
- ill　-

｢
就
中
･
加
之
･

莫
･
挙
世
｣
　
の
訓
法
小
論

鈴

　

　

木

　

一

　

男

ま
え
が
き

あ
げ
'
後
者
の
例
と
し
て
は
｢
拳
世
･
挙
国
｣
な
ど
に
使
用
さ
れ
た
｢
挙
｣
字

を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
｡

山
田
孝
雄
博
士
の
｢
漢
文
の
訓
読
に
よ
り
て
伝
へ
ら
れ
た
る
語
法
｣
の
中
で
､

二
　
｢
就
中
｣
の
よ
み
か
た

｢
漢
文
の
訓
読
の
為
に
慣
用
せ
ら
れ
て
'

り
｡
た
と
へ
ば
'
就
中
(
ナ
カ
ン
ヅ
ク
)

加
之
(
シ
カ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
)

遮
莫
　
任
也
(
サ
モ
ア
ラ
バ
ア
レ
)

の
如
き
こ
れ
な
り
｡
｣

今
日
成
語
の
如
-
に
な
れ
る
も
の
あ

と
あ
る
｡

右
の
三
語
は
､
今
日
で
は
固
定
訓
が
与
え
ら
れ
て
い
る
が
'
古
く
は
必
ず
し

も
'
訓
法
が
1
つ
に
な
っ
て
い
な
い
.
逆
に
語
に
よ
っ
て
比
較
的
古
い
時
代
か

ら
慣
用
的
訓
法
が
成
立
し
て
い
た
の
に
､
近
年
に
な
っ
て
そ
の
訓
法
が
忘
却
さ

れ
て
し
ま
っ
た
例
も
あ
る
｡

こ
の
小
論
で
は
'
前
者
の
例
と
し
て
｢
就
中
･
加
之
･
遮
莫
｣
三
語
の
例
を

｢
就
中
｣
の
使
用
例
は
聖
徳
太
子
御
自
筆
の
法
華
義
琉
に
み
ら
れ
る
の
が
'

最
古
で
あ
る
｡
し
か
し
そ
の
後
邦
人
の
手
に
な
る
奈
良
時
代
文
献
に
は
管
見
に

入
ら
な
い
｡
漢
訳
仏
典
を
瞥
見
し
た
所
で
も
見
出
せ
な
い
｡

商
務
印
書
館
刊
の
辞
源
に
は
未
記
載
で
あ
る
が
'
諸
橋
博
士
の
大
漢
和
辞
典

に
は
唐
の
杜
萄
鶴
の
詩
の
中
で
の
用
例
が
あ
り
'
古
文
真
宝
に
は
杜
子
美
の
麗

人
行
に
そ
の
例
が
見
ら
れ
る
｡

わ
が
国
の
も
の
で
は
'
空
海
の
性
霊
集
に
い
-
つ
か
の
例
が
あ
る
｡
も
っ
と

博
捜
す
れ
ば
見
出
せ
る
は
ず
で
あ
る
｡

王
朝
物
語
文
学
の
例
と
し
て
は
'
源
氏
物
語
帯
木
の
巻
に
出
て
い
る
｡
こ
れ

は
源
氏
が
紀
伊
守
邸
へ
方
違
え
に
お
も
む
い
た
時
､
紀
伊
守
の
源
氏
と
の
対
話
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に
見
ら
れ
る
も
の
で
'
｢
中
に
つ
い
て
も
'
女
の
宿
世
は
い
と
浮
か
び
た
る
な

ん
あ
は
れ
に
侍
る
｣
が
'
そ
の
用
例
で
'
右
の
｢
中
に
つ
い
て
｣
を
池
田
亀
鑑

先
生
の
朝
日
古
典
全
書
の
頭
注
で
は
'
｢
就
中
｣
の
漢
字
を
あ
て
て
い
ら
れ
る

L
t
吉
沢
義
則
博
士
の
対
校
源
氏
物
語
新
釈
も
同
様
で
あ
る
｡
従
っ
て
こ
の
表

現
は
漢
字
｢
就
中
｣
の
即
字
訓
と
い
え
る
｡

更
に
源
氏
の
晴
蛤
の
巻
に
は
自
民
文
集
の
句
が
引
か
れ
て
い
る
が
,
こ
れ
は

公
任
の
和
漢
朗
詠
集
か
ら
の
引
用
で
､
そ
の
句
に
｢
就
中
｣
が
使
わ
れ
て
い

る
｡

ま
た
栄
花
物
語
巻
十
三
｢
ゆ
ふ
し
で
｣
の
巻
に
道
長
の
東
宮
に
対
す
る
対
話

に
｢
中
に
つ
き
て
此
の
言
m
宮
の
御
た
め
を
恩
ひ
給
へ
れ
ば
｣
と
あ
る
｡

源
氏
青
木
の
巻
も
､
栄
花
の
場
合
も
男
子
の
発
言
中
の
も
の
で
あ
る
の
で
,

男
子
が
漢
文
訓
読
系
の
表
現
を
用
い
た
も
の
と
思
わ
れ
'
源
氏
と
同
様
｢
就
中
｣

の
訓
読
例
で
あ
る
｡

晴
蛤
の
巻
で
は

｢
『
な
か
に
つ
い
て
　
は
ら
わ
た
　
た
ゆ
る
は
秋
の
天
』
と
い
ふ
事
を
い
と
し

の
び
や
か
に
　
ず
ん
じ
つ
つ
　
ゐ
給
へ
り
｣
と
あ
る
と
こ
ろ
で
'
こ
れ
は
,
自

民
文
集
巻
十
四
'
暮
立
と
い
う
詩
､
｢
黄
昏
掲
立
悌
堂
前
'
蒲
レ
地
椀
花
満
レ
樹

蝉
｣
に
つ
ぐ
部
分
で
｢
大
底
四
時
心
惣
苦
'
就
中
腸
断
是
秋
天
｣
に
あ
た
る
｡

築
島
裕
博
士
は
｢
平
安
時
代
の
漢
文
訓
読
語
に
つ
き
て
の
研
究
｣
中
の
｢
源

氏
物
語
と
漢
文
訓
読
｣
の
項
で
'
こ
の
詩
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
'
東
大
国
語
研

究
室
蔵
の
天
文
十
年
書
写
の
和
漢
朗
詠
集
に
は
'
こ
の
部
分
は
次
の
よ
み
に
な

っ
て
い
る
の
を
示
さ
れ
た
｡

ス

ネ

ン

コ

ロ

コ

ノ

ナ

カ

こ

｢
大
底
　
四
-
時
ニ
ハ
　
心
惣
へ
テ
　
苦
　
ナ
-
'
就
中
腸
ノ
断
(
ユ
ル
)

コ
ト
ハ
是
レ
秋
ノ
天
｣

天
文
十
年
本
と
源
氏
の
本
文
と
の
よ
み
は
大
部
異
な
っ
て
い
る
が
･
こ
れ
に

対
し
源
氏
物
語
中
の
文
集
の
訓
法
は
菅
原
家
の
も
の
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
を
築

島
博
士
は
論
じ
て
お
ら
れ
る
が
天
文
十
年
本
が
ど
の
儒
家
の
訓
を
伝
え
て
い
る

か
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
｡

さ
て
'
右
の
例
で
'
就
中
に
｢
ナ
カ
ニ
ツ
イ
テ
｣
と
｢
コ
ノ
ナ
カ
ニ
｣
の
訓

の
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
た
が
'
古
来
朗
詠
の
訓
法
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
を

知
る
た
め
に
手
も
と
に
あ
る
朗
詠
集
の
訓
法
を
調
査
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に

な
っ
て
い
る
｡

1234

山
田
孝
雄
博
士
調
査
の
古
訓
に
も
と
づ
-
岩
波
文
庫
本
'

チ
ニ

川
口
久
雄
博
士
　
日
本
古
典
大
系
本
t
 
I
コ
ノ
ウ
チ

伝
行
能
筆
　
墨
流
本
(
日
本
名
跡
叢
刊
)
I
就
け
中
二

陽
明
文
庫
本
(
陽
明
叢
書
)
　
-
　
就
咋
中
に

コ
ノ
ウ

5
　
日
本
古
典
文
学
会
複
製
本
-
就
中
-
　
ナ
カ
ニ
ツ
イ
テ

コ
ノ
ナ
カ
ニ

6
　
天
理
大
図
書
館
貞
和
二
年
本
-
　
コ
ノ
ナ
カ
ニ

7
　
東
大
国
語
研
究
室
天
文
十
年
本
-
　
コ
ノ
ナ
カ
ニ

朗
詠
集
の
古
写
本
は
相
当
数
あ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
･
て
い
る
｡

平
安
時
代
の

写
本
は
無
訓
本
が
多
く
鎌
倉
以
後
の
も
の
に
は
傍
訓
が
あ
る
も
の
が
多
い
｡

右
の
諸
本
の
う
ち
'
日
本
古
典
文
学
会
複
製
本
は
解
説
に
よ
る
と
鎌
倉
初
期

の
書
写
だ
が
'
冷
泉
三
品
俊
範
卿
系
の
傍
訓
が
付
訓
さ
れ
て
お
り
,
し
か
も

｢
就
中
｣
に
は
｢
ナ
カ
:
ツ
イ
テ
｣
と
｢
コ
ノ
ナ
カ
ニ
｣
の
二
つ
の
訓
が
つ
け

ヽ

l

　

【

.

ヽ
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ら
れ
て
い
て
､
こ
の
二
訓
と
も
平
安
時
代
に
は
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
｡

｢
就
中
｣
は
観
智
院
本
類
衆
名
義
抄
に
は
､
｢
ナ
カ
ニ
ツ
イ
テ
'
ナ
カ
ム
ッ
ク
｣

の
二
訓
が
あ
り
'
黒
川
本
色
英
字
類
抄
に
は
｢
ナ
カ
ン
ツ
ク
ニ
｣
の
形
が
出
て

ハ

シ

ヲ

ヽ

シ

ツ

ク

一

l

ナ

カ

い
る
｡
高
山
寺
本
古
往
来
に
は
｢
以
端
多
　
就
レ
申
｣
と
あ
る
が
'
こ
れ
は
'

ナ
カ
ン
の
ン
の
部
分
を
無
表
記
に
し
た
も
の
で
'
恐
ら
-
｢
ナ
カ
ン
ツ
ク
ニ
｣

と
よ
ま
せ
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡
鎌
倉
期
書
写
の
天
理
大
現
蔵
の
旧
観
智
院
本
作

文
大
体
に
は
傍
字
と
し
て
こ
の
漢
字
二
字
が
あ
げ
て
あ
り
'
｢
就
｣
　
字
右
下
に

｢
テ
｣
　
の
か
な
が
あ
る
の
で
'
　
｢
ナ
カ
ニ
ツ
イ
テ
｣
　
と
よ
ま
せ
る
も
の
で
あ

ろ
う
｡
冥
福
寺
本
将
門
記
に
も
二
か
所
出
て
く
る
が
'
こ
れ
は
無
訓
で
あ
る
｡

ロ
ド
-
ゲ
ス
の
日
本
大
文
典
に
は
書
状
の
礼
法
申
'
記
事
の
書
出
し
の
1
つ
に

N
a
c
a
n
d
z
u
c
u
が
あ
る
L
t
　
天
草
本
伊
曽
保
物
語
の
｢
鼠
の
事
｣
の
中
の
下

心
に｢

貧
を
楽
し
む
者
は
外
に
は
楽
し
み
は
少
い
と
い
ヘ
ビ
も
'
心
中
に
は
万
の

ナ
カ
ン
ツ
ク

宝
を
持
つ
に
よ
っ
て
'
心
安
う
楽
し
む
こ
と
は
極
り
な
い
'
就
中
(
n
a
c
a
n
･

.
z
z
u
c
u
)
貧
に
伴
ふ
堪
忍
'
謙
り
の
宝
を
も
っ
て
飾
り
に
す
る
も
の
ぢ
や
｣

と
出
て
い
る
｡

今
昔
物
語
巻
二
十
九
･
三
十
六
話
に
｢
就
中
伊
勢
の
国
｣
の
例
が
あ
り
'
大

系
本
で
は
｢
ナ
カ
ム
ッ
ク
ニ
｣
の
ふ
り
が
な
が
つ
い
て
い
る
｡

｢
ナ
カ
ニ
ツ
イ
テ
｣
　
の
も
と
の
形
は
当
然
｢
ナ
カ
ニ
ッ
キ
テ
｣
　
で
あ
る
が
～

動
詞
の
連
用
形
に
助
詞
｢
テ
｣
を
つ
け
て
副
詞
を
構
成
す
る
造
語
法
に
つ
い
て

は
'
中
田
祝
夫
博
士
が
｢
古
点
本
の
国
語
学
的
研
究
総
論
篇
｣
に
お
い
て
続
紀

宣
命
は
じ
め
初
期
点
本
資
料
を
あ
げ
て
詳
論
ず
み
の
事
項
で
あ
り
'
恐
ら
く

｢
就
中
｣
に
対
す
る
こ
の
平
安
極
初
期
資
料
の
傍
訓
例
は
管
見
に
入
ら
ぬ
が
'

平
安
初
期
の
表
現
と
し
て
不
可
能
な
も
の
で
は
な
い
｡
｢
ナ
カ
ン
ツ
ク
｣
　
と

｢
ナ
カ
ム
ッ
ク
｣
の
形
に
つ
い
て
は
'
｢
ナ
カ
ニ
ツ
ク
｣
の
音
使
形
と
み
る
と
'

｢
ム
｣
を
用
い
る
よ
り
も
｢
ン
｣
の
方
が
適
切
で
あ
ろ
う
｡
｢
ナ
カ
ニ
ツ
ク
ニ
｣

と
｢
ナ
カ
ニ
ツ
ク
｣
の
形
は
'
｢
ニ
｣
を
も
っ
た
方
が
古
形
で
あ
ろ
う
と
思
わ

れ
る
｡
平
安
初
期
資
料
に
｢
コ
ト
ゴ
ト
ク
ニ
｣
｢
コ
コ
ダ
ク
ニ
｣
　
な
ど
副
詞
に

｢
　
-
　
ク
ニ
｣
　
の
形
を
と
る
も
の
が
多
い
た
め
'
そ
れ
ら
副
詞
と
の
類
推
で

｢
中
に
付
-
｣
を
原
形
と
す
る
も
の
に
'
副
詞
的
機
能
を
発
揮
さ
せ
る
た
め
に

生
じ
た
形
が
｢
ナ
カ
ニ
ツ
ク
ニ
｣
で
あ
っ
て
'
平
安
後
期
に
語
末
に
｢
ニ
｣
を

も
つ
副
詞
が
｢
ニ
｣
を
脱
落
さ
せ
る
傾
向
が
生
じ
た
と
き
'
こ
の
｢
ナ
カ
ン
ヅ

ク
ニ
｣
も
｢
ナ
カ
ン
ヅ
ク
｣
と
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
こ
の
推
定
を
確
認

す
る
た
め
に
は
'
資
料
が
必
要
で
あ
る
が
'
｢
コ
ト
ゴ
ト
ク
ニ
｣
　
が
　
｢
コ
-
ゴ

ト
ク
｣
に
な
っ
た
類
は
資
料
が
多
い
が
'
｢
ナ
カ
ン
ヅ
ク
｣
　
の
場
合
は
こ
れ
よ

り
遅
-
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
院
政
期
書
写
資
料
と
み
ら
れ
る
(
小
林
芳
規
博

士
の
｢
国
語
史
料
と
し
て
の
高
山
寺
本
古
往
来
｣
に
よ
る
)
高
山
寺
本
古
往
来

に
は
　
漸
　
ヤ
ウ
ヤ
ク
､
悉
コ
ト
コ
ト
ク
に
は
す
で
に
｢
ニ
｣
が
お
ち
て
い
る

が
'
殊
更
コ
ト
サ
ラ
こ
､
幸
サ
イ
ワ
イ
ニ
'
な
ど
と
同
様
　
就
中
は
｢
ナ
カ

(
ン
)
　
ツ
ク
ニ
｣
と
な
っ
て
い
る
｡
小
林
博
士
は
副
詞
に
｢
ニ
｣
を
と
も
な
う

の
が
博
士
家
系
で
仏
家
で
は
｢
に
｣
を
と
ら
ぬ
傾
向
が
あ
る
と
い
っ
て
お
ら
れ

る
｡
既
述
の
ど
と
-
'
天
草
本
伊
曽
保
物
語
や
ロ
ド
-
ゲ
ス
の
大
文
典
に
は
'

｢
ニ
｣
が
な
く
な
っ
て
い
る
｡
そ
し
て
こ
の
形
が
'
固
定
訓
と
し
て
今
日
ま
で

使
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
｡

し
か
し
'
就
中
の
朗
詠
集
の
訓
に
は
　
別
に
｢
コ
ノ
ナ
カ
ニ
｣
の
訓
が
あ
る
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の
で
'
そ
れ
に
つ
い
て
の
べ
る
｡

三
　
｢
こ
の
な
か
に
｣
の
訓
に
つ
い
て

空
海
の
｢
性
蛋
集
｣
に
は
巻
頭
に
あ
る
西
山
押
念
沙
門
真
済
の
序
文
や
巻
1

の
｢
増
野
陸
州
歌
井
序
｣
.
の
中
に
｢
就
中
｣
の
用
例
が
み
ら
れ
る
｡

前
者
は
'
天
仮
吾
師
　
多
伎
術
　
副
剰
　
草
聖
最
狂
逸
と
い
う
文
で
あ
り
'

後
者
は
　
日
本
麗
城
三
百
州
　
訊
剰
陸
奥
最
難
柔
と
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

｢
性
霊
集
｣
の
古
写
本
と
し
て
は
醍
醐
寺
本
が
著
名
で
こ
れ
は
'
貞
応
二
年

二
二
二
三
)
覚
蓮
房
聖
範
の
読
を
主
と
L
t
　
承
安
二
年
　
(
一
一
七
二
)
　
の
藤

原
式
家
敦
周
の
訓
や
宝
治
元
年
二
二
四
七
)
菅
原
為
長
の
訓
な
ど
を
加
え
た

点
本
で
あ
っ
て
'
夫
々
褐
色
や
墨
書
な
ど
の
加
点
が
な
さ
れ
て
い
る
｡
今
問

題
に
し
て
い
る
序
文
や
巻
一
の
｢
就
中
｣
の
語
に
関
し
て
は
別
訓
の
併
記
が
な

-
'
二
か
所
と
も
｢
コ
ノ
ナ
カ
ニ
｣
の
墨
書
が
見
ら
れ
る
｡
し
た
が
っ
て
｢
性

霊
集
｣
で
は
敦
周
以
下
す
べ
て
｢
コ
ノ
ナ
カ
ニ
｣
と
訓
じ
て
い
た
も
の
と
思
わ

れ
る
｡次

の
資
料
は
文
永
弘
安
の
頃
の
著
述
と
い
わ
れ
'
永
正
五
年
に
高
野
山
無
量

光
院
先
徳
印
融
の
手
写
本
で
あ
る
｢
塵
袋
｣
に
見
出
さ
れ
る
傍
訓
で
'
す
べ
て

｢
コ
ノ
ナ
カ
ニ
｣
と
出
て
い
る
｡

八
定
ノ
中
二
四
秤
モ
　
コ
モ
-
タ
レ
-
モ
　
コ
ト
ハ
　
カ
ハ
-
テ
　
多
少
オ

コ
ノ
ナ
カ

ナ
シ
カ
ラ
ネ
ハ
　
云
ツ
ツ
ク
ル
ナ
ラ
ヒ
也
　
就
中
二
此
辰
卜
云
ハ
ハ
　
タ
タ

ソ
ノ
主
ヲ
ア
ク
　
伴
ヲ
ハ
云
ハ
ス
　
(
日
本
古
典
全
集
上
　
十
五
頁
)

し
か
し
此
の
書
物
で
は
別
の
所
で
｢
コ
レ
ニ
ッ
キ
テ
十
門
八
千
ヲ
案
ス
ル
云

々
｣
(
同
書
四
十
六
頁
)

と
い
っ
て
い
る
の
で
'
｢
中
に
つ
き
て
｣
　
と
い
う
表
現
も
あ
り
得
る
は
ず
だ

が
'
｢
就
中
｣
は
｢
コ
ノ
ナ
カ
ニ
｣
と
し
て
い
る
｡

｢
就
中
｣
　
を
　
｢
コ
ノ
ナ
カ
ニ
｣
と
す
る
文
献
は
和
漢
朗
詠
集
に
引
か
れ
た
文

集
の
句
で
あ
る
が
'
更
に
文
集
の
他
の
箇
所
に
お
け
る
｢
就
中
｣
の
訓
を
見
る

必
要
が
あ
る
｡

幸
い
に
白
楽
天
に
は
長
恨
歌
と
な
ら
ん
で
琵
琶
行
が
平
安
貴
族
以
来
多
-
の

文
人
に
よ
っ
て
愛
読
さ
れ
'
し
た
が
っ
て
'
そ
の
付
訓
本
が
多
-
残
さ
れ
て
い

た
は
ず
で
あ
る
｡
そ
の
琵
琶
行
の
最
後
に
近
い
部
分
に
次
の
句
が
あ
り
'
そ
の

中
に
｢
就
中
｣
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
｡

珊
瑚
放
下
誰
最
多
　
江
州
司
馬
青
杉
湿

が
､
そ
れ
で
あ
る
｡
し
か
し
｢
就
中
｣
は
日
加
田
誠
博
士
に
よ
れ
ば
'
唐
詩
三

百
首
で
は
｢
座
中
｣
と
あ
り
'
全
唐
詩
で
｢
就
中
｣
と
あ
る
そ
う
で
あ
る
｡

国
田
百
合
子
氏
は
武
蔵
野
書
院
か
ら
｢
長
恨
歌
･
琵
琶
行
抄
｣
と
い
う
影
印

本
を
出
版
さ
れ
た
が
'
そ
の
中
に
宝
蔵
院
蔵
本
の
黒
印
を
も
つ
天
理
図
書
館
本

や
内
閣
文
庫
本
の
｢
長
恨
歌
･
琵
琶
行
和
解
｣
'
京
都
大
学
図
書
館
本
の
｢
長

恨
歌
井
琵
琶
行
秘
｣
の
題
策
を
も
つ
本
が
含
ま
れ
て
い
る
が
'
そ
の
中
'
天
理

本
は
｢
就
け
中
｡
｣
'
内
閣
文
庫
本
は
　
｢
天
正
五
丁
丑
文
月
初
五
書
写
之
畢
｣
の

コ

ノ

ナ

カ

コ

ノ

ナ

カ

識
語
が
あ
る
も
の
で
'
こ
れ
に
は
｢
就
中
｣
と
あ
り
'
京
大
本
に
も
｢
就
中
｣

と
あ
る
の
で
'
室
町
期
の
｢
琵
琶
行
｣
に
は
｢
就
中
｣
に
｢
ナ
カ
ニ
ッ
キ
テ
｣

と
｢
コ
ノ
ナ
カ
ニ
｣
の
両
様
の
訓
法
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡
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し
か
し
此
の
書
物
で
は
別
の
所

コ
レ
二
八
ノ
ヰ
一

ノ

四
　
｢
就
中
｣
を
｢
コ
ノ
ナ
カ
l
こ
と
よ
む
根
拠

｢
就
｣
字
は
現
行
の
漢
和
辞
典
は
勿
論
の
こ
と
'
新
撰
字
鏡
'
類
衆
名
義
抄
'

そ
の
他
内
典
の
音
義
類
を
み
て
も
'
｢
コ
ノ
｣
　
と
よ
ま
れ
る
も
の
が
見
出
さ
れ

な
い
｡
た
だ
わ
ず
か
に
そ
れ
に
近
い
､
又
は
関
係
の
あ
り
そ
う
な
訓
と
し
て
は

色
菓
字
類
抄
｢
古
｣
の
部
辞
字
に
次
の
記
載
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
｡

篭
…
是
'
斯
'
･
･
･
･
･
･
中
略
･
･
･
･
･
･
箇
-
中
就
娼
麦
也
が
'
そ
れ
で
あ
る
.

右
の
説
明
に
よ
っ
て
｢
就
中
｣
を
｢
コ
ノ
ナ
カ
｣
と
よ
め
そ
う
で
あ
る
｡
し

か
し
こ
れ
か
ら
だ
け
で
は
　
｢
就
中
｣
　
の
訓
を
決
定
す
る
の
に
幾
分
疑
問
が
残

る
｡

新
撰
字
鏡
や
名
義
抄
の
訓
義
の
資
料
に
つ
い
て
は
先
学
の
研
究
が
あ
っ
て
そ

の
根
拠
を
た
ず
ね
る
方
途
が
開
か
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
'
色
英
字
類
抄
に
至
っ

て
は
'
先
行
字
書
を
利
用
し
た
と
推
定
さ
れ
る
だ
け
で
あ
っ
て
'
現
存
の
先
行

字
書
音
義
書
類
に
な
い
こ
の
訓
は
特
別
な
方
法
で
考
証
し
て
み
な
け
れ
ば
な
る

ま
い
｡や

む
を
得
ず
'
筆
者
は
極
め
て
大
胆
な
方
法
で
こ
の
訓
の
成
立
を
推
定
し
て

み
る
こ
と
に
す
る
｡

‖
　
｢
就
中
｣
　
は
｢
此
中
｣
又
は
｢
是
中
｣
　
と
近
似
し
た
用
法
を
も
つ
表
現
で

あ
る
｡聖

徳
太
子
の
｢
法
華
義
琉
｣
に
用
例
の
極
め
て
多
い
表
現
に
次
の
句
が
あ

る
｡

就
中
有
二
｡

右
の
表
現
に
対
し
次
の
表
現
は
近
似
し
て
い
る
｡

此
中
有
大
義
､
是
中
無
有
義
利
｡
こ
れ
は
同
一
書
で
は
な
-
｢
玲
伽
師

地
論
巻
七
五
｣
の
文
で
石
山
寺
旧
蔵
本
に
｢
此
力
中
ニ
｣
｢
是
力
中
に
｣
　
の

付
訓
が
あ
る
｡

目
　
｢
就
中
｣
と
｢
於
中
｣
と
が
用
法
が
近
い
｡

｢
於
中
｣
は
｢
成
実
論
天
長
五
年
点
｣
　
を
は
じ
め
'
平
安
時
代
の
点
本
資

料
で
は
｢
コ
レ
ガ
ナ
カ
ニ
｣
と
訓
読
す
る
例
が
多
い
｡
｢
於
｣
字
は
新
撰
字

鏡
や
名
義
抄
で
は
｢
コ
レ
｣
と
い
う
訓
が
あ
る
｡

新
撰
字
鏡
　
於
　
如
也
是
也
､

名
義
抄
オ
イ
テ
'
シ
テ
'
コ
レ
'
コ
コ
ニ
'
ノ
ウ
へ
ニ
以
下
略

平
安
時
代
の
点
本
の
傍
註
や
傍
訓
に
　
｢
コ
レ
｣
と
よ
ま
れ
る
も
の
が
あ

る
｡
春
日
政
治
博
士
は
｢
西
大
寺
本
最
勝
王
経
古
点
の
研
究
｣
で
｢
於
此
也
｣

を
注
意
さ
れ
'
そ
の
後
'
大
坪
･
中
田
･
築
島
諸
博
士
の
訓
点
調
査
報
告
に

屡
ゝ
ヽ
言
及
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
'
大
坪
博
士
は
｢
電
光
院
本
大
日
経
疏
明

算
点
｣
の
例
を
報
告
さ
れ
た
｡

コ
レ於

が
中
に
発
一
(
(
J
)
て
　
如
上
の
大
穂
丁

目
　
筆
者
の
寓
目
し
た
次
の
文
か
ら
｢
於
中
｣
｢
是
中
｣
　
が
ほ
ぼ
同
義
に
適
用

さ

れ

て

い

る

こ

と

が

わ

か

る

｡

　

　

　

　

　

　

.

｢
化
二
作
悌
及
四
部
衆
.
.
矧
剰
説
レ
法
｡
･
･
･
-
風
刺
　
有
l
由
者
]
.
有
二
聴
者
-

有
二
知
者
]
不
｡
｣

(
大
智
皮
論
巻
五
十
四
㌧
大
正
蔵
経
四
四
七
頁
)

筆
者
は
右
の
三
項
に
よ
っ
て
｢
於
｣
字
は
｢
是
｣
字
と
同
義
と
み
な
し
得

る
と
思
う
が
'
大
坪
併
治
博
士
は
｢
訓
点
語
と
訓
点
資
料
'
春
日
政
治
博
士
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追
悼
号
｣
に
寄
稿
さ
れ
た
｢
於
｣
の
訓
に
つ
い
て
｣
の
論
文
の
中
で
､
極
め

て
慎
重
な
態
度
を
と
ら
れ
'
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
｡

｢
於
｣
を
代
名
詞
と
し
て
単
独
に
コ
レ
と
読
み
'
ま
た
体
言
の
修
飾
語
と

し
て
コ
ノ
と
読
む
こ
と
は
'
初
期
の
資
料
に
稀
に
見
え
る
｡
一
の
例
は
｢
於
｣

に
レ
が
添
へ
ら
れ
て
ゐ
て
'
恐
ら
-
コ
レ
と
読
ん
だ
で
あ
ろ
う
L
t
後
の
訓

は
｢
於
｣
に
ノ
の
ヲ
コ
ト
点
と
｢
此
也
｣
の
註
と
が
あ
り
'
正
し
く
コ
ノ
と

読
ん
だ
も
の
で
あ
る
が
'
｢
於
｣
に
本
来
｢
此
｣
　
の
義
が
あ
る
の
か
ど
う
か

わ
た
し
は
知
ら
な
い
｡

こ
の
大
坪
博
士
の
慎
重
論
に
対
し
て
'
筆
者
の
考
証
は
余
り
に
貧
弱
そ
の

も
の
で
あ
っ
て
､
大
坪
説
に
何
物
も
加
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
｡

と
も
か
-
1
応
'
｢
此
中
｣
と
｢
於
中
｣
と
｢
就
中
｣
と
を
同
1
用
法
を

も
つ
も
の
と
し
て
'
就
中
を
コ
ノ
ナ
カ
ニ
と
よ
み
得
た
も
の
と
し
た
い
｡

代
名
詞
｢
コ
｣
に
｢
ノ
｣
の
つ
い
た
形
に
対
し
'
平
安
極
初
期
資
料
｢
唐

経
四
分
律
古
点
｣
に
｢
コ
レ
ノ
｣
が
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
旧
稿

で
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る
が
､
(
初
期
点
本
論
致
二
三
貢
参
照
)
　
こ
の
資

料
に
も
と
づ
-
と
'
極
初
期
は
｢
コ
ノ
ナ
カ
｣
で
は
な
く
｢
コ
レ
ノ
ナ
カ
｣

で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
が
'
そ
れ
が
後
に
は
｢
レ
｣
を
脱
し
て
｢
コ
ノ
ナ
カ

l
こ
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
｡

し
た
が
っ
て
｢
就
中
｣
は
平
安
極
初
期
に
は
｢
コ
レ
ガ
ナ
カ
l
こ
と
よ
ま

れ
次
に
､
｢
コ
レ
ノ
ナ
カ
ニ
｣
と
変
り
'
更
に
　
｢
コ
ノ
ナ
カ
ニ
｣
と
訓
法
を

琴
見
た
こ
と
に
な
る
が
'
こ
の
仮
説
は
厳
密
に
は
'
そ
の
変
化
過
程
に
対
す

る
傍
証
を
提
示
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
ろ
う
｡

五
　
平
家
物
語
の
｢
就
中
｣
の
よ
み

平
家
物
語
中
の
｢
就
中
｣
が
ど
ん
な
に
読
ま
れ
て
い
る
か
を
瞥
見
し
て
み
る

こ
と
に
す
る
｡
宝
文
館
発
行
の
山
田
孝
雄
博
士
編
の
索
引
(
こ
れ
は
高
野
辰
之

博
士
蔵
の
覚
7
本
別
本
が
底
本
)
と
日
本
古
典
文
学
大
系
本
(
竃
谷
大
学
図
書

館
本
を
底
本
)
を
も
と
に
笠
栄
治
氏
作
成
の
索
引
を
利
用
す
る
と
'
山
田
本
に

は
十
八
例
'
大
系
本
に
は
二
十
例
み
ら
れ
る
｡
そ
の
う
ち
大
系
太
は
｢
就
中
｣

が
七
例
､
｢
就
中
に
｣
が
十
三
例
と
な
っ
て
い
る
｡
手
許
に
あ
る
二
'
三
の
異

本
類
の
訓
を
列
挙
し
て
み
た
い
｡

参
照
し
た
平
家
物
語
の
諸
本
は
次
の
如
-
で
あ
る
｡

a
　
高
野
辰
之
博
士
本
(
覚
1
本
別
本
)

b
　
竃
大
図
書
館
本
(
日
本
古
典
文
学
大
系
本
)

C
　
佐
々
木
信
綱
博
士
旧
蔵
本
(
天
理
善
本
叢
書
)

d
　
屋
代
本
(
佐
藤
･
春
田
共
編
桜
楓
社
本
)

e
　
国
会
図
書
館
本
百
二
十
句
本
(
古
典
文
庫
本
)

f
　
熟
田
本
真
名
平
家
物
語
(
尊
経
閣
複
製
本
)

g
　
天
草
本
平
家
物
語

ま
ず
平
家
物
語
の
中
で
比
較
的
漢
語
の
使
用
の
多
い
と
思
わ
れ
る
巻
二
の

｢
教
訓
状
｣
と
漢
語
使
用
の
さ
ほ
ど
で
も
な
い
巻
1
の
｢
御
輿
振
｣
を
例
に
と

り
'
そ
れ
ぞ
れ
に
使
用
さ
れ
て
い
る
｢
就
中
｣
の
訓
を
抽
出
し
て
み
る
こ
と
に

す
る
｡
最
初
に
教
訓
状
の
例
｡

元
和
七
年
刊
の
流
布
本
の
本
文
を
最
初
に
記
す
｡

Osaka Shoin Women's University Repository



- 17 -ニー

太
政
大
臣
の
官
に
至
る
人
の
､
甲
胃
を
鎧
ふ
事
､
礼
儀
を
背
-
に
非
ず
や
｡

訊
剰
御
出
家
の
御
身
な
り
｡

a
　
研
判
に
御
出
家
の
御
身
な
り
｡

ち
 
a
に
同
じ

C
　
甲
冒
ヲ
鎧
ヒ
在
シ
事
　
背
'
I
t
 
l
礼
儀
↓
非
ヤ
細
山
思
倒
出
家
ノ
御
身
也

d
　
大
政
大
臣
ノ
官
二
至
程
ノ
人
ノ
甲
冒
ヲ
　
ヨ
ロ
ウ
事
　
非
背
礼
儀
ヤ

e

就
中
御
出
家
ノ
御
身
也

大
じ
ゃ
う
大
し
ん
の
く
わ
ん
に
い
た
る
ほ
と
の
人
の
か
つ
ち
う
を
よ
ろ

g

い
ま
し
ま
さ
ん
こ
と
　
れ
い
ざ
を
そ
む
く
に
あ
ら
す
や
　
な
か
ん
つ
-

し
ゆ
つ
け
の
御
身
な
り

太
政
大
臣
の
官
に
い
た
る
人
の
甲
胃
を
よ
ろ
ふ
こ
と
礼
儀
に
そ
む
-
で

は
ご
ざ
な
い
か

f

な
か
ん
づ
く
に
'
御
出
家
の
御
身
で
ご
ざ
る

ヨ

ロ

フ

コ

ト

至
テ
ニ
太
政
大
臣
ノ
官
T
.
I
人
ノ
損
二
甲
腎
↓
非
完
男
工
礼
儀
↓
訊
巧
剰
御
出
家

ノ
御
身
也

右
の
諸
本
の
中
'
天
草
本
は
翻
字
本
を
利
用
し
た
が
原
本
は
ロ
ー
マ
字

表
記
で
'
｢
ナ
カ
ン
ヅ
ク
ニ
｣
と
あ
る
は
ず
で
あ
る
｡
百
二
十
句
本
は
'

ひ
ら
が
な
で
｢
な
か
ん
づ
-
｣
'
他
の
本
は
'
｢
就
中
｣
か
｢
就
中
に
｣

か
で
あ
る
｡

更
に
1
例
と
し
て
巻
1
の
｢
御
輿
振
｣
の
段
を
記
す
.

流
布
本
の
例
を
最
初
に
あ
げ
て
お
く
｡

我
等
'
神
輿
を
先
立
て
ま
い
ら
せ
訴
訟
を
致
さ
ば
'
大
勢
の
中
を
打
破
り

て
こ
そ
'
後
代
の
聞
え
も
あ
ら
ん
ず
れ
｡
笥
こ
の
頼
政
の
卿
は
'
-
-

以
下
略

a
　
｢
就
中
に
｣

b
　
｢
就
中
｣

C
　
大
勢
ノ
申
ヲ
懸
破
ツ
テ
社
･
後
代
ノ
間
エ
モ
可
有
レ
･
刊
可
動
此
頼
政

卜
申
ハ

d
　
大
勢
ノ
中
ヲ
推
破
テ
コ
ソ
後
代
ノ
聞
モ
ア
ラ
ム
ス
レ
　
雪
~
可
此
頼
政

ヽノ

e
　
大
勢
い
の
中
を
か
け
や
ふ
っ
て
こ
そ
'
こ
う
た
い
の
き
こ
え
も
あ
ら
ん

す
れ
'
そ
の
う
へ
此
よ
り
ま
さ
ハ

-
打
二
破
-
テ
｡
ソ
大
勢
ノ
中
↓
有
;
h
I
 
･
'
ズ
レ
後
代
ノ
聞
叫
モ
副
叫
剰
比
ノ
頼
政
卿
ハ
1

g
　
天
草
本
な
し

諸
本
多
く
'
｢
就
中
｣
へ
｢
就
中
に
｣
　
で
あ
る
が
'
佐
々
木
本
'
屋
代
本
は
'

｢
中
ニ
モ
｣
と
な
り
'
百
二
十
句
本
は
完
全
に
形
を
変
え
｢
そ
の
う
へ
｣
と
克

っ
て
い
る
｡
天
草
本
に
は
'
こ
の
章
は
な
い
｡

右
の
二
箇
所
だ
け
の
本
文
校
合
で
あ
る
が
､
教
訓
状
の
章
で
は
'
異
同
は
余

り
な
い
が
'
1
般
の
文
章
で
記
し
て
あ
る
段
に
な
る
と
'
諸
本
問
の
ち
が
い
が

大
き
く
な
っ
て
-
る
｡
原
平
家
に
｢
就
中
｣
の
文
字
が
用
い
ら
れ
て
い
た
か
'

否
か
の
論
に
な
る
と
､
簡
単
に
結
論
を
い
う
こ
と
ば
で
き
な
い
｡
か
り
に
原
作

者
が
'
｢
就
中
｣
を
使
用
し
て
い
た
と
み
る
と
'
多
く
の
読
者
と
い
う
よ
り
も
'

平
家
物
語
の
二
大
別
'
｢
語
り
物
｣
と
｢
読
み
物
｣
と
の
相
違
に
よ
っ
て
異
同

が
著
し
く
な
っ
た
か
ど
う
か
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
漢
文
訓
読
調
に
近

い
か
'
ま
た
自
由
な
表
現
を
と
り
出
し
て
き
は
じ
め
た
か
ど
う
か
研
究
課
題
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
上
述
の
よ
う
に
副
刺
が
固
定
し
た
訓
法
を
も
た
な
か
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っ
た
と
す
る
と
'
今
昔
物
語
巻
二
十
九
㌧
第
三
十
六
話
に
あ
る
次
の
語
は
､
大

系
本
に
ナ
カ
ム
ッ
ク
こ
と
傍
訓
が
あ
る
が
果
し
て
'
こ
う
よ
ん
で
よ
い
か
断
定

で
き
な
い
｡

就
中
二
　
伊
勢
ノ
国
ハ
-
-
中
略
-
‥
･
弱
キ
者
ノ
持
タ
ル
物
ヲ
バ
不
憧
ズ

奪
取
テ
'
己
ガ
貯
卜
為
ル
所
也
｡

｢
摩
袋
｣
の
訓
に
し
た
が
え
ば
'
｢
コ
ノ
ナ
カ
ニ
｣
と
も
な
る
わ
け
で
'
漢
文

調
の
す
-
な
い
文
章
は
'
｢
ナ
カ
ン
ヅ
ク
ニ
｣
　
が
堅
-
ひ
び
-
よ
う
で
あ
る
｡

平
家
物
語
の
諸
本
の
中
に
見
ら
れ
る
｢
中
ニ
モ
｣
｢
ソ
ノ
ウ
へ
｣
　
な
ど
の
表
現

が
あ
る
い
は
妥
当
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
'
今
昔
の
古
写
本
に
｢
に
｣
の
捨

て
が
な
だ
け
あ
る
か
ら
'
｢
ナ
カ
ン
ヅ
ク
ニ
｣
　
と
た
だ
ち
に
よ
ん
で
よ
い
か
ど

う
か
判
明
し
な
い
t
t
　
｢
コ
ノ
ナ
カ
l
こ
　
で
あ
る
か
も
わ
か
ら
な
い
｡
も
っ
と

も
｢
今
昔
｣
の
こ
の
文
の
次
の
節
に
は
｢
而
ル
問
｣
と
い
っ
た
訓
読
系
に
近
い

表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
思
う
と
'
大
系
本
の
傍
訓
を
そ
の
ま
ま
肯
定
し

て
よ
い
だ
ろ
う
｡

漢
字
二
字
か
ら
構
成
さ
れ
る
語
の
訓
読
法
は
'
は
じ
め
上
字
に
対
す
る
訓
を

つ
け
'
次
に
下
字
に
対
し
た
訓
を
つ
け
て
よ
む
の
が
普
通
で
あ
る
｡
し
か
し
日

本
語
の
語
順
に
し
た
が
っ
て
順
序
を
改
め
て
反
読
す
る
場
合
も
多
い
｡
こ
の
場

合
｢
就
中
｣
を
｢
コ
ノ
ナ
カ
ー
こ
と
よ
む
の
は
'
上
字
か
ら
下
字
へ
読
む
方
法

を
と
っ
て
い
る
が
'
｢
ナ
カ
ニ
ツ
イ
テ
｣
　
は
反
読
す
る
や
り
か
た
で
あ
る
｡
傍

み
ち
に
入
る
が
､
古
来
訓
読
法
と
し
て
問
題
に
な
っ
て
い
る
｢
古
事
記
上
巻
｣

の
冒
頭
に
近
い
部
分
に
あ
る
｢
隠
身
｣
の
語
に
対
し
'
今
日
の
多
-
の
学
者
は

｢
ミ
ミ
ヲ
カ
ク
シ
タ
マ
フ
｣
と
よ
ん
で
い
る
が
'
あ
る
い
は
　
｢
カ
ク
-
ミ
｣
の

方
が
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
｡
悌
典
に
｢
化
身
'
法
身
'
即
身
'
生

身
､
等
身
｣
な
ど
の
語
が
多
い
が
､
こ
れ
ら
の
語
は
上
の
語
が
下
の
語
の
修
飾

限
定
に
な
っ
て
い
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
合
せ
考
え
て
み
る
必
要

が
あ
る
で
あ
ろ
う
｡

確
信
を
も
っ
て
は
断
言
で
き
な
い
が
'
｢
就
中
｣
　
を
現
在
の
よ
う
に
　
｢
ナ
カ

ン
ヅ
ク
｣
と
反
読
す
る
よ
り
も
｢
コ
ノ
ナ
カ
ニ
｣
と
上
か
ら
読
む
方
が
最
初
に

成
立
し
た
訓
法
で
あ
っ
た
こ
と
は
既
述
の
ど
と
-
寓
目
の
資
料
と
照
し
て
言
い

得
よ
う
｡

六
　
シ
カ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ

類
衆
名
義
抄
に
は
シ
カ
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
と
よ
ま
れ
る
も
の
に
'
｢
加
之
'
加
以
､

加
復
｣
の
三
種
が
あ
げ
て
あ
る
｡
築
島
裕
博
士
の
｢
興
福
寺
本
大
慈
恩
寺
三
蔵

法
師
伝
古
点
の
国
語
学
的
研
究
｣
に
は
こ
の
三
種
の
外
に
｢
加
'
又
加
｣
を
加

え
て
例
を
多
-
示
し
て
あ
る
｡
が
､
古
事
記
序
の
｢
重
加
｣
も
同
じ
で
あ
る
｡

平
安
朝
の
公
卿
の
日
記
な
ど
に
用
例
の
多
い
も
の
で
あ
る
｡

(
御
堂
関
白
日
記
'
寛
弘
九
年
間
十
月
十
四
日
の
条
)

今
日
で
は
'
こ
の
語
に
対
す
る
読
み
か
た
は
固
定
し
て
い
て
異
訓
は
な
い
よ

う
で
あ
る
.
ロ
ド
-
ゲ
ス
日
本
大
文
典
に
は
X
i
c
a
n
o
m
i
n
a
r
a
z
u
　
と
し
て
出

て
い
る
｡

し
か
し
'
春
日
､
遠
藤
'
大
坪
'
中
田
の
諸
博
士
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
た
訓

点
語
関
係
の
著
書
に
不
思
議
と
こ
の
語
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
｡
仏
典
や
文
書

類
に
用
例
の
多
い
漢
語
で
あ
る
が
､
初
期
に
は
｢
シ
カ
ノ
､
､
､
ナ
ラ
ズ
｣
の
成
語

が
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
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カ
ー
d
l
レ

､
卜
h
U
.
で
し

し
か
レ
ー
月
ノ
ト
い
ー
イ
r
J
ノ
　
,
J
P

筆
者
の
正
倉
院
聖
語
蔵
古
点
本
の
調
査
ノ
ー
ト
中
か
ら
次
の
一
例
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
た
が
'
こ
れ
は
あ
る
い
は
用
法
が
ち
が
う
例
で
あ
る
か
も
知
れ
な

ヽ

.

0

I
,
ヤ

｢
是
政
如
来
は
　
随
灯
心
に
而
説
(
き
)
た
ま
ひ
て
喝
二
芳
し
た
ま
ふ
巻
属
ヰ
所
題
詞
　
駆
二
損
す
る

は
'
虚
言
ヰ
抽
笥
心
に
無
l
て
ぁ
ら
)
し
め
た
ま
ふ
畏
難
7
.
｣

右
の
文
中
の
｢
加
之
｣
は
後
世
な
ら
ば
'
句
読
を
変
え
て
｢
シ
カ
ノ
､
､
､
ナ
ラ

ズ
｣
と
よ
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡

平
家
物
語
に
も
数
例
使
用
さ
れ
て
お
り
'
｢
加
之
｣
と
あ
り
'
建
治
二
年
東

大
寺
宗
性
筆
の
　
｢
華
厳
経
祖
師
伝
巻
上
｣
に
は
　
｢
加
-
以
｣
に
｢
シ
カ
ノ
ミ
ナ

ラ
ス
｣
の
傍
訓
が
あ
る
｡
｢
シ
カ
ノ
､
､
､
ナ
ラ
ズ
｣
　
は
比
較
的
早
-
固
定
し
た
訓

で
あ
る
｡

七
　
サ
モ
ア
ラ
バ
ア
レ

観
智
院
本
名
義
抄
に
は
｢
遮
莫
｣
の
訓
と
し
て
こ
の
成
句
が
出
て
い
る
｡
商

務
印
書
館
の
｢
辞
源
｣
に
よ
る
と
'
｢
唐
時
代
の
語
と
し
て
'
僅
語
'
猶
語
億

教
也
'
自
唐
以
来
有
之
｣
と
L
t
李
白
の
詩
を
例
示
し
て
い
る
｡
ま
た
'
大
言

海
に
は
'
鶴
林
玉
露
の
　
｢
詩
家
用
遮
英
字
　
蓋
　
今
俗
語
'
所
謂
健
教
者
是

也
｣
を
あ
げ
て
い
る
｡
し
た
が
っ
て
健
教
も
サ
モ
ア
ラ
バ
ア
レ
と
訓
む
わ
け
だ

が
'
わ
が
上
代
資
料
に
は
こ
の
語
は
未
見
で
あ
る
｡

こ
の
成
語
は
平
安
時
代
早
-
か
ら
成
立
し
'
別
訓
は
な
い
よ
う
で
あ
る
｡
富

士
谷
成
茸
の
｢
か
ざ
し
抄
｣
に
特
別
に
項
目
が
立
て
て
あ
る
の
は
こ
の
成
句

が
､
和
歌
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
か
ら
で
あ
る
｡
雅
言
集
農
を
み
る
と
'

源
賢
法
眼
集
'
拾
遺
集
'
古
今
六
帖
'
源
収
集
'
新
古
今
集
'
式
子
内
親
王

集
､
拾
員
集
'
和
泉
式
部
集
､
拾
玉
集
'
小
侍
従
集
な
ど
の
用
例
が
あ
げ
て
あ

る
L
t
国
歌
大
観
の
索
引
を
み
る
と
'
更
に
多
-
の
歌
集
中
に
こ
の
成
句
が
使

用
さ
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
｡

伊
勢
物
語
六
五
段
'
｢
む
か
L
t
　
お
は
や
け
お
ぼ
し
て
使
う
給
ふ
女
の
'
色
許

さ
れ
た
る
あ
り
け
り
q
J
の
段
に
あ
る
｢
恩
ふ
に
は
忍
ぶ
る
こ
と
ぞ
負
け
に
け
る

逢
ふ
に
し
か
へ
ば
　
さ
も
あ
ら
ば
あ
れ
｣
　
こ
の
歌
は
新
古
今
で
は
業
平
の
歌

と
し
て
出
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
'
相
当
早
い
時
期
に
｢
さ
も
あ
ら
ば
あ
れ
｣

が
歌
に
よ
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
｡

こ
の
語
は
王
朝
文
人
に
愛
読
さ
れ
た
遊
仙
窟
中
に
｢
遮
莫
｣
の
傍
訓
と
し
て

出
て
-
る
も
の
で
'
比
較
的
初
期
に
語
形
が
固
定
L
t
多
-
の
人
に
知
ら
れ
'

し
た
が
っ
て
和
歌
に
も
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
遊
仙
窟

の
本
文
を
こ
の
項
の
末
に
あ
げ
て
お
-
0

｢
さ
も
あ
ら
ば
あ
れ
｣
の
形
の
成
立
を
あ
と
づ
け
る
資
料
は
未
だ
手
も
と
に

入
手
し
て
い
な
い
｡
た
だ
'
｢
あ
れ
｣
は
動
詞
の
命
令
形
で
'
所
謂
放
任
す
る

意
を
も
つ
も
の
で
あ
る
が
､
こ
の
形
は
極
初
期
訓
点
資
料
に
見
ら
れ
る
｡

菩
薩
善
戒
経
巻
l
平
安
初
期
点
　
　
　
　
　
.

世
導
　
現
に
在
(
し
)
て
マ
レ
'
若
(
は
)
入
l
F
)
た
ま
ヒ
テ
マ
レ
淫
盤
r
　
我
富
に
云
何
(
に
)
し
て
か

分
こ
別
し
了
知
せ
む
審
問
の
禁
戒
縁
覚
の
禁
戒
菩
薩
の
禁
戒
ヰ

於
て
諸
の
財
物
ペ
若
(
は
)
多
く
と
(
ち
)
ア
レ
'
若
(
は
)
少
く
と
(
ち
)
ア
レ
心
に
不
平
貴
著
笥
)

欲
け
施
せ
む
(
と
)
.
施
す
る
時
も
　
(
及
)
　
行
れ
施
を
己
て
は
悉
(
く
)
生
討
歓
喜
丁
随
】
P
)
て
所

=
泡
の
物
r
若
(
は
.
 
)
多
く
と
も
丁
レ
若
(
は
)
少
く
と
も
丁
レ
心
に
無
ユ
疑
侮
]
 
C
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嘉
の
例
は
F
-
モ
ア
レ
｣
と
こ
の
形
が
つ
づ
ま
っ
て
､
F
t
T
マ
レ
｣
　
に
な
っ

た
加
点
例
で
'
春
日
政
治
博
士
が
｢
古
訓
点
の
研
究
｣
　
(
二
百
九
十
二
貢
)
で

紹
介
さ
れ
た
が
博
士
の
引
用
に
は
文
章
の
省
略
が
あ
る
.
 
0

遊
仙
窟
の
古
写
本
に
は
醍
醐
寺
本
､
真
福
寺
本
'
陽
明
文
庫
本
な
ど
'
鎌
倉

時
代
の
も
の
が
知
ら
れ
､
そ
れ
ら
は
す
べ
て
複
製
本
が
印
行
さ
れ
て
い
る
が
'

陽
明
文
庫
本
か
ら
抜
き
響
き
し
て
お
く
｡

五
娘
,
詠
(
し
)
て
日
(
-
)
､
裾
野
酎
∵
ト
腎
在
り
,
未
.
r
h
,
戒
ス
駄
ヤ
カ
｡
)
軌
弊

タ

ダ

に

　

　

　

　

　

ア

ナ

カ

チ

(

に

)

　

ト

-

ツ

タ

　

サ

モ

ア

ラ

ハ

ア

レ

　

イ

タ

セ

径
惑
シ
)
 
E
=
　
提
着
遥
撲
シ
　
造
二
精
神
T
.

タ

ヤ

ス

ク

　

　

　

　

イ

ナ

ヒ

醍
醐
寺
本
に
は
｢
遮
莫
｣
の
右
傍
に
｢
サ
モ
ア
ラ
ハ
ア
レ
｣
'
左
傍
に
　
｢
ア

チ
キ
ナ
シ
｣
　
の
訓
が
つ
け
て
あ
る
｡

八
　
漢
字
の
固
定
訓
雑
考

筆
者
は
漢
文
訓
読
語
と
し
て
最
も
特
色
の
あ
る
｢
当
･
応
･
宜
･
将
･
須
｣

な
ど
い
わ
ゆ
る
再
読
文
字
の
成
立
に
つ
い
て
所
見
を
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
が
'

(
小
著
｢
初
期
点
本
論
致
｣
所
収
の
｢
返
読
字
｣
の
成
立
に
つ
い
て
)
'
そ
れ
ら

の
再
読
法
の
成
立
は
文
字
に
よ
っ
て
時
代
の
前
後
も
あ
り
'
初
期
の
訓
法
は
必

ず
し
も
後
世
の
固
定
訓
と
同
7
で
な
い
も
の
が
あ
る
.

山
田
博
士
が
｢
漢
文
の
訓
読
に
よ
り
て
伝
へ
ら
れ
た
る
語
法
｣
の
中
で
｢
す

べ
か
ら
-
･
･
･
-
･
す
べ
し
｣
を
と
り
あ
げ
ら
れ
'
｢
正
倉
院
聖
語
蔵
御
本
厩
経
四

分
律
古
点
｣
の
中
で
｢
客
比
丘
須
依
止
者
｣
の
｢
須
｣
字
に
傍
訓
｢
へ
ク
ア
ラ

ハ
｣
と
あ
る
の
に
対
し
'
こ
れ
を
解
読
さ
れ
た
大
矢
透
博
士
の
｢
依
止
ス
へ
ク

ア
】
ス
｣
を
否
定
さ
れ
｢
『
須
』
字
を
単
純
に
読
め
る
こ
と
は
古
今
に
例
な
き

虞
な
れ
ば
'
こ
れ
は
な
は
『
ス
ベ
ク
ア
ラ
ク
ハ
依
止
ス
ベ
ク
ハ
』
と
よ
む
べ
き

も
の
な
る
べ
き
な
り
｣
と
改
め
ら
れ
た
｡
(
同
書
百
十
頁
)
　
筆
者
は
こ
の
時
代

に
は
｢
須
｣
字
の
再
読
訓
は
成
立
し
て
い
な
い
の
で
こ
の
部
分
は
｢
須
｣
字
に

｢
求
也
｣
と
あ
る
例
に
よ
っ
て
'
｢
依
止
を
須
ム
へ
ク
ア
ラ
ハ
｣
と
改
訓
し
て
い
る
｡

漢
字
に
は
そ
の
訓
法
が
早
-
成
立
し
'
固
定
L
t
今
日
ま
で
同
1
の
形
で
伝

承
さ
れ
て
い
る
も
の
と
､
中
に
は
多
-
の
異
訓
が
行
な
わ
れ
t
 
T
訓
が
残
り
'

今
日
に
至
っ
て
い
る
も
の
と
が
あ
る
｡
一
般
に
虚
字
の
類
は
'
そ
れ
ほ
ど
多
く

の
訓
法
は
な
か
っ
た
が
'
自
立
語
の
場
合
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
読
み
を
も
っ
た
も

の
が
多
い
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
｡

7
例
を
あ
げ
る
と
｢
挙
｣
字
は
'
今
日
で
は
文
語
で
｢
ア
グ
｣
'
口
語
で

｢
ア
ゲ
ル
｣
が
使
用
さ
れ
て
い
る
.
神
田
喜
1
郎
博
士
の
｢
日
本
書
紀
古
訓
考

証
｣
に
聖
徳
太
子
の
十
七
粂
憲
法
中
の
｢
従
衆
同
挙
｣
を
｢
オ
コ
ナ
へ
｣
と
よ

ん
で
い
る
こ
と
を
あ
げ
ら
れ
､
｢
挙
｣
字
に
オ
コ
ナ
フ
の
訓
の
あ
る
こ
と
を
論

証
さ
れ
た
が
'
岩
波
の
｢
日
本
古
典
文
学
大
系
'
今
昔
物
語
二
｣
で
山
田
忠
雄

氏
は
挙
字
が
'
コ
ゾ
-
テ
と
よ
む
例
を
多
-
示
さ
れ
'
｢
全
部
が
連
用
形
の
テ

に
続
-
ば
か
り
で
'
こ
の
点
'
7
つ
の
定
型
を
な
す
を
知
る
.
挙
国
'
挙
世

の
翻
訳
が
国
挙
-
テ
'
世
挙
-
テ
と
な
り
常
に
副
詞
に
用
い
ら
れ
る
点
と
,
国
･

世
と
挙
-
テ
の
間
に
助
詞
を
介
入
す
る
こ
と
が
な
い
｣
点
を
注
意
し
て
お
ら
れ

る
｡

｢
コ
ゾ
ル
｣
　
の
訓
は
'
日
本
書
記
の
古
訓
と
し
て
学
者
に
注
目
さ
れ
'
大
言

海
は
じ
め
'
現
行
の
辞
書
に
収
録
し
て
あ
り
'
7
万
｢
伊
勢
物
語
｣
の
｢
業
平

東
下
り
｣
な
ど
に
出
て
い
る
も
の
で
'
｢
古
本
説
話
集
｣
　
そ
の
他
の
作
品
に
用

H
一
,
'
^

＼

･

ノ

ヽ
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h
H
J
メ

角

ま

ヰ
ハ
｣
ノ
L
q
ノ
V
I
す
べ
七
｢

例
が
多
い
し
'
一
般
人
周
知
の
訓
で
あ
る
｡

｢
法
華
経
巻
五
｣
の
｢
父
少
而
子
老
'
挙
世
所
不
信
｣
の
部
分
は
'
法
華
経

の
古
点
本
は
勿
論
'
鎌
倉
室
町
江
戸
の
　
｢
か
な
書
き
｣
　
法
華
経
に
至
る
ま
で

｢
世
こ
ぞ
り
て
｣
　
と
慣
用
的
訓
法
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
｡
と
こ
ろ

が
現
行
の
法
華
経
訓
読
本
に
は
｢
世
を
こ
ぞ
っ
て
｣
と
助
詞
｢
を
｣
が
加
え
ら

れ
た
り
'
岩
波
文
庫
本
で
は
｢
コ
ゾ
ッ
テ
｣
の
訓
を
や
め
'
｢
世
を
挙
げ
て
｣

と
し
て
し
ま
っ
て
い
る
｡

文
集
巻
三
㌧
蛮
子
朝
の
｢
鮮
干
仲
通
六
寓
卒
　
征
蛮
1
陣
合
軍
役
｣
を
末
永

(
コ
ゾ
)

四
年
点
で
は
　
｢
征
蛮
の
　
1
陣
に
軍
合
(
ツ
)
,
テ
没
す
｣
　
と
訓
じ
て
い
る
の
に

｢
中
国
詩
人
選
集
｣
で
は
｢
合
軍
役
す
｣
と
普
読
し
て
お
り
'
こ
こ
で
も
伝
統

の
訓
が
採
用
さ
れ
て
い
な
い
｡

｢
賛
美
歌
｣
の
｢
諸
人
こ
ぞ
り
て
迎
へ
ま
つ
れ
｣
と
か
'
｢
四
百
余
州
を
　
こ

ぞ
る
十
万
余
騎
の
散
｣
　
と
い
う
　
｢
元
冠
｣
　
の
歌
に
用
い
ら
れ
た
｢
こ
ぞ
る
｣

は
､
現
代
人
に
は
耳
遠
い
廃
語
･
死
語
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
｡
戦
前
'
倉

石
武
四
郎
博
士
が
､
｢
挙
｣
　
字
の
訓
を
'
そ
の
用
法
に
関
係
な
-
｢
ア
ゲ
ル
｣

と
よ
む
こ
と
に
よ
る
国
語
の
混
乱
を
指
摘
さ
れ
'
｢
欲
｣
字
を
す
べ
て
｢
ホ
ッ

ス
｣
と
よ
む
た
め
斎
藤
拙
堂
の
｢
月
が
瀬
の
梅
林
を
観
賞
す
る
紀
行
文
｣
で
梅

花
を
見
て
　
｢
欲
狂
｣
　
す
る
箇
所
を
　
｢
狂
せ
ん
と
ほ
っ
す
｣
　
と
訓
じ
て
'
そ
の

真
意
を
理
解
し
得
な
い
初
心
者
の
漢
文
学
習
を
歎
じ
て
お
ら
れ
た
こ
と
を
記
憶

し
て
い
る
｡

む
す
ぴ

小
論
で
と
り
あ
げ
た
成
句
三
語
は
'
そ
の
成
立
に
年
代
的
前
後
が
あ
り
'
早

く
か
ら
固
定
訓
を
も
つ
も
の
と
t
 
L
か
ら
ざ
る
も
の
と
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ

た
が
､
漢
籍
で
あ
れ
'
仏
典
で
あ
れ
'
そ
の
平
安
時
代
に
お
け
る
訓
読
法
は
あ

る
い
は
宗
派
別
'
あ
る
い
は
学
統
別
に
寺
院
や
学
者
間
で
特
別
に
伝
承
さ
れ
た

た
め
'
別
訓
異
訓
が
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
'
学
界
の
通
説
に
な

っ
て
い
る
｡
源
氏
物
語
に
引
用
さ
れ
た
文
集
の
訓
は
菅
原
家
に
よ
っ
て
採
用
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
が
'
江
家
'
藤
家
'
商
家
な
ど
の
儒
家
で
は
'
ど
う
訓
読
し

て
い
た
か
調
査
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
｡

山
田
博
士
が
｢
漢
文
訓
読
と
国
文
法
｣
(
明
治
書
院
国
語
科
学
講
座
の
中
)
'

｢
漢
文
訓
読
に
よ
っ
て
伝
へ
ら
れ
た
る
語
法
｣
　
の
中
で
と
り
あ
げ
ら
れ
た
事
項

に
つ
い
て
は
'
近
時
隆
昌
に
な
っ
た
訓
点
語
学
の
研
究
に
よ
っ
て
従
来
考
え
ら

れ
な
か
っ
た
程
'
精
密
な
考
証
が
な
さ
れ
て
い
る
が
'
そ
の
結
果
の
利
用
面
は

研
究
者
間
だ
け
で
一
般
国
語
･
国
文
関
係
の
人
た
ち
で
は
必
ず
し
も
満
足
な
段

階
に
い
た
っ
て
い
な
い
｡

こ
の
小
論
で
は
山
田
博
士
の
指
摘
さ
れ
た
三
.
r
の
成
句
に
つ
い
て
の
考
察

と
'
漢
字
の
知
識
の
低
下
に
も
と
づ
-
伝
統
訓
の
忘
却
例
と
し
て
倉
石
･
神
田

の
諸
先
達
に
な
ら
っ
て
｢
挙
｣
字
に
つ
い
て
言
及
し
た
だ
け
で
あ
る
が
'
漢
字
の

伝
統
訓
の
指
摘
は
多
-
の
人
に
よ
っ
て
実
施
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
｡

(
本
学
教
授
)

Osaka Shoin Women's University Repository




