
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

稻 : 唐宋用語解の二

日野, 開三郎

https://doi.org/10.15017/2335372

出版情報：史淵. 50, pp.37-47, 1951-12-28. 九州大学文学部
バージョン：
権利関係：



守 f

'1>. 

ll
唐
宋
用
語
解
の
二

ll

日

野

開

良日

、

稽
は
古
典
時
代
よ
り
現
代
造
数
千
年
に
わ
た
ク
て
用
ひ
ら
れ、
鯵
始一
貫
し
て
イ
ネ
を
意
味
し
て
来
た
語
字
で、
今
更
そ
の
語
解
を
試
み
る

は
全
く
不
要
の
弊
を
梯
ふ
に
似
た
感
が
な
い
で
も
な
い
が、
然
し
そ
れ
は
皮
相
の
考
へ
方
で
あ
っ
て、
噛貝
は
我
々
が一
般
に
理
解
し
て
居
る
よ’

り
も
透
か
に
複
雑
な
語
義
・
用
法
を
有
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る。
北
支
の
粟
と
南
支
の
稲
と
は
共
に
中
園
入
の
主
食
と
せ
ら
れ
て
来
た
穀
物
で
あ

り、
従
っ
て
中
園
の
農
業
農
民
史
は
も
と
よ
り電
震
く一
般
世
曾
経
演
史
を
研
究
す
る
上
に
も
最
も
重
要

鼠す
可
き
も
の
で
あ
る。
さ
れ
ば
稲

の
も
つ
語
義
・
用
法
を
究
明
す
る
こ
と
は
緊
急
の
重
要
事
と
云
ふ
可
く、
寧
ろ
此
れ
が
今
日
迄
等
閑
に
附
せ
ら
れ
て
来
た
の
が
不
可
解
に
さ
へ

思
は
れ
るo
恐
引
く
絡
が
徐
り
に
も
知
ら
れ
す
ぎ
た
語
字
な
る
が
故
に
却
っ
て
事
問
的
な
考
究
の
封
象
か
ら
外
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
ら
うo
と

と
で
は
唐
宋
時
代
に
於
け
る
稲
の
語
義・
用
法
に
限
定
し
て
考
設
す
る
が、
時
に
そ
θ
前
後
の
時
代
陀
及
ぶ
と
と
も
あ
る。
そ
れ
は
唐
以
前
に

於
け
る
絡
の
使
用
が
古
典
時
代
に
迄
湖
り、
以
後
の
使
用
が
現
在
に
迄
及
ん
で
ゐ
て、
そ
の
間
に
語
義
・
用
法
の
歴
史
的
な
っ
・な
が
り
が
あ

り、
完
全’
に
唐
宋
時
代
の
語
義
・
用
法
の
み
を
切
離
し
て
解
読
す
る
之
と
の
困
難
な
面
が
あ
る
矯
め
で
あ
る。

唐
宋
時
代
に
於
げ
る
稲
の
語
義
』
用
法
は
穀
の
種
類
と
し
て
の
稲
と
穀
粒
と
し
て
の
稲
と
の
二
つ
の
場
合
忙
大
き
く
分
げ
て
考
察
す
る
の
が

陸宮

崎

直
る
J

順
序
と
し
て
先

妥
の
種
類
右

手
語
と
し
τ
ρ

窓

会

ー苧
る
が、
そ
れ
に
は
唐

宋時
代
C

会

会

五
く
古

$
典
時
代
以
来
。
歴
史
を一
括
し
て
扱
ふ
必
要
が
あ
る。

モ

チ

発
づ
古
典
に
見
え
る
稲
に
就
い
て
考
察
す
る
に、
そ
れ
は
稲
D
凡
ゆ
る
種
類
を
総
括
す
る
名
稀
な
り
と
す
る
説、
即
ち
具
睦
的
に一式
へ
ば
嬬

指

一
色

轟

i
i
J
 

ウJF



晶

＝一

凡

稲

hy
ap
チ

稲
と
杭
（
糠〉

穏
と
を
併
せ
稀
す
る
総
名
な
り
と
す
る
識
と、

専
ら
嬬
絡
の
み
を
指
し、

枕
稲
を
含
ま
歩
、と
す
る
設
と
が
古
く
か
ら
並
び
行
は

れ、

雨
々
相
封
宜
し
で
譲
ち
ゃJ、

未
解
決
。
問
題
と
し
て
涜
代
に
及
ん
で

s

ゐ
る。

清
代
に
於
け
る
そ
の
代
表
的
な
意
見
を
双
方
に
就
い
て
二
三

紹
介
し
て
沿
く。

程
落
田
の
九
穀
考
の
稿
。
僚
を
見
る
に、

稲
の
古
義
は
専
ち
濡
稲
な
り
と
す
る
考
解
が
古
来
唱
へ
ら
れ
て
来
た
こ
と、
そ
れ
は
詩
経
そ
の
他

の
古
典
に
稲
を
以
て
酒
を
醸
る
と
あ
る
に
立
論
し
て
ゐ
る
と
主
ハ
中
園
で
は
酒
の
材
料
に
嬬
米
を
用
ひ、
そ
れ
は
唐
・
五
代
・
宋
で
も
同
様

で、

豊
富
な
宋
の
文
献
に
就
い
て
見
る
も、

醸
酒
は
必
宇
精
を
用
ひ
て
語
り、

同
様
の
記
事
は
唐
・
五
代
に
も
明
瞭
な
所
停
が
あ
る
）
等
を
越

ペ
、
更
に
此
の
考
解
は
誤
り
で、

稲
は
凡
ゆ
る
品
種
の
大
名
〈
綿
名〉
で
あ
る
こ
と、
そ
れ
は
酒
は
必
守
し
も
精
米
た
る
を
要
せ
歩、

糠
米
か

ち
も
醸
れ
る
と
造、

論
語
・
周
躍
・
爾
雅
等
の
古
典
に
徴
す
る
も
そ
の
大
名
な
る
と
と
が
詮
せ
ら
れ
る
と
と、

稲
が
糠
・
嬬
の
大
名
な
ら
ば
濡

を
も
含
む
稲
を
穫
で
酒
を
醸
る
と
あ
る
何
一は
何
ら
不
合
理
な
く
解
せ
ら
れ
る
と
主
等
を
論
じ
て
ゐ
るo
段
玉
裁
の
設
文
解
字
注
鮎
稲
の
僚
に
も

右
の
九
穀
考
を
引
き
つ
つ
同
じ
見
解
を
述
ぺ
て
大
名
設
に
賛
し
て
ゐ
るo

所
内m
桂
一設
の
設
文
解
字
議

論喜一一
稲
の
僚
に
は

案。
今
以
犬
米
銭
稲
非
也
。
蓋
稲
麗
非
民
稲
也。

あ
ず
篤
稲、

本
書
穂
積
不
識
者。
云
云。

ネ
ベ

と
τ

今
の
俗
が
大
米
（
ア
ワ
米
の
小
米
に
封
し、

稲
米
を
大
米
と一
五
ふ〉

を
綿
て
稲
と
云
ふ
り
は
非
で、

只
詰
る
も
の
ハ
即
ち
嬬
稲）
の
み
が

本
来
の
稲
で、

そ
の
他
の
も
の
は
農
の
稲
で
な
い
と
主
張
し、

多
く
の
古
典
を
引
用
批
判
し
て
白
設
の
強
化
に
つ
と
め
て
ゐ
る。

そ
の
他
劉
楚

禎
の
緯
穀
や
爾
雅
・
康
雄
の
諸
注
疏
等、

稲
及
び
此
れ
と
同
義
の
稔
り
解
義
に
関
す
る
諸
書
に
は
何
れ
も
此
れ
と
同
様
の
爾
見
解
の
封
立
が
展

開
せ
ら
れ、

そ
れ
そ
れ
種
々
の
古
典
が
引
用
論
義
せ
ら
れ
て
ゐ
る
o
そ
し
て
此
の
野
立
は
未
解
決
の
ま
ま
と
な
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が、

湖
ハJ

て
唐
宋
時
代
に
も
爾
見
解
は
激
し
く
樹
立
し
て
居
る
様
で
あ
る
。

明
の
李
時
珍
の
本
草
網
目
一一一一
稲
の
僚
下
を
見
る
に
、
先
づ
彼
自
身
の
意
見
を
述
べ
て

稲
・
稔
者
杭
・
精
乙
通
稿。

、、



＃ 

と
断
じ、
古
く
晋
の
楊
泉
の
著
は
L
た
物
理
論
な

E

る
書
に
「
稲
者
説
縄
乙
綿
稽」
と
あ
る
に
賛
し
て
ゐ
る。
因
み
に
稲
の
麗
を
翫
種
と
稀
し
て

ゐ
る
の
は、
そ
れ
が
水
田
の
作
で
あ
る
矯
め
で、
呂田
代
に
は
陸
稲
は
未
だ
中
閣
に
入
っ
て
ゐ
な
か
っ
た。
陸
稲
が
中
閣
に

普及
す
る
の
は
北
宋

の
翼
宗
が
占
城
ι
り
そ
の
種
子
を
職
入
し
て
栽
培
を
勧
奨
し
て
か
ら
で、
南
宋
時
代
に
は
己
に
大
い
に
作
ら
れ、
袖
と、
稀
し
て
ゐ
た。
利
と
は

占
携
の
菅
を
採
っ
た
名
稽
と
思
は
れ
る。
李
時
珍
は
更
に
唐
宋
時
代
の
諸
本
草
家
の
稲
の
元
義
に
関
す
る
見
解
を
多
数
紹
介
し
て
ゐ
る
が、
そ

の
主
な
も
の
を
拾
っ
て
見
る
と、
唐
の
新
修
本
草
の
撰
者
蘇
恭
ハ
恭
は一
に
敬
に
も
作
る）
は
稲
を
以
て
穣
穀
の
通
名
な
り
と
す
る
設
を
主
っ

て
ゐ
る
と
あ
り、
宋
の
開
費
本
草
の
撰
者
馬
志、
嘉
一服
補
註
本
草
の
撰
者
掌
高
錫、
本
草
初
義
の
撰
者
売
る
北
宋
末
の
冠
宋
爽
等
は
稲
を
以
て

嬬
稲
な
り
と
し
て
ゐ
る
と
惇
へ
て
ゐ
る。
即
ち
雨
設
の
樹
立
が
晋
・
南
北
朝
よ
り
唐
宋
に
及
び、
更
に
元
明
を
経
て
清
朝
に
引
纏
が
れ
た
と
と

を
知
り
得
る。
但
し
此
れ
は
稲
の
古
義、
或
は
寧
ろ一
充
義
の
解
爆
に
封
す
る
皐
識
と
し
て
の
封
立
で
あ
っ
て、
稲
の
費
際
の
用
義
で
は
な
い。

賓
際
の
用
義
は
此
の
元
義
の
皐
設
と
は
別
個
に
考
察
せ
ち
る
可
き
問
題
で
あ
る。

本
草
網
目
に
依
れ
ば、．
稲
即
嬬
稽
設
を
奉
やノ
る
掌
一雨
錫
は
稲
の
元
義
は
嬬
稲
な
り
と
主
張
し
つ
つ、
然
も
質
際
に
は
秦
漢
は
勿
論、
先
秦
時

書

モ

フ

代
に
於
い
て
さ
へ
も
杭
嬬
の
綿
名
と
し
て
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
事
賓
を
認
め、
比
れ
に
謝
し
て
「
以
所、
に
此
れ
は
後
人
の
混
稀
で
あ
っ
て
稲
即
嬬

な
る
こ
と
を
知
ら
な
い
の
だ
」
と
の
評
を
下
し
て
ゐ
る
と
云
ふ。
叉
同
じ
く
稲
即
嬬
の
設
を
奉
宇
る
宋
の
馬
志
が
「
今、
枕
濡
ニ
穀
を
遇
呼
し

て
稲
と
な
す
は
稲
の
古
義
を
感
ナ
も
の
で
あ
る」
と
論
じ
て
ゐ
る
と
云
ふ。
馬
志
は
宋
D
太
阻
に
仕
へ
た
も
の
で
あ
る
か
ら、
賢
際
の
用
義
と

し
℃
稲
が
杭
嬬
を
綿
綿
し
て
ゐ
た
の
は
宋
初、
従
っ
て
そ
の
前
の
唐
・
五
代
も
同
様
で
あ
っ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る。
思
ふ
に
そ
れ
は
先
秦
よ

け
秦
漢
を
経
て
唐
宋
に
至
る
迄
襲
り
無
か
っ
た
の
で
あ
ら
う。
更
に
段
玉
裁
の
説
文
解
字
注
の
稲
の
注
に

今
俗
概
謂
裁
者
・
不
紡
者、
未
去
糠。
日
稲。

と
て
清
代
で
も
稲
の
賓
際
の
用
法
は
枕
稽
の
綿
稀
と
し
て
で
あ
っ
た
と
と
を
明
か
に
し
て
ゐ
る。
先
秦
よ
り
唐
宋
に
績
い
た
此
の
費
際
の
用
法

が
更
に
元
明
を
経
て
清
に
及
ん
だ
こ
と
を
察
し
得
る。
即
ち
稲
の
元
義
に
劃
す
る
二
曲学
設
の
長
い
封
立
と
は
全
然
関
係
な
く、
賓
際
の
使
用
は

稲

九



稲

四
0 

稲
の
属
の
綿
稿
と
し
て
先
案
。
昔
よ
り
今
日
に
及

ゐだ
こ
と
を
知
り
得
る
の
で
あ
る。
因
み
に
此
の
稲
の
元
義
に
謝
す
る
雨
事
訟
の
批
判
を
も

此
の
際
試
み
る
可
き
で
あ
る
が、
筆
者
の
研
究
は
未
だ
そ
と
迄
及
ん
で
ゐ
な
い
の
で、
遺
憾
乍
ら
今
後
を
期
す
る
外
な
い。
只一一
吉
し
て
長
き

た
い
の
は、
後
年
の
賓
欣
は
嬬
よ
り
も
税
が一
般
的
な
穀
で
あ
る
賠
へ
の
注
意
が
此
の
爾
誘
共
に
充
分
で
な
い
所
に
何
れ
も
大
き
な
献
陥
を
有

し
て
ゐ
る
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る。
稲
の一
克
義
を
考
へ
る
に
営
つ
て
は、
稲
の
語
字
を
生
ん
だ
時
代
は
果
し
て
E
う
で
あ
っ
た
か、
嬬
と
枕
と
何

れ
が
食
穀
と
し
て
主
位
を
占
め
之
ゐ
た
か
と
云
ふ
黙
の
考
察
を
新
に
附
け
加
へ
て
研
究
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
ら
う。

以
上
に
論
越
し
た
所
は、
明
代
の
著
書
本
草
網
目
を
殆
ん
E
唯一
の
手
掛
り
と
し
た
も
の
で、
史
料
的
に
不
充
分
の
識
は
兎
れ
な
い
が、
然

し
唐
宋
時
代
の
稲
が
稲
の
開局
の
総
穏
と
し
て
使
用
せ
ら
れ
て
ゐ
た
こ
と
は
営
時
の
文
献
に
現
れ
る
稲
の
賢
際
用
例
に
照
し
て
も
鑓
り
な
い
の
で

’
あ
る。
但
し
唐
栄
時
代
に
用
ひ
ら
れ
た
稲
が
常
に
必
歩
枕
嬬
の
雨
者
を
併
せ
含
ん
で
ゐ
た
と
云
ふ
の
で
は
な
い。
枕
精
の
締
穏
と
し
て
用
ひ
ら

れ
る
と
共
に、
只
そ
の
一
種
の
み
を
指
し
て
ゐ
る
場
合
も
あ
る。
そ
し
て
此
の一
種
へ
の
限
定
的
使
用
は
一
般
に
嬬
よ
り
も
杭
を
指
し
て
ゐ

た。
そ
の
詮
例
を
二
三
翠
示
す
る。

通
n奥

地一
食
貨
・

堅盟一
・
貞
観一
初
の
僚
の

笠宮
左一
丞
戴由円
の
義
倉
創
置
の
奏
請
中
に

今
請。
自
王
公
以
下
愛
及
衆
庶。
計
所
墾
田
稼
稽
頃
畝。
毎
至
秋
熟。
準
見
回
苗
以
理
勤
謀。
護
令
出
穀。
稲
萎
乙
郷
亦
同
此
挽。
各
納

所
在
潟
立
義
倉。

と
て
義
倉
を
立
て
る
矯
め
に
官
民一
律
に
耕
作
面
積
に
慮
。
て
穀
を
出
さ
し
め
る
こ
と
と
し、
稲
萎
耕
作
地
帯
で
は
稲
姿
を
出
さ
し
め
た
いa
を

述
べ
て
ゐ
る。
北
支
で
穀
と
云
ふ
はモ
黙
で
右
D
穀
も
此
の
意
味
に
用
ひ
ら
れ
た
も
の
で
あ
るo
冊
府
元
亀

…宝
邦
計
部・
常
一午
門
広
右
と

同一
記
事
を
の
せ
て

童
令
出
粟。
稲
委
之
郷
亦
同
此
続。
云一去。

と
あ
り、
通
典
の
穀
を
と
と
で
は
粟
と
明
書
し
て
ゐ
る。
通
典
の
穀
が
粟
と
同
義
に
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
と
と
を
詮
す
る
好
参
考
と
云
へ
ょ
う。

ヘ

冶gh

的

、

/ 

て



’ 、

唐
朝
は
戴
腎
の
奏
請
を
取
上
げ、
そ
の
賓
施
。
具
鰻
策
を
戸
部
命
書
韓
仲
良
に
命
じ
て
立
案
せ
じ
め
た。
遇
典
の
上
文
の
績
き
に
そ
の
真
髄
案

を〆
載
せ
て
、

主
公
以
下
墾
田。
畝
二
升。
共
粟
萎
糠
稲
之
属。
各
依
地
土
貯
之
州
勝。
云一
宮。

と
あ
り、
そ
の
徴
牧
す
る
穀
物
は
粟
・
婆
・
糠
稽
等
と
す
る
と
と
を
明
か
に
し
て
ゐ
る＠
義
倉
穀
は
備
荒
用
。
貯
蓄
で
あ
り、
主
っ
て
専
ら
飯

米
用
の
梗
稲
を
取
り
立
て
嬬
稲
を
さ
け
た
も
の
と
思
は
れ
るow
か
く
専
ら
糠
稲
を
取
立
て
る
際
に
特
に
糠

稲っと
明
言
し
た
の
は、
皐
に
稲
と
云一

へ
ば
糠
嬬
を
併
せ
含
む
ζ
と
と
な
る
矯
め、
さ
う
し
た
混
飢
を
避
け
ん
と
し
た
の
で
あ
ら
え
所
が
戴
胃
の
奏
請
に
は
特
陀
梗
稲
と
は一ぼ
っ
て

お
な
い。
然
し
彼
も
や
は
り
梗
稲
の
つ
も
り
で
稲
と
云
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う。
即
ち
皐
に
稲
と
云
へ
ば
普
通
は
梗
稲
と
し
て
理
解
せ
ら
れ、

よ
っ
て
戴
胃
も
只
車
に
稲
と
稀
し
た
が、
韓
仲
良
の
賀
行
案
で
は
E
確
を
期
し
て
令
文
に
梗
稲
と
明
書
せ
し
め
た
の
で
あ
ら
う。

念
・
開
元
二
十
五
年
の
僚
に
は
更
に
比
の
義
倉
穀
に
就
い
て
の
式
を
定
め
て

遇
典
の
同

定
式。
王
公
以
下。
毎
年
戸
別
擦
所
種
田
畝。
別
税
粟
ニ
升。
以
矯
義
倉。
共
商
貰
戸
若
無
間
及
不
足
呑。
上
上
戸
視
五
石。
上
中
以
下

遜
減
各
有
差
下
諸
出
給
雑
種
準
粟
者。
稲
穀一
斗
五
升
営
粟一
斗。
共
折
納
縫
米
者。
稲
三
石
折
納
給
米
一
石
四
斗。

と
あ
り、
梗
稲
た
る
可
き
義
倉
穀
を
車
に
稲
と
呼
ん
で
ゐ
る。
即
ち
式
文
に
於
い
て
さ
へ
稲
を
以
て
糠
稲
を
表
し
て
ゐ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る。

そ
し
て
そ
れ
は
車
に
稲
と
云
へ
ぽ
一
般
陀
糠
稲
を
さ
し、
式
文
を
誤
解
せ
ら
れ
る
恐
れ
が
無
か
っ
た
矯
め
？
な
け
れ
ば
友
ち
泊。

宋
舎
要
・
食
貸
一一
六
屯
田
雑
録
・
支
持腸
四
年
四
局
の
僚
に

内
殿
崇
班
・
関
門
祇
候
慮
鑑一
言。
保
州
屯
国
務。
自
来
逐
年
耕
積
水
陸
田
八
十
頃。
医
在
任
三
年
間。
開
展
至
百
態
頃。
歳
牧
梗
嬬
稲
寓

八
千
石。
或
ニ
高
石
。
云一訳。

と
て
保
州
屯
問、
の
牧
穫
を
粧
稲
・
嬬
稲
合

設狗
石
と一
去
っ
て
ゐ
る
の
は、
勿
論
表
現
の
疋
確
を
期
し
た
も
の
で
あ
る
が、
一
一回
又
皐
に
稲
と
云

へ
ぽ
観
的相
・
嬬
稲
の
何
れ
か
一
方
に
の
み
解
せ
ら
れ
る
恐
れ
が
あ
っ
た
矯
め
で
も
あ
ら
うo
同
書
・
食
貨
時
四
－一市

整柿
草
・
紹
興
十
九
年
六
月

稲
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二
十
四
日
の
僚
に

枇
。

己
有
二
一視
田
畝
諮
出。

今
人
戸
自
行
迭
納
外
o

勝
儀
剰
租
課
折
納
大
萎
・

裕
子
。

桝。

内
官
得
大
婆
・

稲
子
搭
充
行
在
馬
料。

と
あ
っ
て
官
田
よ
り
翠
る
小
作
料
の
稲
子
を
馬
料
に
充
て
た
こ
と
が
見
え
る
。

馬
料
に
充
て
て
ゐ
た
の
は
専
ら
杭
稲
で
あ
る
か
ら、

右
に一
試
ふ

積
も
枕
稲
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

即
ち
宋
代
で
も
皐
に
稲
と
云
へ
ば
稲
類
の
穂
綿
か
、

然
ら
歩
ん
ぽ
杭
稲
を
限
定
的
に
指
し
て
ゐ
た
と
と
を
指摘

ひ
得
る
。

保
州
屯
田
務
の
牧
入
を
糠
嬬
計
何
石
と
云
っ
て
ゐ
る
の
は
、

や
は
り
単
に
稲
と
云
へ
ば
糠
稲
と
解
せ
ら
れ
る
恐
れ
が
あ
っ
た
矯
め
で

あ
ら
う
。

因
み
に
嬬
は
梗
よ
り
も
慣
が
高
く
、

従
っ
て
同
じ
数
量
の
場
合、

嬬
を
含
ん
で
ゐ
る
方
が
そ
れ
丈
高
く
評
債
せ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ

以
上、

翠
例
の
教
は
小
数
に
止
め
た
が
、

唐
宋
時
代
の
稲
が
限
定
的
広
用
ひ
ら
れ
た
場
合
は
一

般
に
嬬
よ
り
も
寧
ろ
糠
を
指
し
て
ゐ
た
こ
と

を
察
す
る
に
は
事
足
り
る
で
あ
ら
う
。

梗
と
嬬
と
を
そ
の
生
産
・

治
費
の
量
よ
り
見
れ
ば
、

梗
が
殆
ん
E
塵
倒
的
に
多
く、・
嬬
は
懸
絶
し
て
少

か
っ
た。

稲
が
愚
説
上
で
は
嬬
を一
冗
義
と
す
る
と
の
意
見
が
有
力
に
行
は
れ
乍
ち、

然
も
賢
際
に
は
逆
に
糠
を
指
す
語
と
し
て
一

般
に
使
用
せ

e

ち
れ
て
ゐ
た
の
は
、

か
う
し
た
生
産
・
消
費
の
数
量
闘
係
に
因
っ
た
の
で
あ
ら
う
。

そ
れ
は
百
穀
の
綿
稀
た
る
穀
が
粟
を
主
穀
と
す
る
北
支
で

は
粟
を
指
し
、

稲
を
主
穀
と
す
る
南
支
で
は
稲
を
指
す
語
と
し
て
限
定
的
に
使
用
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
と
事
情
を
同
じ
う
す
る
も
の

と

思
は

れ

る
。上

越
の
如
く
稲
の
一

般
的
な
限
定
的
使
用
は
糠
を
指
し
て
ゐ
た
が
、

然
し
亦
営
時
の
事
設
の
ま
ま
に
稲
”を
嬬
の
意
味
に
用
ひ
る
特
殊
な
用
法

が
一

部
に
並
存
し
て
ゐ
た。

そ
れ
はー
奨
方
書
の
場
合
で
あ
る
。

本
車
網
目
を
見
る
に
、

南
朝
の
梁
ο
人、

名
昏
別
録
の
著
者
陶
弘
景
を
引
い
℃

道
家
方
奨。

有
稲
米
・

渡
米
供
用
者
。

の
何
を
紹
介
し
て
ゐ
る
。

此
れ
に
よ
れ
ば
糠
米
に
封
置
せ
ら
れ
て
ゐ
る
稲
米
は
明
か
に
精
米
O
意
味
で
あ
る
。

更
に
同
書
は
唐
の
李一
閣
の
唐
本

i
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草
が
専
ら
嬬
を
指
し
て、
稲
と
し
て
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
ゐ
る
。

爾
雅
の
疏
肘
杷
繍
叫
に
も
本
草
が
此
の
舟
法
に
従
っ
て
ゐ
る
こ
と
を
指
摘
し
℃
t

ゐ
る
。

即
ち
南
北
朝
よ
り
唐
宋
に
か
け
て
薬
方
書
は
稲
を
嬬
稲
の
意
味
に
周
ひ
て
ゐ
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

以
上
を
要
す
る
に
穀
の
積
類
を
指
す
諾
と
じ
て
の
稲
に
就
い
て
は、

そ
の
元
義
を
嬬
稲
に
限
る
と
な
す
設
と、

稲
の
麗
を
綿
稀
す
と
な
す
設

と
の
二
つ
の
事
識
が
封
立
し
て
ゐ
た
が、

唐
宋
時
代
の
費
際
の
用
法
ほ、

縞
穏
と
し
て
も、

叉
限
定
的
名
稀
と
し
て
も
共
々
に
用
ひ
ら
れ、

限

定
的
使
用
の
場
合
は、
－
般
世
舎
に
於
い
て
は
糠
稲
を、

薬
方
書
に
於
い
て
は
嬬
稲
を
指
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

次
に
穀
粒
を
指
す
語
と
し
て
の
稲
に
就
い
て
考
察
す
る
。

穀
粒
を
指
す
一語
ι
し
て
の
稲
は
唐
宋
時
代
主
通
じ
て
稲
穀、

即
ち
籾
を
意
味
ι
τ

ゐ
た。

穀
と
は
元
来
百
穀
の
組
名
で
あ
る
が、

そ
れ
が
穀
粒
を
指
し
て
ゐ
る
場
合
は
必
やノ
モ
ミ
ガ
ラ
を
被
っ
た
も
の
で
あ
っ
た。

穀
物
は
す
ぺ

て
皮
殻
と
中
味
と
よ
り
成
る
。

此
の
中
味
に
皮
殻
を
被
っ
た
ま
ま
の
も
の
が
穀
で
あ
り、

皮
殻
を
取
去
っ
た
中
味、

即
ち
仁
は
米
と
云
っ
た。

縫
っ
て
稽
籾
は
詳
し
く
は
稲
穀
と一
式
ふ
可
き
で
あ
り、

そ
の
米
は
稲
米
と
云
ふ
可
き
で
あ
る
。

倫
穀
は
元
来
百
穀
の
穂
名
で
あ
っ
た
が、

ア
ワ

を
主
穀
と
す
る
北
支
で
は
籾
粟
主、

稲
bL
主
穀
と
す
る
南
支
で
は
籾
稲
を
意
味
す
る
限
定
的
な
使
用
が
唐
宋
時
代
を
通
巴
て
庚
く
行
は
れ
τ

ゐ

た。

穀
と
そ
の
古
義
を
同
じ
く
す
る
語
に
粟
が
あ
る
。

粟
も
亦
百
穀
の
縮
名
で
皮
殻
を
被
ク
た
穀
粒
を
練
絹
し
て
ゐ
た。

因
み
に
穀
の
古
音
は

「
績」
で、

粟
と
同
音
で
あ
る
。

而
し
て
粟
も
亦
北
支
の
主
穀
た
る
ア
ワ
を
指
す
限
定
的
用
法
を
生
。、

唐
代
で
は
専
ら
号
ミ
ア
ヲ
を
指
す
語

と
し
て
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
た。

但
し
粟
は
穀
O
如
く
南
支
埼
籾
稲
を
指
す
穏
と
じ
て
用
ひ
ら
れ
る
こ
と
な
く、

南
北
を
遁
じ
て
籾
粟
で
あ
っ
た
。

稲
籾
を
正
し
く
稲
穀
と
記
し
た
記
事
は
唐
宋
の
文
献
に
勿
論
見
え
て
ゐ
る
が
、

そ
の
例
は
比
較
的
に
少
く、

殆
ん
ど
大
部
分
が
皐
に
稲
と
記

さ
れ
て
ゐ
る
。

稲
籾
を
稲
と
の
み
記
し
た
例
は
移
し
く
多
い
。

便
宜
上、

先
イ
宋
代
か
ら
そ
の
若
干
例
を一
示
す。

家
曾
要
・
食
質
論ムハ
屯
田
雑
録
・
紹
興
二
十
年
七
月
二
十
二
日
の
僚
に

知
虚
州
央
遺
言
。

土
豪
大
姓
諸
色
人。

就
耕
治
南。

開
墾
荒
関
田
地
蹄
官
拒
者。

歳
牧
穀
萎
爾
熱。

欲
只
理
一
一熱。

如
稲
田
叉
縄
姿。

批判

只
理
稲。

其
婆
佃
戸
得
牧
播
。

留
次
年
種
子
外。

作
十
分。

以
五
分
蹄
佃
戸。

五
分
蹄
官。

稲

四
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と
あ
っ
て
穀
婆
の
穀
と
稲
と
を
同
意
味
に
用
ひ
て
ゐ
る
の
は 、
南
支
の
穀
が
稲
籾
で
あ
る
乙
と
先
越
の
如
く

で
あ
る
か
ら 、
稲
が
稲
籾
を
指
し

て

居た
こ
主
主一不
す一
好
例
で
あ
る 。
倫
右
記
事
は
南
宋
時
代
に
は
稲
萎
二
毛
作
の
行
は
れ
て
ゐ
た
と
と
を
明
示
す
る一
史
料
で
あ
る。
叉
同

巻・
紹
照
元
年
十
二
月
九
日
の
僚
の

知和
州
劉
熔
の
州
下
屯
田
広
関
す
る
上
雪
中
陀

恥。
併丘万
円月
糧 。
乞
傍
以
稲
折
支。
毎
石
止
一枚
三
斗
ニ
升。
牧
割
畢
目 。
毎一
歳
合
支
口
食
稲

葉伯
繍

之
子
稲
入
官
之
外。

差出窓
令
耕

兵
就
場
分
受
前
去 。
一式一式 。

稽

と
あ
る。
口
食
稲
・

種
子
治
も
同
様
に
稲
籾
で
あ
る。
級
で
な
け
れ
ば
積
子
に
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る。
備
類
例
は
限
り

無
く
多
い
が 、
煩
を

避
け
て
引
用
を
略
す。

宋
代
に
は
稲
籾
を
指
す
語
と
し
て
稲
子
の
語
が
稲
と
並
ん
で
盛
ん
に
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
たο
同
念
・

農
回
雑
録・
乾
道
元
年
九
月
三
十
日
の
僚

に

本
所
ハ
措
置
湖
西
・

江
東
・

准
東
路
官
田
所〉
叉
言。
沙
国
見
令
起
催
小
萎
・

禾
・

縁 。
沙
地
起
催一旦
・

奈
・

総・
腕。
麗一
場
起
催
柴
・

菱・
見
銭。
若
以
逐
色
立
額 。

震
州
牒
折
鑓

案。
因
出

塁。
致
失
時
賦o
乞
鰐
自
来
立
定
租
数。
沙
問
上
起
催
米
斜。

器開
糊

惣…
炉一
明
沙
地
並
納
犬
姿。
萱
場

並
・紐
折
見
銭。
庶
幾
菟
折
痩
之
弊。
本
部
契
勘 。
欲
依 。
内
折
科
馬
一料
稲
子。
人
戸
願
職
者
購
…純
一使。

と
て
米
ハ
南
支
で
云
ぷ
米
は
稲
米〉
の
代
り

に裕
子
を
納
め
る
こ
と
を
許
し 、
そ
れ
は
馬
料
用
と
し
た
と
と
が
見
え
る。
叉
同
巻
・

乾
遺
対
年

二
月一
日
の
詔
に

／ 

漸
西
・

江
東・
准
東
諸
慮
沙
問
蓋

場
二
百
八
十
儀
寓
畝。

脚。
業
所
一納
米
斜。
如
一閥
抗伯
子。
以
稲
子
ニ
碩
折
米一
積 。
如
一限
折
一銭 。
以
米

一
斗
折
銭
三
百
Q

小
委
毎
斗
折
銭一
百
五
十。

と
て
稲
苦
を
米
の
代
り
に
納
入
す
る
場
合、
そ
の
率
を
米一
・

稲
子
二
伐
数
量
比
に
決
め
た
こ
と
が
見
え
るo
稲
蜘仰
の
数
量
二
を
以
て
稲
米一

に
充
て
る
ζ
と
は
中
閣
に
が、
け
る
官
民
の
脅
例
と
し
て
各
時
代
共
に
使
用
し
て
ゐ

る事
で
あ
る
か
ち 、
此
の
関
係
か
ら
稲
子
が
稲
籾
で
あ
る
ζ

、
、

,, 

., 
。
、



と
を
確
認
し
得
るo
叉
問
書
・
食
貨

一沼
市
纏
糧
草
・
紹
興
十
九
年
六
月
二
十
四
日
の
僚
に

恥。
己
有
二
税
田
畝

奮闘。
令
人
戸
自
行
法
一納
一件。
将
飴
剰
租
課
折
納
大
萎
・
稲
子。
併。
如
一枚
到
二
萎
・
穀・
豆
等。
毎
一勝
目制
一撮
見
将

牧
到
敷
目。
除
出
長
生
稲
子
外。
宮
奥
客
戸
中
宇
分
牧。
内
官
得
大
委・
稲
子
情
充
行
在
馬
料。

、
と
あ
っ
て
稲
子
・
長
生
稲
子
の
語
が
見
え、
稲
子
は
大
姿
と
共
に
馬
料
に
充
て
ら
れ
て
ゐ
る。
稲
子
を
馬
料
と
す
る
は
先
に
も
そ
の
記
事
が
見。

ぇ、
相
営一
般
化
し
て
ゐ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る。
長
生
稲
子
の
長
生
は
寺
観
の
利
貸
た
る
長
生
と
関
係
が
お
り、
や
は
り
利
貸
の
稲
籾
を
指

す
の
が
本
来
の
語
義
で
あ
る
が、
南
宋
時
代
に
は
韓
じ
て
小
作
人
が
地
主
よ
り
貸
興
せ
ら
れ
る
種
子
稲
を
指
し
て
ゐ
私
l

種
子
を
稲
子
と
断
ん

も孔

で
ゐ
る
の
も
そ
れ
が
稲
籾
で
あ
っ
た
詮
様
で
あ
るo
以
上
の
例
に
よ
り、
宋
代
に
稲
籾
を
指
す
語
と
し
て
稲
或
は
稲
子
が
康
く
周
ひ
ら
れ
て
ゐ

た
と
と
を
認
め
得
る
で
あ
ら
う。

A

唐
代
の
文
献
か
ら
は
稲
子
の
語
一は
未
だ
見
出
し
得
な
い
が、
稲
籾
を
意
味
す
る
稲
の
用
例
は
少
く
な
い。
冊
府
元
亀

諸
邦
計
部
・
漕
手

貞
元
八
年
五
月
の
僚
に、
西
北
蓬
境
に
米
を
職
活
す
る
と
と
に
成
功
し
た
こ
と
を
趨
ペ
た
後
ち

是
一欣

管長
・亦
有
年。
粟
稲

撃尚
一餅。
人
心
強
国ι

b
あ
り、
河
童日
時
一一
邦
計
部
・
俸
総
門・
乾
元
三
年
四
足
の
僚
の
戸
部

笠宮
李
議
の
職
田
陀
関
す
る
上
奏
中
に

恥。
若
其
己
得
前
任
者
背
子
者。
革
一果
稲
姿。
並
不
重
受。
亦
入
官。

モ
、、、
一ア

ワ

と
あ
が、
叉
先
掲
の
通
H奥

地
戸
食
貨
・
軽
重，・
貞
観
初
の
僚
の
戴
胃
の
義
倉
創
置
の
奏
請
中
に
「
穀・
稲・
萎」
と
あ
り、
同
じ
く
韓
仲
良
の

上
奏
中．
に
「
莱
・
委・
梗
稲
之
麗」
と
あ
り、
更
に
開
元
二
十
五
年
の
式
に

恥。
稲
穀
一
斗
五
升
営
一果｝
斗o
其
折

翠安全省。
稲
三
石
折
納
槌
米一
石
四
斗
G

モ

ミ
ア

ワ

ー

と
あ
っ
て、
或
は
曳・
萎
と
並
ぺ
あ
げ、
或
は
稲
穀
の
略
と
し
て
用
ひ
て
ゐ
る
稲
は
何
れ
も
稲
籾
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ。

五
代
十
園
の一
な
る
南
平
の、
高
季
興
に
仕
へ、
宋
初
迄
生
存
し
て
ゐ
た
と
云
ふ
孫
光
憲
の
撰
に
係
る
北
夢
潰
言
の
足
穀
翁
の
項
に

四
五

稲



稲

，、、

ハ
唐〉
相
園
章
宙
善
治
生。
江
陵
府
東
有
別
業。
良
田
美
産
最
競
膏
映。
積
稲
如
増。
皆
震
滞
穏。
成
遁
初
授
嶺
甫
節
度
使。
議｛一示
以
香

田内
珠
翠
之
地。
垂
貧
泉
之
戒。
官
従
容
奏
日。
在
陵
蛭
積
穀
倫
有
七
十
堆。
回
無
所
貧
実。
帝
目。
此
所
謂
足
穀
翁
也。

と
あ
る
稲
も
穀
と
同
義
に
用
ひ
ち
れ
τ

ゐ
る
か
ら、
や
は
り
稲
籾
を
意
味
す
る
用
例
で
あ
る。

以
上
の
諸
例
に
よ
っ
て
唐
代
で
も
稲
籾
を
意
味
す
稲
が
一
般
に
康
く
用
ひ
ち
れ
て
ゐ
た
こ
と
を
知
る
に
足
ち
う。
稲
の
か
か
る
使
用
は
己
に

唐
以
前
に

初ま
っ
て
ゐ
た。
一
例
を
あ
げ
る
芝、
冊
府
元
議
時
間
邦
計
部・
経
費
門
・
北
貌・
宣
武
帝－
E
始
元
年
ハ
五
O
囚〉
九
月
の
僚
に

縁
准
南
北
所
在
鎮
由民。
皆
令
及
秋
播
姿。
春
納
粟
稲
随
共
土
宜。
水
陸
粂
用。

モ

者
ア

ワ

と
あ
っ
て
粟
に
並
べ
ら
れ
て
ゐ
る
稲
は
此
の
用
法
に
属
す
る。
叉
此
の
用
法
一は
宋
以
後
も
緩
い
て
清
代
に
及
ん
だo
説
文
解
字
注
の
稲
仇
僚

今
俗
概
謂
識
者
・
不
識
者
未
去
糠。
日
稲。

と
て
未
だ
糠
を
取
去
ら
な
い
も
の
を
稲
と一去
っ
た
と
あ
る。
糠
と
は
モ
ミ
ガ
ラ
で
あ
る。
即
ち
清
代
で
も
籾
を
被
っ
た
も
の
を
稲
と
云
っ
た
の

で
あ
る。

以
上
の
所
論
を
要
す
る
に、
稲
に
は
穀
積
を
表
す
用
法
と
穀
粒
を
指
す
用
法
と
が
あ
り、
前
者
は
皐
設
と
し
て
は
嬬
稲
を
指
す
の
が
本
義
な

り
と
す
る
も
の
と、
枕
嬬
の
総
名
な
り
と
す
る
も
の
と
の
封
立
が
古
く
か
ら
現
在
迄
績
い
て
ゐ
る
も
の
の、
賓
際
の
用
法
と
し
て
は
縮
名
主
し

て
用
ひ
ら
れ
る
場
合
と
限
定
名
稀
と
し
て
用
ひ
ら
れ
る
場
合
と
が
あ
り、
限
定
的
用
法
に
於
い
て
は、
本
草
家
の
み
は
嬬
稲
の
意
味
に
使
用
し

一
般
に
は
逆
に
杭
稲
の
意
味
に
用
ひ
て
ゐ
る
り
で
あ
る。
而
し
て
穀
粒
を
指
す
用
法
は
稲
籾
で
あ
っ
て
稲
米
で
は
な
い
賠
が
注
意

せ
ら
れ
る。
倫
此
の
稲
籾
を
意
味
す
る
稲
の
使
用
に
於
い
て
も
穀
種
を
示
す
稲
の
使
用
法
は
そ
の
ま
ま
趨
用
せ
ら
れ
て
ゐ
た
わ
け
で
あ
る
か

ら、
綿
名
的
使
用
に
於
い
て
は
杭
・
嬬
の
稲
籾
を
総
指
し、
限
定
的
使
用
に
於
い
て
は一
般
に
は
杭
の
稲
級
を
指
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る。
而
し

て
此
の
用
法
は
唐
宋
時
代
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
な
く、
そ
れ
以
前
も
以
後
も
同
様
で、
現
存
に
及
ん
で
ゐ
る
θ
で
あ
る。

て
ゐ
る
が
1

（
昭
和
廿
六
稔
十
月

九

、
，？
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十
四
日
）

註

長
生
及
び
長
生
稲
子
仁

就い
て
は
東
洋
皐
報
三
二
巻一一一
競
所
載
の
拙
稿
「
宋
代
。
長
生
牛」
夢
照
。

附

記

本
稿
は
昭
和
二
十
三
年
に
「
唐
宋
時
代
を
中
心
と
し
て
見
た
穀
・

稲
・

粟
・

禾
と
米
」

の
中
の
一

章
と
し
て
論
議
し
て
ゐ
た
の
を
取
出
し
、 ー

「
米
」

の
章
は
「
西
日
本
臭
事
」

の
九
輯
に
掲
載
す
る
と
と
に
内
定
し
て
ゐ
る
。

穀
と

唐
宋
用
語
解
の
一

と
し
て
書
き
改
め
た
も
の
で
あ
る
。

莱
と
の
章
も
別
に
そ
れ
そ
れ
漏
立
し
て
後
表
し
た
い
と
念
っ
て
ゐ
る
。

唐
宋
用
語
解
税収
表
分

。

羊

束
、

洋

史

事

輯

城

1 

馬

史

淵

五

O

輯

健

歩

東

洋

史

皐

四

輯

稲

四
七




