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～2010/04/15

更
新

実
務
表
現

第
二
回
講
義あ

い
さ
つ

―

「
挨
拶
の
こ
と
ば
」
―

萩
原

義
雄

は
じ
め
に

柳
田
國
男
は
、
『
毎
日
の
言
葉
』(

新
潮
文
庫
刊)
の
「
あ
い
さ
つ
の
言
葉
」
の
章
で
、

「
挨
拶
」は
禅
僧
が
支
那
か
ら
輸
入
し
た
近
世
の
漢
語
で
、
挨
は
押
す
、
拶
は
押
し
か
え
す
、
元
は
単
に
受
け
答
え
と
い

う
心
持
し
か
無
く
、
礼
儀
の
感
じ
は
含
ん
で
居
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

と
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
「
人
が
顔
を
合
わ
せ
て
物
を
言
わ
ぬ
と
い
う
こ
と
が
有
り
得
ま
せ
ん
か
ら
」
そ
れ
に
相
当
す
る
こ
と

ば
表
現
を
模
索
し
、
「
言
葉
を
か
け
る
」や
「
声
を
掛
け
た
」
、
名
詞
で
い
え
ば
「
物
言
い
」
が
こ
れ
に
相
当
す
る
こ
と
ば
表
現
と
し

て
い
ま
す
。
そ
し
て
敬
意
を
払
い
、
「
物
申
す
」
の
「
モ
ノ
モ
ウ
」(

室
町
時
代)
な
る
語
が
用
い
ら
れ
て
き
た
と
い
う
の
で
す
。
さ
ら

に
、
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現
在
我
々
の
用
い
て
居
る
「
今
日
は
」
や
「
今
晩
は
」
な
ど
は
、
形
と
し
て
不
完
全
で
、
外
国
人
な
ら
ば
大
抵
は
不
審
に

思
う
の
で
す
が
、
事
に
よ
る
と
是
も
使
用
の
区
域
が
広
く
な
っ
た
爲
に
、
は
っ
き
り
と
し
ま
い
ま
で
言
っ
て
し
ま
う
こ
と

の
出
来
ぬ
事
情
が
有
っ
た
か
ら
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

１
、
「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
」

「オ
ハ
ヨ
ウ
」は
、

本
来
早
く
起
き
出
し
た
ね
と
、
相
手
の
勤
勉
を
感
嘆
す
る
意
味
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
故
に
八
時
九
時
に
顔
を
洗
い

に
出
る
よ
う
な
朝
寝
坊
に
対
し
て
は
、
今
で
も
気
の
細
か
い
人
は
、
微
笑
を
帯
び
て
で
無
い
と
此
語
を
発
せ
ま
せ
ん
。

(

上
記
資
料)

つ
ま
り
は
朝
起
き
を
賞
嘆
し
た
の
が
始
め
で
あ
り
ま
す
。
乃
ち
惰
け
者
に
向
っ
て
言
う
と
皮
肉
し
か
聞
こ
え
な

か

わ
け
で
、
従
っ
て
少
し
遅
く
な
る
と
之
を
略
し
、
す
ぐ
に
天
氣
の
事
を
言
う
の
が
田
舎
で
は
普
通
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま

す
。(

上
記
資
料)

と
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
遅
く
と
も
人
が
活
動
し
始
め
る
午
前
八
時
前
に
声
を
掛
け
合
う
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
時
間
を
過

ぎ
て
人
と
顔
を
合
わ
せ
る
場
合
に
は
、
「
オ
ハ
ヨ
ウ
ご
ざ
い
ま
し
た
」
と
過
去
形
で
表
現
し
た
も
の
で
す
。
現
代
人
の
「
お
は
よ
う
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ご
ざ
い
ま
す
」
は
、
そ
う
し
た
朝
早
起
き
を
賞
嘆
す
る
意
味
合
い
が
伝
わ
ら
ず
に
、
朝
出
会
え
ば
「
お
は
よ
う
」
と
声
を
か
け
合

い
、
一
日
の
始
ま
り
と
す
る
“
気
遣
い
こ
と
ば
”
と
化
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
の
日
は
じ
め
て
顔
を
合
わ
せ
れ
ば
、
昼
で
も

夜
で
も
「
お
は
よ
う
」
と
言
い
ま
す
。
こ
の
言
い
方
は
、
江
戸
時
代
の
歌
舞
伎
界
か
ら
始
ま
り
、
現
代
の
芸
能
界
・
放
送
業
界
、
果

て
は
水
商
売
か
ら
今
で
は
大
学
生
ま
で
に
浸
透
し
て
き
て
い
ま
す
。
バ
ン
カ
ラ
学
生
の
用
語
で
は
、
昭
和
の
頃
ま
で
は
「
オ
ッ
ス
」

と
い
う
略
語
表
現
が
あ
っ
た
が
、
今
は
聞
か
れ
な
い
言
葉
の
よ
う
で
す
。
さ
ら
に
現
代
で
は
、
親
愛
性
の
表
現
を
持
た
せ
て
か
、

「オ
ッ
ハ
―
」と
い
っ
た
略
形
の
表
現
も
テ
レ
ビ
番
組
を
通
じ
て
全
国
的
に
普
及
し
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
し
ょ
う
。

２
、
「こ
ん
に
ち
は
」

「コ
ン
ニ
チ
ワ
」は
、

天
気
の
批
評
は
種
類
が
多
く
、
又
実
際
に
即
し
て
居
ま
す
か
ら
、
「
今
日
は
」
見
た
よ
う
に
空
虚
に
は
聞
こ
え
ま
せ
ん

が
、
是
が
昔
か
ら
の
早
朝
の
物
言
い
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
、
何
か
其
前
に
も
う
一
つ
、
早
起
き
を
せ
ぬ
者
に
も

通
用
す
る
よ
う
な
の
が
有
っ
た
筈
で
あ
り
ま
す
。(

上
記
資
料)

と
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
こ
の
こ
と
ば
表
現
に
は
幾
つ
も
の
言
い
回
し
が
略
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
し
ょ
う
。
こ
れ
を
「
余
意
」
や
「
余

情
」と
し
て
、
わ
た
し
た
ち
日
本
人
が
感
得
で
き
る
か
ら
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
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こ
ん
に
ち
は
、
好
い
お
日
柄
で
す
な
ぁ
。

こ
ん
に
ち
は
、
お
暑
う
｛
お
寒
う
｝
ご
ざ
い
ま
す
な
ぁ
。

こ
ん
に
ち
は
、
丁
度
い
い
時
分
に
お
湿
り
が
あ
っ
て
好
う
ご
ざ
い
ま
し
た
な
ぁ
。

と
い
っ
た
塩
梅
に
「
こ
ん
に
ち
は
、
」
の
後
半
部
分
を
読
み
取
る
能
力
を
聞
く
側
も
備
え
て
い
る
か
ら
な
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ

の
「
コ
ン
ニ
チ
ワ
」
で
す
が
、
ど
う
も
外
国
の
人
に
と
っ
て
は
「
余
情
」
性
の
理
会
が
む
つ
か
し
い
の
か
旨
く
馴
染
ま
な
か
っ
た
の
も
事

実
で
す
。
と
は
い
え
、
昭
和
四
十
五
年
の
三
波
春
夫
さ
ん
歌
う
「
日
本
万
博
テ
ー
マ
ソ
ン
グ
」
や
歌
手
の
梓
み
ち
よ
さ
ん
が
歌
っ

た
「こ
ん
に
ち
は
赤
ち
ゃ
ん
」
な
ど
は
、
こ
の
こ
と
ば
を
活
気
溢
れ
る
、
爽
や
か
さ
を
も
っ
て
日
本
国
中
に
伝
播
さ
れ
た
も
の
で
し

た
。落

語
で
は
、
庶
民
の
会
話
と
し
て
こ
の
「
こ
ん
に
ち
は
」
を
さ
ら
に
省
略
し
た
「
ち
わ
―
」
な
ん
て
言
い
回
し
が
使
わ
れ
て
い
ま

す
。

３
、
「
こ
ん
ば
ん
は
」

「コ
ン
バ
ン
ワ
」は
、

訪
問
辞
は
東
京
の
「
今
日
は
」
、
「
今
晩
は
」
の
よ
う
に
、
時
刻
に
相
応
し
た
途
上
の
挨
拶
を
、
其
ま
ま
流
用
す
る
人
が
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多
く
な
り
ま
し
た
が
、
是
は
我
々
の
家
が
小
さ
く
浅
く
、
先
ず
案
内
を
乞
う
必
要
も
無
く
な
っ
て
か
ら
後
の
こ
と
と
思

わ
れ
ま
す
。(

上
記
資
料)

と
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
柳
田
國
男
の
指
摘
は
正
し
い
も
の
で
し
ょ
う
。
東
北
・
北
海
道
で
は
、
た
だ
「
今
晩
は
」で
は
な
く
、
「
お
晩

で
ご
ざ
い
ま
す
，
ご
ざ
り
ま
す
」
と
相
手
に
敬
意
が
こ
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
日
が
暮
れ
、
黄
昏
て
相
手
の
顔
を
肉
眼
で
は
判
断
で

き
な
い
日
没
の
時
分
に
、
声
を
掛
け
ず
に
過
ぎ
去
ろ
う
と
す
る
相
手
に
、
そ
の
人
影(

シ
ル
エ
ッ
ト)

を
目
当
て
に
「
た
そ
か
れ
【
誰

そ
彼
れ
】
」
と
呼
び
合
う
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
や
が
て
、
夜
で
も
提
灯
そ
し
て
電
燈
が
点
り､

辺
り
を
明
る
く
照
ら
す
よ
う
に

な
り
ま
す
と
、
相
手
の
顔
も
昼
間
の
よ
う
に
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
う
な
る
と
、
「
た
そ
か
れ
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、

「今
晩
は
」が
用
い
ら
れ
始
め
た
の
で
し
ょ
う
。
こ
れ
も
「今
日
は
」と
同
様
に
、

こ
ん
ば
ん
は
、
何
処
へ
お
出
か
け
で
す
か
？

こ
ん
ば
ん
は
、
何
を
な
さ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
か
？

と
言
っ
た
よ
う
に
、
後
半
部
分
を
省
略
し
、
そ
の
気
持
ち
を
相
手
に
伝
え
る
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
時
刻
が
遅
く
な
れ

ば
な
る
ほ
ど
、
相
手
の
帰
宅
時
間
な
ど
に
心
配
り
し
て
表
現
す
る
こ
と
ば
で
あ
り
ま
し
た
。
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さ
い
ご
に

「
お
は
よ
う
」
「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
」
の
挨
拶
表
現
は
、
自
身
の
父
母
に
対
し
て
も
用
い
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
で
す
が
、

「
こ
ん
に
ち
は
」
「
こ
ん
ば
ん
は
」
の
挨
拶
表
現
は
、
ど
う
も
使
い
勝
手
が
違
う
よ
う
で
す
。
親
に
向
か
っ
て
は
言
い
が
た
い
。
本
統

の
親
で
も
た
と
え
ば
、
長
い
間
留
守
を
し
て
い
て
、
ひ
ょ
っ
こ
り
帰
っ
て
き
た
場
合
は
例
外
で
す
。
写
真
で
し
か
見
た
こ
と
の
無
い

親
と
の
再
会
で
す
か
ら
、
子
ど
も
は
思
わ
ず
咄
嗟
に
「こ
ん
に
ち
は
」
「こ
ん
ば
ん
は
」
と
口
を
つ
い
て
表
現
し
て
し
ま
い
ま
す
。
す

な
わ
ち
、
一
つ
屋
根
の
下
で
暮
ら
す
親
子
に
と
っ
て
は
、
こ
の
挨
拶
は
必
要
と
し
な
い
こ
と
が
こ
の
こ
と
で
も
わ
か
り
ま
す
。
で

は
、
他
人
さ
ま
で
あ
れ
ば
、
誰
と
で
も
用
い
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
？
近
所
の
お
じ
さ
ん
・
お
ば
さ
ん
は
良
い
で
し
ょ
う
。
勤
め
先

の
同
僚
は
ど
う
で
し
ょ
う
。
朝
か
ら
夕
方
ま
で
机
を
並
べ
て
働
い
て
い
る
相
手
に
、
い
く
ら
遅
刻
し
て
出
勤
し
た
と
し
て
も
、
「
こ

ん
に
ち
は
」
と
は
用
い
な
い
の
が
通
例
な
の
で
す
。
勤
め
先
で
「こ
ん
に
ち
は
」
と
用
い
る
相
手
は
、
あ
く
ま
で
外
部
の
人
間
で
し
か

あ
り
え
ま
せ
ん
。
昼
飯
時
に
出
前
の
ピ
ザ
屋
さ
ん
だ
っ
た
り
、
出
入
り
の
お
得
意
様
だ
っ
た
り
で
す
。
学
校
で
も
そ
う
で
す
。
い

つ
ま
で
も
「
こ
ん
に
ち
は
」
「
こ
ん
ば
ん
は
」
と
言
っ
て
い
た
ら
、
自
分
の
仲
間
意
識
は
い
つ
に
な
っ
て
も
確
立
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に

気
づ
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
親
し
き
仲
に
も
礼
儀
あ
り
の
あ
い
さ
つ
言
葉
で
す
が
、
そ
の
用
い
方
は
能
々
相
手
と
時
分
と
の
関

係
を
考
え
て
用
い
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
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[
こ
と
ば
の
実
際]室

町
時
代
の
資
料
、
改
修
『
捷
解
新
語
』
に
見
え
る
あ
い
さ
つ
言
葉

◎
主
「こ
ん
に
ち(
今
日)
わ
て
ん
き
も
よ
う
御
さ
つ
て
。
御
は
な
し
申
ま
し
て
よ
ろ
こ
は
し
う
そ
ん
し
ま
す
る
」

○
「こ
ん
に
ち(

今
日)

わ
お
り
ふ
し
つ
か
ゑ
か
御
さ
つ
て
御
め
に
か
か
り
ゑ
ま
せ
い
て
」

○
「こ
ん
に
ち(

今
日)

わ
か
や
う
に
御
ち
そ
う(

御
馳
走)

の
御
さ
つ
た
こ
と
お
」

◎
主
「
こ
ん
に
ち(

今
日)

わ
ひ
よ
り
も
よ
し
、
御
た
か
い
に
ゆ
る
り
と
い
た
し
て
、
わ
れ
わ
れ
も
う
れ
し
う
御
さ
る
」
〔
三
３
５
ウ

③
〕

江
戸
文
学
『浮
世
風
呂
』
に
見
え
る
あ
い
さ
つ
言
葉

○
△
ば
ん
と
う
「ど
な
た
も
お
早
う
ご
ざ
り
ま
す
。

○
△
ば
ん
と
う
「
御
隠
居
さ
ん
、
今
日
は
お
早
う
ご
ざ
り
ま
す
。

○
点
兵
衞
「こ
れ
は
／
＼

鬼
角
さ
ま
。
お
早
う
ご
ざ
り
ま
す
。

○
△
お
さ
み
「
ヲ
ヤ
、
お
鯛
さ
ん
。
お
早
う
ご
ざ
い
ま
す
ネ
。
夕
は
嘸
お
や
か
ま
し
う
。

○
「
ハ
イ
、
お
早
う
ご
ざ
い
ま
す
。
一
兩
日
は
け
し
か
ら
ぬ
お
寒
さ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
お
杉
さ
ん
、
お
出
か
ネ
。
ヲ
ホ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
。
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い
つ
も
御
げ
ん
氣
で
能
ぞ
。
お
玉
さ
ん
、
け
ふ
は
お
手
習
は
お
休
か
へ
。

○
△
ど
ろ
「
お
し
た
さ
ん
。
お
早
う
ざ
い
ま
す
ネ
。
ど
う
な
い
ま
し
た
ヱ
。

○
お
さ
み
「
ア
イ
ヨ
ウ
、
お
撥
さ
ん
か
。
お
早
い
の
△
ば
ち
「
お
早
い
じ
や
ア
ね
へ
は
な
。
お
め
へ
と
い
ふ
も
の
は
し
よ
に
ん
な
者
だ

の
。
さ
う
し
な
せ
へ
。
〔
勤
勉
さ
の
意
〕

○
△
や
す
「
ハ
イ
。
お
供
で
參
じ
ま
し
た
か
ら
、
今
日
は
早
う
ご
ざ
い
ま
す
。

◎
△
や
み
「ヤ
、
俳
助
さ
ん
。
お
早
う
ご
ざ
い
ま
し
た
△
は
い
「
く
ら
く
て
わ
か
ら
ぬ
ゆ
ゑ
顏
を
す
か
し
見
て
ヤ
、
是
は
／
＼
。
闇

雲
屋
の
吉
郎
兵
衞
さ
ん
。
お
早
う
ご
ざ
り
ま
す
。
扨
は
や
、
お
結
搆
な
お
日
和
樣
で
ご
ざ
り
ま
す
。
お
ま
へ
さ
ん
は
い
つ
も
御

丈
夫
さ
ま
で
、
お
仕
合
樣
で
ご
ざ
り
ま
す
ぞ
。
ハ
イ
／
＼
、
此
お
天
氣
の
御
都
合
は
申
ぶ
ん
な
し
ぢ
や
が
、
お
暑
さ
は
ど
う
い
た

し
た
も
の
で
ご
ざ
り
ま
せ
う
。

十
返
舎
一
九
編
『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
の
あ
い
さ
つ
表
現

○
け
ふ
は
爰
も
と
の
名
ど
こ
ろ
一
見
せ
ん
と
、
し
た
く
す
る
う
ち
、
ば
ん
と
う
出
て
「コ
レ
ハ
お
は
や
う
ご
ざ
り
ま
す
。
今
日
は
ど

つ
ち
や
へ
ぞ
お
こ
し
で
ご
ざ
り
ま
す
か
い
な
。
さ
よ
な
ら
御
案
内
の
も
の
お
つ
れ
な
さ
る
が
よ
ご
ざ
り
ま
し
よ
。



- 9 -

明
治
時
代
、
ア
ー
ネ
ス
ト
・サ
ト
ウ
編
『
春
秋
雑
誌

会
話
篇
』(

明
治
六(1873

)

年
刊)

の
あ
い
さ
つ
表
現

○
一
、
へ
い

だ
ん
な
さ
ま

お

は
や
う

ご
ざ
い
ま
す

二
、
な
ん

ど
き

だ
〔
第
四
章
１
１
オ
六
〕

○
イ
エ
色
々

御
馳
走
に
預
り
ま
し
て
私
こ
そ
却
て
今
日(

こ
ん
に
ち)

ハ
能
御
早
御
出
掛
な
さ
い
ま
し
た
〔
第
十
六
章
６
ウ
一
〕

い
ろ
い
ろ

○
ア
ヽ
、
今
日(

こ
ん
に
ち)
ハ
良
天
気
だ
か
ら
御
覧
な
さ
い

マ
ア
参
詣
の
人
の
多
事
〔
第
十
六
章
７
ウ
五
〕

○
今
日(

こ
ん
に
ち)

ハ
天
氣
が
能
て
御
出
立
に
は
至
極
結
構
で
御
座
い
ま
す
〔
第
十
八
章
２
５
ウ
三
〕

○
今
日(

こ
ん
に
ち)

ハ
御
昼
休
ハ
何
処
に
致
し
ま
せ
う
〔
第
十
九
章
４
２
オ
三
〕

○
今
日(

こ
ん
に
ち)

ハ
能
快
晴
致
し
ま
し
た
〔
第
廿
三
章
８
１
オ
四
〕

○
今
日(

こ
ん
に
ち)

も
快
晴
で
御
座
い
ま
す
〔
第
廿
三
章
８
２
オ
三
〕

○
今
日(

こ
ん
に
ち)

ハ
些
風
立
ま
し
た
〔
第
廿
三
章
８
２
ウ
二
〕

《
課
題
２
》
ふ
だ
ん
何
気
な
く
交
わ
し
て
い
る
「
挨
拶
こ
と
ば
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
た
が
、
実
際
「
挨
拶
こ
と

ば
」
と
し
て
現
代
日
本
人
が
交
わ
す
「
オ
ア
シ
ス
」
標
語
で
い
う
「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
」
「
あ
り
が
と
う
」
「
失
礼

し
ま
す
」
「
す
み
ま
せ
ん
」

を
テ
ー
マ
に
私
た
ち
の
日
常
生
活
そ
の
も
の
か
ら
問
い
直
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
「
あ
い

さ
つ
」
は
、
得
体
の
知
れ
な
い
人
と
人
が
出
会
っ
て
ま
ず
交
わ
す
こ
と
が
必
要
な
の
で
し
ょ
う
。
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相
互
の
気
持
ち
や
意
図
や
正
体
が
ち
ら
っ
と
見
え
始
め
る
の
が
こ
の
「
あ
い
さ
つ
こ
と
ば
」
の
得
意
と
す
る
と
こ
ろ

で
す
。
少
な
く
と
も
自
分
が
相
手
に
敵
意
や
害
意
を
抱
い
て
い
な
い
と
い
う
意
思
の
表
明
で
す
か
ら
、
と
り
わ
け
多
く

発
し
た
い
「
話
し
こ
と
ば
」
な
の
で
す
。
貴
方
は
、
今
ど
ん
な
ふ
う
に
表
現
な
さ
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？


