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唐
代
均
国
法
施
行
の
意
義
に
つ
い
て

点'./6.
T久

木

私
は
嘗
て
激
煙
後
見
の
戸
籍
を
基
礎
と
し
τ

唐
の
均
同
法
を
考
察
し、
そ
れ
は
有
名
無
賓
な
骨
抜
法
案
で、
強
い
て
そ
の
意
義
を
求
め
れ

詫
－

ぽ、’
皐
な
る
土
地
所
有
制
限
策
に
過
ぎ
な
い
と
論
じ
た
こ
と
が
あ
る。
し
か
し
営
時
私
は
鞠
か
均
出
法
施
行
の
費
依
究
明
を
念
ぎ
過
ぎ
た
の
で、

と
の
意
見
は
唐
の
均
団
法
を
金
〈
無
意
義
な
存
在
と
し
て
そ
の
法
的
債
値
を
認
め
示、
施
行
の
意
義
も
全
然
な
か
っ
た
よ
う
な
観
を
人
々
に
輿

え
た
の
で
あ
う
た。
勿
論、
私
は
唐
の
均
田
法
の
法
的
慎
値
を
全
然
否
定
し、
そ
れ

が施
行
の
意
義
た
し
と
す
る
者
で
は
な
い。
い
う
ま
で
も

怠
く
均
回
法
施
行
の
大
き
な
目
的
は、
園
家
が
最
高
の
地
主
と
し
て、
そ
の
主
地
を一
般
農
民
に
分
給
し、
そ
の
代
償
と
し
て
地
代
た
る
租
庸

調
を
彼
等
か
ら
徴
牧
し、
こ
れ
に
よ
っ
て
園
家
財
政
の
基
礎
を
安
定
す
る
に
あ
る。
こ
の
場
合、
一
般
農
民
に
劃
す
る
土
地
の
分
給
が
規
定
通

り
行
わ
れ
て
い
る
か
E
う
か
r
問
題
で、
そ
れ
に
重
黙
を
置
い
て
唐
の
均
田
法
を
考
察
し
た
の
が
悲
の
審
稿
で
あ
る。
し
か
し
こ
れ
の
み
で

は、
均
国
法
施
行
の
意
義
を
期
か
に
す
る
に
菅T
分
で
な
い。
そ
と
で
以
下
柳
か
別
箇
の
黙
か
ら
唐
の
均
同
法
を
考
再
し、
奮
稿、

の補
正
を
試
み

た
い
と
思
う
の
で
あ
る。

さ
て、
唐
は
話
組
が
軍
を
太
原
に
起
し
て
長
安
に
入
る
や
法
二
十
僚
を
約
し、
そ
ω

即
位
す
る
に
及
び、
陪
の
開
皇
律
令
に
も
と
やJ
い
て
新
格

五
十
三
一僚
を
頒
ち、
つ
い
で
開
皇
律
令
や
新
格
五
十
三
僚
に
よ
っ
て
律
十
二

F

巻、
令
三
十一
巻
か
ら
成
る
新
律
令
を
制
定
し、
武
徳
七
年
ハ
六

二
四
川
四
月
と
れ
を
煩
行
し
たo
と
れ
は
唐一
第一
次
の
律
令
制
定
で、
唐
が
初
め
て
均
国
法
を
公
布
し
た
の
は
と
の
新
律
令
制
定
の
時
で
あ
る

H坦
＠a

と
い
わ
れ
て
い
るo
確
か
吃
唐
の
均
田
法
が
初
め
τ

制
定
さ
れ
た
の
は
こ
の
時
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が、
し
か
し
陪
が
亡
び
て
か
ら
武
徳
七

f

唐
代
均
国
法
施
行
の
意
義
に
づ
い
て
／
、

ー
も

七

／ 

/ 
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唐
代
均
田
法
施
行
。
意
義
に
つ
い
て

八回

年
に
至
る
ま
で 、
均
田
の
制
度
が
芝
う
な
っ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
戸
臆
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る。
さ
き
の
新
格
五
十
三
僚
は
唐
の
建
閣
の
際

の
暫
定
庭
置
で 、
恐
ら
く
そ
れ
に
は
均
同
法
や
そ
れ
と
関
係
あ
る
租
庸
調
の
俊
一項
が
な
か
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
が 、
通
H典

一一
食
貸
六
賦
税
下
大

麿
の
僚
に
は
武
徳
二
年
の
制
と
し
て
「
毎
一
丁

租
二
石」
と
い
う
こ
と
が
見
え 、
唐
曾
要

請
八

租
税
上
に
は
周
年
二
月
十
四
日
の
制
と
し
て
更

に
詳
し
（
「
毎
丁
租
二
石 、
絹
二
九η
綿
三
雨 、
自
故
以
外 、
不
得
横
調
教」
と
あ
り 、
ま
た
冊
府
元

毎諸
邦

一計部 、
戸
籍
の

俸は
「
百

ー
姓
年
五
十
君、
皆
発
課
佼」
と
い
う
同
年
十
二
月
七
日
の
勅
を
停
え
て
い
る 。
乙
れ
ら
を
武
徳
七
年
の
賦
役
令
の
規
定
と
比
較
す
る
に 、
租
二

石
は
「
毎
了
歳
入
租
粟
二
石」 、
絹
二
丈 、
問抑
三
雨
は
「
調
則
随
郷
土
所
産 、
綾
絹
組
各
二
丈・：・：
職
綾
絹
施
者 、
策
調
綿
三
雨」
と
合
致
し 、

ま
た
五
十
に
し
℃
謀
役
を
免
宇
は
戸
令
の
「
六
十
課
佼
俣
免」
と
た
ど
年
齢
を
具
に
し
て
い
る
だ
げ
で 、

こL
に
い
う
佼
は
賦
役
令
に
い
う
佼

（
庸〉
に
蛍
る
も
の
で
あ
る。
従
っ
て
唐
が
初
め
て
定
め
た
武
徳
二
年
の
租
税
制
度
は 、
同
七
年
の
賦
役
令
に
い
う
と
こ
る
と
同
じ
く

租
庸
調’

の
三
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
るo
き
れ
ば
と
そ
通
典

堵
食
貨
六
賦
税
下
大
唐
の
僚
で
は
「ハ
関一
冗）
二
十
五
年
定
令 、
諸
課
戸一
丁
租
調 、
准
武
徳

二
一年
乙

制」
と
述
べ 、
新
唐
書

市
高
一組
本
紀 、
武
徳
二
年
二
月
の
僚
に
は
「
初
出店
租
席
調」
と
し
て
い
るo

慮
で 、
租
席
調
の
制
度
は
均
団
法
を
前
提
僚
件
と
し 、
そ
れ
と
密
接
な
闘
係
が
あ
る
も
の
で
あ
る
か
ら 、
武
徳
二
年
に
租
康
調
の
制
を
定
め

た
こ
と
は 、
そ
れ
が
均
田
法
と
無
関
係
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

恐
ら
く

武
徳
二
年
の
租
庸
調
制
定
の
背
後
巴
は
情
。
均
同
法
が
あ
っ

た
と
想
像
す
る
C
で
あ
る。
群
雄
割
擦
の
混
乱
期
た
る
唐
初
に
沿
い
て 、
唐
は
未
だ
土
地
制
度
に
手
を
つ
け
る
十
分
の
飴
裕
も
な
か
っ
た
る
う

し 、
ま
た
そ
れ
を
行
っ
た
形
跡
も
な
く 、
そ
こ
で
土
地
制
度
に
つ
い
て
は
惰
代
の
均
同
法
を
そ
の
ま
L
K
放
置
し 、
た

NL

闘
家
財
政
の
闘
係

上 、
武
徳
二
年
に
租
庸
調
に
つ
い
て
の
暫
定
慮
置
を
定
め
た
の
で
あ
ろ
う 。
陪
の
均
回
法
に
つ
い
て
は 、
陪

ρ
高
組
文
帝
が
均
田
の
制
を
定
め

往
生

た
際 、
狭
郷
で
毎
丁
の
問
が
縫
か
二
十
畝
に
渇
き
な
か
っ
た
と
い
う
か
ら 、
蛍
時
に
な
い
て
も

規
定
通
り
に
土
地
が
授
け
ら
れ 、
牧
授
が
完
全

忙
行
わ
れ
て
い
た
識
で
は
な
い。
亡
の
よ
う
な
惰
代
の
形
勢
を
承
け 、

庫は
初
め
階
。
均
同
法
を
そ
の
ま
L
に
放
置
し
て
い
た
が 、
や
が
て
武

徳
七
年
新
律
令
を
後
令
し 、
乙
L
に
始
め
℃
唐
朝
制
定
の
均
同
法
を
行
う
と
と
L

な
っ
た。
し
か
し
こ
の
際
に
沿
い
て
も ‘
唐
は
土
地
の
調
茶
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配ー
劃

動エ

釦句
E
a
u－
言

語
田

宮規
定
通
り
に
励
行
し
よ
う
と
す
る
積
極
的
態
度
も

ち
て
い
な
い0

7
養

護
鑑

ー

鳩
ル
唐
記吋
武
徳
四
年
九
月
の
艇
に
よ
れ
ば 、
「
己
卯
詔 、
括
天
下
戸
口」
と
い
う
と
と
が
見
え
て
を
り 、
と

れは
あ
る
い
は
均
回
組
庸
調
制

施
行
の
準
備
に
闘
係
あ
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
が 、
記
越
が
飴
り
に
簡
略
で
あ
り 、
ま
た
と
の
記
事
が
如
何
な
る
材
料
に
擦
っ
た
か
も
明
瞭

で
な
い
の
で
ベ
乙
れ
を
も
ヲ
て
確
賓
な
誰
擦
と
は
し
え
た
い。

住
1

嘗
て
私
は
則
天
武
后
頃
か
ら
大
暦
四
載
ハ
七
六
九）
ま
で
の
激
煙
後
見
の
唐
代
の
戸
籍
に
見
え
る
回
額
を
検
討
し
た
と
と
が
あ
る。
即
ち
戸

籍
巴
は
均
国
法
の
規
定
に
よ
っ
て
農
民
が
受
け
る
筈
の
ぶ口
臆
受
回
額 、
賀
際
に
支
給
さ
れ
た
形
に
な
っ
て
い
る
既
受
同
額 、
合
癒
受
同
額
か
ら

既
受
田
額
を
引
い
た
未
受
同
額
沿
よ
ぴ
永
業
回 、
日
分
回
乃
至
は
駒
田 、
買
田
等
の
別
が
記
さ
れ
て
い
る
が 、
と
の
よ
う
な
各
戸
の
土
地
所
有

関
係
を
戸
籍
に
記
載
す
る
に
嘗
り 、
ま
宇
賓
際
の
所
有
地
た

β統受
回
を
規
定
の
範
圏
内
で
永
業
聞
と
し
τ

記
し 、
そ
れ
と
共
昨
蹴
受
田
の
う

ち
に
居
住
園
宅
地 、
買
同
等
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
掲
げ 、
そ
れ
以
外
に－
な
治
資
際
陀
所
有
す
る
岡
地
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
口
分
同
と
し
た
と
述
べ 、

と
れ
に
よ
っ
て
唐
代
の
均
国
法
で
は
規
定
通
り
に
土
地
の
牧
授
が
行
わ
れ
た
欝
で
は
な
く 、

要
す
る
に
戸
籍
に
見
え
る
と
と
る
は
均
団
法
D
僚

交
を
反
映
さ
せ
た
に
過
ぎ
な
い
と
し
た
の
で
あ
る。
こ
う
い
う

事
賞
は
決
し
て
則
天
武
后
D
頃
か
ら
始
っ
た
議
で
は
な
く 、

惰
代
の
形
勢
を
承

け
て
そ
れ
に
殆
ん
左
手
を
加
え
・な
か
っ
た
ら
し
い
武
徳
七
年
の
均
国
法
施
行
D
営
時
に
な
い
て
も
同
様
で
あ
ク
た
る
う
と
思
わ
れ
る。
勿
論
乙

陸
5

れ
は・
犬
憶
の
形
勢
に
つ
い
て
E
あ
っ
て 、
時
巴
土
地
の
還
公ー
が
行
わ
れ
た
形
跡
も
戸
籍
に
見
え
て
を
り 、
ま
た
給
田
の
事
賓
が
全
然
な
か
っ
た

と
い
う
の
で
は
な
い。
し
か
し
と
れ
は
－
時
的
あ
る
い
は
特
殊
な
現
象
で
あ
っ
て 、
戸
籍 。
に
見
え
る
還
公 、
退
問
に
つ
い
て
も 、
そ
れ
が
均
田

詫
8

の
規
定
に
よ
っ
て
公
牧
さ
れ
た
土
地
で
あ
る
か
E
う
か
に
は
問
題
が
あ
る。
給
固
に
つ
い
て
は ‘
唐
初
に
陪
末
の
争
鋭
に
よ
っ
て
生
じ
た
無
主

荒
関
の
土
地
や
官
に
淡
一枚
し
た
土
地
を
流
民
や
貧
窮
農
民
ρ一
部
に
分
給
し
た
こ
と
は
勿
論
あ
っ
た
で
あ
る
うo
ま
た
冊
府
元
亀

鐙
邦
計
部 、，

俸
乱脈
の
僚
に
よ
れ
ば 、
太
宗
の
貞
観
十
年
ハ
六一一一
六〉
職
回
を
慶
し
て
逃
還
の
貧
下
戸
に
給
し
た
と
あ
り 、
同
書

偽
ト
帝
王
部 、
恵
民
の
僚

に 、
貞
翻
十
五
年
三
月
裏
陽
宮
を
罷
め
て
百
姓
に
分
奥
し
党
と
あ
る
の
は
土
地
を
農
民
に

分興
し
た
も
の
ら
し
く 、

高
宗
の
永
徽
二
年
会ハ
五

唐
代
均
田
諒
施
行
。
意
議
に
づ
い
て

一
一
九
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唐
代
均
同
法
施
行
の

意
義
に
つ
い
て

一
二
O

民
T

一
）
八
用
に
バ
玉
華
殿
”を
慶
し
た
際、
苑
内
な
よ
び

賢官
一一叫
が
も
と
百
姓
の
田
宅
で
あ
っ
た
の
で
こ
れ
を
本
主
に
還
え
し、
ま
た
同
州
の
吉
泉

牧
一地
を
貧
民
に
分
給
し
た
と
あ
り、
同
審

議
邦
計
部、
河
渠
の
僚
に
は、
義
行
方
が
永
徽
年
間
に
稲
田
数
千
頃
を
開
い
て
百
姓
に
給
し
た
と

見
え、
奮
－墨田

一時十五一京
本
組
上
に
は、
開一
克
十
年
ハ
七
二
二）
E
月
内
外
官
の
職
田
を
牧
め
て
逃
還
の
賛
下
戸
等
に
給
し
た
と
あ
hm吋
冊
府一
苅

亀

詰
帝
王
部、
憲
一氏、
同
書
講
師
邦
計
部、
屯
田
の
僚
に
は．
同
二
十
五
年
四
月

一奈川
の
牧
地
や一
部
の
屯
田
を
謹曜
の
貧
下
戸
に
分
給
す

る
詔
が
見
え、
奮
唐
書
浦
ずだ一京
本
紀
下
に
は
翌
年
一止
月
京
兆
－府
新
聞
の
稲
田
を
貧
人
に
散
給
し
た
と
あ
り、
更
に

唐曾
一嬰
一一
九
内
外
官
職
回
の

駐
9

傑
に
は、
京
兆
府
に
あ
っ
た
も
と
の
職
回
を
京
畿
の
百
姓
に
支
給
せ
よ
と
い
う
勅
が
見
え
て
い
る。
こ
れ
ら
は
勿
論
丁
男
百
畝
と
い
う
よ
う
な

規
定
通
り
の
も
の
で
は
な
く、
し
か
も
特
殊
な
範
圏、
一
小
部
分
に
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
る。

以
上
越
ぺ
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て、
唐
代
の
均
団
法
は
農
民
の
賞
際
に
所
有
す
る
土
地
に
た
ど
均
回
の
僚
文
を
あ
て
は
め
た
だ
け
の
こ
と
で、

そ
れ
が
大
躍
。
形
勢
で
あ
る
こ
と
を
知
り
え
よ
うo
庭
で、
貞
観
十
八
年
二
月、
太山一京
が
露
口
北
幸
し、
そ
の
地
の
受
間
依
況
を
尋
ね
た
と
こ

ろ、
一
丁
僅
か
に
三
十
畝
で
あ
っ
た
と
い
う
と
と
が
倖
え
ら
れ
吋
い

弘泊
費
出灯
油
鑑

告
の
胡
三
省
の
注
に
よ
れ
ば、
霊
口
は
京
兆
府
の
地
名

と
し
て
い
る
か
ら、
勿
論
そ
れ
は
狭
郷
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
うo
こ
れ
は
さ
き
の
惰
書
食
貨
志
に
い
う
狭
郷
毎
丁
の
田
二
十
畝
と
あ
る
の
と

犬
差
な
い
朕
況
を
示
し
て
い
る。
と
の
二
十
畝、
一二
十
畝
と
い
う
の
は
狭
郷
で
あ
る
と
は
い
え、
均
四
法
に
い
う
規
定
の
受
同
額
よ
り
は
砂
な

ぃ
。
し
か
し
二
十
畝
は
わ
が
一
町
歩
飴、
三
十
畝
は
む
が
一
町
五
段
歩
以
上
に
営
る
の
で
あ
る
か
ら、
今
日
よ
り
生
産
の
低
か
っ
た
惰
唐
時
代

に
沿
い
て
も、
丁
男一
人
ρ
所
有
国
地
と
し
て
は、
到
底
生
活
で
き
な
い
僅
少
唱な
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
o
唐
代
D
一
戸
平
均
の
土
地
所
有

額
に
つ
い
て、
通
典
諸島民
貨
二
回
制
下
大
唐
の
僚
に
玄
宗
天
費
牛
間
の
熔
受
回
額
を一
千
四
百
三
十
寓
三
千
八
百
六
十
ご
頃
十
三
畝
と
し、
そ

れ
を
天
費
十
四
載
の
戸
製
八
百
九
十
寓
飴
か

J

ら
計
算
し
て
膝
受
田
の
一
戸
平
均
額
を一
頃
六
十
徐
畝、
即
ち
百
六
十
飴
畝
を
注
し、
ま
た
同
書

沖
合民
貨
六
賦
一枕一
下
大
唐
の
艇
に
は、
天
賓
中
の
地
税
計
算
を
西
漢
の
一
戸
平
均
の
墾
田
七
十
畝
に
準
じ
た
と
注
記
し
て
い
る。
こ
れ
は
明
か
机

1上

の
計
算
の
観
が
あ
る
が、
激
柏居
戸
籍
忙
つ
い
て
見
る
に、
儀
り
出
鱈
目
な
計
算
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る。
現
在
激
燈
戸
籍
の
最
も
数
多
く
紹

f
戸
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介
さ

れて
い引
る
の
は
天
費
六
載
の
も
の
で
あ
り 、
そ
の
中
の
飴
り
に
竣
腐
の
甚
だ
し
い
も
の
を
除
け
ば 、
私
の
知
る 一
限
り

で
は
十
九
戸
あ
る

6

酔
比
四

．

t

、

と
の
中
か
ら
全
家
波
落
の
陰
襲
組 、
劉
感
得
訟
よ
び
関
股
甚
だ
し
く
閏
額
計
算
の
不
可
能
な盲目
懐
鴻
の
＝一
戸
を
除
い
た
十
六
戸
の
態
受
回 、
蹴

受
回
の
額
は
次
の
如
く

で
あ
る 。

主

卑鄭曹劉陰徐程程程程程程

＼ 
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唐
代
均
同
法
施
行
の

意
義
に
づ
い
て

社

奉

三
四
二
四
（

六
四
〉

八
四
）

懐

戸

主

不

明

一

八
四
ハ

計

一
二
O
六
五
（
二
六
六
五
）

一
一一
一一

詫M
七
八

図
。

九
三
四

こ
の
よ
う
な
激
煙
と
い
う

僻
遠
な
一

一地
方
の

、

し
か
も
僅
か
な
戸
籍
に
よ
っ
て
全
館
を
推
論
す
る
の
は
甚
だ
危
険
な
方
法
と
い
わ
ず
る
を
え

戸
間早
位
畝
〉

な
い
が 、

現
在
の
限
ら
れ
た
乏
し
い
材
料
の
範
固
で
は

、

ま
た
一

臆
は
許
さ
れ
う
る
も
の
と
思
う

か
ら
、

こ
れ
を
も
っ
て
推
論
を
進
め
る
こ
と

L
し
よ
う。

右
表
の
藤
受
同
額
か
ら
計
算
す
る
と
、

そ
の
一

戸
平
均
は
七
五
四
畝
強
と
な
り 、

と
れ
は
通
典
の
一

六
O
飴
畝
よ
り

甚
だ
過
大
と

ぼ な
る
が

、

動
官
の
濫
授
と
菅
思
礼
の
戸
で
除
副
の
職
分
間
を
計
算
し
て
い
な
い
こ
と
な
ど
と
か
ら
考
え 、

駒
田 、

職
分
田
を
除
い
て
計
算
す
れ

一

戸
平
均
が
一

六
六
畝
強
と
な
っ
て
大
櫨
通
典
の
い
う
と
こ
る
と
一

致
す
る
。

ま
た
賞
際
の
土
地
所
有
額
で
あ
る
銃
受
閏
の
一

戸
平
均
は

五
八
畝
強
と
な
り
、

通
典
に
い
う
七
十
畝
よ
り

精
と

下
廻
る
が

、

こ
れ
は
比
較
的
下
屠
の
農
民
だ
け
の
僅
か
十
六
戸
だ
け
の
平
均
額
で
あ
る
か

ち
、

通
典
の
数
字
に
謝
し
て
著
し
い
矛
眉
が
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
な
い

。

従
っ
て
天
費
時
代
の
一

戸
平
均
の
臆
受
回
額
は
略
と
一
六
O
畝 、

賓

際
の
土
地
所
有
額
は
大
僅
六

、

七
十
畝
位
と
見
て
大
過
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

唐
初
の
臆
受
回
額
と
既
受
同
額
と
の
関
係
は
明
か
で
な
い
が

、

営

時
の
戸
口
の
激
減
は
戸
口
調
査
の
不
十
分
に
よ
る
の
で
あ
っ
て

、

唐一
初
に
は
戸
口
が
減
少
し
て
土
地
に
儀
り

が
あ
り 、

た
め
に
給
回
が
規
定
通

り
に
行
わ
れ
た
、と
は
信
じ
え
な
い
。

勿
論 、

部
分
的
に
は
相
営
の
費
化
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が 、

恐
ら
く

唐
初
に
沿
い
て
も
臆
受
田
額
と
蹴
受

回
額
と
の
一

戸
千
均
は 、

天
費
時
代
に
比
し
て
そ
れ
ほ
ど
著
し
い
鑓
化
は
な
か
っ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。

従
来 、

私
は
既
受
回
額
が
臆
受
田
額
に
比
し
て
透
か
に
砂
な
い
こ
と
を
給
回
の
不
足
と
し

、

そ
れ
を
も
っ
て
唐
の
均
回
法
を
論
じ 、

そ
の
施

行
の
賓
般
を
考
え
た
の
で
あ
っ
た

。
－ 、
般
農
民
に
謝
す
る
鼠
受
田
績
が
臆
受
田
額
よ
り

砂
な
い
こ
と
は

、

均
四
法
の
僚
文
の
法
規
的
解
樟
か
ち

す
れ
ば

‘

牧
授
のパ
如
き
は
殆
ん
ε

あ
り
え
争

、

規
定
通
り
の
均
団
法
の
施
行
は
全
く

不
可
能
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

し
か
じ
均
団
法
の
規
定
に
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い
う

干
の
受
問
額
百
畝
は
儒
家
の
理
想
で
あ
P、
一
丁
の
耕
作
し
う
る
理
想
的
最
高
限
で
あ
る
ら
し
く、
通
典
時
食
貨
七
歴
代
盛
衰
戸
口、

大
唐
の
僚
に
見
え
る
字
文
融
の
上
言
に、
十
T
K一
一頃
（
百
畝）
の
公
問
を
給
し
て
替
穏
さ
せ、
毎
丁
一
月
に
佼
功
三
日
と
す
れ
ば、
十
丁一

年
に
三
百
来
十
日
と
な
る
と
あ
り、
即
ち
こ
れ
は一
了
だ
け
に
百
畝
を
耕
作
さ
せ
る
の
と
同
じ
計
算
に
な
O
て
い
る。
百
畝
と
い
え
ば、
わ
が

五
町
五
段
払駄
に
営
り、
今
日
よ
り
如
何
に
農
業
生
産
が
低
か
っ
た
唐
代
に
し
て
も
相
蛍
の
面
積
で
あ
るo
嘗
て
私
は
唐
の
均
国
法
に
つ
い
℃

「
車
な
る
土
地
所
有
制
限
策
に
外
な
ら
示
」
と
述
べ、
枇
曾
の
賓
献
と
遊
離
し
た
形
式
的
存
在
で
あ
る
と
極
論
し
た
こ
と
が
あ
る
が、
と
れ
はー

注
目M

h

袈
だ
行
き
過
ぎ
た
議
論
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い。
嘗
て
金
井
乙
忠
氏
も
論
ぜ
ら
れ
た
と
と
が
あ
る
が、
土
地
所
有
制
限
策
と
そ
唐
の
均
回
法
の

一
つ
の
重
要
注
意
義
で、
官
人
永
業
聞
の
場
合
と
同
じ
く、
百
畝
は
質
に一
丁
の
土
地
所
有
の
最
高
額
を
規
定
し
た
限
田
に
外
な
ら
な
い。
従

っ
て
唐
が
均
田
法
に
沿
い
て
一
丁
百
畝
を
規
定
し
た
の
は、
そ
れ
以
上
の
土
地
占
有
を
抑
え
る
の
が
主
眼
で
あ
り、
そ
し
て
百
畝
の
土
地
を
支

給
す
る
と
い
う
名
義
の
下
に
農
民
を
土
地
に
縛
り
つ
け、
彼
等
D
土
地
所
有
額
が
臨
受
田
額
よ
り
砂
な
い
と
い
う
こ
と
は
何
等
問
題
で
な
く、

先
立
規
定
の
租
庸
調
を
徴
収
し、
雑
務
を
課
す
れ
ば
宣
し
い
の
で
あ
る。
就
に
引
い
た
唐
曾
要
の
武
徳
二
年
の
租
調
。
制
に
ハJ
い
て
の
書
き
ぶ

り
か
ら
見
れ
ば、
そ
れ
は
無
理
な
課
税
で
は
な
か
っ
た
ら
し
く、
従
っ
て
給
田
百
畝
は
土
地
所
有
額
の
最
高
限
を
規
定
し、
租
庸
調
は一
般
農

民
の
携
税
能
力
を
考
え、
一
定
限
度
に
と
E
め
て
定
め
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
る。
そ
れ
故
唐
は
別
に
苦
心
し
て
規
定
通
り一
丁
に
百
畝
の

土
地
主
支
給
す
る
必
要
も
な
け
れ
ば、
ま
た
そ
う
い
う
責
任
を
持
と
う
と
す
る
も
の
で
も
な
い。
杜
佑
が
天
費
時
代
の
臆
受
田
額
と
既
受
回
額υ

と
の
ち
が
い
に
つ
い
て
何
等
述
べ
る
と
と
る
な
く、
あ
、た
か
も
そ
れ
が
賞
り
前
の
よ
う
な
書
き
万
を
し
て
い
る
の
は、

を一亦
す
も
の
で
あ
る
う。
ま
た
事
震、
唐
代
C
六、
七
十
畝
は
む
が
三、
四
町
歩
に
営
り、
若
し
と
の
平
均
額
前
後
の
土
地
を
も
ち
う
る
注
ち

ば、
甚
だ
し
い
水
亭
轟
霜
の
害
や
戦
鋭
等
が
な
く、
租
税
も
規
定
通
り
で
特
に
激
し
い
搾
取
が
な
い
限
り、
農
民
の
生
活
は
雄前
で
な
い
に
L

τ

も一
一憶
の
安
定
が
見
ら
れ
る
筈
で
あ
る。
貞
観
年
聞
の
三
十
畝
と
い
う
の
は、
狭
郷
に
沿
い
て
の一
丁
に
謝
し
て
の
こ
と
で
あ
る
か
ら、
そ
れ

ほ
E
悪
保
件
と
は
い
え
歩、
と
の
場
合
の
給
問
の
不
足
と
い
う
と
と
は
さ
し
て
問
題
と
す
る
必
要
は
な
い。
太｛一万
が一
丁
の
受
岡
三
十
畝
に
封一

一
一回
右
に、
述
べ
た
事
情

唐
代
均
同
法
施
行
の
意
議
に
づ
い
て

一

一

一

一
一

一
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一

唐
代
均
回
法
施
｛仔
の
意
義
に
づ
い
て

一
一
一

四

し、
「
途
夜
分
而
授、
憂
共
不
給」
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は、
均
田
法
の
本
質
色、
考
え
や、
徳
高
き
中
園
の
帝
王
と
し
て、
ま
た
儒
家
の
理
想

物
な
立
場
か
ら
そ
う
思
っ
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
ろ
う。
勿
論、
街
時
の
世
と
て、
水
平
晶
霜、
戦
凱
等
の
害
な
く、
租
携
が
規
定
通
り
で、
外

J

に
特
別
わ
搾
取
が
な
い
と
い
う
よ
う
な
平
と
は
望
む
べ
く
も
な
い
が、
唐
初
に
時
閣
家
創
立
期
の
徳
政
者
の
努
力
も
あ
り、
農
民
に
と
っ
て
の

経
済
的
な
説明
僚
件
も
割
合
に
砂
な
か
っ
た
ら
し
い
の
で、
か
く
し
て
太
宗
時
代
に
は
い
わ
ゆ
る
貞
観
の
治
と
い
う
盛
世
を
現
出
し
た。
然
る
げい

か
L
る
農
村
駐
曾
の
安
定
も、
次
の
高山一訴
の
末
年
に
近
歩
く
に
つ
れ
て
次
第
に
崩
れ、
政
治
的、
経
済
的
惑
傑
件
が
増
加
し、
一
般
農
民
は
生

活
窮
乏
し
て
そ
の
土
地
を
典
賓
し、
他
郷
に
流
亡
し
た
り、
荘
園
に
流
れ
込
む
者
が
多
く
な
っ
た。
思
え
ば
太
宗
時
代
の
一
丁
三
十
畝
と
い
う

の
は
誠
に
有
り
難
い
御
世
で、
則
天
武
后
時
代
の
秋
仁
傑
の
上
疏
に
よ
れ
ば、
江
西
省
の
彰
津
忙
な
け
る
農
民一
戸
の
回
は
十
畝、
五
畝
に
過・

許可

日山

ぎ
な
い
と
見
え
て
い
る。
と
の
よ
う
な
質
例
は
撤
煙
戸
籍
の
中
に
沿
い
て
も
多
数
に
認
め
ら
れ
る
バ
と
れ
ら
の
戸
は
一
戸
平
均
の
統
受
田
六、

七
十
畝
の
最
低
の
芦
で、
あ
な
が
ち
土
地
を
費
却
し
た
講
で
も
な
く、
ま
た
唐
初
か
ら
も
こ
の
よ
う
な
既
受
田
の
砂
な
い
戸
は
あ
っ
た
で
あ
ろ

う
が、
そ
う
い
う
戸
常
増
大
し
て
き
た
と
い
う
と
と
は
確
に
一位
曾
問
題
で
あ
る。
十
畝
前
後
の
土
地
所
有
で
は
わ
が
闘
で
も
い
わ
ゆ
る
五
段
百

姓
で、
そ
れ
が
五
畝
前
後
で
は
金
ぐ
の
飢
餓
線
に
あ
っ
て
流
亡
は
時
の
問
題
で
あ
るー
か
く
て
天
賓
六
載
の
戸
籍
に
は
全
家
渡
落
の
例
が
二
戸

見
え
τ
い
る。
給
田
の
不
足
と
し
て
問
題
と
な
る
の
は
か
L
る
場
合
に
つ
い
て
営
あ
っ
て、
既
受
閏
額
が
感
受
田
額
と
よ
り
も
砂
な
い
と
い

ぅ、
規
定
の
上
舵
長
け
る
給
回
の
不
足
は
？
限
田i
k
主
要
な
目
的
と
す
る
均
田
法
に
と
っ
て
は
殆
ん
ど
問
題
と
す
る
に
足
ら
な
い
の
で
あ
る“。

さ
て、
漢
の
限
回、
菅
の
占
田
治
よ
び
北
貌
以
来
の
均
田
を
通
じ
て
強
く
認
め
ら
れ
る
考
は
限
田
で、
唐
の
均
国
法
に
た
け
る
官
人
永
業
同

の
規
定
は
そ
れ
と一
示
す
も
の
で
あ
る
が、
丁
男
百
畝
の
内
容
も
ま
た
同
様
で、
そ
れ
が
賓
際
に
百
畝
の
給
田
を
し
よ
う
と
す
る
hも

の
で
な
い
ζ

と
は、
以
上
述
べ
た
と
と
ろ
に
よ
っ
て
そ
の
大
醐躍
を
知
り
え
た
で
あ
ろ
う。
そ
し
て
唐
の
均
団
法
の
限
回
的
性
質
は、
官
人
永
業
田
や
丁
男
百

畝
の
給
田
と
い
う
土
地
所
有
の
最
高
限
度
を
示
し
た
規
定
や
右
に
論
じ
た
事
賓
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
が、
そ
れ
が
運
用
の
規
定
が
な
く
て
は
な

ら
な
い
管
で
あ
る。
遁
典
一一
食
賞
二
田
制
下
大
唐
の
僚
に
見
え
る
開
元
ユ
十
五
年
の
田
令
に
寸
先
永
業
者、
通
－充
口

会件数」
’と
あ
る
の
は、

〆

、g

•) 
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永
業
回
二
十
畝、
日
分
田
八
十
畝
を
新
た
に
受
け
る
べ
き
子
に
し
て、
元
来、
亡
父
の
永
業
田
が
あ
る
場
合、
規
定
超
過
の
永
業
閏
を
口
分
周

と
し
τ

通
算
し、
ま
た
永
業
回
二
十
畝、
日
分
田
八
十
畝
を
も
っ
者
が
老
と
な
り、
あ
る
い
は
篤
疾
1

慶
疾
と
な
っ
た
時、
牧
公
し
た
残
り
の

口
分
回
目
十
畝
に
は
永
業
田
沢
口
分
間
と
し
て
通
算
さ
れ
る
と
解
さ
れ、
そ
れ
は
他
の
日
分
回
通
算
の
場
合
に
も
通
用
さ
れ
う
る
も
の
で
あ

持ηる。
ζ
の
永
業
問
を
口
分
間
と
し
て
通
算
す
る
場
合
の
規
定
と
そ、
限
度
以
上
の
土
地
の
占
有
を
防
ぐ
有
力
な
も
の
で
あ
ク
た
の
で
あ
る。
但

駐
日

し
と
れ
が
賓
際一
に
運
用
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
問
題
で
1

犬
暦
四
載
ハ
七
六
九〉
の
戸
主
索
思
礼
の
戸
の
口
分
間
の
過
大
は、
恐
ら
く
回
牧
が

規京地

定
通
り
に
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を一示
す
も
の
で
あ
る
う。
な
な
こ
の
開
元
二
十
五
年
令
の
規
定
に
類
似
し
た
も
の
は
北
魂
令
に
も
見
え

τ

を
り‘
ま
た
こ
れ
に
蹄
連
し
て
縄
々
の
問
題
も
あ
る
が、
既’
に
設
定
の
紙
教
に
も
濯
し
た
か
ら、
そ
れ
ら
は
他
日
の
機
舎
に
譲
る
こ
と
L
L

ト4

λノ
0

以
上
は
施
行
の
貰
献
の
上
か
ら、
い
わ
ゆ
る
給
自
の
不
足
と
い
う
語
の
意
義
を
考
察
し、
唐
の
均
国
法
の
限
目
的
性
質
に
つ
い
て
述、
ぺ
、
嘗

て
の
私
の
奮
稿
に
封
ず
る
補
正
を
試
み
た
の
で
あ
る
が、
と
の
限
田
と
連
関
し
て
次
に
唐
D
園
家
成
立
の
過
程
と
唐
朝
と
豪
族
と
の
関
係
を
考

察
す
る
必
要
が
あ
る。
と
れ
に
つ
い
て
は
近
い
う
ち
に
改
め
て
ま
た
所
見
を
後
表
し
た
い
と
思
っ
て
い
る。

註
1

拙
稿
「
唐
の
均
田
制
と

租
庸
調
制
と
の
関
係
に
就
い
て
」
（
東
亜
八
ノ
四） 、
「
撒
憧
後
見
唐
代
戸
籍
ξ
均
田
制」
ハ
先

皐’雑
誌
四
七
ノ
セ
）

0

玉
井
是
博
氏
「
唐
時
代
の
土
地
問
題
管
見
」

ハ
支
那
一位
曾
艦
砲伺
史
研
究
所
牧）

0

知
府
元
品担
巻
四
八
七
邦
計
部
賦
税
僚
お
工
び
そ
れ
に
擦
っ
た
ら
し
い
文
献
遁
考
巻
二
歴
代
田
賦
之
制
の
僚
に
二
疋
ξ
あ
る
の
は 、

武
徳
七
年
の
賦
佼
令み

か
ら

考
え
て
二
丈
の
誤
り
で
る
ろ
う
o

晴
香
巻
二
回
食
貨
志

。

仁
伊
田
陸
氏
「
唐
宋
法
律
文
書
の
研
究
」
第
十
五
章
戸
籍 ．

第
六
節
戸
籍
に
見
え
る
給
田
制 ‘の
僚
参
看。

金
井
之
忠
氏
「
唐
均
回
論」
ハ
文
化
一
O
ノ

五
）

0

2 3 4 5 6 

唐
代
均
同
法
施
行
の
意
義
に
つ
い
τ

一
二
五

／ 
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十

唐
代
均
国
法
施
行
の
意
義
に
つ
い
て

一

一

-1--

r、

班
府
元
亀
巻
一
四
帝
王
部
都
邑
の
僚
に
も
見
ゆ
。

珊
府一
克
抱
一

O
五
帝
王
部
憲
民、

同
巻
五
O
六
邦
計
部
俸
禄
の
僚
に
も
見
ゆ
0

9

珊
府
元
轟
巻
五
O
六
邦
計
部
俸
旅
の
僚
に
も
見
ゅ
。

印

加
府一
克
亀
巻
一

O
五
帝
王
部
憲
民、

同
巻
一
一
一一一
帝
王
部
巡
幸
の
僚
o

同
巻
四
二
帝
王
部
仁
慈
の
僚
は
霊
口
を
査
口
乏
し、

費
治
議
鑑
巻
一
九
七
は
霊

口
と
し
て
い
る
。

口

玉
井
是
博
氏
「
敦
抽出
戸
籍
残
簡
に
つ
い
て
」

ハ
東
洋
皐
報
一
六
メ
ニ
可

「
再
び
撒
健
戸
籍
残
巻
に
つ
い
て
」

〈
同
上
二
四
ノ
四）、

那
波
利
貞
氏
「
正

史
に
記
載
せ
ら
れ
た
る
大
唐
天
賓
時
代
。
戸
数
＆
口
数
之
の
聞
係
に
づ
き
て
」

ハ
歴
史
ξ
地
理一一
二一一
ノ
一
J

ニ
・
一一一
・
四
〉、

仁
井
田
陸
氏
「
唐
宋
法
律

文
書
の
研
究
」
0

開

前
掲
拙
稿
「
蛾
建
設
見
唐
代
戸
籍
を
均
田
制
」、

玉
井
氏
「
再
び
鰍
憧
戸
籍
残
巻
に
つ
い
て
」

参
看
。

日

戸
籍
に
は
膳
受
同
額
が一一一
六
回
畝
＆
あ
る
が
、

そ
れ
は
除
副
の
職
分
回
ハ
八
O
畝
）

主
計
算
に
入
れ
ず、

ま
た
死
亡
丁
男
一

（
一
O
O
畝）、

死
亡
寡

一

ハ一一一
O
畝
〉

主
計
算
に
入
れ
て
い
る
ξ
考
え
ら
れ
る
か
ら、

E
し
く
は
三
一
四
畝
と
あ
る
べ
き
で
あ
る
。

u，

戸
籍
に
は
臆
受
田
額
が一三
ご

田
制
」

参
看
O

「
唐
均
回
論
」
ハ
文
化
一
O
ノ
五
）
G

金
唐
丈
巻

二ハ
九
「
乞
克
民
租
疏
」
0

拙
稿
「
唐
の
均
田
法
左
唐
令
と
の
関
係
に
就
い
て
」

ハ
東
亜
七
ノ
四
〉、

仁
井
田
氏
「
唐
宋
法
律
文
書
の
研
究
」
第
十
五
章
戸
籍、

第
六
節
戸
籍
に
見
え

る
給
田
制
の
僚
。

沙
州
文
録
補
所
牧
o

（
以
上
は
昭
和
二
十
六
年
度
文
部
省
科
革
研
究
費
に
よ
る
「
唐
宋
時
代
農
業
農
民
史
の
研
究
」
の
一

部
で
あ
る
）
0

7 8 17 16 15 18 

、


