
」
と
「
一
」
と
い
う
三
つ
の
部
首
か
ら
な
っ

て
お
り
、「
艸
」
は
「
叢

く
さ
む
ら」
を
、「
死
」
は
「
屍
体
」
を
、
そ
し
て
「
一
」
は
死
体
を
荒
野
に
運
ぶ
と
き
に

使
う
木
の
板
の
類
を
指
す
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
葬
儀
の
最
初
の
有
様
が
リ
ア
ル
に
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
な

気
が
し
て
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、『
説
文
解
字
』
に
「
葬
者
蔵
也
」（「
葬
と
は
蔵か

く

す
こ
と
な
り
」）
と
書
い

て
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
先
に
引
用
し
た
『
易
教
』
の
中
の
「
古
之
葬
者
、
厚
衣
之
以
薪
、

葬
之
中
野
、
不
封
不
树
、
丧
期
无
数
」
に
お
け
る
「
葬
」
の
字
は
現
代
日
本
語
に
お
け
る
「
埋
葬
」
の
意

味
、
つ
ま
り
屍
体
や
遺
骨
を
土
中
に
葬
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
森
や
草
む
ら
の
中
に
屍
体
を
隠
す
＝

埋
葬
す
る
と
理
解
し
た
方
が
正
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
死
体
を
柴
木
や
草
で
包
ん
で
荒
野
に
埋
葬
す
る
と
い
う
や
り
方
は
、
鳥
獣
に
死
体
を
ま
る
ご

と
さ
ら
け
出
す
こ
と
に
も
な
る
の
で
、
引
き
裂
か
れ
た
り
食
べ
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
も
よ
く
あ
っ
て
、
こ

の
よ
う
な
葬
儀
習
俗
は
や
が
て
改
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
改
善
さ
れ
た

も
う
一
つ
の
要
因
は
、
人
々
が
霊た

ま
し
い魂

（
魂
魄
）
の
概
念
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。「
魂
」
の
字
は
通
常
、
人
の
精
気
を
指
し
、
人
体
か
ら
遊
離
し
て
天
に
漂
い
、
永
劫
不
滅
で
、
死

後
天
に
帰
す
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
ま
す
。『
説
文
解
字
・
鬼
部
』
に
は
、「
魂
、
陽
気
也
。
従
鬼
、
雲
声
」

と
あ
り
、
死
後
の
魂
と
い
う
意
味
の
「
鬼
」
の
字
を
持
っ
て
お
り
、「
云
」（「
雲
」）
は
発
音
を
表
し
ま
す
。

す
な
わ
ち
、
人
の
死
は
肉
体
の
死
を
意
味
し
、
魂
は
雲
の
よ
う
に
空
を
漂
い
永
劫
不
滅
で
あ
る
の
で
、
死



30

体
を
保
護
し
な
い
で
鳥
獣
に
引
き
裂
か
れ
た
り
食
べ
ら
れ
た
り
す
る
の
を
放
置
し
て
い
る
と
霊た
ま
し
い魂
が
憤
り

を
感
じ
、
生
き
て
い
る
人
、
特
に
親
族
に
災
い
を
も
た
ら
す
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
、
そ
れ
が
葬
儀
文

化
の
始
ま
り
だ
と
思
い
ま
す
（
ち
な
み
に
「
魂
魄
」
の
「
魄
」
に
つ
い
て
『
礼
記
・
祭
義
』
に
は
「
耳
目
之
聡

明
為
魄
」〈
耳
目
の
聡
明
を
魄
と
為
す
〉
と
あ
り
、
耳
で
よ
く
聞
き
分
け
、
目
で
よ
く
見
分
け
る
能
力
を
意
味
し

ま
す
）。
ま
た
、
仮
に
死
が
肉
体
の
死
だ
け
を
意
味
し
、
魂
は
永
劫
不
滅
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
死
者
の
親
、

子
ど
も
、
兄
弟
な
ど
の
親
族
も
、
遺
体
が
鳥
獣
の
ほ
し
い
ま
ま
に
さ
れ
る
の
を
見
る
に
堪
え
な
か
っ
た
に

ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
親
族
は
弓
矢
を
持
っ
て
遺
体
の
周
囲
を
守
り
、
鳥
獣
を
駆
除
す
る
よ
う
に

な
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
れ
が
「
弔
い
」
と
い
う
新
し
い
し
き
た
り
の
始
ま
り
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。「
弔
」
の
字
の
小
篆
は
「
人
」
の
字
と
「
弓
」
の
字
か
ら
成
り
立
っ
て
お
り
、

人
が
弓
を
携
え
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
古
代
人
が
遺
体
を
守
っ
て
い
る
リ
ア
ル
な
形イ

メ
ー
ジ象
が
文
字
に
な
っ

た
も
の
で
す
。
ま
た
、『
説
文
解
字
』（
人
部
）
に
は
、「
弔
、
問
終
也
。
古
之
葬
者
、
厚
衣
之
以
薪
。
従

人
持
弓
、
會
敺
禽
」
と
あ
り
ま
す
。「
問
終
」
は
「
死
者
を
見
舞
う
」
と
い
う
意
味
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

さ
ら
に
、『
呉
越
春
秋
』（
後
漢
の
趙
曄
撰
）
に
も
、「
弩
生
于
弓
、
弓
生
于
弹
、
弹
起
于
古
之
孝
子
。
古
者

人
民
质
朴
、
饥
食
鸟
兽
、
渴
饮
雾
露
。
死
则
裹
以
白
茅
、
投
于
中
野
、
孝
子
不
忍
见
父
母
为
禽
兽
所
食
、

故
作
弹
以
守
之
、
绝
禽
兽
之
害
」
と
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
弩
（
い
し
ゆ
み
・
お
お
ゆ
み
）
は
弓
か
ら

生
じ
、
弓
は
弾
弓
か
ら
生
じ
、
弾
弓
は
親
孝
行
な
子
に
由
来
す
る
。
古
え
の
世
界
で
は
人
民
の
生
活
は
質
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素
で
、
飢
え
た
と
き
は
鳥
獣
を
食
し
、
渇
い
た
と
き
は
露
を
飲
み
、
死
ね
ば
茅か
や

に
包
み
野
原
に
放
置
し
て

い
た
が
、
親
孝
行
な
子
は
両
親
が
禽
獣
に
食
べ
ら
れ
る
の
を
見
か
ね
て
、
弾
弓
を
作
っ
て
遺
体
を
守
り
、

鳥
獣
の
被
害
を
絶
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。
弓
と
弔
い
の
関
係
は
否
定
で
き
な
い
事
実
で
す
。
し
か
し
、

親
孝
行
な
子
が
弓
で
鳥
獣
を
駆
除
し
遺
体
を
守
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
遺
体
が
風
雨
や
日
光
に
さ
ら
さ
れ

る
こ
と
は
避
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
遺
体
を
土
中
に
埋
葬
す
る
と
い
っ
た
葬
儀
が
新
た
に
考

案
さ
れ
、
次
第
に
現
在
わ
れ
わ
れ
が
見
て
い
る
よ
う
な
古
墳
の
世
界
が
出
来
上
が
っ
た
と
見
て
よ
い
で

し
ょ
う
。
現
在
私
た
ち
は
遺
体
が
埋
葬
さ
れ
る
場
所
を
「
墳
墓
」
と
い
い
ま
す
が
、
上
古
時
代
の
中
国
に

お
い
て
「
墳
」
と
「
墓
」
は
同
じ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
西
周
時
代
の
中
原
地
区
（
現
在
の
河
南
・

山
東
・
山
西
省
の
大
部
分
と
河
北
・
陝
西
省
の
一
部
）
で
は
、
ま
ず
地
面
に
穴
を
掘
り
遺
体
を
安
置
し
て
か
ら
、

再
び
穴
を
埋
め
地
面
を
平
ら
に
整
え
る
と
い
う
造
り
方
を
し
て
お
り
、
土
を
盛
り
上
げ
て
土
の
山
を
造
る

と
い
っ
た
や
り
方
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
が
つ
ま
り
「
墳
墓
」
の
「
墓
」
で
あ
り
、『
礼
記
・
檀
弓
』

に
あ
る
「
墓
而
不
墳
」（
墓
し
て
墳
せ
ず
）
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
造
り
方
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
わ

け
で
す
。
し
か
し
、
同
じ
時
代
で
も
長
江
下
流
の
東
南
地
区
に
お
い
て
は
、
地
面
に
水
が
た
ま
り
や
す
く

湿
気
が
多
い
た
め
、
墓
の
造
り
方
が
中
原
地
区
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
ま
し
た
。
乾
燥
地
帯
の
中
原

地
区
の
よ
う
に
地
面
に
穴
を
掘
る
の
を
や
め
て
、
川
底
な
ど
か
ら
拾
っ
て
き
た
玉
石
な
ど
を
敷
き
詰
め
た

り
積
み
上
げ
た
り
し
て
墓
室
の
土
台
を
造
り
、
そ
の
上
に
棺
桶
を
置
き
、
そ
れ
か
ら
土
や
砂
で
埋
め
、
そ
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の
上
に
さ
ら
に
土
を
盛
り
上
げ
土
の
山
（
土
饅
頭
）
を
造
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
墳
」
の

も
と
も
と
の
造
り
方
な
の
で
す
。

　

春
秋
時
代
に
な
る
と
、
中
原
地
区
で
は
、
地
面
に
穴
を
掘
る
と
い
っ
た
伝
統
的
な
墓
の
造
り
方
を
基
に
、

南
の
長
江
下
流
の
、
う
ず
高
く
土
の
山
を
盛
り
上
げ
る
と
い
っ
た
習
俗
が
取
り
入
れ
ら
れ
、
名
実
と
も
に

穴
も
あ
れ
ば
土
の
山
も
あ
る
と
い
っ
た
「
墳
墓
」
が
造
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

　

ち
な
み
に
こ
の
二
つ
の
文
字
に
は
い
ず
れ
も
「
土
」
の
部
首
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
す
ぐ
に
土
と
の

関
連
が
わ
か
り
ま
す
が
、「
墳
」
の
字
の
つ
く
り
「
賁
」
は
「fen

」
と
い
う
発
音
を
表
す
と
同
時
に
、「
満

ち
満
ち
て
い
る
」
と
か
「
膨
ら
む
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
の
で
、「
賁
」
の
つ
く
り
を
含
ん
で
い
る
文
字
、

た
と
え
ば
「
憤
」「
僨
」（
中
国
語
で
は
奮
い
立
た
せ
る
の
意
）、「
轒
」（
車
の
傘
骨
）
な
ど
は
、
い
ず
れ
も

何
か
で
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
い
る
状
態
あ
る
い
は
隆
起
状
態
を
指
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
、

「
墓
」
の
「
莫
」
と
い
う
字
も
表
音
（m

u
）
と
表
意
の
機
能
を
兼
ね
て
お
り
、も
と
も
と
は
「
暮
色
蒼
然
」

と
い
う
と
き
の
「
暮
」
の
字
で
、「
日
暮
れ
」
と
か
「
日
没
」
を
意
味
し
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
こ
こ
で

は
人
の
末
日
を
表
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

そ
も
そ
も
社
会
風
習
と
い
う
の
は
往
々
に
し
て
必
要
か
ら
生
ま
れ
、
そ
れ
か
ら
だ
ん
だ
ん
と
礼
儀
作
法

に
な
っ
て
い
く
も
の
で
す
。
必
要
は
礼
儀
作
法
の
母
、
礼
儀
作
法
は
必
要
の
形
式
的
な
延
長
だ
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。以
上
見
て
き
た
葬
儀
文
化
が
ま
さ
に
そ
う
で
す
。人
が
弓
矢
を
携
え
遺
体
を
守
っ
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た
の
は
、
鳥
獣
を
駆
除
す
る
必
要
か
ら
で
す
。
土
葬
文
化
に
移
り
変
わ
っ
た
後
は
、
そ
の
必
要
も
な
く
な

り
廃
れ
て
も
お
か
し
く
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
習
俗
は
今
日
ま
で
延
々
と
続
い
て
お
り
ま
す
。
そ
の

形
式
が
と
り
も
な
お
さ
ず
「
帯
孝
守
喪
」（
喪
服
ま
た
は
喪
章
を
つ
け
て
喪
に
服
す
る
）
の
習
慣
で
、
中
国

人
の
多
く
は
、
現
在
も
喪
に
服
す
る
期
間
中
は
髪
に
黒
の
リ
ボ
ン
を
つ
け
た
り
、
腕
に
黒
の
腕
章
を
巻
い

た
り
し
て
死
者
を
弔
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
中
国
語
で
「
守
喪
」
の
こ
と
を
「
服
喪
」
と
も
い
い
ま
す
が
、

喪
に
服
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
の
死
後
、
そ
の
近
親
者
が
一
定
の
期
間
、
外
出
や
社
交
的
な
行
動
を
避

け
て
身
を
慎
む
と
い
う
こ
と
で
す
。『
礼
記
』
で
は
、
親
疎
に
よ
っ
て
そ
の
期
間
が
、
三
カ
月
、
五
カ
月
、

九
カ
月
、
一
年
、
三
年
と
細
か
く
規
定
さ
れ
て
お
り
、
服
装
そ
の
他
に
つ
い
て
も
約
束
事
が
数
多
く
あ
り

ま
す
。

　

　主
要
参
考
文
献

　

顧
建
平
著
『
漢
字
図
解
字
典
』（
中
国
出
版
集
団
東
方
出
版
中
心
、
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
）

　

臧
瀚
之
等
編
著
『
上
下
五
千
年
』（
上
下
、
京
華
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
九
月
）

　

Ｃ
Ｃ
Ｔ
Ｖ
国
宝
档
案
シ
リ
ー
ズ
番
組
編
著
『
国
宝
档
案
』（
中
国
民
主
法
制
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
）
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馬
衡
著
『
中
国
金
石
学
概
論
』（
時
代
文
芸
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
）

　

易
中
天
著
『
読
城
記
』（
上
海
文
芸
出
版
社
、
一
九
九
七
年
一
〇
月
）

　
　

―
―
―
『
閑
話
中
国
人
』（
上
海
文
芸
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
一
月
）

　
　

―
―
―
『
品
三
国
』
上
（
上
海
文
芸
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
七
月
）

　
　

―
―
―
『
品
三
国
』
下
（
上
海
文
芸
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
三
月
）

　

王
立
群
著
『
読
史
記
之
秦
始
皇
』（
広
西
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
一
一
月
）

　
　

―
―
―
『
読
史
記
之
漢
武
帝
』（
長
江
文
芸
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
四
月
）

　

銭
文
忠
著
『
解
読
〈
三
字
経
〉』
上
（
中
国
民
主
法
制
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
二
月
）

　
　

―
―
―
『
解
読
〈
三
字
経
〉』
下
（
中
国
民
主
法
制
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
四
月
）

　

余
秋
雨
著
『
問
学
・
余
秋
雨
・
与
北
大
学
生
談
中
国
文
化
』（
陝
西
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
一
一
月
）

　

李
波
著
『
口
腔
里
的
中
国
文
化
』（
東
方
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
二
月
）

　

梁
毅
編
『
漢
字
五
千
年
』（
新
星
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
四
月
）

　注
（
1
）　

規
模
の
小
さ
い
国
が
多
数
存
在
し
た
ら
し
く
、
复
旦
大
学
の
銭
文
忠
氏
（『
解
読
〈
三
字
経
〉』
下
、
中
国
民

主
法
制
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
四
月
）
に
よ
る
と
、
西
周
時
代
の
初
め
、
中
原
地
帯
だ
け
で
も
三
千
余
り
あ
っ
た
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と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
春
秋
時
代
に
は
一
八
〇
〇
余
り
に
減
少
し
、
さ
ら
に
春
秋
時
代
の
終
わ
り
に
な
る
と

二
〇
足
ら
ず
に
な
り
、
戦
国
時
代
に
は
戦
国
七
雄
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
数
え
る
ほ
ど
し
か
残
っ
て
い
な
か
っ
た
。

（
2
）　
「
邦
国
」
の
「
邦
」
は
国
を
意
味
し
、「
都
」
は
都
市
、「
鄕
」
は
村
落
、そ
し
て
「
郊
」
は
郊
外
の
意
味
を
持
つ
。

「
鄙
」
は
「
辺
鄙
」
の
「
鄙
」
な
の
で
「
城
市
」
か
ら
遠
く
離
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
表
す
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
間
を
「
鄰
」
と
呼
び
、
こ
れ
も
部
首
は
お
お
ざ
と
で
あ
る
（
日
本
語
の
「
隣
」
は
こ
ざ
と

偏
に
な
っ
て
い
る
）。
ま
た
「
村
落
」
の
「
村
」
の
異
字
体
は
「
邨
」
で
、
や
は
り
部
首
は
お
お
ざ
と
で
あ
る
。

（
3
）　

ア
モ
イ
大
学
の
易
中
天
氏
は
、『
史
記
・
五
帝
本
紀
』
に
あ
る
「
一
年
而
所
居
成
聚
、
二
年
成
邑
、
三
年
成
都
」

（
一
年
間
住
め
ば
聚
と
な
り
、
二
年
経
て
ば
邑
と
な
り
、
三
年
で
都
と
な
る
）
を
紹
介
し
、「
聚
、
邑
、
都
」
の

順
で
、「
城
市
」
は
低
か
ら
高
へ
、
小
か
ら
大
へ
と
時
代
と
と
も
に
徐
々
に
発
展
し
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
（『
読
城
記
』
上
海
文
芸
出
版
社
、
一
九
九
七
年
一
〇
月
）。

（
4
）　

河
南
大
学
の
王
立
群
氏
は
『
読
史
記
之
漢
武
帝
』（
長
江
文
芸
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
四
月
）
の
中
で
、
漢
王

朝
の
開
祖
劉
邦
の
曾
孫
に
当
た
る
劉
勝
（
漢
武
帝
の
兄
）
と
い
う
人
物
の
名
前
を
挙
げ
、
数
十
人
の
女
性
と
の
間

に
息
子
だ
け
で
も
一
二
〇
人
以
上
儲
け
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
5
）　

邦
国
時
代
の
国
々
は
、
そ
れ
ぞ
れ
自
由
に
租
税
を
徴
収
で
き
る
独
立
し
た
財
政
権
と
、
軍
隊
お
よ
び
そ
の
指

揮
権
を
持
っ
て
い
た
の
で
、
独
立
し
た
政
権
運
営
が
で
き
た
。
そ
の
ほ
か
外
交
権
も
有
し
、
自
由
に
外
交
活
動
を

行
い
、
通
商
権
や
交
戦
権
も
行
使
で
き
、
独
自
に
同
盟
や
講
和
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
諸
侯
国
は
独
立
主

権
国
と
い
え
る
。

（
6
）　
『
左
伝
』
の
中
に
は
、「
天
子
之
城
方
九
里
、
諸
侯
礼
為
降
殺
、
則
知
公
七
里
、
候
伯
五
里
、
子
男
三
里
」（
天
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子
の
城
は
四
方
九
里
に
て
、
諸
侯
は
礼
儀
上
そ
れ
よ
り
範
囲
を
縮
小
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
公
爵
は
七
里
、
候
爵
は
五

里
、
子
男
爵
は
三
里
で
あ
る
こ
と
を
知
る
べ
し
）
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
同
じ
「
都
邑
」
の
場
合
で
も
、
諸
侯
の

封
地
し
か
「
都
」（
国
都
）
と
呼
べ
ず
、
大
夫
の
「
封
地
」
は
「
邑
」
と
し
か
呼
べ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
「
都
」

の
中
で
も
天
子
の
「
城
」
は
「
京
」
と
呼
ん
だ
。『
説
文
解
字
』
の
解
釈
で
は
、「
京
、
人
所
為
絶
高
丘
也
」（
京

と
は
、
人
為
の
為
し
た
る
最
高
の
丘
也
）
と
あ
り
、「
京
」
と
は
人
為
的
に
構
築
さ
れ
た
一
番
高
い
丘
を
意
味
し
、

天
子
の
「
城
」
は
天
下
無
双
の
高
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。「
国
民
政
府
」
が
都
を
南
京
に
定
め
た
時
、

北
京
を
「
北
平
」
に
改
め
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、「
京
」
と
は
唯
一
無
二
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

現
代
中
国
語
に
お
い
て
も
、「
都
」
は
「
都
会
」「
都
市
」
の
よ
う
に
大
都
会
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
、
普
通
は
古

い
「
京
城
」
を
指
し
王
朝
の
霊
屋
の
所
在
地
で
あ
る
場
合
が
多
い
。
周
代
の
制
度
に
よ
る
と
、「
都
」
は
「
京
」

の
三
分
の
一
を
超
え
て
は
い
け
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
7
）　

日
本
語
で
は
取
引
の
こ
と
を
「
売
り
買
い
」
と
書
い
て
「
売
買
」
と
い
う
。
中
国
語
で
は
「
買
い
売
り
」
と

書
き
、「
買
売
」
と
日
本
語
と
順
番
が
逆
で
あ
る
。
先
に
物
を
売
る
と
こ
ろ
か
ら
取
引
を
始
め
る
日
本
人
の
方
が

や
は
り
ビ
ジ
ネ
ス
が
う
ま
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

（
8
）　

お
そ
ら
く
「
城
邑
」
に
付
随
し
て
誕
生
し
た
と
考
え
ら
れ
る
「
市
」
は
、
最
初
、
間
に
合
わ
せ
の
場
所
で
開

か
れ
、
常
設
の
市
場
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
三
日
に
一
度
、
五
日
に
一
度
、
一
〇
日
に
一
度
と
い
っ
た
間
隔
で

「
市
」
が
開
か
れ
、市
が
立
つ
日
に
人
々
が
集
ま
っ
て
き
た
は
ず
で
あ
る
。
現
在
も
中
国
（
農
村
）
で
は
、「
赶
集
」

「
赶
場
」
と
い
う
言
葉
が
日
常
的
に
使
わ
れ
、
特
に
田
舎
で
は
、
週
に
一
度
ぐ
ら
い
の
間
隔
で
「
市
」
が
開
か
れ

る
と
こ
ろ
が
多
い
。「
赶
、
趕
」
の
字
は
、「
追
う
、
追
い
か
け
る
。
急
ぐ
」、「
赶
集
」「
赶
場
」
は
「
集
ま
り
に
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急
ぐ
」「（
決
ま
っ
た
）
場
所
に
急
ぐ
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
毎
日
い
つ
で
も
開
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の

で
、
そ
れ
こ
そ
急
が
な
け
れ
ば
間
に
合
わ
な
い
。

（
9
）　

紀
元
前
二
二
一
年
、
秦
の
始
皇
帝
は
中
国
史
上
初
め
て
統
一
国
家
を
造
っ
た
が
、
一
五
年
ぐ
ら
い
で
滅
ん
で

し
ま
う
。
そ
れ
に
取
っ
て
か
わ
っ
た
の
が
、
二
番
目
の
統
一
王
朝
漢
で
あ
る
。
漢
王
朝
は
歴
史
の
舞
台
に
登
場
し

て
か
ら
四
二
〇
年
余
り
続
く
が
、
中
国
の
歴
史
で
は
そ
の
前
半
を
西
漢
ま
た
は
前
漢
、
そ
の
後
半
を
東
漢
ま
た
は

後
漢
と
い
う
。
現
在
、
中
国
人
の
ほ
と
ん
ど
は
漢
族
で
、
漢
族
と
か
漢
語
と
い
う
言
葉
は
こ
の
漢
王
朝
か
ら
き
て

い
る
。

（
10
）　

易
中
天
氏
の
『
閑
話
中
国
人
』（
上
海
文
芸
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
一
月
）
に
よ
る
と
、
上
古
時
代
、
皿
の
数

は
（
商
周
秦
漢
の
時
代
、
皿
を
豆
と
呼
ぶ
）、
天
子
は
二
六
豆
、
公
爵
は
一
六
豆
、
侯
爵
は
一
二
豆
、
上
大
夫
は

八
豆
、
下
大
夫
は
六
豆
と
決
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
「
均
」
と
い
っ
て
い
た
。
よ
っ
て
、
現
在
わ
れ
わ
れ
が
考

え
て
い
る
よ
う
な
平
均
と
理
解
し
た
ら
大
変
な
間
違
い
で
あ
る
。

（
11
）　

こ
れ
ま
で
に
見
つ
か
っ
た
鼎
の
中
で
一
番
大
き
な
も
の
は
、
河
南
省
の
殷
代
（
紀
元
前
一
四
世
紀
～
同
一
一

世
紀
）
の
遺
跡
で
あ
る
殷
墟
か
ら
出
土
し
た
も
の
（
司
母
戊
方
鼎
）
で
あ
る
。
大
き
さ
は
、
高
さ
一
三
三
セ
ン
チ
、

長
さ
一
一
〇
セ
ン
チ
、
広
さ
七
八
セ
ン
チ
、
重
さ
八
三
二
・
八
四
キ
ロ
で
あ
る
。
羊
や
牛
の
肉
を
十
分
煮
込
ん
で

か
ら
皆
で
食
べ
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
典
型
的
な
食
べ
方
の
一
つ
が
「
鐘
鳴
鼎
食
」
で
あ
る
。
鐘
の
音
が
い
っ
せ
い

に
鳴
り
響
く
中
で
パ
ー
テ
ィ
の
司
会
者
で
あ
る
宰
相
が
、「
礼
」
に
基
づ
い
て
あ
る
い
は
国
王
の
指
示
通
り
に
、

匕
首
の
匕
（
食
事
道
具
、
匙
）
で
鼎
か
ら
肉
の
各
部
位
を
取
り
出
し
、
爵
位
の
高
い
も
の
か
ら
順
に
、
一
人
一
人

の
席
の
前
に
置
か
れ
た
俎
の
上
（
俎
上
）
に
分
配
し
、
各
自
短
刀
の
よ
う
な
も
の
で
切
っ
て
食
べ
る
の
で
あ
る
。
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そ
の
た
め
、
宰
相
の
役
割
は
誰
よ
り
も
大
切
だ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。

（
12
）　
「
鼎
の
軽
重
を
問
う
」
と
い
う
故
事
の
由
来
。
紀
元
前
六
〇
六
年
、
楚
の
軍
が
陸
渾
の
軍
を
討
伐
し
て
洛
水
に

至
り
、
周
の
王
室
の
勢
力
圏
内
で
軍
事
訓
練
を
し
武
力
を
誇
り
威
勢
を
示
し
て
い
た
。
周
の
王
室
は
お
も
し
ろ
く

な
い
と
思
い
な
が
ら
も
時
勢
が
時
勢
だ
け
に
や
む
な
く
王
孫
満
と
い
う
使
い
を
送
っ
て
楚
の
軍
隊
を
労
っ
た
と
い

う
。
そ
の
時
、
楚
の
荘
王
が
あ
の
九
鼎
の
位
置
と
大
小
・
軽
重
を
問
う
た
と
い
う
『
春
秋
左
伝
』
に
出
て
く
る
話

で
あ
る
。

（
13
）　
「
佯
装
」
の
意
味
は
「
装
羊
」
つ
ま
り
羊
を
装
う
こ
と
で
、
現
代
中
国
語
に
お
け
る
「
装
洋
」「
装
様
」「
装
様

蒜
」
な
ど
の
言
葉
は
、
い
ず
れ
も
羊
を
装
う
こ
と
に
由
来
す
る
。

（
14
）　
「
多
」
は
肉
片
が
二
つ
重
な
っ
た
形
の
字
で
、
も
と
も
と
は
肉
が
「
多
々
益
々
弁
ず
」
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
。

（
15
）　

今
で
も
巷
で
は
多
く
の
地
方
で
、乳
房
の
こ
と
を
「
媽
媽
」（
母
）
と
呼
び
、「
乳
を
飲
む
」
こ
と
を
「
吃
媽
媽
」

（
母
を
食
べ
る
）
と
い
う
。
飲
む
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
母
イ
コ
ー
ル
乳
汁
、
つ
ま
り
乳
腺
か
ら
分
泌
さ
れ
る
乳
白

色
の
液
体
そ
の
も
の
な
の
で
、
と
に
か
く
乳
を
飲
ま
せ
て
く
れ
る
も
の
、
養
い
育
て
て
く
れ
る
も
の
は
、
血
縁
で

な
く
て
も
母
と
い
え
る
わ
け
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
乳め
の
と母

」、「
養
母
」（
義
理
の
母
）
は
ま
っ
た
く
血
の
繋
が
り

が
な
く
、「
母
校
」、「
母
親
河
（
母
な
る
川
）」、「
母
語
」
と
い
っ
た
言
葉
も
広
い
意
味
で
養
育
と
関
係
が
あ
る
。

（
16
）　

中
国
人
は
、
交
際
を
円
滑
に
進
め
て
い
く
た
め
に
、
赤
の
他
人
で
も
血
縁
関
係
に
見
立
て
る
と
い
う
工
夫
を

こ
ら
す
。
日
頃
か
ら
「
父
母
官
」「
子
弟
兵
」「
父
老
郷
親
」「
兄
弟
単
位
」
な
ど
と
い
う
表
現
を
好
ん
で
使
い
た

が
る
。

（
17
）　
「
老
郷
見
老
郷
、
両
眼
涙
汪
汪
」（
同
郷
人
が
会
う
と
す
ぐ
両
目
に
涙
を
い
っ
ぱ
い
浮
か
べ
る
）
と
い
う
表
現
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か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
古
里
を
離
れ
余
所
で
暮
ら
す
人
に
と
っ
て
頼
り
に
な
る
人
、
援
助
の
手
を
差
し
伸
べ
て

く
れ
る
人
は
、
同
郷
の
人
の
場
合
が
多
い
。
今
で
も
中
国
各
地
に
は
、
民
間
組
織
と
し
て
同
郷
会
ま
た
は
同
郷
会

館
が
非
常
に
多
く
存
在
す
る
。
法
治
観
念
の
徹
底
し
て
い
な
い
中
国
社
会
に
は
、
不
文
律
と
し
て
現
在
も
、
同
郷

の
人
の
た
め
の
軽
犯
罪
ま
た
は
過
ち
は
大
目
に
見
て
も
ら
え
る
と
い
う
、
暗
黙
の
了
解
が
成
り
立
つ
場
合
が
非
常

に
多
い
。

（
18
）　

同
じ
母
の
乳
を
飲
ん
で
育
っ
た
人
が
兄
弟
姉
妹
（
共
食
）
で
あ
る
が
、
広
義
に
解
釈
す
る
と
物
質
的
な
食
糧

と
精
神
的
な
食
糧
を
共
有
す
る
人
も
中
国
語
で
は
「
師
兄
弟
」（
師
を
同
じ
く
す
る
兄
弟
）
と
な
る
。
こ
こ
に
、

文
化
学
の
一
つ
の
原
理
が
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
付
く
。
つ
ま
り
、
同
じ
も
の
を
食
べ
る
人
々
は
血
縁
関
係

に
あ
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
食
べ
物
が
生
命
の
源
で
最
初
の
食
べ
物
が
乳
汁
で
あ
っ

た
が
、
乳
汁
が
生
命
の
拠
り
所
で
あ
る
以
上
、
食
べ
物
も
当
然
生
命
の
拠
り
所
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
同
じ
母

の
乳
を
飲
ん
だ
人
が
兄
弟
姉
妹
で
あ
る
な
ら
ば
、
同
じ
食
べ
物
を
共
食
し
た
人
を
同
じ
よ
う
に
呼
ぶ
の
も
当
然
の

こ
と
で
あ
ろ
う
。
共
食
関
係
と
し
て
同
郷
人
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
中
国
語
に
お
け
る
「
同
郷
」
ま
た
は

「
郷
親
」
は
、
ま
さ
に
同
じ
河
の
水
あ
る
い
は
同
じ
井
戸
の
水
を
飲
ん
で
育
っ
た
人
で
、
同
じ
「
母
親
河
（
母
な

る
河
）」
の
水
を
飲
ん
で
親
し
く
育
っ
て
き
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
水
は
生
命
の
源
で
、
ふ
る
さ
と
も
生
命
の
誕

生
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、「
同
郷
」
の
人
は
二
重
の
意
味
で
生
命
を
共
有
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

（
19
）　

寄
せ
鍋
が
好
ま
れ
る
の
は
、
熱
々
の
鍋
を
囲
む
雰
囲
気
か
ら
親
し
み
を
感
じ
る
、
み
ん
な
で
丸
い
テ
ー
ブ
ル

を
囲
む
こ
と
か
ら
団
欒
が
生
ま
れ
る
、
だ
し
汁
で
食
材
を
煮
炊
き
す
る
こ
と
か
ら
「
以
柔
克
剛
」（
柔
能
く
剛
を

制
す
）
を
表
す
、
肉
料
理
、
精
進
料
理
と
い
っ
た
こ
と
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
ど
の
よ
う
な
食
材
で
も
一
緒
に
煮
込
む
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の
で
中
和
が
取
れ
て
い
る
、
な
ど
の
理
由
か
ら
で
あ
る
。

（
20
）　

現
代
中
国
語
の
中
に
も
、
た
と
え
ば
「
生
拉
硬
拽
」「
生
呑
活
剥
」「
爛
熟
於
心
」「
熱
門
塾
路
」「
生
疎
」「
生

硬
」「
生
僻
」
な
ど
の
よ
う
に
、
プ
ラ
ス
評
価
の
と
き
は
「
熟
」
の
字
を
、
マ
イ
ナ
ス
評
価
の
と
き
は
「
生
」
の

字
を
使
う
言
葉
が
た
く
さ
ん
あ
る
。

（
21
）　
『
中
国
文
化
的
深
層
結
構
』
広
西
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
五
月
。

（
22
）　
『
問
学
・
余
秋
雨
・
与
北
大
学
生
談
中
国
文
化
』
陝
西
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
一
一
月
。

（
23
）　
『
口
腔
里
的
中
国
文
化
』
東
方
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
二
月
。

（
24
）　
『
中
庸
』
第
六
章
「
子
曰
わ
く
、〈
武
王
・
周
公
は
、
其そ

れ
達た
つ

孝こ
う

な
る
か
な
。
夫そ

れ
孝
と
は
、
善よ

く
人
の
志
こ
こ
ろ
ざ
しを

継
ぎ
、
善
く
人
の
事
を
述
ぶ
る
者
な
り
〉
と
」
か
ら
の
引
用
。
原
文
：
春
秋
脩
其
祖
廟
、
陳
其
宗
器
、
設
其
裳
衣
、

薦
其
時
食
、
宗
廟
之
礼
、
所
以
序
昭
穆
也
、
序
爵
、
所
以
弁
貴
賤
也
、
序
事
、
所
以
弁
賢
也
、
旅
酬
、
下
為
上
、

所
以
逮
賤
也
、
燕
毛
、
所
以
序
歯
也
、
践
其
位
、
行
其
礼
、
奏
其
楽
、
敬
其
所
尊
、
愛
其
所
親
、
事
死
如
事
生
、

事
亡
如
事
存
、
孝
之
至
也
。

　
　
　

現
代
語
訳
：
春
と
秋
に
は
そ
の
祖
先
の
霊お
た
ま
や廟

を
と
と
の
え
て
伝
承
の
祭
器
を
な
ら
べ
、
祖
先
の
衣
服
を
神
位
に

ひ
ろ
げ
て
季
節
の
食
べ
物
を
お
す
す
め
す
る
。
宗そ
う
け家

の
霊お
た
ま
や廟

の
祭
礼
は
、
昭し
ょ
う

と
穆ぼ
く

と
の
序
列
を
は
っ
き
り
さ
せ

〔
て
、
世
代
の
別
を
明
確
に
す
〕
る
た
め
で
あ
り
、
参
列
者
の
爵
位
に
従
っ
て
席
順
を
定
め
る
の
は
、
身
分
の
高

下
を
は
っ
き
り
区
別
す
る
た
め
で
あ
り
、
祭
事
の
分
掌
を
整
理
し
て
秩
序
づ
け
る
の
は
、
有
能
な
人
材
を
は
っ
き

り
区
別
す
る
た
め
で
あ
り
、
祭
礼
の
終
り
の
旅り
ょ
し
ゅ
う酬の

礼
に
な
る
と
下
位
の
者
か
ら
順
に
上
位
者
の
た
め
に
酒
を
す

す
め
る
の
は
、
身
分
の
低
い
者
に
も
祭
事
に
当
た
ら
せ
る
た
め
で
あ
り
、
祭
が
終
っ
た
あ
と
の
宴
会
で
は
毛
髪
の
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色
で
席
順
を
定
め
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
年
齢
の
序
列
（
長
幼
の
序
）
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。
先
祖

の
お
ら
れ
た
場
所
に
お
り
、
先
祖
の
行
な
わ
れ
た
礼
を
行
な
い
、
先
祖
の
奏
で
た
音
楽
を
奏
で
、
先
祖
の
尊
ん
だ

人
び
と
を
尊
敬
し
、
先
祖
の
親
し
ん
だ
人
び
と
を
親
愛
し
て
、
今
は
亡な

き
死
者
に
仕
え
る
こ
と
、
ま
る
で
生
き
て

そ
こ
に
い
る
人
に
仕
え
る
よ
う
に
す
る
。
こ
れ
が
孝
行
の
極
致
で
あ
る
（『
大
学
・
中
庸
』
金
谷
治
訳
注
、
岩
波

書
店
、
一
九
九
八
年
四
月
一
六
日
第
一
刷
発
行
、
一
七
九
～
一
八
二
頁
）。

（
25
）　
『
易
経
・
繋
辞
下
伝
』
か
ら
の
引
用
。
原
文
：
上
古
穴
居
而
野
處
。
後
世
聖
人
易
之
以
宮
室
、
上
棟
下
宇
、
以

待
風
雨
、
蓋
取
諸
大
壯
。
古
之
葬
者
、
厚
衣
之
以
薪
、
葬
之
中
野
、
不
封
不
樹
、
丧
期
无
數
。
後
世
聖
人
易
之
以

棺
椁
、
蓋
取
諸
大
過
。
上
古
結
縄
而
治
。
後
世
聖
人
易
之
以
書
契
、
百
官
以
治
、
萬
民
以
察
、
蓋
取
諸
夬
。

　
　
　

現
代
語
訳
：
上
古
の
人
々
は
穴
に
住
み
野
宿
を
し
て
生
活
し
て
い
た
が
、
後
世
の
聖
人
が
そ
の
か
わ
り
に
家
屋

を
つ
く
り
、
棟む
な
ぎを

上
方
に
し
つ
ら
え
宇の
き

を
下
に
垂
ら
し
て
風
雨
に
備
え
る
よ
う
に
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
大
壮
の

卦
☳
☰
（
乾
下
震
上
、
す
な
わ
ち
風
雨
が
上
に
震
動
し
て
も
棟
宇
が
下
に
堅
固
さ
を
保
つ
象
）
か
ら
思
い
つ
い
た

こ
と
で
あ
ろ
う
。
昔
は
死
者
を
葬
る
場
合
、薪た
き
ぎを

幾い
く
え重

に
も
屍
体
に
か
ぶ
せ
て
野
原
に
埋
葬
す
る
だ
け
で
、封
（
土

饅
頭
を
）
つ
く
る
こ
と
も
、
樹
を
植
え
て
墓
標
と
す
る
こ
と
も
せ
ず
、
喪
に
服
す
る
期
間
に
も
定
め
が
な
か
っ
た
。

後
世
の
聖
人
が
こ
れ
に
か
え
て
棺か
ん
か
く椁

（
棺
は
内
棺
、
椁
は
外
棺
）
を
用
い
る
よ
う
に
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
大
過

の
卦
☱
☴
（
巽
下
兌
上
、
外
の
二
陰
が
土
、
内
の
四
陽
は
棺
材
、
土
中
に
棺
材
を
埋
め
る
象
）
か
ら
思
い
つ
い
た

こ
と
で
あ
ろ
う
。
上
古
は
縄
を
結
ん
で
そ
の
結
び
目
の
大
小
を
物
事
の
大
小
の
目
じ
る
し
に
す
る
だ
け
で
無
事
に

治
ま
っ
た
。
後
世
の
聖
人
が
そ
の
か
わ
り
に
書し
ょ
け
い契
（
文
字
や
割
り
符
）
を
用
い
、
こ
れ
に
よ
っ
て
役
人
た
ち
は
事

務
を
治
め
人
民
た
ち
も
物
事
を
察
知
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
夬か
い

の
卦
☱
☰
（
乾
下
兌
上
、
夬
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は
決
断
の
意
、ま
た
一
陰
が
五
陽
の
上
に
在
る
の
は
割
り
符
の
象
）
か
ら
思
い
つ
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
（『
易
経
』

下
、
高
田
真
治
・
後
藤
基
巳
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
一
〇
月
四
日
、
第
三
八
刷
発
行
、
二
五
五
～
二
六
〇

頁
）。



発表を終えて

　憧れと期待とわずかの不安に胸をときめかしながら日文研に来たの
は半年前のことになる。山の中のこぢんまりとした建物、緑豊かな静
かな環境ときれいな空気、そしてマイペースでゆとりをもってオリジ
ナルな研究を続ける博学多識の学者陣。毎日ゲストハウスと研究棟を
行き来しながら、素晴らしい研究環境に恵まれた幸せを噛みしめた 6
カ月であった。爛漫と咲き乱れる久留米ツツジと、五月ツツジの凛と
した微笑み、そしてエンジュの花のほのかな香りは日文研の原風景と
していつまでも記憶に刻まれるだろう。特に忘れられないのは大阪に
飲みに出かけた晩のことである。「栄華亭」という小さな炭火焼きの店
の名に、ふと摂関政治の全盛期に栄華を極めた藤原道長の、「この世を
ば　わが世とぞ思ふ望

もちづき

月の　かけたることも　なしと思へば」という
歌を思い出し、ゆえしれぬ感慨にひたりながら、深夜日文研ハウスの
門前にたどり着いた瞬間、キューンと叫んで目の前を駆け抜けていく
日本鹿の群れに出くわし、度肝を抜かれた。さらに、もう一つの驚きは、
本発表を終えた後、当日の参加者によるアンケート集計で、発表者に
ついての質問に、「とてもよかった」「よかった」の答えが 91％（最高
95％）を超えていたこと。これは当然ながら、深夜に突然鹿に出くわ
した驚きとは性質を異にするものであり、ほっと胸をなでおろすこと
ができた。
　最後になったが、発表に際し荒木浩先生には何度も貴重なご指導を
賜り、また佐野真由子女史や研究協力課の方々にも本当にお世話になっ
た。心から謝意を表したい。そして京都市民の皆さん、幸せなひとと
きの共感と感動をありがとう！
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