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唐
代
民
間
に
於
げ
ろ
度
器
使
用
習
慣
の

賓
情
u
布
畠
測
定
尺
の
一
書
例

(
1)

那

波

刊

貞

で
あ
る
∪
支
那
に
於
て
も
亦
匿
朝
の
政
府
こ
れ
を
重
要
成
し
て
程
々
法
令
を
染
布
し
て
そ
の
統

l
を
計
り
て
居
る
が
'
本
衆
度
量
衡

は
民
間
に
於
け
る
自
然
蔑
生
的
便
宜
的
測
量
習
慣
に
淵
源
し
'
間
代
特
に
春
秋

･
戦
国
時
代
の
支
那
に
於
て
は
国
々
･
地
方
地
方
に

警

そ
の
梗
準
真

に
し
た
も
の
が
行
ほ
れ
た
か
ら
'
案
の
皇

帝
が
そ
の
二
十
六
年

粕
許

諾

謡

笑

警

併
嘉

盲

る

や
､
中
央
集
構
政
治
の
璽

止
に
は
之
れ
が
耗

l
の
喫
緊
事
業
た
る
を
党
-
､
支
那
と
し
て
は
空

別
の
等
な
る
蜜

豆
衛
統

一
に
層
極
的

努
力
を
傾
注
し
た
の
で
あ
る
｡
司
馬
遷
の

『
史
記
』
巷
六
'
秦
始
皇
本
紀
､
二
十
六
年
の
保
に

7
]]法
度
衡
石
丈
八
?
茸
同
レ
軌
.
菩
同
二文
字
叫

と
あ
り
'
ま
た
土
中
よ
-
費
見
せ
ら
れ
居
る
弄
代
の
根
本
史
料
即
ち
薬
代
に
度
量
衡
統

一
を
宜
せ
る
FPEを
刻
苦
し
て
量
器
に
釘
を

唐
代
民
間
に
於
け
る
度
器
使
用
習
慣
の
賓
情
と
布
尾
側
定
尺
の
.E
賓
例

第

三
啓

二
九

第

1
雛

二
九
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唐
代
民
間
に
於
け
る
度
器
使
用
習
慣
の
賓
情
と
布
島
測
定
尺
の
1
賓
例

第
三
番

三
〇

第

1
既

三
〇

以
て
添
付
せ
し
め
た
る
銅
板
や
'
該
詔
を
刻
せ
る
衡
器
の
権
即
ち
分
銅
を
見
る
と
何
れ

も

廿
六
年
｡
皇
帝
塞
新
二*
'=天
下
諸
庚
?
斡
首
大
安
o
立
i
既
琴
皇

帝
?
乃
詔
T]虎
相
状
鰭
?

婆
度
量
則
不
レ
窒
微
疑
者
曽
別
宅
レ
毛

と
謂
ふ
庶
蒐
術
統

'L
命

令
の
詔
即
ち
治
律
文
が
明
白

に
記

さ
れ
て
あ
る
.

粟
の
始
皇
帝
は
支
部

益
前
の
謝
絶
的
英

主
で
熱
意
充
淋

し

,七
♂
石

つ
レ/く月
.i;
)V
¢
苛
髭
.CU某
I1
7
の
.r
.故
と
,lJ
･lL
剰
妻
L≠
1朝

-〟
へ
7T-..317･.m
レ
カ

Tl,Y,対
日
LL.乍
H
'Ja
=郎
;ItJ.nTん
J
か

.i
l･NJ
!q･D

過

-
'
理
想
と
栄
行
と
が
常
に
諦
離
す
る
の
が
撃
過
の
現
象
で
'
依
命
始
皇
以
後
に
秦
朝
が
相
常

長
歳
年
間
稲
枝
し
得
た
よ
し
て

帖

具
し
て
始
皇
帝
の
此
の
度
量
衡
統

一
が
如
何
ば
か
り
普
遍
的
に
支
那
仝
土
に
章
現
し
得
た
る
か
は
疑
問
で
あ
ら
う
と
思
ふ
｡
ま
た
産

嘉

の
竺

聖

棟
準
の
慶
票

を
/
定
す
る
が
如
き
｡
と
は
､
そ
の
事
の
畦
質
上
､
革
に
新
に
理
論
的
に
考
案
し
た
る
宗

の
新

壊
準
を
規
定
し
.

1
片
の
潰
令
を
以
て

之
を
天
下
に
公
布
し
て
直
に
張
制
的
に
囲
豪
民
衆
に
励
行
せ
し
め
む
と
企
陶
し
て
も
tI
そ
れ

は
到
底
民
間
の

l
按
的
遊
行
責
現
を
期
し
得
ら
れ
ざ
る
こ
と
で
'
こ
れ
は
如
何
し
て
も
従
卒

就
-
民
間
に
於
て
侍
続
的
習
慣
的
に
慣

行
せ
ら
れ
て
釆
て
居
る
棟
準
の
置
々
た
る
各
種
の
度
量
衡
の
中
よ
り
､
そ
の
最
も
贋
範
囲
に
普
遍
的
に
慣
行
せ
ら
れ
て
1
般
民
衆
の

問
に
於
て
便
な
-
と
解
せ
ら
れ
て
帝
て
ゐ
る
種
の
標
準
の
も
の
を
探
用
し
て
以
て
法
定
標
準
度
量
衡
と
定
め
'
愈
々

そ
の
慣
行
稚
域

を
天
下
に
摸
充
せ
し
め
る
よ
り
他
に
良
い
方
法
は
無
い
か
ら
'
案
の
始
皇
帝
如
何
に
劃
紀
猫
創
の
人
物
な
り
と
は
難

も
'
必
ず

や
斯

様
な
見
地
に
立
脚
し
て
梗
準
庶
畳
衝
を
法
定
し
･
之
を
天
下
に
強
制
普
及
し
て
以
て
そ
の
統

1
を
計
-
･
政
治

･
経
済

.
甜
骨
の
諸

生
清
の
優
に
賓
せ
む
と
計
-
た
る
も
の
に
相
連
な
か
ら
う
と
思
ふ
｡
始
皇
の
法
定
し
た
る
種
々

の
群
雄
を
見
て
も
姦
前
の
も
の
は
殆

ど
見
富
ら
す
.
只

1
般
的
に
慣
用
せ
ら
れ
て
ね
た
朕

･
宮

･
勅
な
ど
を
君
主
の
専
用
帯
と
法
定
し
て
一
般
民
衆
の
そ
れ
の
慣
用
を
蕨

禁
し
た
ま
で
で
あ
る
こ
と
は
､
以
て
定
量
衝
の
法
定
標
準
制
定
に
封
す
る
拍
皇
の
態
変
心
境
を
類
推
す
る
巷
故
現
象
で
あ
ら
う
.
し



･
‥
､

1

か
し
始
皇
の
度
量
衡
競

Z
幸
美
は
乗
朝
の
運
命
の
比
較
的
に
短
命
な
-
し
薦
'
そ
の
幾
部
分
を
も
葦
現
し
得
ず
し
て
己
ん
だ
の
で
あ

る
｡

〓

度
量
衡
の
中
'
茨
に
問
題
と
せ
る
支
部
の
慶
即
ち
物
品
の
長
さ
を
測
定
す
る
定
尺
は
大
腰
二
種
に
分
類
し
て
考
察
せ
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
O
庶
尺
に
は
本
邦
種
新
は
無
く
し
て
或
る
基
準
よ
-
考
案
し
た
る

一
尺
の
長
さ
は
常
に
等
長
で
あ
ら
ね
ぽ
な
ら
ぬ
筈
の
も
の
で

基
準
の
淵
源
を
異
に
す
る
が
駕
で
あ
ら
う
と

思
ふ
｡
即
ち
其
の
第

一
碇
は
串
物
布
南
額
を
測
る
に
使
用
す
る
も
の
に
し
て
.
其
の
弟

二
堺
は
道
路
や
地
の
面
積
を
測
る
に
使
用
す
る
も
の
で
あ
る
｡
前
者
は
所
謂
布
d
E
尺

･
裁
縫
尺

･
裁
L/
忙
し
て
後
者
は
所
謂
地
積
尺

r
/ノ
4-,0

....｢いJ.I

第

1
種
の
器
物
市
島
を
測
る
凄
尺
の
こ
と
は

『
大
戴
醜
』
事
音
節
に

布

i

相
知
″
寸
.
布
/手
知
レ
/
0
和
レ蜘
知
レ
尋
O
十
幕
而
索
O

と
あ

-
､

寸

･
尺
･
尋

の
髭

は
何
れ
も

人
の
手
や
肘
を
布
ば
し
て
得
ら
る
る
所
の
長
さ
を
基
準
と
し
て
定
め
た
る
産
名
な
る
を
知

る
O
こ
れ
猶
ほ
皇
国
に
於
て
弓
の
長
さ
を
示
す
十
五
束
が
.豊
の
十
五
握
を
列
ね
た
る
計
寄
港
に
縁
由
す
る
と

一
般
で
あ
る
.
然
か
れ

ど
も
人
髄
に
は
自
ら
な
る
長
短
肥
疫
あ
-
'
甲
人
の
布
ば
し
て
得
る

t
寸

二

尺
と
乙
人
の
そ
れ
と
は
必
ず
し
も
常
に
精
稗
に
は
等

し
く
は
な
い
.
そ
れ
故

一
尺

二

尋
の
長
さ
の
畢
術
的
忙
精
零
に
l
定
せ
ぬ
の
は
自
然
の
蹄
過
に
し
て
'
尭
づ
i(
硯
的
槙
準
尺
度
を

示
し
得
る
に
過
ぎ
ぬ
O
前
漠
末

･
後
準
初
期
の
変
の
人
な
る
楊
雄
の

『
輪
軒
使
者
絶
代
語
程
別
国
宝

l1這

に
等
の
稀
に
裁
き
で

唐
代
良
問
に
於
け
る
度
器
使
用
習
慣
の
賓
情
と
市
島
測
定
尺
の
1
賓
例

第
三
者

三
1

第

1
批

三
t

･
r-
-
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唐
代
民
間
に
於
け
る
摩
券
使
用
習
慣
S
芳
情
と
荷
駄
捌
定
尺
の
l
賓
側

帯
三
舎

三

二

第

1
戟

三
二

W
FO
真
也
｡
梅
qrJ.L大
野
三
間
日
生
韓
0
日
レ
圃
和
西
O
秦
晋
染
歪
之
間
o
凡
物
長
謂
.l之
等
?
周
官
之
法
｡
度
/

廉
食
品
70

と
あ
る
が
､

此
の
尋
な
ど
構
す
る
尺
度
は
甚
だ
動
揺
性
多
く
...
不
安
定
性

･
不
精
確
性
の
強
い
も
の
で
あ
る
O
大
腰
の
長
さ
は
人

Ⅴゝ
(1Hリ
.ト
ー
｢L
i.L
ノ

l',

′ヽ
)
＼一
ー
Lト｣,.,I.
l

力
内
酢
を
Qu=は
し
カ
タ
o長
JlJ
て
衣
j～
カ
iil郎
摺
克
-
て
た
グ
a
カ

顧
密
に
は

山
定
L
Lr
慮

ら
ず
-.
古
よ
-

芸
吋
は
カ
月
な
-
と
滞
ひ

馴
ら
JxJ
れ
て
お
る
が
.
ま
た
七
六

三
称
の
詠
も
傍
へ
ら
れ
て
み
る
C
こ
れ
は
等
の
管
長
の
郎
領
に
i
足
し
て
居
ら
ぬ
上
に
｢
nJ
の
管

長
が
ま
た

l
定
し
て
居
ら
ぬ
環

相
互
的
に
動
痛
憤
が
多
く
し
て
f
結
局

i
を
以
て
他
を
論
定
し
得
ざ
る
関
係
に
雀
る
｡
尋
を
基
と

し
て
尺
を
見
む
と
し
て
も
.
両
肘
を
骨
ば
し
た
る
長
さ
は
'
人
鰹
の
長
短
大
小
に
源
-
て
多
少
の
差
異
あ
-
､
百
等
千
尋
の
長
さ
に

於
て
は
此
の
差
が
積
-
て
莫
大
な
る
差
を
生
じ
て
来
る
.
此
等
の
異
説
の
存
在
は
要
す
る
に
苗
代
に
地
方
的
習
慣
の
電
力

た
り
し
こ

と
を

不
す
も
の
に
し
て
.
必
ず
し
も
八
月

1
尋
託
が
絶
封
に
正
し
-
し
て
.
そ
の
他
の
異
説
が
絶
封
的
に
誤
謬
た
り
と
は
断
ぜ
ら
れ

す
'
古
代
の
民
間
の
習
慣
上
よ
り
謂

へ
ば
各
詮
共
に
正
し
く
し
て
蛙
存
し
得
る
筈
で
あ
る
｡
尋
の
不
精
確
さ
は
猿
ほ
皇
国
古
代
に
於

て

｢
と
こ

が
不
精
確
な
が
ら
も
､
大
腰

1
定
の
長
さ
を
以
て
度
尺
の
習
慣
的
標
準
た
竹
L
と
相
棒
ぽ
ぬ
.
所
]#
大
腰
的
定
尺
の
標

準
た
る
に
過
ぎ
ぬ
｡

.
昇
二
壇
の
道
路
や
土
地
の
面
積
を
測
る
慶
尺
の
こ
と
も

『
大
戴
薩
』
王
言
篇
に
見
え
て

官
費
m
堵
.
三
百
歩
而
里
｡
千
歩
而
井
｡
三
井
而
旬
烈
〇
三
句
烈
.iE
距
｡

と
あ
-
'

人
憶
の
歩
幅
に
楳
-
て
得
ら
る
る
長
さ
を
基
準
と
し
て
其
の
慶
名
を
定
む
る
の
で
あ
る
｡

而
し
て
歩
と
は
'
『
増
訂
漠

親
叢
書
』
八
十
六
種
本
の
第
十
八
冊
に
収
む
る
漢
の
孔
紺
の

『
小
雨
雅
』
に
説
明
し
て

蛙

1
峯
足
也
｡
倍
〆蛙
謂
一之

渉
?
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ソ

7
ク
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ン

と
あ
れ
ば
支
部
に
て
は
皇
困
現
代
の
習
俗
に
所
謂

l

足

を

蛙
と
謂
ひ
'
二

足

を

歩
と
謂
仏
L
を
知
る
べ
-
'

一
歩
と
は
皐
圃
現

行

フ
ブ7
シ

の
俗
の

二

足

の
曙
む
幅
で
あ
る
｡
此
の
歩
に
裁
い
て

『
史
記
』
璽

ハ
'
始
皇
本
紀
'
二
王

ハ
年
打
保
に
は
六
尺
を
以
三

歩
A
l定
む

と
あ
れ
ば
'

兼
寿
時
代

1
億
に

l
歩
を
六
尺
に
計
算
す
る
習
俗
の
行
は
れ
ゐ
た
る
を
知
る
べ
き
で
あ
る
が
'
『
稽
記
』
王
制
第
に

は

異
説
を
侍
へ
て
次
の
如
く
あ
る
｡
日

-

古
老
以
二周
尺
八
凡
.篤
歩
O
今
山
二周
尺
六
尺
四
寸
.薦
′
渉

右
は
歩
幅
に
壁
化
無
-
し
て
定
尺

1
尺
の
長
さ
が
動
い
た
棟
に
も
解
せ
ら
る
dP.が
'
同
じ
-
周
尺
を
調
う
て
ゐ
る
こ
と
よ
-
見
る

と
'
尺
の
管
長
は
動
か
す
し
て
歩
幅
の
方
が
短
く
な
り
し
も
の
と
考
定
せ
な
け
れ
ば
な
ら
す
'
し
か
も

『
管
子
』
や

『
司
馬
法
』
.
を

通
覚
す
る
と
六
尺
を
以
て
i.
歩
IlJ
t,
る
こ
と
が
見
え
て
属
-
7
億

へ
ら
る
る
諸
説
は
慣
々
で
あ
る
.'
此
の
際
二
陛

i
渉
の
長
さ
が

1

漣
不
動
の
も
の
な
ら
ば
'
そ
れ
rLi
-
汁
博
し
て
間
尺

T
尺
の
寮
長
を
知
-
得
ら
れ
､
周
尺

7
尺
の
匡
さ
が

t
溝
不
軌
の
も
の
な
ら
ぽ

同
じ
く
そ
れ
よ
り
計
算
し
て

一
歩
の
章
長
を
知
り
得
ら
る
る
筈
で
あ
る
が
､
一菅
に
周
尺

l
尺
の
長
さ
の
精
確
な
ら
ざ
る
の
み
な
ら
ず

且
つ
不
分
明
で
あ
-
､
ま
た
二
蛙

一
歩
の
幅
貞
が
人
の
歩
に
由
来
す
る
薦
人
鰹
の
身
長

の
長
短
に
操
-
て
歩
幅
の
勤
括
性
張
-
'
歩

上
-
す
る

一
尺
の
長
さ
,9
亦
甚
だ
不
精
確
な
も
の
と
鴛
つ
て
葬
る
｡

之
を
要
す
る
に
支
那
古
代
の
尺
度
は
布
鳥
類
測
定
の
も
の
も
距
離

･
地
積
測
定
の
も
の
も
共
に
人
鰻
の
指

･
手

･
肘
や
歩
幅
に
淵

源
す
る
民
間
日
常
の
便
宜
的
習
慣
的
約
束
に
起
原
す
る
も
の
を
そ
の
古
き
も
の
と
見
る
べ
き
で
､
『
漢
書
』
撃

1+

l
上
.
葎
匿
志

上
篇
北
見
ゆ
る
が
如
き
柴
律
の
芳
崖
の
律
管
の
管
長
九
寸
を
基
準
と
す
る
と
謂
ふ
産
尺
起
原
語
は
､
前
者
よ
り
も
硝
遅
れ
て
人
智
の

除
程
進
歩
し
た
る
時
代
に
考
案
立
課
し
た
る
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
と
考
察
せ
ら
れ
る
.
何
と
な
ら
ば
前
者
が
比
較
的
に
通
俗
的
習

唐
代
民
間
に
於
げ
ろ
度
器
使
月
習
慣
の
貫
情
と
布
島
測
定
尺
の
一
軍
例

第
三
巻

三
三

第

1
鍍

一
三
三

･
tが
重
吉
･.



唐
代
展
開
に
於
け
る
度
器
使
用
習
慣
の
賓
情
と
布
高
潮
定
尺
の
7
賓
例

第
三
巻

三
四

第

1
款

一
三
四

慣
的
管
用
的
非
知
識
的
臭
味
濃
厚
な
る
に
封
し
て
'
後
者
が
此
薮
的
に
理
論
的
敷
革

的

畢
術
的
知
識
的
臭
味
濃
厚
な
る

を
覚
ゆ
る
が

篤
で
あ
る
.

支
部
の
定
尺
の
淵
源
を
第

一
桂

"
第
二
種
共
に
人
照
の
指

･乎

･
肘
や
歩
幅
に
在
る
と
見
る
時
は
､
入
関
の
長
RF?rt/.小
の
異
虎
,sl

時
代
の
典
故
-
'
地
域
の
興
な
る
に
鴇
仏
L
]'
精
々
棟
窄
む
損
に
㌻
る
尺
度
が
習
慣
的
に
獲
生
せ
し
こ
と
椎
怨
に
難
か
ら
ず
.
し
か

も
此
等
が
居
間
に
於
て
俸
統
的
に
慣
行
せ
ら
れ
て
普
及
力
を
生
じ
F
長
年
月
を
経
過
す
る
間
に
牢
固
た
る
立
脚
地
を
樹
立
す
る
驚
異

は
'
帝
王
の
一
片
め
湊
合
で
は
到
底
こ
れ
を
支
配
す
る
こ
と
は
出
来
ぬ
｡
故
に
膏
に
粟
の
始
皇
帝
の
み
な
ら
ず
'
畳
朝
の
君
主
が
尺

度
を

一
定
し
て
法
的
競

l
を
篤
さ
む
と
す
る
に
嘗
-
て
は
'
常
に
比
等
各
種
の
民
間
に
慣
行
せ
ら
る
る
慶
尺
の
中
よ
-
.
比
較
的
貸

嘗
便
利
に
し
て
割
合
に
廉
い
地
域
の
民
衆
間
に
慣
行
せ
ら
る
る
標
準
尺
度
を
祷
び
て
津
定
模
準
尺
度
と
公
定
し
以
て
国
政
の
執
行
上

に
用
ふ
る
か
'
或
は
古
代
を
舎
崇
す
る
安
部
民
族
性
よ
-
盲
尺
度
を
考
薮
復
原
し
て
之
を
法
定
定
尺
と
す
る
か
の
何
れ
か
な
の
で
あ

る
こ
と
は
歴
史
事
箕
の
示
す
新
雪

唐
朝
政
符
は
即
ち
後
者
の
方
針
を
以
て
間
尺
の
復
興
を
致
し
た
の
で
あ
る
｡
政
府
の
港
定
棲
準

度
尺
が
定
ま
る
と
'
例
せ
ぽ
布
南
絹
経
を
以
て
す
る
斌
硯
の
収
納
の
際
な
ど
に
'
必
ず
此
の
法
定
尺
度
を
以
て
し
て
所
定
の
長
さ
の

布
病
む
上
納
せ
し
め
'

異
種
の
尺
度
を
以
て
し
て
は
之
を
許
さ
ざ
-
し
謀
で
あ
る
｡
『
大
唐
六
典
』
撃

二
､
戸
部
郎
中
貞
外
部
の
保

に
'
郷
土
の
霞
す
る
所
に
瞳
ひ
て
調
と
し
て
約
め
し
む
る
練
絹
縄
は
各
二
丈
'
布
は
五
分
の
1
を
加
ふ
と
あ
る
｡
此
の
際
の
二
丈
は

唐
の
迭
定
布
Q
E
測
定
尺
を
以
て
せ
し
め
し
も
の
で
あ
る
こ
と
考
謬
す
る
迄
も
夜
か
ら
う
｡

然
か
れ
ど
も
法
定
模
準
の
慶
尺
は
首
都
を
中
心
と
す
る

t
定
地
域
内
と
か
'
地
方
に
於
て
も
官
民
間
の
収
支
師
係
と
か
'
官
場
に

於
け
る
習
慣
と
か
に
放
て
は
或
る
程
慶
ま
で
遵
守
せ
ら
れ
て
菅
行
せ
ら
れ
た
れ
ど
も
'
地
方
民
間
に
於
け
る
民
衆
相
互
間
の
貫
賓
取
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雷

正
喜

藁
一
曇

J
t

1

引

･
貸
借
契

約

･

収
支
計
算
な
ど
に
於
て
は
俵
然
と
し
1
倍
銃
的
勢
力
の
存
す
る
種
々
な
習
慣
的
定

尺

が
行
は
れ

た
る
こ
と
想
像
に

難
か
ら
す
､
置
朝
政
府
の
慶
尺
の
洪
定
に
も
亦
時
勢
に
磨
じ
て
便
宜
的
な
民
間
通
行
の
定
尺
の
ll
を
珠
-
て
以
て
法
定
標
準
度
尺
と

定
め
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
つ
た
か
ら
'
王
朝
を
異
曲
､
時
代
を
経
過
す
る
間
に
は
'
自
ら
民
間
に
於
て
有
力
な
る
各
硬
の
尺
度

制
の
存
在
を
出
現
す
る
こ
と
と
罵
る
o
『
隔
書
』
巻
十
六
p

律
豪
志
上
.
律
直
日
の
樵
の
審
変
の
項
に
列
記
せ
ら
る
る
晋
前
尺

･
晋

Tli
父
玉
尺

"
発
表
尺

"
漠
官
尺

"
放
車
調
律
尺

去
月
後
八

･
後
貌
前
尺

･
後
就
中
尺

･
後
親
後
尺

･
後
周
市
尺

･
階
開
皇
官
尺

･
某

貌
尺

･
薬
邑
鋼
箭
尺

･
宋
氏
尺

･
鐸
艶
揮
天
儀
尺

･
後
周
尺

･
障
貰
賓
常
律
呂
水
尺

･
廼
劉
曜
滞
天
儀
土
主
尺

･
梁
朝
俗
間
尺
の
各

種
は
何
れ
も
少
し
づ
つ
の
差
の
あ
る
定
尺
に
し
て
p
皆
是
れ
斯
く
の
如
く
に
し
て
狩
晋
よ
-
五
胡

･
南
北
朝
時
代
を
経
て
障
代
に
至

る
迄
の
約
二
膏

年
間
に
後
生
慣
行
せ
ら
れ
た
り芸
統
尺
で
あ
LO
等
CJ
あ
る
｡
此
等
は
同
じ

l
nf
の
老
僧
で
あ
つ
て
も
F
そ
の
各
々
の
嘗

叫据
し
て
tbu
涜
‥

三

唐
代
に
於
け
る
法
定
榛
準
定
尺
の
基
準
は
'
『
大
唐
六
典
』
撃

二
､
僻
雷
戸
部
の
候
の
余
部
郎
中
点
外
部
の
項
に
明
示
さ
れ
て
ゐ
て

凡
度
以
二北
方
拒
黍
中
者
7
黍
之
腐
.男
/
分
｡
十
分
焦
レ
寸
O
十
寸
禽
レ
八

O
一
八
二
寸
琴
ti(
A
?
十
八
禿
′丈
O

と
あ
-
､
さ
す
が
に
人
智
の
進
歩
し
た

る
時
代
だ
け

に
'
其
の
榛

進
基
礎
を
通
俗
的
習
慣
的
要
用
的

非
知
識
的
な
る
人
髄
の
指

･

千

柑
･
一窄
哲

]
ど
に
置
-
見
地
を
取
ら
す
'
『
漢
書
』
律
塵
志
所
見
以
来
の
理
論
的
教
草
的
畢
術
的
知
識
的
な
る
見
地
に
立
ち
て
之

を
定
め
て
居
る
e
比
の
見
地
に
立
た
ぎ
れ
ば
政
府
の
補
威
堅

不
し
難
く

ま
た
等
賛

一
般
民
衆
を
蹄
絹
せ
し
め
祐
ざ
り
し
も
の
と
考

蝶
代
月
間
に
小
′7=Tt.長
器
使
用
習
慣
の
賢
情
と
菊
島
測
定
凡
の
1
茸
例

第
二
毎

三
五

第

1
択

三
五



唐
代
民
間
に
於
け
る
贋
嬰
使
用
習
慣
の
賓
情
と
布
島
湖
定
尺
の
T
驚
倒

第

三
巻

三

六

第
一
統

三

六

ク
ロ千
ピ

薬
せ
ら
れ
る
.
然
か
れ
ど
も
比
の
北
方
支
部
所
産
の

租

黍

の

穀
輩
に
も
産
地
の
異
な
る

に
院
払
て

多
少
.の
大
小
の
差
あ

り
'
そ
の
中

な
る
者
即
ち
過
大
に
も
過
小
に
も
非
ざ
る
普
通
平
均
的
な
も
の
を
取
る
と
謂
つ
て
も
'
こ
れ
亦
畢
術
的
に
は
必
ず
し
も
等
し
か
ら
ざ

る
な
れ
ば
.
略
ぽ
i(
帽
的
な
尺
俵
は
比
の
方
淡
を
以
て
L
rTj
定
め
得
ら
れ
て
79
.
嬢
術
的
忙
放
甥
的
に
精
噛
f
な
る

1.
淀
不
動
の
法
定

･
ー
t:.

■′l

'
l-llllu
一
一,J
･｢托
‥
h
ll
r･こ

こ
｣-
二
LLTh附
丈
,r)hL
･r
つ
1一lU

さ
'
責
鎧
の
律
管
の

長
さ
と
窯
る
こ
と
は
期
杓
出

奔
ぬ
｡
『
大

庶

六
典
』
に
斯
-
あ
る
か
ら

J
J
謂

つ

て

F.

今
日

山

門

省

過

に
て

収

穫

せ
る
桓
黍
の
中
の
者
を
取
り
て
之
を
賀
鹸
測
定
し
て
も
'
決

し

て

卑
術

的

な
基
礎
的
研
究
と
も
た
る
べ
き
不
磨
の
織
案
を
得
ら
る
る

筈
の
無
い
こ
と
で
あ
る
｡
只
匝
黍
の
革
は

『
漢
書
』
巻
1
手

二
上
'
律
歴
志
上
簾
に

原
著
0
分
寸
尺
丈
引
血
o
研
一以
度
二長
短
J血
｡
本
組
L]哉
鐘
之
長
7
以
二子
教
範
黍
中
者
1
黍
之
廉
.度
レ之
〇
九
】.十
分
哉
銑
之
島
P

r
琴
L
一

分
?
十
分
篤
ゾ寸
｡
十
寸
箱
レT<
0
十
ノミ
馬
レ
丈
O
十
丈
馬
レ
引
.
而
五
度
審
失
｡
其
淀
用
:鋼
高

1
寸
産
二
寸
晶

1
丈
[1gt=
分
寸
尺
丈
存
鳶
o
用
′竹

馬
/
引
O
高
1
分
庚
六
分
長
十
丈
｡
其
方
泣
矩
o
高
度
ナ
し数
.
陰
陽
之
象
血
.

と
あ
る
通
-
､
黄
鐘
の
律
管
の
長
さ
と
其
の
長
さ
を
矩
黍
の
穀
膏
九
十
位
を
以
て
符
合
せ
し
む
る
こ
と
と
が
､
法
定
標
準
尺
度
を

定
む
る
理
論
と
し
て
相
富
古
代
よ
-
博
親
的
信
仰
的
に
尊
重
せ
ら
れ
乗
れ
る
の
み
な
ら
ず
'
此
の
方
法
を
以
て
し
て
も
大
槽
の
尺
度

榎
準
は
立
て
得
ら
れ
'
且
つ
は
人
鰹
の
指

･.手

･
肘
な
ど
を
以
て
す
る
も
の
よ
り
も
比
較
的
艶
美
蟹
H
Lの
僅
少
な
る
を
以
て
'
さ
て

は
進
歩
せ
る
人
心
に
納
得
を
典
ふ
る
理
論
的
教
導
的
方
法
な
る
薦
'
唐
政
府
に
於
て
之
を
以
て
法
定
標
準
尺
慶
を
理
論
づ
け
て
決
定

す
る
基
準
と
し
て
津
命
の
文
に
網
ひ
た
る
も
の
で
あ
ら
う
｡
し
か
も
そ
の
菅
際
に
於
て
は

u塵
嘗
』
律
藤
志
所
見
の
方
注
に
探
-
て

恰
も
程
黍
の
穀
章
九
十
位
の
蓮
根
が
黄
鎧
の
律
管
九
寸
の
長
さ
に
合
致
す
る
株
に
都
合
よ
-
油
長
開
合
せ
し
め
て
以
て
朝
廷
に
放
て

法
定
榛
準
度
器
を
製
作
し
て
之
を
大
府
寺
に
管
碓
賛
撒
せ
し
め
'
そ
の
副
器
を
多
数
製
作
し
て
之
を
州
将
官
著
に
も
管
理
賛
燕
せ
し



め
'
芳
し
論
者
あ
-
て
柾
黍
の
賀
九
十
五
粒
を
列
ぬ
る
に
非
す
ん
ば
港
定
の
九
寸
に
合
致
せ
ぬ
と
反
駁
上
言
す
る
者
あ
-
で
も
.
そ

れ
は
通
常
安
富
な
る
在
黍
貫
に
依
ら
ざ
る
も
の
と
論
駁
却
下
し
て
'
専
ら
太
府
寺
管
理
賛
寂
の
法
定
離
岸
に
描
ら
し
め
た
も
も
の
で

あ
ら
う
｡
結
局
任
委
の
穀
茸
の
こ
と
を
法
定
標
準
定
尺
制
定
の
方
法
の
中
に
加
ふ
る
は
､
農
は
園
の
本
な
-
と
謂
ふ
考
を
尺
度
の
中

に
含
ま
し
め
む
と
す
る
考
に
出
づ
る
も
の
に
し
て
､
黄
鐘
の
律
管
の
長
さ
の
み
に
よ
-
て
も
'
法
定
榛
準
定
尺
は
決
定
し
得
る
筈
で

あ
る
｡

斯
く
し
て

.L
度
決
定
製
作
し
て
太
府
寺
に
管
理
聾
赦
せ
し
め
た
る
度
器
-

こ
れ
は
豊
津
も
衡
器
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
が
卜

は

羅
封
的
播
威
あ
る
も
の
と
し
て
尊
重
せ
ら
れ
､
天
下
の
度
器
の
儀
器
と
し
て
絶
封
の
法
的
慣
値
を
有
し
た
｡
天
下
通
行
の
度
器
は
悉

く
之
に
捻
ら
ざ
る
べ
か
ら
す
-｡
其
の
詔
轍
は

『
大
旗
i(
鼎
』
撃

手

.
太
府
寄
主
韓
の
藤

に

札
付
北
斗
秤
量
尺
O
偉
牢
八
月
0
芦

1.i,撃
t叩
.a
?
Bj;>或
二差
諸
州
か
祷
弼
レ
用

㌔
ふ
･

と
あ
り
.
更
に
未

の
王
蕗
の

『
唐
合
要

』
璽

ハ
±

ハ
F.

太
府
寺
の
傍
に
は

そ

の
直
艶
的
緑
由
を
詳
細
に
記
し
て
攻
の
諾
項
を
閑
列

し
て
あ
る
｡

武
徳
八
年
混

二
㌫
宗
九
月
勅
｡
諸
州
斗
肝

｡

撃

太
府
二校
i
之
.

閑
元
九
年
詣

173
75tr糾
勅
格
o･-
･
京
讃
司
及
讃
州
o
各
給
三秤
尺
及
五
尺
度
斗
升
合
等
横
?
幣
鋼
席
,
N
o
閑
市
令
o
諾
官
私
斗
凡
群
皮
o
毎
年

八
月
｡
詣
二金
部

大
府
等
.-,千
校
.
不
′
在
′某
省
.
請
三原
″
在
州
琴

平
較
O
弧
印
署
｡
然
後
聴
レ
用
o

大
暦
十
年
曜
統
一選
等

二
月
二
十
二
日
新
D
自
今
以
後
O
雁
右

を

用
斗
秤
尺
O
聴
気

取
二大
府
寺
較
印
?
然
後
行
用
.

大
和
五
年
箭

1崇

1rf
八
月
O
大
府
奏
O
斗
秤
蕃
印
O
本
是
豊

ロ0
近
日
以
来
.
慣
慣
糟
甚
｡
今
請
｢省
寺
各
ET
.1新
印
.改
義

文
㌔

勅
旨
｡

宜
レ依
o

唐
代
官

私
行
用
の
度
器
は
竜
衡
器
と
等
し
く

各
年

一
回
八
月
に
二

泉
師
に
於
て
は
大
府
寺
の
金
部
に
於
て
'
地
方
に
於
て
は
州

唐
代
展
開
に
於
け
る
jLJ
券
使
用
習
慣
の
賓
情
と
布
&:滴
定
尺
の
1
茸
例

第
三
者

三
七

第
1
既

三
七

.ヽ
b
tt
.す
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＼

唐
代
良
問
に
於
げ
ろ
度
辞
使
用
習
慣
の
賓
情
と
布
島
測
定

尺
の
1
安
例

第
三
番

三
八

第

Z
戟

三
八

願
官
署
に
於
て
､
そ
れ
-

債
へ
附
け
あ
る
洪
定
榛
準
慶
尺
債
券
と
比
較
検
査
し
て
其

の

iE
香

･
適
否
を
決
定
し
'
そ
の
使
用
の
可

香
を
定
め
た
の
で
あ
る
｡

期
-
標
輝
度
精
の
津
定

二

般
児
問
使
用
の
慶
韓
の
検
案
勘
行
･LJil､

1=
面
に
於
で
は
政
治
施
行
上

･
鰐
終
生
借
上

･
批
層
iH.措
上

u
J
｢コ
V
･
ノ
LJ"
-宗

即
し
て
■LBa･.]rrR
'
耐
儀
典
病
の
伐
に
賀
せ
む
･u
J-
Cd明
則
な
る
員
的
漂
成
の
鴬
.な
る
は
申
す
迄
も
な
い
が
'
他

ノヽ
′ヽ
.一rIL'

L
一ン
.EP
ー.
lノT7)
i/Fv
ノ｣･qハ
.

面
に
於
て
は
基
準
を
典
に
せ
る
各
種
の
政
府
非
公
認
の
度
群
が
盛

に
民
間
に
製
作
便
相
せ
ら
れ
て
ゐ
た
こ
と
を
示
す
も
の
に
し
て
.

同
じ

1
尺
に
て
も
長
短
置
々
た
る
度
器
の
横
行
を
以
て
民
間
に
不
正
な
る
買
茸
取
引

･
貸
借
契
約
が
行
ほ
れ
て
勤
と
も
す
れ
ば
紛
雫

を
生
じ
'
施
き
て
国
家

･
社
脅
生
活
の
秩
序
を
素
乱
す
る
の
を
防
止
せ
む
と
す
る
目
的
の
虜
で
も
あ
っ
た
｡
標
準
度
器
を
法
律
的
に

制
定
し
て
も
度
器
の
製
造
頒
布
方
港
を
政
府
に
て
碍
占
せ
す
し
て
'
之
を
民
間
の
自
由
な
る
製
作
販
東
に
放
任
す
れ
ば
如
何
し
て
も

法
東
標
準
度
器
以
外
の
各
種
の
度
器
が
硯
は
れ
て
葬
る
｡
郎
ち
長
5
,間
借
続
的
習
慣
的
に
民
衆
の
問
に
使
払
馴
ら
さ
れ
て
ゐ
る
各
種

の
度
器
性
其
の
潜
在
普
及
力
駕
-
べ
き
も
の
あ
-
て
'
到
底

1
法
令
を
以
て
劃
然
と
し
て
之
を
殿
止
し
得
ざ
る
が
故
で
あ
る
｡
唐
政

府
の
法
定
磨
準
度
器
励
行
の
方
法
は
草
に
叙
上
の
如
き

1
年

1
回
の
検
査
程
度
の
も
の
に
し
て
'
民
間
製
作
放
棄
度
器
の
販
東
新
に

於
け
る
槍
定
施
行
は
申
す
迄
も
な
く
'
政
府
に
て
天
下
頒
布
の
度
器
を
悉
く
官
製
と
鴛
す
こ
と
を
も
行
ふ
て
居
ら
ぬ
の
で
あ
る
か
ら

非
法
定
度
器
の
民
間
に
於
け
る
慣
行
は
如
何
し
て
も
絶
滅
せ
ぬ
幕
で
あ
る
｡
然
か
れ
ば

1
丈
の
布
南
に
て
も
甲
種
の
非
法
定
度
器
を

以
て
す
れ
ば
正
し
-

1
丈
あ
-
て
も
法
定
棟
準
度
器
を
以
て
測
れ
ば
九
尺
Å
寸
し
か
な
い
場
合
が
起
る
｡
ま
た
之
を
乙
種
の
非
法
定

度
器
を
以
て
測
れ
ば

一
丈
二
尺
と
な
る
こ
と
も
あ
る
｡
し
か
も
甲
乙
嗣
笹
と
も
何
れ
も
前
代
以
来
の
偉
枕
的
習
慣
的
度
器
な
れ
ば
'

政
府
の
津
定
標
準
庶
芹
よ
-
観
れ
ば
不
正
塵
界
で
あ
る
が
'
使
払

馴
れ
て
来
て
居
る
民
衆
･Li-
観
れ
ば
必
ず
し
も
不
正
塵
界
な
-
と



は
考
へ
ら
れ
ず
､
侍
統
習
慣
上
音
然
の
事
と
考

へ
て
之
を
使
用
す
る
O
そ
れ
故
僧
に
布
席
絹
頼
経
を
貸
借
す
る
場
合
に
､
そ
の
一
尺

の
管
長
の
長
い
甲
種
の
非
法
定
の
民
間
慣
用
度
器
を
以
て
五
文
を
借
り
'
そ
の
返
済
の
際
に
そ
の
l
尺
の
章
長
の
短
い
乙
種
の
非
公

認
の
民
間
慣
用
塵
界
を
以
て
返
却
す
れ
ば
'
借
用
者
は
そ
の
差
頼
だ
け
の
利
得
を
獲
る
こ
と
と
な
る
｡
利
己
主
義
の
張
い
不
正
な
る

商
貢
や
老
櫓
な
る
借
主
敵
俸
銃
的
習
慣
を
口
葦
と
し
て
此
の
種
の
不
正
行
席
を
敢
て
零
し
'
所
在
に
紛
議
を
惹
起
せ
し
な
ら
む
こ
と

推
憩
に
難
-
な
い
o
硯
豊
川
塙
の

『
唐
倉
要
』
の
記
載
の
中
に
於
け
る
茎

京
の
太
和
五
年
の
太
府
寺
の
上
奏
に
､
度
量
衡
器
の
検
査

済
を
琵
す
る
即
は
槽
書
な
る
が
､
近
頃
は
こ
れ
を
偏
達
し
て
検
査
を
受
け
ず
し
て
私
に
備
達
印
を
以
て
検
査
終
了
を
詮
す
る
風
が
盛

で
あ
る
か
ら
､
敢
て
即
を
改
め
叢
書
を
以
て
せ
む
こ
と
皇

誓

る

l
保
が
あ
る
｡
此
の
現
象
な
ど
は
法
定
模
準
度
器
な
ら
ざ
る
各
種

｢ノjhJ阜
打
｡L
nTTrT)
TTTT
′
lJr凹
JL
L
ILヒ
L
二
L/
TL
二
一h
L
ト
L
hJ.rtき
n)LZ
二

/
I
Ir
:
トL
FZG7
A
tLJ
rTlh
)
L
.
二
〉
lp
r
.r.TltL.
)
二｣
三L
I
tJ､

Tノしトト
ヒ
l｢]･lヽ
~ノ
tl′ヽ
_▼111lF
TTI､了
▲

る
私
的
庶
食
衡
群
に
非
ざ
る
む
以
て
社
食
の
或
る
範
囲
内
に
於
で
は
公
用
せ
ら
る
1

可
能
性
が
あ
れ

AJ
れ
に
接
-
て
墨

貿
貸
借
契

約
を
薦
し
て
も
甘
ん
じ
て
之
に
鷹
す

る
人
は
多
々

あ
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
故
に
買
膏
貸
借
契
約
を
薦
す
に
嘗
-
'
後
日
の
紛
議
を
起

き
し
め
ざ
る
横
に
篤
さ
む
に
は
'
如
何
な
る
種
の

度
量
衡
を
療
準
と
し
て
契
約
を
結
び
し
か
を
明
記
す
る
に
若
く
も
の
は
な
い
｡
唐

代
に
於
て
斯
か
る
習
慣
が
民
間
に
於
て
慣
行
せ
ら
れ
ゐ
た
る
琵
襟
皇

艶
に
指
摘
し
得
る
.
そ
れ
は
英
国
王
且
博
物
館
所
寂
ス
タ
イ
ン

博
士
将
奔
文
書
第
萱
四
七
五
競
紙
背
の
契
文
武
拾
適
中
の
第
六
番
目
の
中
晩
唐
時
代
の
根
本
史
料
『
安
環
清
農
耕
地
貴
液
契
約
文
書
』

の
如
き
其
の

l
例
で
あ
る
｡

･.･
･･･r

･
.
.

･
1･
ド

･
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｣
.'･1

唐
代
民
間
に
於
け
る
度
器
使
用
習
慣
の
賓
情
と
布
烏
測
定
尺
の
7
賓
例

第
三
巻

三
九

第

t
既

三
九

†
･▲G7･



唐
代
居
間
に
於
け
る
度
器
使
用
習
慣
の
賓
情
と
布
島
捌
定
尺
の
1
軍
側

未
年
十
月
三
日
.
上
部
落
首
姓
安
環
清
.
馬
下

F.I
突
田
債
賓
不
与
野

]韓
約
7
今
野

南

件
稚
7

7
1

出
買

二頻
同
部
落
人
武
園
子
7
其
地
顔
別

断
二
作
射
斜
漠
斗
思
碩
憶
｣
nT

都
計
番
貰
恰

仕
碩
窮
ま
頓

,Ja.洪
7
1

E.iiU
iJ.番
〝

i
卑

一恵

7
､

酎
子
修

=瞥
佃
替
7
如
嶺

有こ人件
相
談
認

7

7
仰
二
安

環
清
7
割
こ
上
地
佃
撃

輿
=
園
子

?
其
雌

及
穿
.
常
旦
父
相
分
付
｡

1準
､懸
欠
7

1
費
巳
後
｡

如
若
先
部
悔
｡
罰
変
伍
碩

0
人
二
不
レ悔
人
7

巳
後
芳

恩
二
戟
安
清
7
罰
金
伍
両
納
こ
入

官
?
官
有
=
政
港
7
人
従
=
碓
契
?
両
共
や
章
｡
喜
レ指
薦
レ
記
o＼

第
三
者

E
I
O

第

F
就

四

〇

l
ll
=董卓.

増

春

軍

宮

部

Y
甘

地
主

師
拙

安
jr_

~ 一環

一燈清
一

一 書-.･.･.･.･.･･-

▼

,

柑

夫

安

値

子

右
の
文
葵
の
氏
名
の
傍
の
豊
新
は
花
押
指
童
に
し
て
昔
時
の
習
慣
に
よ
-
左
手
中
指
の
関
節
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
｡
之
に
は
鼻



簿

嘗
薯

…

-
各軍

耕
地
受
渡
文
書
た
る
に
拘
ら
ず
買
輿
と
貫
の
字
を
使
用
し
て
あ
る
｡
方
今
の
邦
俗
よ
-
す
れ
ば
正
に
費
興
tJJ
謂
ひ
た
い
が
'
支
那
人

の
考
に
て
は
買
茸
は
そ
の
関
係
者
両
人
が
各
自
の
立
脚
地
よ
-
謂
ふ
時
､

一
人
は
買
方
で

一
人
は
費
方
で
あ
る
が
､
買
責
の
封
象
と

罵
れ
る
物
貨
の
立
脚
確
よ
り
謂

へ
ば
軍
に
其
の
物
貨
の

1
移
動
に
か
過
ぎ
ず
､
買
ほ
れ
て
行
く
こ
と
は
即
ち
要
ら
れ
て
行
く
事
で
.

物
貨
本
位
に
書
け
ば
貫
責
頑
字
そ
の
何
れ
を
桶
払
て
も
支
障
無
い
譲
で
.
此
の
考
の
徹
す
る
所
蓬
に
物
貨
の
茎
貿
移
動
を
患
昧
す
る

文
字
と
し
て
賃
の
芋
が
慣
伺
せ
ら
れ
賃
の

三
十
に
買
ふ
と
責
る
と
の
雨
訓
を
生
じ
て
居
る
程
で
あ
る
O
故
に
此
の
契
文
に
買
輿
と
あ

-
て
も
早
計
に
之
を
誤
字
な
り
と
断
定
し
難
く

寧
ろ
以
て
中
晩
唐
時
代
の
俗
語
の
習
慣
を
知
る
べ
き
貴
重
な
る
史
料
と
目
す
べ
き

で
あ
ら
う
と
息
ふ
.
同
様
の
考
は
貸
借
に
於
て
も
存
し
て
ね
た
O
此
の

『
安
環
清
農
耕
聖
冥
渡
契
約
文
書
』
に
畝
別
の
増
便
を
定
め

て
漠
斗
望
碩
陸
T
と
明
記
せ
る
が
､
此
の
浜
斗
と
は
申
す
迄
も
な
-
支
那
中
原
通
行
の
畳
器
に
挨
る
容
貴
の
意
で
あ
る
C
抄
州
撤
焼

願
地
方
は
麦
邪
の
西
陣
耗
韻
の
郷
に
L
L･.J
.
所
域
系
統

の
譜
民
放
も
彩
多

し
く
離
放
し
て
.ぬ
允
か
,,iî
.
幣
に
支
那
伴
流
の
鮭
漁
衡
の

み
な
ら
ず
'
西
城
系
統
の
そ
れ
も
各
軍
打
は
れ
て
ゐ
て
'
標
準
を
異
に

せ
る
各
壇
の
度
量
衡
が
混
用
さ
れ
て
ゐ
た
こ
と
此
の
文
句
よ

-
推
察
し
て
甚
だ
明
確
で
あ
る
と
思
ふ
.
此
の
際
妥
環
清
は
唐
政
府
の
法
定
榛
準
量
器
を
以
て
す
る
萱
碩
陸
斗
を
以
て
農
耕
地

一
献

の
倍
額
と
定
め
て
武
園
子
と
買
茸
契
約
を
結
び
た
る
な
れ
ば
'
そ
の
塁
買
取
引
の
行
ほ
れ
て
後
に
'
標
準
を
異
に
す
る
西
域
系
統
の

量
器
せ
以
て
武
国
子
よ
･sl
損
得
如
何
に
関
す
る
異
議
の
起
ら
む
こ
と
を
未
然
に
防
止
す
る
篤
に
'
ま
た
武
園
子
と
し
て
も
'
後
日
に

安
環
清
よ
り
量
器
の
如
何
よ
-
異
議
紛
率
を
生
ぜ
し
め
ざ
ら
む
が
属
に
'
襲
方
合
議
の
上
で
そ
の
こ
と
を
立
に
明
文
と
し
た
の
で
あ

る
こ
と
申
す
迄
も
な
い
o
こ
れ
望
月
責
契
約
の
場
合
に
於
け
る

IJ例
で
あ
る
が
'
貸
借
契
約
に
於
け
る

1
例
を
指
摘
す
か
ば
同
じ
-

英
国
王

止
博
物
館
所
蔵
ス
タ
イ
ン
博
士
将
来
支
署
第
萱
四
七
五
購
紙
背
唐
代
女
史
配
給
通
の
中
の
常
給
費
番
目
の

『
粟
国
寺
人
声
索

唐
代
民
間
に
於
け
る
度
券
使
用
習
慣
の
賓
情
と
市
島
測
定
尺
の
T
賓
例

第
三
雀

四

1

第

7
班

四

1



唐
代
属
間
に
於
け
る
度
器
任
用
習
慣
の
賓
情
と
布
島
測
定
尺
の
一
軍
例

満
奴
便
粟
国
寺
悌
慣
穿
契
女
』
を
奉
げ
得
る
.

第
三
番

四
二

弟

7
駄

四
二

ロ
ロ
四
月
廿
二

日
｡
嘗

寺
人
戸
索
満
奴

｡
篤
レ

無
.融

封
二
日
目
‖

J

7ヽ

了
､

□
嶺
寺
仏
帳
物
円
叫

便

二
歩

両
慣

?

並
摸
封
｡

其
安

静
=
''日

日=
i

･I
J

H
Li･,･未
読
足
叫
如
鼓

南

関
'

;
其
発
話

レ陪

J
仇
任
下撃
]Jj

nLJ
賛
難
物
?
閉
充
中
穿
直
Sl
如
身
東
西
S

一
仰
二偉
人
1日
‖

=

L｡
□
二

□
無
7
倍
｡
故
軍

政

契
7
書
レ駄
馬
レ
記
.

便
参
入

索

備

奴

年

一日
=

L

保

人

解

抄

年

廿

見

人

倫

義

眼

J=

I
僧
嘉
眼
便
二歩
両
碩
7
如
債
レ
前
不
レ柄
｡
其
穿
請
1.遺

一=

二

見

人

宋

周

輿

見

A

僧

和

賀

見

7
ヽ

人

膚

道

琉

7チ

右
も
中
晩
唐
時
代
の
粧
本
史
料
で
'
第
Zll行
目
の
階
の
字
は
借
の
晋
通
常
字
で
あ
る
｡
幕
二
行
目
の
倭
の
字
は
駈
便
な
ど
と
も
慣

用
せ
ら
れ
る
例
あ
-
て

『
支
部
孝
』
第
拾
巻
第
垂
続
に
塙
ぐ
る
拙
稿

『
犠
蛙
蔑
見
文
書
に
撲
る
中
晩
唐
時
代
の
悌
敦
寺
院
の
鍾
敷
布

吊
頬
貸
附
営
利
事
業
道
営
の
賛
況
』
の
中
に
追
録
紹
介
し
た
る

F.百
姓
雀
米
老
優
粟
国
寺
悌
帳
穿
契
文
』
『
沙
州
寺
戸
厳
君
停
堅
固
寺



悌
帳
穿
契
文
』
な
ど
に
之
を
見
る
も
の
で
'
便
輿
と
使
用
せ
る
例
は
同
じ
-
右
拙
稿
中
に
紹
介
道
銀
し
た
る
俳
囲
ヱ
止
園
書
館
所
蕨

倣
焼
史
書
第
春
巻
七
〇
境
の

『
公
庫
穿
莱
出
便
興
人
錬
残
準
D
に
之
を
見
'
本
朝
現
代
語
に
所
謂

｢
融
通
す
る
｣
の
意
の
中
晩
唐
時

代
に
於
け
る
倖
俗
語
で
あ
る
｡
此
の

『
垂
牌
寺
人
声
索
滞
奴
便
桑
園
寺
備
帳
変
契
文
』
に
於
て
も
借
る
桝
の
寺
有
の
芽
は
支
部
の
量

器
を
以
て
す
る
禰
碩
な
り
と
明
記
し
て
あ
る
9
此
の
種
の
類
丈
は
儒
園
三
止
園
青
緑
所
蔵
倣
煙
文
書
第
武
K
八
六
甥
の

『
普
光
寺
人

声
李
私
々

便
重
囲
寺
常
任
穿
莱
葵
文
』
､
間
貸
参
七
重
○
涜
紙
背
の
『
未
年
四
月
三
日
rl[姓
臭
項
岳
便
永
香
寺
莱
捌
碩
契
文
』
な
ど
の

多
数
の
諸
奥
文
に
存
し
､
或
は
漠
斗
'或
は
漢
司

或
は
模
升
な
ど
と
し
て
硯
ほ
れ
て
居
る
｡
試
に
呉
項
告
の
も
の
を
例
示
す
れ
ば
'

未
年
四
月
三
日
｡
絶
骨
産
部
落
HI[姓
具
項
岳
o
W
.鹿

屑
?
今
於
二
永
毒
寺
伶
□
口
?
便
二

口
□
粟
漠
升
捌
碩
叫
美
深
諸
,F
眼
軍
政

八
月
季

蓮
納
O.l
加
速
l
隈
O
統

一
任
下
翠

喪
家
賓
難
物

等
叫
揮
発
巾
深
層
ド
中
間
身
不
い
雀
c

l
仰

政
人
等

代
納
O
恐

.入

野
日商
｡
故
ill..如
来
毎

レ
欄
…｡

使
果
人

呉
噂
岳

傑
人

男
忠
子

保
人

骨
農
俊

竣

岳

落

男

保
人
男

悉
領
終

一層

一
五
月
十

一
日
英
項
岳
仮
豆
柄

碩
捌
升

保
人
男

鐘

｢愛

保
人

個

未
年
四
月
四
日
.
結
骨
薩
百
姓
龍
華
子
便
二捌
封
式
勝
?
華
子
格
具

一

有
に
て
は
漠
升
と
あ
る
｡
升
の
字
を
勝
に
作
る
は
我
が
正
倉
院
史
書
で
も
見
る
所
で
あ
る
O
此
等
の
語
例
は
遺
存
す
る
稀
朝
の
根
本

史
料
の
関
係
上
.
支
那
系

･
西
域
諸
闘
系
の
各
隆
の
棲
学

で
異
姓

す
か
督

嘗
衝
の
混
滑
併
相
せ
ら
れ
て
ゐ
た
沙
州
倣
焼
地
方
の
AJ
と

唐
代
民
間
に
於
け
る
鷹
番
使
用
習
慣
の
賓
情
と
祐
鼻
側
定
尺
の
一
貸
倒

第
三
巻

四

三

第

1
親

四
三



唐
代
民
間
に
於
け
る
度
蕗
使
用
習
慣
の
衰
情
と
布
烏
捌
定
尺
の
一
箕
例

第
三
番

四

E
:

第

…
就

四
四

と
て
'
大
腰
は
支
那
系
馨

富
衝
に
揺
る
か
西
域
系
の
そ
れ
に
掠
る
か
せ
明
記
す
る
に
止
ま
れ
る
も
.

支
那
中

原
に
於

て

唐
の
改
定
梗

準
度
量
衡
以
外
に
各
程
の
標
準
を
異
に
す
る
偉
銃
的
習
慣
的
支
部
度
量
衡
が
民
間
に
て
慣
行
せ
ら
れ
'
前
掲
の

『
唐
合
掌
』
所
見
の

'
-
-
-

-

-

-

.

-

-

--

'
..

ら
む
と
す
る
が
如
き
驚
偶
に
於
13J
に
'
各
校

の
庶
畳
餌

が
民
間

に
憤
iE
:せ
ら
れ

て
､
老
狩
な
る
南
嘗
駕
が
苧

環
賃
借
契
約
を
結
ぶ
際

に
其
の
差
あ
る
を
利
用
し
て
常
に
田
巳
に
有
利
な
る
萩
に
利
用

した
も

の
と

考
へ

ら
れ
る
か
ら
､
支
部
中
原
に
於
け
る
買
賓
契
約
貸

借
契
約
な
ど
の
契
文
が
今
日
不
幸
化
し
て
遺
存
し
居
ら
ざ
る
雪

そ
の
詮
接
を
指
摘
し
て
之
を
論
定
し
得
ざ
る
が
'
恐
ら
-
杖
倣
煙

草
兄
の
諸
契
文
に
見
る
が
如
-
､
確
貰
入
念
な
る
諸
契
約
文
契
皇

父
換
す
る
に
首
-
て
は
'
何
樺
の
慶
尺

･
何
種
の
景
斗

･
何
程
の

衡
秤
を
以
て
之
を
契
約
す
る
と

〓

明
記
し
た
る
も
の
で
あ
ら
う
と
息
は
れ
る
｡
轍
燈
篭
見
文
書
の
中
に
も
支
部
系

･
西
域
系
の
度

量
衡
の
別
に
非
す
し
て
､
そ
の
契
約
を
零
す
に
首
rsl
て
使
用
せ
る
度
器
の
如
何
な
る
種
の
も
の
な
る
か
を
明
示
せ
る
も
の
あ
る
こ
と

後
に
紹
介
す
る
通
Fl
な
れ
ば
'
こ
れ
よ
り
類
推
し
て
支
部
中
風
の
民
間
に
於
け
る
度
器
使
用
習
慣
の
賛
情
-

量
券
並
に
衡
器
の
場

合
に
於
て
も
仝
-
同
株
の
事
情
に
在
つ
た
と
想
像
せ
ら
れ
る

-
の
略
ぼ
如
何
な
る
も
の
な
り
し
か
を
推
想
し
得
る
と
恩
ふ
｡
即
ち

唐
政
府
の
法
定
標
準
度
器
は
億
と
し
て
港
定
せ
ら
れ
て
居
む

'
政
府

･
官
署
関
係
の
収
約

･
支
出
は
億
と
し
て
之
に
掠
れ
る
に
拘
ら

ず
'
民
衆
相
互
間
の
私
的
買
責
貸
借
に
放
て
は
法
定
の
も
の
を
以
て
す
る
も
の
あ
-
'
非
法
定
の
停
杭
的
慣
行
的
の
も
の
を
以
て
す

る
も
の
あ
り
'
其
の
間
老
狗
な
る
も
の
は
こ
れ
を
悪
用
し
.LJ.
差
よ
-
生
ず
る
利
益
を
食
-
し
も
の
で
'
其
の
結
果
往
々

に
し
て
買

責
貸
借
契
約
の
文
奥
に
於
て
'
契
約
の
際
に
掠
る
所
の
度
量
衡
の
標
準
の
種
頬
を
明
記
す
る
こ
と
が
行
ほ
れ
た
の
で
あ
る
｡


