
 

い
ま
だ
暑
さ
が
残
り
ま
す
今
日
こ
の
頃
、
皆
様
お

変
わ
り
な
く
お
過
ご
し
の
こ
と
と
存
じ
ま
す
。 

 

先
日
、
ワ
イ
ン
を
い
た
だ
く
機
会
が
あ
り
ま
し

て
、
ソ
ム
リ
エ
の
う
ん
ち
く
を
聞
き
な
が
ら
、
楽
し

く
い
つ
も
よ
り
多
く
飲
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。 

 

 

ソ
ム
リ
エ
と
い
え
ば
、
今
は
ワ
イ
ン
だ
け
で
な
く

い
ろ
い
ろ
あ
る
よ
う
で
す
。
野
菜
ソ
ム
リ
エ
、
だ
し

ソ
ム
リ
エ
、
オ
リ
ー
ブ
の
オ
イ
ル
ソ
ム
リ
エ
、
日
本

茶
の
ソ
ム
リ
エ
（
茶
ム
リ
エ
）
、
星
の
ソ
ム
リ
エ
、

ク
ラ
シ
ッ
ク
の
ソ
ム
リ
エ
、
洗
濯
の
ソ
ム
リ
エ
、
温

泉
ソ
ム
リ
エ
ま
で
あ
る
そ
う
で
す
。
最
近
の
ス
マ
ホ

ブ
ー
ム
に
の
っ
て
「
ア
プ
リ
ソ
ム
リ
エ
」
ま
で
登
場

し
て
い
ま
す
。
試
験
を
受
け
て
認
定
を
う
け
る
も
の

か
ら
単
に
個
人
的
に
名
乗
っ
て
い
る
も
の
ま
で
色
々

で
す
。 

 

皆
様
も
各
方
面
で
ソ
ム
リ
エ
と
呼
べ
る
ほ
ど
の
ト

リ
ビ
ア
を
ご
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

弊
社
社
員
も
金
の
ソ
ム
リ
エ
と
お
客
様
か
ら
認
め

て
頂
け
る
よ
う
日
々
研
鑚
し
て
参
り
ま
す
。 

  
 

朝
夕
は
涼
し
く
な
る

季
節
と
な
り
ま
す
。
く
れ

ぐ
れ
も
お
体
ご
自
愛
く
だ

さ
い
。 

 

ご
存
知 

 
 

で
す
か
？ 

 
江
戸
の
境
界
？
「
本
郷
」 

  

本
郷
は
文
京
区
南
東
部
に
位
置
す
る
菱
形
の
地

区
で
、
中
央
を
南
北
に
本
郷
通
り
、
東
西
に
春
日

通
り
が
走
る
日
本
屈
指
の
文
教
地
区
で
す
。 

 

元
々
は
湯
島
郷
の
中
に
集
落
が
出
来
た
事
に
由

来
し
、
湯
島
の
中
心
地
で
あ
っ
た
為
に
湯
島
本
郷

と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
が
、
室
町
時
代
か
ら
戦
国

時
代
に
本
郷
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

明
治
か
ら
昭
和
に
か
け
て
夏
目
漱
石
、
坪
内
逍

遥
、
樋
口
一
葉
、
二
葉
亭
四
迷
、
正
岡
子
規
、
宮

沢
賢
治
、
川
端
康
成
、
石
川
啄
木
な
ど
多
く
の
文

人
が
居
を
構
え
た
所
で
も
あ
り
ま
す
。 

 

現
在
の
本
郷
三
丁
目
交
差
点
角
の
雑
貨
店
「
か

ね
や
す
」
は
、
京
都
で
口
中
医(

歯
医
者)

を
し
て
い

た
初
代
・
兼
安
祐
悦
が
徳
川
家
康
の
江
戸
入
府
に

従
い
移
住
し
て
き
た
の
が
始
ま
り
で
す
。
元
禄
年

間
に
歯
磨
き
粉
「
乳
香
散
」
を
製
造
販
売
し
た
と

こ
ろ
大
人
気
と
な
り
小
間
物
店
「
兼
安
」
を
開

業
、
そ
れ
が
現
在
の
「
か
ね
や
す
」
で
す
。
享
保

の
大
火
の
後
、
大
岡
忠
相
が
本
郷
の
「
か
ね
や

す
」
以
南
の
江
戸
城
に
近
い
側
の
建
物
に
は
土
蔵

造
り
を
奨
励
し
ま
し
た
。
そ
の
為
当
時
は
「
か
ね

や
す
」
が
江
戸
の
北
限
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
、
「
本
郷
も 

か
ね
や
す
ま
で
は 

江
戸

の
内
」
と
い
う
川
柳
が
生
ま
れ
ま
し
た
。 



 

夏
バ
テ
解
消
の
定
番
と
い
え

ば
う
な
ぎ
。
今
年
は
う
な
ぎ
の

値
段
が
高
騰
し
て
、
鰻
屋
さ
ん

に
な
か
な
か
足
を
運
べ
ま
せ
ん

ね
。
そ
こ
で
今
回
は
、
真
空
パ
ッ

ク
の
う
な
ぎ
を
お
い
し
く
食
べ

る
コ
ツ
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

パ
ッ
ク
の
う
な
ぎ
も
自
家
製
の

タ
レ
と
温
め
方
次
第
で
鰻
屋
さ

ん
の
味
に
近
づ
き
ま
す
よ
。 

【
材
料
】
し
ょ
う
ゆ
・
み
り
ん
各
２
０
０
㏄
、

砂
糖
小
さ
じ
２
、
酒
適
宜
、
ふ
た
付
き
の
ど

ん
ぶ
り 

 

ま
ず
は
自
家
製
タ
レ
を
作
り
ま
す
。
み
り

ん
を
２
分
間
煮
立
て
た
と
こ
ろ
に
し
ょ
う

ゆ
と
砂
糖
を
加
え
、
さ
ら
に
２
分
間
煮
立
て

た
ら
出
来
上
が
り
。
こ
れ
を
氷
水
で
冷
や
し

て
お
き
ま
す
。
付
属
の
タ
レ
は
「
ご
は
ん
用
」

に
す
る
の
で
、
湯
せ
ん
で
温
め
て
お
き
ま

し
ょ
う
。 

 

次
に
、
う
な
ぎ
を

パ
ッ
ク
ご
と
２
分
間

湯
せ
ん
し
ま
す
。
さ
ら

に
、
温
め
た
う
な
ぎ
を

取
り
出
し
て
焼
き
ま

す
が
、
お
い
し
さ
の
ポ
イ
ン
ト
は
全
部
で
３

回
焼
く
こ
と
。 

 
１
回
目
は
自
家
製
タ
レ
を
う
な
ぎ
の
身

の
ほ
う
に
だ
け
つ
け
て
、
身
側
→
皮
側
の
順

に
焼
き
ま
す
。
表
面
に
プ
ツ
プ
ツ
と
脂
が
浮

い
て
良
い
香
り
が
し
て
き
た
ら
焼
き
上
が

り
の
目
安
。
こ
れ
を
あ
と
２
回
繰
り
返
し
ま

す
が
、
２
回
目
と
３
回
目
は
タ
レ
を
つ
け
た

ら
あ
ぶ
る
程
度
に
し
ま
す
。
仕
上
げ
に
、
焼

き
上
が
っ
た
う
な
ぎ
を
身
の
ほ
う
だ
け
日

本
酒
に
く
ぐ
ら
せ
ま
す
。 

 

焼
き
た
て
の
ご
は
ん
に
温
め
て
お
い
た

付
属
の
タ
レ
を
た
っ
ぷ
り
か
け
、
そ
の
上
に

う
な
ぎ
を
の
せ
（
串
に
さ
し
て
あ
る
も
の
は

串
か
ら
抜
い
て
）
、
す
ぐ
に
丼
の
ふ
た
を
し

ま
す
。
こ
れ
で
パ
ッ
ク
う
な
ぎ
独
特
の
生
臭

さ
が
消
え
、
市
販
品
と
は
思
え
な
い
お
い
し

さ
に
な
り
ま
す
。
ぜ
ひ
お
試
し
あ
れ
。 

 

 

ダ
ン
ス
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
「
樫
木
式

カ
ー
ヴ
ィ
ー
ダ
ン
ス
」
で
大
ブ
レ
イ
ク

し
た
、
ボ
デ
ィ
メ
イ
ク
ト
レ
ー
ナ
ー
の

樫
木
裕
実
さ
ん
。
身
長
１
５
６
㎝
、
体
重

48
㎏
、
ス
リ
ー
サ
イ
ズ
は
84
・
56
・
84
。

49
歳
と
は
思
え
な
い
パ
ー
フ
ェ
ク
ト
ボ

デ
ィ
を
作
っ
た
の
が
カ
ー

ヴ
ィ
ー
ダ
ン
ス
で
す
が
、
今

の
樫
木
さ
ん
が
あ
る
の
は

エ
ク
サ
サ
イ
ズ
だ
け
で
は

な
い
よ
う
で
す
。 

 

「
私
は
実
は
、
体
は
硬
い

し
、
体
を
動
か
す
の
も
不
器

用
で
し
た
。
ロ
ン
ド
ン
の
ダ

ン
ス
留
学
時
代
も
、
で
き
な

さ
す
ぎ
る
自
分
自
身
に
何

度
も
へ
こ
み
、
恥
ず
か
し
い

思
い
も
た
く
さ
ん
経
験
し

ま
し
た
。
で
も
、
あ
の
と
き

に
逃
げ
出
し
て
い
た
ら
今

の
自
分
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
続
け

れ
ば
こ
ん
な
に
も
変
わ
れ
る
ん
だ
と
い

う
確
信
が
自
信
に
つ
な
が
り
、
指
導
者

と
し
て
も
、
不
器
用
だ
っ
た
か
ら
こ
そ

う
ま
く
動
か
せ
な
い
人
の
気
持
ち
が
分

か
る
の
で
、
自
分
の
マ
イ
ナ
ス
が
プ
ラ

ス
に
い
か
さ
れ
ま
し
た
。
マ
イ
ナ
ス
を

プ
ラ
ス
に
変
え
る
力
こ
そ
、
私
の
何
よ

り
の
財
産
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
」 

 

ダ
イ
エ
ッ
ト
に
限
り
ま
せ
ん
。
大
事

な
の
は
続
け
る
こ
と
。
続
け
る
こ
と
が

自
信
に
つ
な
が
り
、
マ
イ
ナ
ス
を
プ
ラ

ス
に
変
え
て
い
け
る
の
で
す
。 

 
マ
イ
ナ
ス
を
プ
ラ
ス
に
変
え
る
力
こ
そ
、 

私
の
何
よ
り
の
財
産
だ
と
思
っ
て
い
ま
す 

  

―
―
樫
木
裕
実
（
ボ
デ
ィ
メ
イ
ク
ト
レ
ー
ナ
ー) 



 

知
り
合
い
の
女
性
は
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う

「
幸
せ
だ
、
幸
せ
だ
」
と
ニ
コ
ニ
コ
し
て

い
ま
す
。
何
が
そ
ん
な
に
幸
せ
な
の
か
と

聞
い
て
み
る
と
、 

 

「
字
が
き
れ
い
だ
と
ほ
め
ら
れ
た
」 

 

「
写
真
写
り
が
良
か
っ
た
」 

 

「
バ
ラ
を
買
っ
た
ら
１
本
お
ま
け
し
て

も
ら
っ
た
」 

 

「
髪
型
が
き
ま
っ
た
」 

 

確
か
に
ど
れ
も
嬉
し
い
こ
と
で
す
が
、

満
面
の
笑
み
で
「
幸
せ
っ
！
」
と
喜
ぶ
ほ

ど
の
こ
と
か
な
と
思
い
ま
し
た
。
す
る
と

彼
女
は
こ
う
言
っ
た
の
で
す
。 

 

「
私
、
小
さ
い
こ
と
に
幸
せ
を
感
じ
る

の
が
得
意
な
ん
で
す
」 

 

正
直
、「
や
ら
れ
た
」
と
思
い
ま

し
た
。
自
分
で
「
幸
せ
だ
」
と
思

え
ば
何
で
も
幸
せ
に
感
じ
ら
れ

る
の
で
す
。 

  

同
じ
頃
、「
最
近
感
じ
た
、
小
さ

な
幸
せ
」
と
い
う
ラ
ン
キ
ン
グ
を

目
に
し
ま
し
た
。
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。 

 

【
１
位
】「
あ
り
が
と
う
」
と
言
わ
れ
た 

【
２
位
】
家
族
や
親
族
と
の
団
ら
ん
を
楽

し
ん
だ 

【
３
位
】
お
い
し
い
も
の
を
食
べ
た 

【
４
位
】
夜
ぐ
っ
す
り
眠
れ
た 

【
５
位
】
お
買
い
得
な
買
い
物
が
で
き
た 

  

「
小
さ
な
幸
せ
」
は
モ
ノ
や
お
金
で
は

な
い
だ
ろ
う
と
は
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、

１
位
の
結
果
は
予
想
外
で
し
た
。
「
あ
り

が
と
う
」
の
ひ
と
言
で
人
は
幸
せ
に
な
れ

る
の
で
す
。 

 

付
き
合
い
が
長
く
な
っ
て
く
る
と
、

「
言
わ
な
く
て
も
わ
か
る
で
し
ょ
」
と
い

う
気
持
ち
か
ら
「
あ
り
が
と
う
」
を
省
略

す
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
「
い
ち
い

ち
お
礼
を
言
う
な
ん
て
水
く
さ
い
」
と
言

う
人
も
い
ま
す
。
け
れ
ど
、
「
あ
り
が
と

う
」
は
お
礼
だ
け
に
使
う
言
葉
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。「
あ
り
が
と
う
」
は
「
感
謝
の
気

持
ち
」
で
す
。
だ
か
ら
言
葉
に
パ
ワ
ー
が

あ
り
、
人
の
こ
こ
ろ
に
深
く
響
く
の
で

し
ょ
う
。 

 

は
た
と
考
え
ま
し
た
。
最
近
、
身
近
な

人
に
「
あ
り
が
と
う
」
を
言
っ
て
い
る
だ

ろ
う
か
―
―
。
家
族
や
友
達
、
仲
間
た
ち

に
は
幸
せ
で
い
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い

ま
す
。
そ
の
た
め
に
何
が
で
き
る
か
な
と

も
考
え
た
り
し
ま
す
。 

 

「
あ
り
が
と
う
」 

 

そ
う
言
え
ば
よ
か
っ
た
の
で
す
。
そ
の

ひ
と
言
で
相
手
を
ち
ょ
っ
と
で
も
幸
せ

に
で
き
る
な
ら
、
ど
ん
ど
ん
「
あ
り
が
と

う
」
を
言
え
ば
よ
か
っ
た
の
で
す
。 

 

「
幸
せ
っ
！
」
を
連
発
す
る
彼
女
は
、

「
あ
り
が
と
う
」
の
回
数
も
多
い
こ
と
に

今
気
が
つ
き
ま
し
た
。
彼
女
は
、
小
さ
な

幸
せ
を
感
じ
る
こ
と
が
得
意
な
だ
け
で

な
く
、
人
に
も
小
さ
な
幸
せ
を
与
え
る
こ

と
が
得
意
だ
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
ま
た

「
や
ら
れ
た
」
と
い
う
気
持
ち
で
す
。 

 

今
度
彼
女
に
会
っ
た
ら
、
「
あ
り
が
と

う
」
と
言
っ
て
み
よ
う
か
と
思
い
ま
す
。

い
つ
も
小
さ
な
幸
せ
を
あ
り
が
と
う
。
彼

女
は
き
っ
と
満
面
の
笑
み
で
「
幸

せ
っ
！
」
と
返
し
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
。 

 

 



 

 

文の切れ目が少し変わるだけで、文章全体の意味が大きく違ってしまう場合があ

ります。次の文章はどこで区切るでしょう？ 

【１】間髪を容れず（かんはつをいれず） 【２】一丁字なく（いっていじなく） 

【３】一頭地を抜く（いっとうちをぬく） 【４】一衣帯水（いちいたいすい） 

 

法
要
と
は
、
親
族
が
故
人
を
供

養
し
て
思
い
出
を
語
ら
う
場
で

す
。
最
近
で
は
、
縁
の
多
少
に
か
か

わ
ら
ず
大
勢
を
募
っ
て
の
「
偲
ぶ

会
」
が
開
か
れ
る
こ
と
も
多
く
な

り
ま
し
た
。
親
族
の
場
合
、
一
周
忌

で
は
準
喪
服
を
、
三
周
忌
以
降
の

法
要
で
は
略
喪
服
を
着
用
し
ま

す
。
偲
ぶ
会
に
参
列
す
る
場
合
も

略
喪
服
が
適
当
で
し
ょ
う
。 

 

和
装
の
略
喪
服
は
色
無
地
の
き

も
の
と
黒
喪
帯
で
す
。
洋
装
の
場

合
、
黒
の
略
喪
服
な
ら
肌
の
露
出

は
極
力
抑
え
、
ス
カ
ー
ト
は
膝
丈

ぐ
ら
い
。
略
喪
服
は
パ
ン
ツ
ル
ッ

ク
で
も
許
さ
れ
ま
す
。
バ
ッ
グ
や

靴
も
黒
で
揃
え
、
ダ
ー
ク
カ
ラ
ー

の
コ
サ
ー
ジ
ュ
や
一
連
の
パ
ー
ル

を
身
に
つ
け
る
程
度
に
装
い
ま

す
。
ま
た
、
少
し
離
れ
て
黒
に
見
え

る
濃
紺
な
ど
の
ダ
ー
ク
カ
ラ
ー
な

ら
許
容
範
囲
で
す
。
デ
ザ
イ
ン
、

バ
ッ
グ
、
靴
、
ア
ク
セ
サ
リ
ー
は
黒

の
略
喪
服
と
同
じ
で
す
が
、
レ
ー

ス
の
グ
ロ
ー
ブ
で
な
る
べ
く
肌
を

隠
し
た
ほ
う
が
よ
い
そ
う
で
す
。 

 

喪
服
の
形
も
少
し
ず
つ
変
化
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
葬
儀
か
ら
偲
ぶ

会
ま
で
故
人
の
遺
志
を
尊
重
す
る

よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
主
催

者
の
希
望
が
あ
れ
ば
そ
れ
に
従

い
、「
ジ
ー
ン
ズ
で
」「
カ
ラ
フ
ル
な

平
服
で
」
な
ど
の
指
定
が
あ
れ
ば
、

や
は
り
潔
く
従
っ
た
ほ
う
が
い
い

で
し
ょ
う
。 

  

【１】間髪を容れず→「カン、ハツをイれず」 

髪の毛一本入る隙間さえないという意味から、

事が急でゆとりのないさまを表す言葉。「カンハ

ツ」と続けて読むことが多い言葉ですが、正しく

は「間、髪を容れず」です。 

【２】一丁字なく→「イッテイジなく」と続けて

読みます。「一丁字」とは「一字」のこと。字の

読めない人を指すときに「目に一丁字もない」な

どと使います。 

【３】一頭地を抜く→「イットウチ を ヌく」 

他の人よりも頭の高さだけ抜き出ている、つま

りひときわ優秀であるという意味で使われま

す。「地」は「一頭」を修飾するおまけのような

文字です。 

【４】一衣帯水→「イチ、イタイスイ」 

「衣帯（いたい）」とは「帯」のこと。ひとすじ

の帯のように幅の狭い川や海、またはそれを隔

てて隣り合っていることを「一衣帯水」と言いま

す。「門司と下関は一衣帯水の地である」などと

使います。 




