
古
代
東
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
け
る
ク
ラ
の
用
字方

国

花

一
、
は
じ
め
に

ク
ラ
を
表
す
漢
字
に
は
﹁
倉
﹂
、﹁
庫
﹂、﹁
蔵
﹂
な
ど
が
あ
る
。﹁
正
倉
﹂、﹁
倉

庫
﹂
、﹁
書
庫
﹂
、﹁
文
庫
﹂、﹁
金
庫
﹂、﹁
経
蔵
﹂、﹁
宝
蔵
﹂
な
ど
の
単
語
で
使
う

こ
と
が
多
く
、
そ
れ
ぞ
れ
用
法
が
異
な
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
な
お
、
中
国

で
は
木
の
一
種
を
表
す
﹁
椋
﹂
字
も
古
代
日
本
で
は
ク
ラ
の
字
と
し
て
使
用
さ

れ
て
い
た
。

物
品
の
収
納
施
設
と
し
て
の
ク
ラ
は
財
政
運
営
な
ど
と
密
接
な
関
係
が
あ

り
、
建
築
史
、
財
政
史
、
法
制
史
な
ど
多
く
の
方
面
か
ら
研
究
さ
れ
て
い
る
。

だ
が
、
ク
ラ
の
用
字
に
主
眼
点
を
置
い
た
研
究
は
あ
ま
り
な
い
。
ク
ラ
の
研
究

に
お
い
て
、
形
・
音
・
義
の
三
つ
の
要
素
を
持
つ
、
表
語
文
字
と
な
る
漢
字
の

中
で
ど
の
漢
字
を
当
て
、
ど
の
よ
う
な
使
い
分
け
を
し
て
い
た
か
を
考
察
す
る

こ
と
は
、
そ
の
運
用
や
構
造
に
も
繋
が
る
問
題
で
、
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
ク
ラ
を
表
す
漢
字
の
使
い
分
け
に
つ
い
て
は
、
既
に
次
の
よ
う
な
研
究
が

あ
る
。

養
老
令
の
﹁
倉
庫
令
﹂
は
ク
ラ
に
関
す
る
規
定
で
あ
り
、﹁
倉
﹂、﹁
庫
﹂、﹁
蔵
﹂

の
字
が
頻
繁
に
使
わ
れ
て
い
る
。
日
本
思
想
大
系
﹃
律
令
﹄
の
該
当
条
文
の
補

注
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
説
明
が
さ
れ
て
い
る注

１

。

ク
ラ
を
表
わ
す
文
字
は
、
令
で
は
倉
・
蔵
・
庫
な
ど
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、

大
蔵
・
内
蔵
な
ど
、
調
庸
物
や
諸
国
貢
献
物
を
収
め
る
ク
ラ
に
は
蔵
、
正

税
そ
の
他
の
米
穀
類
を
収
め
る
ク
ラ
に
は
倉
あ
る
い
は
倉
廩
、
兵
器
お
よ

び
文
書
を
収
め
る
ク
ラ
に
は
庫
の
字
を
用
い
る
の
が
普
通
で
あ
っ
て
、
こ

れ
ら
を
互
い
に
混
用
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
。
︵
中
略
︶
た
だ
し
二
種

以
上
の
ク
ラ
を
総
称
す
る
場
合
に
は
、
倉
・
倉
庫
な
ど
の
語
が
用
い
ら
れ

る
こ
と
が
多
く
、
倉
庫
令
と
い
う
場
合
の
倉
庫
の
語
も
、
各
種
の
ク
ラ
の

概
称
で
あ
る
。

二
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こ
の
説
を
受
け
て
、
平
野
邦
雄
氏
は
さ
ら
に
詳
し
い
検
討
を
行
い注

２

、
ク
ラ
は

稲
・
穀
・
粟
な
ど
を
お
さ
め
る
﹁
倉
﹂、
兵
器
・
文
書
・
書
籍
・
布
帛
・
宝
物
な

ど
を
お
さ
め
る
﹁
庫
﹂、
お
さ
め
、
た
く
わ
え
る
意
味
か
ら
、
ク
ラ
の
総
称
な
い

し
は
上
位
概
念
と
し
て
使
わ
れ
、朝
廷
、つ
ま
り
中
央
政
府
の
ク
ラ
で
あ
る﹁
蔵
﹂

に
分
類
で
き
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

そ
の
後
、
武
井
紀
子
氏
は
日
唐
の
﹁
倉
庫
令
﹂
の
条
文
に
お
け
る
比
較
を
通

し
て
、
ク
ラ
に
つ
い
て
綿
密
な
検
討
を
行
っ
て
い
る
。
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る注

３

。
倉
庫
令
に
﹁
倉
蔵
﹂
関
連
条
文
と
し
て
定
め
る
倉
庫
は
租
︵
＝
倉
に
収
納
︶

調
庸
︵
＝
蔵
に
収
納
︶
の
賦
税
収
納
施
設
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。︵
中

略
︶﹁
蔵
﹂
が
禄
の
支
給
を
媒
介
と
す
る
律
令
官
人
秩
序
編
成
の
重
要
な
施

設
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、﹁
蔵
﹂
が
倉
庫
令
の
雑

物
収
納
施
設
の
中
で
一
番
重
要
な
施
設
で
あ
り
、
そ
の
他
の
雑
物
﹁
庫
﹂

が
そ
れ
に
準
じ
る
形
で
倉
庫
令
内
で
位
置
付
け
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
日
本
に
お
け
る
倉
・
蔵
・
庫
の
収
納
施
設
の
位
置
付
け
は
、
唐
で
の

収
納
施
設
の
区
分
以
上
に
、
収
納
物
の
性
格
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。

即
ち
、﹁
倉
﹂
、﹁
庫
﹂、﹁
蔵
﹂
の
使
い
分
け
は
収
納
物
の
違
い
に
よ
る
も
の
か
、

収
納
物
の
性
格
に
よ
る
も
の
か
で
少
し
異
な
る
意
見
は
見
ら
れ
る
が
、
武
井
氏

の
説
は
唐
と
の
律
令
条
文
の
比
較
に
お
い
て
得
た
結
論
で
、
一
般
論
と
は
言
え

な
い
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
に
よ
り
、﹁
倉
﹂、﹁
庫
﹂
、﹁
蔵
﹂
の
区
別
は

収
納
物
と
関
係
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
。

と
こ
ろ
が
、
古
代
日
本
に
お
い
て
ク
ラ
を
表
す
字
は
﹁
倉
﹂、﹁
庫
﹂、
﹁
蔵
﹂

だ
け
で
な
く
、﹁
椋
﹂
字
も
用
い
ら
れ
て
い
た
。﹁
椋
﹂
字
の
用
法
に
早
く
か
ら

目
を
つ
け
た
稲
葉
岩
吉
氏
は
、﹃
三
国
志
﹄﹁
魏
志
東
夷
伝
﹂
の
高
句
麗
の
一
節

に
見
え
る

国
中
邑
落
、
暮
夜
、
男
女
群
聚
、
相
就
歌
戲
、
無
大
倉
庫
、
家
家
自
有
小

倉
、
名
之
桴
京
。

と
い
う
記
述
に
注
目
し
て
、﹁
桴
京
﹂
か
ら
﹁
椋
﹂
の
字
が
で
き
た
の
で
は
な
い

か
と
仮
説
を
立
て
、
さ
ら
に
、
古
代
日
本
に
お
け
る
﹁
椋
﹂︵
ク
ラ
︶
は
百
済
よ

り
、
百
済
は
高
句
麗
よ
り
影
響
を
受
け
た
と
の
指
摘
を
し
て
い
る注

４

。

李
成
市
氏
は
稲
葉
氏
の
説
に
賛
成
し
な
が
ら
も
、
氏
の
﹁
椋
﹂
字
が
造
字
さ

れ
る
経
緯
に
つ
い
て
は
具
体
的
に
触
れ
て
い
な
い
こ
と
に
不
満
を
抱
き
、
次
の

よ
う
な
説
を
立
て
て
い
る注

５

。

桴
京
の
﹁
桴
﹂
の
字
の
方
は
高
句
麗
人
た
ち
が
ク
ラ
を
意
味
す
る
言
葉
の

二
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音
を
写
し
て
い
ま
す
。
一
方
、﹁
京
﹂
の
字
に
は
漢
字
自
体
に
ク
ラ
と
い
う

意
味
が
あ
り
ま
す
。﹁
桴
京
﹂
は
こ
の
よ
う
に
、
音
＝﹁
桴
﹂
と
、
訓
︵
意

味
︶＝﹁
京
﹂
を
合
わ
せ
た
語
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
仮
定
し
ま
す
。
そ
し

て
、
い
つ
し
か
高
句
麗
人
に
よ
っ
て
こ
の
﹁
桴
﹂
と
い
う
字
の
﹁
木
﹂
扁

と
下
の
﹁
京
﹂
の
字
が
合
せ
ら
れ
て
、
こ
の
﹁
椋
﹂
と
い
う
字
に
な
っ
た

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

三
上
喜
孝
氏
は
日
本
の
古
代
木
簡
に
お
け
る
﹁
椋
﹂
字
の
用
法
に
注
目
し
、

七
世
紀
か
ら
八
世
紀
初
頭
の
木
簡
に
は
﹁
椋
﹂
の
字
を
使
用
し
た
例
が
み
ら
れ

る
が
、
八
世
紀
以
降
の
地
方
官
衙
の
木
簡
で
は
、﹁
椋
﹂
の
字
は
使
わ
れ
ず
、
律

令
法
が
意
識
さ
れ
て
﹁
倉
﹂﹁
蔵
﹂﹁
庫
﹂
が
区
別
し
て
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
と
指
摘
し
て
い
る注

６

。

市
大
樹
氏
は
ク
ラ
が
﹁
椋
﹂
字
か
ら
﹁
倉
﹂﹁
庫
﹂﹁
蔵
﹂
字
へ
転
換
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
契
機
は
、
大
宝
元
年
︵
七
〇
一
︶
の
遣
唐
使
の
任
命
で
日
本
は

同
時
代
の
中
国
に
よ
り
直
接
的
に
向
き
合
う
よ
う
に
な
っ
た
結
果
で
あ
る
と
し

て
い
る注

７

。

こ
の
よ
う
に
、
ク
ラ
を
表
す
漢
字
﹁
倉
﹂、﹁
庫
﹂、﹁
蔵
﹂、﹁
椋
﹂
に
つ
い
て

言
及
し
た
も
の
は
多
い
が
、
用
字
面
で
の
研
究
で
は
な
い
。
ま
た
、
日
中
、
或

い
は
日
韓
の
比
較
研
究
ば
か
り
で
、
東
ア
ジ
ア
レ
ベ
ル
で
の
総
合
検
討
が
さ
れ

て
い
な
い
。﹁
椋
﹂
と
他
の
ク
ラ
の
漢
字
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
三
上
氏
、
市

氏
に
よ
り
少
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
、
そ
の
実
態
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

な
い
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
古
代
東
ア
ジ
ア
諸
国
の
出
土
文
字
資
料
を
中
心
に
、

各
国
で
は
ク
ラ
を
表
す
漢
字
に
ど
の
よ
う
な
共
通
点
・
相
違
点
が
見
ら
れ
る
か
、

そ
の
実
態
に
迫
る
。

二
、
使
用
実
態

古
代
東
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
け
る
ク
ラ
を
表
す
字
の
使
用
実
態
を
明
ら
か
に
す

る
に
あ
た
り
、
ま
ず
漢
字
の
発
祥
地
と
な
る
古
代
中
国
に
お
け
る
標
準
的
用
法

を
み
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
次
に
古
代
日
本
、
古
代
朝
鮮
半
島
と
い
う
順
番
で

述
べ
、
最
後
に
比
較
検
討
を
行
う
。

１
．
古
代
中
国
に
お
け
る
使
用

古
代
中
国
に
お
け
る
ク
ラ
の
用
字
を
見
る
と
主
に
﹁
倉
﹂
と
﹁
庫
﹂
が
使
わ

れ
て
い
る
。
出
土
資
料
を
用
い
る
前
に
ま
ず
、
古
辞
書
に
お
け
る
記
述
を
確
認

し
て
お
く
。

古
辞
書

﹃
説
文
解
字
﹄︵
後
漢
の
許
慎
撰
、
一
〇
〇
年
に
完
成
︶
に
は
﹁
倉
﹂
に
﹁
穀

蔵
也
﹂、﹁
庫
﹂
に
﹁
兵
庫
蔵
也
﹂
の
注
が
見
え
、﹁
倉
﹂
は
穀
物
を
入
れ
る
ク
ラ
、

二
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﹁
庫
﹂
は
兵
器
を
入
れ
る
ク
ラ
と
し
て
使
用
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

﹃
玉
篇
﹄︵
梁
の
顧
野
王
撰
、
五
四
三
年
に
成
立
︶
の
原
本
系注

８

は
写
本
の
一
部

し
か
残
っ
て
い
な
い
。﹁
倉
﹂
の
記
述
は
な
く
、﹁
庫
﹂
の
記
述
の
み
確
認
さ
れ

る
。

庫

口
故
反
礼
記
在
庫
言
庫
鄭
玄
曰
車
馬
兵
革
之
蔵
也
蔡
雍
月
令
章
勾
審

五
庫
之
量
一
曰
車
庫
二
曰
兵
庫
三
曰
祭
器
庫
四
曰
楽
庫
五
曰
宴
器
庫

釈
名
斉
魯
謂
庫
曰
舎

い
く
つ
か
の
出
典
の
記
述
を
掻
き
集
め
た
解
釈
と
な
っ
て
い
る
が
、
傍
線
部

を
見
る
と
、
収
納
物
に
車
、
馬
、
兵
器
、
革
、
祭
祀
用
の
器
、
楽
器
、
宴
会
用

の
器
が
あ
る
。
ま
た
、﹁
庫
曰
舎
﹂
の
記
述
か
ら
は
、﹁
舎
﹂
が
地
上
に
建
て
ら

れ
た
建
物
を
指
す
の
で
、﹁
庫
﹂
も
同
じ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

少
し
時
代
が
下
っ
て
北
宋
の
も
の
と
な
る
﹃
広
韻
﹄︵
陳
彭
年
等
撰
、
一
〇
〇

八
年
︶
に
は
﹁
庫
﹂
に
﹁
貯
物
舎
也
﹂
の
義
注
が
つ
い
て
い
る
。

以
上
の
三
つ
の
古
辞
書
に
お
け
る
記
述
か
ら
、﹁
倉
﹂
は
穀
物
を
貯
蔵
す
る
ク

ラ
で
、﹁
庫
﹂
は
広
く
物
品
を
貯
蔵
す
る
ク
ラ
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、

﹁
庫
﹂
は
地
上
に
建
て
た
﹁
舎
﹂
で
あ
る
が
、
﹁
倉
﹂
は
地
下
の
窖
、
地
上
に
建

て
た
ク
ラ
の
両
方
あ
り
う
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、﹁
蔵
﹂
は
﹁
倉
﹂
と
﹁
庫
﹂

の
記
述
に
﹁︵
収
納
物
︶
蔵
也
﹂
と
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ク
ラ
の
総
称
だ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。
で
は
、
実
際
の
所
は
ど
う
だ
っ
た
か
、
金

石
文
や
木
簡
な
ど
出
土
文
字
資
料
に
お
け
る
使
用
例
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

出
土
文
字
資
料

金
石
文
、
竹
簡
・
木
簡
な
ど
の
出
土
文
字
資
料
は
古
代
人
の
文
字
生
活
を
知

る
生
の
資
料
で
あ
る
。
中
国
に
は
膨
大
な
数
の
石
碑
、
墓
誌
な
ど
の
金
石
文
の

他
、
秦
代
、
漢
代
、
三
国
時
代
の
竹
簡
・
木
簡
も
大
量
に
発
見
さ
れ
、
注
目
さ

れ
て
い
る
。
時
代
順
に
見
て
い
こ
う
。

中
国
湖
北
省
雲
夢
県
睡
虎
地
で
発
見
さ
れ
た
紀
元
前
三
世
紀
の
竹
簡
群
と
な

る
睡
虎
地
秦
簡
︵
雲
夢
秦
簡
と
も
言
う
︶
に
は
次
の
よ
う
な
内
容
を
持
つ
竹
簡

が
あ
る注

９

。
・
入
禾
粟
及
為囷

倉

睡
虎
地
秦
簡
は
秦
律
の
条
文
を
多
く
残
す
が
、
こ
れ
は
倉
律
の
条
文
の
一
部

で
あ
る
。﹁囷

倉
﹂
は
丸
い
形
の
ク
ラ
を
い
い
、
こ
の
記
述
か
ら
﹁
倉
﹂
は
﹁
禾

粟
﹂、
即
ち
穀
物
を
入
れ
る
ク
ラ
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

次
に
、
漢
代
の
木
簡
群
と
し
て
有
名
な
居
延
漢
簡
の
用
例
で
あ
る
が
、﹁
倉
﹂

は
同
じ
く
穀
物
を
入
れ
る
ク
ラ
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
該
当
箇
所
を
記

す 注

。
10

・
入
穀

受
城
倉

﹁
庫
﹂
の
収
納
物
が
知
れ
る
例
と
し
て
は
以
下
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る 注

。
11

・
庫
銭
二
千
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・
元
壽
六
月
受
庫
銭
財
物
出
入
簿

二
例
と
も
銭
を
入
れ
る
ク
ラ
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
佐
原
康
夫
氏
は
居
延

漢
簡
に
お
け
る

・
直
符
一
日
一
夜
謹
行
視
財
物
臧
内
戸

・
謹
行
視
銭
財
物
臧
內
戶
封
皆
完 注

12

と
い
う
記
述
に
注
目
し
て
、
こ
れ
を
財
庫
の
当
直
報
告
で
あ
る
と
し
、﹁
臧
內
﹂

も
ク
ラ
で
あ
る
が
、
﹁
庫
﹂
の
規
模
の
ほ
う
が
大
き
い
と
述
べ
て
い
る 注

。
13

次
に
、
木
簡
で
は
な
い
が
、
漢
代
の
官
印
に
は
次
の
よ
う
に
刻
さ
れ
た
も
の

が
発
見
さ
れ
て
い
る 注

。
14

・
軍
武
庫
印

こ
れ
は
刻
さ
れ
た
文
字
か
ら
軍
の﹁
武
庫
﹂を
管
理
す
る
部
署
の
官
印
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
﹁
庫
﹂
は
軍
の
武
器
を
収
納
す
る
ク
ラ
と
し
て
使

用
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、敦
煌
漢
簡
に
は
以
下
の
よ
う
な
内
容
を
持
つ
も
の
が
残
さ
れ
て
い
る 注

。
15

・
入
傳
馬
三
匹
皆
牡

受
郡
庫

こ
の
﹁
庫
﹂
は
馬
を
入
れ
る
ク
ラ
で
あ
る
。

一
方
で
、
居
延
漢
簡
に
は

・
日
直
符
倉
庫
戶
封
皆
完

と
書
い
た
倉
庫
の
当
直
報
告
と
見
ら
れ
る
も
の
が
あ
り 注

、
こ
の
﹁
倉
庫
﹂
は
ク

16

ラ
全
般
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
ま
で
の
用
例
で
、﹁
倉
﹂
と
﹁
庫
﹂
は
収
納
物
の
違
い
に
よ
り
使
い
分
け

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
一
九
九
六
年
に
中
国
湖
南
省
長
沙
市
で
、
こ
れ

ま
で
な
か
っ
た
三
国
時
代
の
木
簡
が
発
見
さ
れ
た
と
し
て
大
き
な
注
目
を
浴
び

て
い
る
走
馬
楼
呉
簡
を
み
て
も
同
じ
結
果
が
得
ら
れ
る
。

・
其
米
十
五
斛
六
斗
、
四
年
十
月
十
日
付
庫
吏
鄭
黑
。

・
凡
為
布
一
匹
一
丈
二
尺
、
五
年
九
月
廿
日
付
倉
吏
潘
有
。

嘉
禾
四
年
︵
紀
元
二
三
七
年
︶
の
年
紀
を
持
つ
右
側
の
木
簡
の
釈
文
を
見
る

と 注

、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
秦
、
漢
代
の
簡
牘
と
は
違
っ
て
、
米
は
﹁
庫
吏
﹂
に

17付
さ
れ
て
﹁
庫
﹂
に
収
め
ら
れ
た
と
解
釈
で
き
そ
う
だ
。
そ
し
て
、
嘉
禾
五
年

の
左
側
の
木
簡 注

か
ら
は
、
布
が
﹁
倉
吏
﹂
に
付
さ
れ
て
﹁
倉
﹂
に
収
め
ら
れ
て

18

い
る
よ
う
に
み
え
る
。
だ
が
、
走
馬
楼
木
簡
に
お
い
て
﹁
鄭
黑
﹂
は
﹁
倉
吏
﹂

と
し
て
、﹁
潘
有
﹂
は
﹁
庫
吏
﹂
と
し
て
記
述
さ
れ
る
例
が
大
多
数
で
、
釈
文
が

間
違
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
陳
栄
傑
氏
は
こ
れ
ら
の
走
馬
楼
木
簡
の
図
版

を
よ
く
観
察
し
た
結
果
、
釈
文
は
間
違
い
で
、
右
の
例
は
﹁
倉
﹂
に
、
左
の
例

は
﹁
庫
﹂
に
直
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る 注

。
こ
の
二
例
だ
け
で
な

19

く
、
他
の
例
も
同
じ
で
、
常
に
米
は
﹁
倉
﹂
に
、
布
、
銭
は
﹁
庫
﹂
に
収
め
ら

れ
、
そ
の
例
外
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

そ
の
後
の
金
石
文
の
用
例
を
み
て
も
、﹁
倉
﹂
に
は
穀
物
が
収
め
ら
れ
る
。
隋

代
の
﹁
大
業
五
年
納
粟
記
甎
﹂︵
六
〇
九
︶
に
は
﹁
倉
﹂
の
納
入
物
と
し
て
﹁
粟
﹂

が
書
か
れ
て
い
る 注

。
20

二
七



・
大
業
五
年
十
一
月
廿
五
日
納
在
倉
粟
壹
萬
伍
阡

唐
代
の
﹁
李
輔
光
墓
誌
﹂
︵
八
一
五 注

︶
に
は
﹁
弓
箭
庫
﹂
が
見
え
、﹁
庫
﹂
は

21

武
器
も
収
め
て
い
た
と
見
て
取
れ
る
。

な
お
、
﹁
唐
中
岳
永
泰
寺
碑
﹂︵
七
五
二
︶
の
よ
う
な
寺
碑
に
は
﹁
経
藏
﹂
の

用
例
が
目
立
ち
、
経
を
収
め
る
ク
ラ
を
﹁
蔵
﹂
で
表
記
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。こ

の
よ
う
に
、
出
土
文
字
資
料
に
お
け
る
ク
ラ
字
の
中
で
、﹁
倉
﹂
と
﹁
庫
﹂

の
用
法
は
古
辞
書
の
記
述
と
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
、
穀
物
は
﹁
倉
﹂
に
、
銭
、

布
、
馬
や
兵
器
な
ど
は
﹁
庫
﹂
に
納
め
ら
れ
、
収
納
物
の
違
い
に
よ
り
﹁
倉
﹂

と
﹁
庫
﹂
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
。
だ
が
、
ク
ラ
の
総
称
と
し
て
は
﹁
蔵
﹂

で
は
な
く
、
﹁
倉
庫
﹂
が
使
用
さ
れ
て
い
た
。﹁
蔵
﹂
は
ク
ラ
と
し
て
の
実
際
の

使
用
例
は
少
な
く
、
仏
教
関
連
、
或
い
は
財
物
を
入
れ
る
ク
ラ
と
し
て
使
用
さ

れ
る
こ
と
は
あ
る
が
、
使
用
範
囲
が
限
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
、

日
本
の
場
合
は
ど
う
だ
っ
た
か
、
古
辞
書
の
記
述
や
木
簡
に
お
け
る
用
例
か
ら

検
討
し
て
み
よ
う
。

２
．
日
本

古
辞
書

日
本
の
古
辞
書
の
中
で
、﹃
和
名
類
聚
抄
﹄︵
源
順
撰
、
九
三
四
年
前
後
成
立
︶

に
ク
ラ
の
字
の
用
法
も
含
め
て
分
か
り
や
す
く
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
以
下
に

該
当
箇
所
を
挙
げ
て
お
く
。

﹃
和
名
類
聚
抄
﹄︵
高
山
寺
本
︶

倉
廩

兼
名
苑
云囷

唐
韻
云
吉
倫
反
又
渠
隕

反
上
聲
之
重
倉
圓
曰
︱

一
名
廩
唐
韻
力
稔
反

倉
有
屋
曰
︱

倉
也
釈
名
云

倉
七

反
和
名
久
良

蔵
也
蔵
穀
物
也

窖

四
聲
字
苑
云
音
教
漢
語
抄

豆
知
久
良

倉
︱
土
中
蔵
穀
也

庫

唐
令
云
諸
軍
器
在
︱
音
袴
漢
語
抄
云

土
八
毛
能
久
良

背
造
棚
閣
朋
客
二
音

和
名
太
奈

安
置
別
異

こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
ク
ラ
に
は
、
穀
物
を
蔵
す
る
﹁
倉
廩
﹂＝﹁
倉
﹂、
丸
い
形

の
﹁囷

﹂
、
屋
の
あ
る
﹁
廩
﹂、
ツ
チ
ク
ラ
と
呼
ば
れ
る
土
の
中
に
穀
物
を
蔵
す

る
﹁
窖
﹂
、
軍
器
を
納
め
る
﹁
庫
﹂
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

ま
た
、﹃
和
名
類
聚
抄
﹄
が
そ
の
成
立
に
重
要
な
資
料
と
な
っ
た
﹃
色
葉
字
類

抄 注

﹄︵
橘
忠
兼
撰
、
一
二
世
紀
︶
に
は
、
ク
ラ
に
次
の
よ
う
な
漢
字
が
書
か
れ
て

22い
る
。

﹃
色
葉
字
類
抄
﹄
︵
前
田
本
︶

倉

廩

囷

蔵
︱
穀
之

庫

﹁
蔵
﹂
の
下
に
﹁
蔵
穀
之
﹂
の
注
が
つ
い
て
い
て
、﹁
蔵
﹂
だ
け
が
穀
物
を
入

二
八



れ
る
ク
ラ
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
が
、﹃
和
名
類
聚
抄
﹄
の
記
述
を
参
考
に
す
る

と
、
こ
の
注
は
上
の
﹁
倉
﹂﹁
廩
﹂﹁囷

﹂﹁
蔵
﹂
全
部
に
か
か
る
も
の
で
、
こ
れ

ら
の
四
文
字
全
部
が
穀
物
を
蔵
す
る
ク
ラ
で
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
古
代
日
本
に
お
い
て
は
中
国
と
違
っ
て
、﹁
椋
﹂
も
ク
ラ
の
字
と

し
て
使
用
し
て
い
た
と
﹁
は
じ
め
に
﹂
で
述
べ
た
が
、
古
辞
書
の
記
述
を
み
る

と
﹁
椋
﹂
に
﹁
ク
ラ
﹂
の
訓
は
見
当
た
ら
な
い 注

。
実
際
の
と
こ
ろ
は
ど
う
だ
っ

23

た
か
、
木
簡
で
確
認
し
て
み
よ
う
。

木
簡

日
本
の
古
代
木
簡
は
中
国
と
は
異
な
っ
て
、
七
、
八
世
紀
を
主
と
す
る
。
木

簡
の
用
例
の
中
に
は
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
﹁
倉
﹂、﹁
庫
﹂、﹁
蔵
﹂
以
外
に
﹁
椋
﹂

も
あ
る
。
順
番
に
み
て
い
く
。

﹁
倉
﹂

日
本
の
古
代
木
簡
に
お
け
る
﹁
倉
﹂
の
用
例
を
奈
良
文
化
財
研
究
所
の
﹁
木

簡
デ
ー
タ
ベ
ー
ス 注

﹂
で
検
索
し
て
み
る
と
、
人
名
、
地
名
な
ど
固
有
名
詞
が
最

24

も
多
い
。
中
で
も
注
目
す
べ
き
は
長
岡
京
木
簡
に
み
え
る
讃
岐
国
那
珂
郡
の

﹁
金
倉
郷
﹂
と
い
う
地
名
で
あ
る 注

。
中
国
の
木
簡
に
お
い
て
は
﹁
金
﹂
と
﹁
庫
﹂

25

が
一
緒
に
使
わ
れ
、﹁
倉
﹂
で
は
な
く
﹁
庫
﹂
の
収
容
物
に
﹁
金
﹂
が
含
ま
れ
て

い
た
が
、
日
本
の
用
例
の
場
合
は
、
地
名
で
あ
ろ
う
と
も
﹁
金
倉
﹂
の
用
例
が

見
ら
れ
る
の
は
、﹁
倉
﹂
の
用
法
が
中
国
と
異
な
っ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
古
代
日
本
に
お
け
る
﹁
倉
﹂
は
そ
の
収
納
物
に
穀
物
だ

け
で
な
く
、
金
な
ど
物
品
も
含
ま
れ
て
い
た
と
見
て
取
れ
る
。

収
納
施
設
と
し
て
の
ク
ラ
に
関
す
る
用
例
に
は
﹁
正
倉
﹂︵
五
例
︶、﹁
義
倉
﹂

︵
一
例
︶、﹁
米
倉
﹂︵
四
例
︶
の
よ
う
な
主
に
穀
物
を
入
れ
る
ク
ラ
と
し
て
の
用

例
が
検
出
さ
れ
る
。
﹁
米
倉
﹂
に
は
長
屋
王
家
木
簡
に
キ
ー
ホ
ル
ダ
ー
木
簡
と

さ
れ
る
、
次
の
よ
う
な
用
例
が
見
え
る 注

。
26

・
米
倉
鈎

・
米
倉
鈎

表
面
、
裏
面
と
も
﹁
米
倉
﹂
の
﹁
鈎
﹂︵
カ
ギ
︶
と
書
か
れ
て
い
て
、
米
を
入

れ
る
﹁
倉
﹂
を
開
け
閉
め
す
る
際
に
用
い
る
ク
ル
ル
ま
た
は
カ
ン
ヌ
キ
の
カ
ギ

に
紐
で
繋
げ
て
使
用
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る 注

。
だ
が
、
﹁
正
倉
﹂

27

は
現
代
ま
で
残
る
正
倉
院
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
穀
物
だ
け
を
入
れ
て
い
た

わ
け
で
は
な
い
。

実
は
、
雑
物
を
入
れ
る
﹁
倉
﹂
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
平
城
京
左
京
二
条
二

坊
五
坪
二
条
大
路
濠
状
遺
構
か
ら
出
土
し
た
題
箋
軸
に
次
の
よ
う
に
書
か
れ
た

も
の
が
あ
る 注

。
28

・
北
倉
雑
物
帳

・
天
平
八
年
二
月
十
日

ま
た
、
正
倉
院
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
た
題
箋
軸
が
残
さ
れ
て
い
る
。

・
雑
物
下
帳

・
双
倉

二
九



右
の
二
点
の
木
簡
と
も
雑
物
の
出
納
に
関
す
る
帳
簿
を
巻
き
つ
け
た
も
の

で
、
そ
の
雑
物
は
﹁
倉
﹂
に
納
め
ら
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。

﹁
庫
﹂

﹁
庫
﹂
は
﹁
木
簡
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
﹂
で
検
索
す
る
と
全
部
で
一
五
例
検
出
さ

れ
る
が
、
中
世
以
降
の
用
例
が
五
例
あ
る
。
古
代
の
全
一
〇
例
の
中
、﹁
庫
﹂
の

一
文
字
し
か
判
読
で
き
な
い
の
が
一
例
あ
る
ほ
か
、
九
例
が
﹁
兵
庫
﹂
で
あ
る
。

兵
器
の
ク
ラ
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
例
は
一
例
の
み
で
あ
る 注

。
29

残
り
八
例
は
全
て
律
令
制
に
お
け
る
官
司
と
し
て
の
﹁
兵
庫
﹂
の
例
で
あ
る
が
、

兵
器
を
管
理
す
る
部
署
な
の
で
、﹁
庫
﹂
は
全
例
が
兵
器
の
ク
ラ
と
し
て
使
用
さ

れ
て
い
た
と
言
え
る
。

﹁
蔵
﹂

﹁
蔵
﹂
は
飛
鳥
池
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
木
簡
に
次
の
よ
う
に
書
か
れ
た
も
の

が
あ
る
。

・
〇
経
蔵
益

経
を
入
れ
る
ク
ラ
︵
蔵
︶
の
﹁
益
﹂︵
﹁
鎰
﹂
の
略
字
、
カ
ギ 注

︶
と
い
う
意
味

30

で
、
こ
れ
も
キ
ー
ホ
ル
ダ
ー
木
簡
と
さ
れ
て
い
る 注

。
31

平
城
宮
木
簡
に
は
右
の
飛
鳥
池
木
簡
と
は
違
う
も
の
を
納
め
て
い
た
﹁
蔵
﹂

の
用
例
が
見
ら
れ
る
。

・
中
蔵
銭
并
絁

こ
の
木
簡
は
﹁
中
蔵
に
納
め
ら
れ
た
銭
と
絁
の
付
札 注

﹂
と
さ
れ
て
い
て
、﹁
蔵
﹂

32

の
収
納
物
は
銭
、
絁
の
よ
う
な
物
品
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

﹁
椋
﹂

前
述
の
よ
う
に
、
中
国
で
は
木
の
一
種
と
し
て
し
か
用
い
な
い
﹁
椋
﹂
字
を

古
代
日
本
で
は
﹁
ク
ラ
﹂
と
読
む
字
と
し
て
使
用
し
て
い
た
。﹁
木
簡
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
﹂
で
の
検
索
結
果
を
み
る
と
、
固
有
名
詞
の
例
が
多
い
。
特
に
﹁
椋
人
﹂

の
例
が
一
九
例
と
最
も
多
い
が
、
こ
れ
は
﹁
倉
人
﹂︵
一
三
例
︶、﹁
蔵
人
﹂︵
四

例
︶
と
同
じ
読
み
を
持
つ
。
ま
た
、﹁
御
倉
﹂︵
五
例 注

︶
と
同
じ
読
み
を
持
つ
﹁
御
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椋
﹂
も
一
例
あ
り
、﹁
椋
﹂
は
﹁
倉
﹂、﹁
蔵
﹂
と
同
訓
異
表
記
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。

な
お
、﹁
椋
人
﹂
の
氏
姓
は
﹃
新
撰
姓
氏
禄
﹄
第
二
巻
﹁
右
京
諸
蕃
上
﹂
に
﹁
阿

祖
使
主
男
武
勢
之
後
也
﹂
と
あ
る
。﹁
阿
祖
使
主
﹂
は
﹃
古
事
記
﹄
の
応
神
天
皇

条
に
み
え
る
百
済
王
が
大
和
朝
廷
に
牡
・
牝
馬
を
献
上
す
る
の
に
付
し
た
使
者
、

﹁
阿
知
吉
師
﹂︵﹃
古
事
記
﹄︶
と
同
一
人
物
と
さ
れ 注

、
百
済
か
ら
の
渡
来
人
で
あ

34

る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
古
代
日
本
に
お
い
て
は
﹁
倉
﹂、﹁
庫
﹂、﹁
蔵
﹂、﹁
椋
﹂
が
ク

ラ
を
表
わ
す
字
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
。﹁
倉
﹂
に
は
穀
物
だ
け
で
な
く
、
広
く

物
品
を
納
め
る
、
現
代
の
倉
庫
に
通
じ
る
総
称
と
し
て
の
ク
ラ
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。﹁
庫
﹂
は
主
に
兵
器
を
入
れ
る
ク
ラ
を
表
す
の
に
使
用
し
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
。﹁
蔵
﹂
は
平
城
宮
木
簡
に
そ
の
用
例
が
見
ら
れ
る
の
と
、
信
仰
に

関
わ
る
経
を
入
れ
る
の
に
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
平
野
氏
の
指
摘
通
り 注

中
央
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に
お
け
る
ク
ラ
で
あ
る
一
方
、
何
か
貴
重
な
も
の
を
納
め
る
、
他
の
ク
ラ
字
と

は
位
相
の
異
な
る
字
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。﹁
椋
﹂
は
﹁
倉
﹂

に
も
﹁
蔵
﹂
に
も
入
れ
替
え
る
こ
と
の
で
き
た
字
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
朝
鮮

半
島
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
。
次
に
、
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
ク
ラ
の
用
字
を
検

討
し
て
み
よ
う
。

３
．
朝
鮮
半
島

古
代
朝
鮮
半
島
に
お
い
て
も
古
代
日
本
と
同
じ
く
﹁
椋
﹂
を
ク
ラ
の
字
と
し

て
使
用
し
て
い
た
が
、
現
段
階
で
は
ま
だ
﹁
倉
﹂﹁
蔵
﹂
の
用
例
は
な
く
、﹁
椋
﹂

の
用
例
し
か
確
認
で
き
て
い
な
い
。
朝
鮮
三
国
、
高
句
麗
、
百
済
、
新
羅
に
お

け
る
用
例
を
逐
一
み
て
い
こ
う
。

高
句
麗

北
朝
鮮
の
平
安
南
道
大
安
市
徳
興
里
か
ら
発
見
さ
れ
た
古
墳
の
壁
画
に
墨
で

書
か
れ
た
文
字
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
﹁
徳
興
里
古
墳
墓
誌
銘
﹂︵
四
〇

九
年
築
造
︶
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
墓
誌
銘
の
最
後
の
部
分
に
﹁
椋
﹂
字
が
見

え
る
。
文
章
が
長
い
た
め
、
該
当
箇
所
の
み
を
挙
げ
て
お
く 注

。
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造
蔵
萬
功
日煞

牛
羊
酒
宍
米
粲

不
可
盡
掃
且
食
塩
鼓
食
一
椋
記

之
後
世
萬
寄
無
疆

こ
こ
で
﹁
椋
﹂
字
は
前
後
の
文
脈
か
ら
考
え
る
と
、
中
国
の
規
範
的
用
法
と

な
る
木
の
一
種
と
し
て
で
は
な
く
、
ク
ラ
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
傍
線
部

を
み
る
と
、
調
味
料
と
な
る
塩
、
鼓
︵
大
豆
で
作
っ
た
味
噌
に
近
い
も
の
︶、
食

材
な
ど
が
﹁
椋
﹂
に
貯
蔵
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
窺
え
る
。

一
方
で
、
徳
興
里
古
墳
の
壁
画
に
は
図
１
の
よ
う
な
の
が
描
か
れ
て
い
る
場

面
が
あ
り
、
左
側
の
高
床
式
の
建
物
が
ク
ラ
と
さ
れ
て
い
る 注

。﹁
椋
﹂
と
の
関
連

37

が
想
定
で
き
る
。
こ
の
﹁
椋
﹂
の
用
法
、
そ
し
て
高
床
式
と
い
う
構
造
上
の
特

三
一

図 1 徳興里壁画古墳におけるクラ



徴
は
古
代
日
本
と
共
通
し
て
い
る
。

百
済

高
句
麗
だ
け
で
な
く
、
百
済
に
も
﹁
椋
﹂
の
用
例
が
確
認
さ
れ
る
。
六
世
紀

の
も
の
と
さ
れ
る
扶
余
陵
山
里
寺
址
出
土
木
簡
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
た
も

の
が
あ
る
。

・
三
月
仲
椋
內
上

平
川
南
氏
は
こ
の
木
簡
の
﹁

﹂
の
よ
う
に
書
か
れ
た
字
を
﹁
籾
﹂
の
略
字

と
み
て
、﹁
三
月
に
仲
︵
中
︶
の
椋
の
内
に
、
上
納
し
た
﹁

﹂
に
付
せ
ら
れ
た

付
札
で
あ
る
﹂
と
し
て
い
る 注

。
ま
た
、
七
世
紀
半
ば
の
も
の
と
さ
れ
る
扶
餘
双

38

北
里
遺
跡
出
土
木
簡
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
た
も
の
が
あ
る 注

。
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・
外
椋
ア
鐵

・
代
錦
十
両

こ
の
木
簡
は
、
百
済
の
﹁
内
官
一
二
部
の
中
の
一
つ
で
あ
る
﹁
外
椋
部
﹂
か

ら
鐵
の
代
価
と
し
て
地
方
か
ら
進
上
し
て
倉
庫
に
納
め
た
﹁
綿
一
〇
両
﹂
に
つ

け
た
荷
札
木
簡
﹂
と
さ
れ
て
い
る 注

。
こ
の
木
簡
に
使
わ
れ
て
い
る
﹁
部
﹂
の
略

40

字
﹁
ア
﹂
は
、
古
代
日
本
で
は
七
世
紀
を
中
心
に
使
用
さ
れ
て
い
て 注

、﹁
椋
﹂
の

41

用
法
と
共
に
百
済
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
。

新
羅

新
羅
に
お
い
て
も
﹁
椋
﹂
を
ク
ラ
の
意
味
で
使
用
し
た
例
が
あ
る
。
八
世
紀

前
半
の
も
の
と
さ
れ
る
慶
州
皇
南
洞
遺
跡
出
土
木
簡
に
以
下
の
よ
う
に
書
か
れ

た
も
の
が
あ
る
。

・
五
月
卄
六
日
椋
食

下
椋

・
仲
椋
有
食
卅
二
石

﹁
仲
﹂、
﹁
下
﹂
に
あ
る
﹁
椋
﹂
に
納
入
し
た
﹁
食
﹂
に
関
す
る
記
録
簡
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
﹁
食
﹂
は
﹁
食
料
﹂
と
さ
れ
て
い
て 注

、﹁
椋
﹂
に
は
食
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料
も
納
め
ら
れ
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
慶
州
の
雁
鴨
池
遺
跡
か
ら
は
﹁
椋
司
﹂
と
墨
書
さ
れ
た
硯
が
出
土
し

て
い
て
、
ク
ラ
の
司
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
古
代
朝
鮮
半
島
に
お
い
て
は
、
高
句
麗
、
百
済
、
新
羅
の
三
国

と
も
﹁
椋
﹂
を
ク
ラ
字
と
し
て
使
用
し
た
例
が
見
ら
れ
、
穀
物
、
食
料
、
調
味

料
な
ど
が
そ
の
収
納
物
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ク
ラ
字
に
は
﹁
椋
﹂

だ
け
が
用
い
ら
れ
て
い
て
、﹁
倉
﹂﹁
庫
﹂
の
例
は
出
土
資
料
に
お
い
て
は
未
だ

に
確
認
で
き
て
い
な
い
。
韓
国
忠
清
南
道
泰
安
郡
の
近
隣
海
域
か
ら
水
中
発
掘

で
発
見
さ
れ
た
高
麗
時
代
の
木
簡
︱
馬
島
一
号
船
木
簡
︱
に
も
﹁
椋
長
﹂
の
用

例
が
見
ら
れ
、﹁
倉
﹂、﹁
庫
﹂
の
用
例
は
見
当
た
ら
な
い
。
だ
が
、
同
じ
く
高
麗

時
代
の
文
献
資
料
と
な
る
﹃
三
国
史
記
﹄︵
金
富
軾
撰
、
一
一
四
五
年
完
成
︶、

﹃
三
国
遺
事
﹄︵
一
然
撰
、
一
三
世
紀
末
︶
に
は
﹁
倉
﹂、
﹁
庫
﹂
の
用
例
が
見
ら

れ
る
。
そ
の
後
の
﹃
訓
蒙
字
会
﹄︵
崔
世
珍
著
、
一
五
二
七
年
完
成
︶
に
は
ク
ラ

の
意
味
を
持
つ
字
に
﹁
倉
﹂﹁
庫
﹂﹁
窖
﹂
だ
け
が
記
さ
れ
、﹁
椋
﹂
は
な
い
こ
と

か
ら
、﹁
椋
﹂
を
ク
ラ
字
と
し
て
使
用
す
る
用
法
は
高
麗
時
代
ま
で
続
い
て
い
た

三
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と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
、
ま
と
め

以
上
の
よ
う
に
、
ク
ラ
の
用
字
は
古
代
中
国
、
日
本
、
朝
鮮
半
島
で
共
通
点

も
あ
る
が
、
相
違
点
も
見
ら
れ
る
。
ク
ラ
と
物
品
と
の
関
係
で
見
る
と
、
古
代

中
国
に
お
い
て
は
穀
物
は
﹁
倉
﹂
に
、
物
品
は
﹁
庫
﹂
に
と
使
い
分
け
て
い
た

が
、
古
代
日
本
の
場
合
は
穀
物
だ
け
で
な
く
物
品
も
﹁
倉
﹂
に
入
れ
、﹁
庫
﹂
は

主
に
兵
器
を
貯
蔵
す
る
ク
ラ
と
し
て
使
用
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
ク
ラ
の
総
称

と
し
て
古
代
中
国
で
は
﹁
倉
庫
﹂、
古
代
日
本
で
は
﹁
倉
﹂
を
使
用
し
て
い
た
こ

と
に
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

﹁
椋
﹂
は
古
代
中
国
と
は
違
っ
て
、
古
代
日
本
と
朝
鮮
半
島
に
共
通
の
用
法

が
見
ら
れ
る
が
、
日
本
に
お
け
る
﹁
椋
﹂
を
ク
ラ
を
表
す
字
と
し
て
使
う
用
法

は
、
先
行
研
究
の
通
り
、
朝
鮮
半
島
の
影
響
と
み
て
間
違
い
な
か
ろ
う
。
し
か

し
、
古
代
日
本
に
お
い
て
、
中
国
か
ら
律
令
制
度
を
導
入
し
て
か
ら
は
、
ク
ラ

を
表
記
す
る
の
に
﹁
椋
﹂
は
不
適
切
と
判
断
し
て
か
、
そ
の
使
用
を
辞
め
る
よ

う
に
な
っ
た
。
古
辞
書
に
﹁
椋
﹂
を
ク
ラ
と
す
る
記
述
が
見
ら
れ
な
い
の
は
そ

の
傍
証
と
な
ろ
う
。
た
だ
、
先
行
研
究
で
の
指
摘
の
よ
う
に
、﹁
椋
﹂
が
﹁
倉
﹂
、

﹁
庫
﹂、﹁
蔵
﹂
へ
と
使
い
分
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、

ク
ラ
一
般
を
示
し
て
い
た
﹁
椋
﹂
の
用
法
は
﹁
倉
﹂
に
変
わ
り
、
需
要
に
よ
っ

て
﹁
庫
﹂
と
﹁
蔵
﹂
が
付
け
加
え
ら
れ
た
と
考
え
る
。
納
め
ら
れ
て
い
た
物
品

が
そ
の
根
拠
と
な
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、﹃
訳
注
日
本
律
令
﹄
﹁
厩
庫
律
﹂

一
九
に
見
え
る
唐
律
と
日
本
律
の
対
応
文
の
違
い
が
興
味
深
い 注

。
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唐
律疏

義
曰
、
倉
、
謂
貯
之
属
。
庫
、
謂
貯
器
仗
綿
錦
之
類
。

日
本
律

倉
、
謂
貯
稲
粟
麦
鹽
之
属
。
庫
、
謂
貯
器
仗
綿
絁
之
類
。

日
本
律
に
お
い
て
は
、
唐
律
の
﹁
倉
﹂
の
貯
蓄
物
の
項
目
を
少
し
変
え
て
い

る
。﹁
粟
麦
﹂
に
稲
を
足
し
て
﹁
稲
粟
麦
﹂
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
穀
物
の
総

称
と
し
て
の
﹁
粟
﹂
を
﹁
ア
ワ
﹂
と
の
み
受
け
と
め
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
ま
た
、
唐
律
に
は
な
い
塩
も
追
加
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
古
代
日
本
に

お
い
て
塩
を
も
﹁
倉
﹂
に
貯
蔵
す
る
習
慣
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
塩
は
高

句
麗
の
墓
誌
銘
で
確
認
し
た
よ
う
に
、﹁
椋
﹂
の
収
納
物
の
一
つ
で
あ
っ
た
が
、

日
本
と
の
共
通
性
が
伺
え
る
。
即
ち
、
古
代
日
本
に
は
中
国
か
ら
の
新
し
い
文

化
が
入
る
前
、
高
句
麗
の
用
法
が
伝
わ
っ
て
い
て
、﹁
椋
﹂
を
ク
ラ
字
と
し
て
使

用
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
恐
ら
く
、
古
代
日
本
に
お
い
て
も
﹁
椋
﹂
に
穀

物
だ
け
で
な
く
塩
な
ど
の
よ
う
な
調
味
料
、
食
料
、
生
活
用
の
物
品
な
ど
様
々

な
も
の
が
納
め
ら
れ
、
ク
ラ
の
総
称
と
し
て
﹁
椋
﹂
を
使
用
し
て
い
た
が
、
律
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令
制
の
導
入
と
共
に
中
国
の
﹁
規
範
的
﹂
文
字
用
法
が
伝
わ
り
、﹁
椋
﹂
に
替
わ

る
字
と
し
て
﹁
倉
﹂
を
当
て
て
使
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
方

で
、﹁
倉
﹂
だ
け
で
は
律
令
制
に
お
け
る
様
々
な
形
態
の
ク
ラ
を
表
わ
す
の
に
不

充
分
な
た
め
、﹁
庫
﹂、﹁
蔵
﹂
も
一
緒
に
使
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
推
測
す
る
。

︹
附
記
︺
本
稿
は
二
〇
一
三
年
一
〇
月
九
日
の
あ
い
ち
国
文
の
会
に
お
け
る
口

頭
発
表
﹁
古
代
東
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
け
る
﹁
ク
ラ
﹂
の
用
字
﹂
の
原

稿
を
基
に
、
若
干
の
補
訂
を
加
え
て
成
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。

奈
良
文
化
財
研
究
所

ア
ソ
シ
エ
イ
ト
フ
ェ
ロ
ー

方

国
花
︵
ほ
う

こ
っ

か
︶

注

︵
１
︶
日
本
思
想
大
系
﹃
律
令
﹄︵
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
︶

﹁
倉
庫
令
﹂

︵
関
晃
代
担
当
︶
補
注
１

︵
２
︶
平
野
邦
雄
﹁
ク
ラ
︵
倉
・
庫
・
蔵
︶
の
研
究
︱
大
宰
府
、
郡
家
の
発
掘

調
査
に
よ
せ
て
︱
﹂
︵
九
州
歴
史
資
料
館
編
﹃
大
宰
府
古
文
化
論
叢
﹄
上
、

吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
三
年
︶

︵
３
︶
武
井
紀
子
﹁
日
唐
律
令
制
に
お
け
る
倉
・
蔵
・
庫
︱
律
令
国
家
に
お
け

る
収
納
施
設
の
位
置
づ
け
﹂︵
大
津
透
編
﹃
日
唐
律
令
比
較
研
究
の
新
段
階
﹄

山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
︶

︵
４
︶
稲
葉
岩
吉
﹁
百
済
の
椋
及
び
椋
部
﹂︵﹃
釈
椋
﹄
大
阪
屋
號
書
店
、
一
九

三
六
年
︶

︵
５
︶
李
成
市
﹁
古
代
朝
鮮
の
文
字
文
化
︱
見
え
て
き
た
文
字
の
架
け
橋
﹂

︵
平
川
南
編
﹃
古
代
日
本

文
字
の
来
た
道
﹄
大
修
館
書
店
、
二
〇
〇
五
年
︶

︵
６
︶
三
上
喜
孝
﹁
韓
国
出
土
木
簡
と
日
本
古
代
木
簡
︱
比
較
研
究
の
可
能

性
を
め
ぐ
っ
て
︱
﹂︵
朝
鮮
文
化
研
究
所
編
﹃
韓
国
出
土
木
簡
の
世
界
﹄
雄

山
閣
、
二
〇
〇
七
年
︶

︵
７
︶
市
大
樹
﹁
都
の
中
の
文
字
文
化
﹂︵
歴
博
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹃
古
代

日
本
と
古
代
朝
鮮
の
文
字
文
化
交
流
﹄
二
〇
一
二
年
一
二
月
一
五
日
︶

︵
８
︶﹃
中
華
民
国
国
立
故
宮
博
物
院
蔵
原
本
玉
篇
﹄［
零
簡
］︵
棱
伽
林
、
一

九
九
四
年
︶

︵
９
︶
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
整
理
小
組
編
﹃
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
﹄︵
文
物
出
版
社
、

一
九
七
七
年
、
4
0
4︶。
ア
ラ
ビ
ア
数
字
は
通
し
番
号
。
以
下
同
じ
。

︵

︶
甘
粛
省
文
物
考
古
研
究
所
﹃
居
延
新
簡
﹄︵
文
物
出
版
社
、
一
九
九
〇

10年
、
2
1
2
0︶

︵

︶
中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
編
﹃
居
延
漢
簡
︱
甲
乙
編
﹄︵
中
華
書

11局
、
一
九
八
〇
年
︶
。
通
し
番
号
は
右
か
ら

1
7
3・
3
2、
2
8
6・
2
8
で
あ
る
。

︵

︶
中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
編
﹃
居
延
漢
簡
︱
甲
乙
編
﹄︵
前
掲
注

12
︶。
通
し
番
号
は
右
か
ら

5
2・
4
5、
2
6
6・
1
6
。

11

三
四



︵

︶
佐
原
康
夫
﹁
漢
代
郡
縣
の
財
政
機
構
に
つ
い
て
﹂︵﹃
東
方
学
報
﹄
六

13二
、
一
九
九
〇
年
三
月
︶
。
氏
は
﹁
臧
﹂
を
﹁
蔵
﹂
の
略
字
と
み
て
い
る
。

︵

︶
羅
副
頤
﹃
秦
漢
南
北
朝
官
印
徵
存
﹄︵
文
物
出
版
社
、
一
九
八
七
年
、

141
4
3︶

︵

︶
甘
粛
省
文
物
考
古
研
究
所
﹃
敦
煌
懸
泉
漢
簡
釋
文
選
﹄︵
二
〇
〇
〇
年
、

151
5
8︶

︵

︶
中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
編
﹃
居
延
漢
簡
︱
甲
乙
編
﹄︵
前
掲
注

16
、
7
2
・
6︶
。

11
︵

︶
中
国
文
物
研
究
所
、
北
京
大
学
、
長
沙
市
文
物
考
古
工
作
隊
編
﹃
長
沙

17走
馬
楼
三
国
吳
簡
：
嘉
禾
吏
民
田
家莂

﹄︵
文
物
出
版
社
、
一
九
九
九
年
、

4・
2
1
7︶
。

︵

︶
中
国
文
物
研
究
所
、
北
京
大
学
、
長
沙
市
文
物
考
古
工
作
隊
編
﹃
長
沙

18走
馬
楼
三
国
吳
簡
：
嘉
禾
吏
民
田
家莂

﹄
︵
前
掲
注

、
5・
7
5
2︶

17

︵

︶
陳
栄
傑
﹁
走
馬
楼
呉
簡
田
佃
、
賦
税
詞
語
匯
考
﹂︵
中
国
西
南
大
学
博

19士
学
位
論
文
、
二
〇
一
二
年
四
月
提
出
︶

︵

︶
釈
文
は
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
﹁
漢
字
字
体
変
遷
研
究
の
た
め

20の
拓
本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
﹂︵
代
表
：
安
岡
孝
一
︶︵
h
ttp
:/
/
co
e
2
1
.z
in
b
u
n
.

k
y
o
to
-u
.a
c.jp
/
d
jv
u
ch
a
r︶
に
よ
る
。
次
の
唐
代
の
金
石
文
の
例
も
同

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
る
。

︵

︶
全
称
は
﹁
唐
故
典
元
元
從
正
議
大
夫
行
内
侍
省
内
侍
知
省
事
上
柱
國

21

賜
紫
金
魚
袋
贈
特
進
左
武
衛
大
将
軍
李
︵
輔
光
︶
公
墓
誌
銘
︵
字
君
粛
︶
﹂

で
あ
る
。

︵

︶
峰
岸
明
﹁
前
田
本
色
葉
字
類
抄
と
和
名
類
聚
抄
と
の
関
係
に
つ
い
て
﹂

22
︵
﹃
国
語
と
国
文
学
﹄
四
一
、
一
九
六
四
年
一
〇
月
︶。

︵

︶﹃
和
名
類
聚
抄
﹄
に
は
﹁
椋
﹂
に
﹁
牟
久
︵
ム
ク
︶﹂
の
訓
が
見
え
る
。

23観
智
院
本
﹃
類
聚
名
義
抄
﹄
に
は
﹁
椋
﹂
に
﹁
音
良
一
名

カ
ス
ム

シ

ト
ミ
﹂
の
注
が
見
え
、﹁

﹂
に
﹁
ム
ク
﹂
の
訓
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、﹁
椋
﹂

も
﹁
ム
ク
﹂
の
訓
を
持
つ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、﹁
カ
ス
ム
﹂
と

い
う
訓
は
手
偏
の
﹁
掠
﹂
の
訓
と
す
る
の
が
正
し
く
、
こ
こ
に
お
い
て
は
木

偏
と
手
偏
が
混
用
さ
れ
て
い
る
と
見
な
す
べ
き
で
あ
る
。
古
代
に
お
い
て

木
偏
、
手
偏
、
牛
偏
は
混
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
詳
細
は
犬
飼
隆

﹃
木
簡
に
よ
る
日
本
語
書
記
史
︵
二
〇
一
一
増
訂
版
︶﹄︵
笠
間
書
院
、
二
〇

一
一
年
︶
を
参
照
す
る
こ
と
。

︵

︶
奈
良
文
化
財
研
究
所
﹁
木
簡
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
﹂
h
ttp
:/
/
w
w
w
.

24n
a
b
u
n
k
e
n
.jp
/
O
p
e
n
/
m
o
k
k
a
n
/
m
o
k
k
a
n
2
.h
tm
l

以
下
、
日
本
の
木
簡
の
用
例
は
、
同
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
る
。

︵

︶
向
日
市
教
育
委
員
会
編
﹃
長
岡
京
木
簡
﹄
一
︵
向
日
市
教
育
委
員
会
、

25一
九
八
四
年
︶
の
一
〇
六
号
木
簡
と
向
日
市
教
育
委
員
会
編
﹃
長
岡
京
木

簡
﹄
二
︵
向
日
市
教
育
委
員
会
、
一
九
九
三
年
︶
の
五
七
二
号
木
簡
の
計
二

点
の
木
簡
に
﹁
金
倉
郷
﹂
の
用
例
が
見
え
る
。

三
五



︵

︶
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
﹃
平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
﹄
二
五

26︵
一
九
九
〇
年
、
2
2
4︶

︵

︶﹁
鈎
﹂
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
﹁
古
代
東
ア
ジ
ア
各
国
に
お
け
る

27﹁
カ
ギ
﹂
の
漢
字
表
記
︵
下
︶
︱
﹁
鎖
﹂﹁
鍵
﹂﹁
匙
﹂﹁
鉤
﹂
︱
﹂︵﹃
愛
知
県

立
大
学
大
学
院
国
際
文
化
研
究
科
論
集
﹄
第
一
四
号
︵
日
本
文
化
専
攻
編

第
四
号
︶、
二
〇
一
三
年
三
月
︶
参
照
。

︵

︶
奈
良
文
化
財
研
究
所
﹃
平
城
京
木
簡
﹄
三
︵
二
〇
〇
六
年
、
4
9
9
7︶

28
︵

︶
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
﹃
平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
﹄
六

29︵
一
九
六
八
年
、
4
6︶。
﹁
従
兵
庫
持
来
﹂
と
書
か
れ
た
こ
の
木
簡
は
、
官
司

と
し
て
の
﹁
兵
庫
﹂
の
可
能
性
も
な
く
は
な
い
が
、
素
直
に
兵
器
の
ク
ラ
と

読
ん
で
お
く
。

︵

︶
犬
飼
隆
﹃
木
簡
に
よ
る
日
本
語
書
記
史
︵
二
〇
一
一
増
訂
版
︶﹄︵
前
掲

30注

︶
参
照
。

23

︵

︶
奈
良
文
化
財
研
究
所
﹃
飛
鳥
藤
原
京
木
簡
﹄
一
︵
二
〇
〇
七
年
、
2
3
8︶

31
︵

︶
奈
良
文
化
財
研
究
所
﹃
平
城
宮
木
簡
﹄
四
︵
一
九
八
六
年
、
4
6
7
7︶

32
︵

︶﹁
木
簡
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
﹂
で
は
六
例
検
出
さ
れ
る
が
、
中
世
の
例
が
一

33例
含
ま
れ
て
い
て
、
本
稿
で
対
象
と
す
る
古
代
は
五
例
で
あ
る
。

︵

︶﹁
阿
祖
使
主
﹂
は
栗
田
寛
の
﹁
摂
津
諸
蕃
に
蔵
人
、
云
々
阿
智
王
之
後

34也
、
あ
る
に
引
き
合
わ
せ
て
、
阿
祖
は
阿
智
の
誤
り
な
る
事
知
る
べ
し
﹂

︵﹃
新
撰
姓
氏
録
考
証
﹄
下
、
一
九
〇
一
年
︶
と
い
う
説
に
従
う
と
、﹁
阿
智

王
﹂
の
後
裔
で
あ
る
。﹁
阿
智
王
﹂
は
﹁
阿
知
使
主
﹂、﹁
阿
知
吉
師
﹂
と
同

一
人
と
さ
れ
て
い
る
︵
竹
内
理
三
他
編
﹃
日
本
古
代
人
名
辞
典
﹄
第
一
巻
、

一
九
五
八
年
、﹁
阿
智
王
﹂
の
項
︶。
ま
た
、﹃
日
本
書
紀
﹄
の
応
神
天
皇
条

に
見
え
る
良
馬
を
献
上
し
た
使
者
、﹁
阿
直
伎
﹂・﹁
阿
直
岐
﹂
と
も
通
じ
る

人
物
で
あ
る
。

︵

︶
平
野
邦
雄
﹁
ク
ラ
︵
倉
・
庫
・
蔵
︶
の
研
究
︱
大
宰
府
、
郡
家
の
発
掘

35調
査
に
よ
せ
て
︱
﹂︵
前
掲
注
２
︶

︵

︶
詳
し
く
は
鄭
燦
永
﹁
徳
興
里
壁
画
古
墳
の
文
字
に
つ
い
て
﹂︵
朝
鮮
民

36主
主
義
人
民
共
和
国
社
会
科
学
院
朝
鮮
画
報
社
編
﹃
徳
興
里
高
句
麗
壁
画

古
墳
﹄、
講
談
社
、
一
九
八
六
年
︶
参
照
。

︵

︶
鄭
燦
永
﹁
徳
興
里
壁
画
古
墳
の
文
字
に
つ
い
て
﹂︵
前
掲
注

︶。
本
来

37

36

は
壁
画
の
図
を
載
せ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
不
明
瞭
で
分
か
り
に
く
い
た
め
、

鄭
氏
の
イ
ラ
ス
ト
を
挙
げ
て
お
い
た
。
李
鎔
賢
﹃
韓
国
木
簡
基
礎
研
究
﹄

︵
신
서
원
、
二
〇
〇
六
年
︶
に
お
い
て
は
、
徳
興
里
壁
画
古
墳
に
見
え
る
高

床
式
の
ク
ラ
を
﹁
桴
京
﹂
と
し
て
い
る
。

︵

︶
平
川
南
﹁
正
倉
院
佐
波
理
加
盤
付
属
文
書
の
再
検
討
﹂︵﹃
日
本
歴
史
﹄、

38二
〇
一
〇
年
一
一
月
︶

︵

︶
釈
文
は
伽
耶
文
化
財
研
究
所
編
﹃
韓
国
木
簡
字
典
﹄︵
伽
耶
文
化
財
研

39究
所
、
二
〇
一
一
年
︶
に
よ
る
。
次
の
新
羅
の
木
簡
の
釈
文
も
同
書
に
よ

る
。

三
六



︵

︶
朴
泰
祐
﹁
木
簡
資
料
를

통
해

본

泗
沘
都
城
의

空
間
構
造
﹂︵
﹃
百

40済
学
報
﹄
創
刊
号
、
二
〇
〇
九
年
︶
。

︵

︶
拙
稿
﹁
古
代
朝
鮮
半
島
と
日
本
の
異
体
字
研
究
︱
﹁
部
﹂
の
異
体
字
を

41中
心
に
︱
﹂︵
遠
山
一
郎
・
丸
山
裕
美
子
編
﹃
い
く
さ
の
歴
史
と
文
字
文
化
﹄

三
弥
井
書
店
、
二
〇
一
〇
年
三
月
︶。

︵

︶
李
鎔
賢
﹃
韓
国
木
簡
基
礎
研
究
﹄
︵
前
掲
注

︶

42

37

︵

︶
律
令
研
究
会
﹃
訳
注
日
本
律
令
﹄
二
︵
東
京
堂
出
版
、
一
九
七
五
年
︶

43

三
七
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