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支
那
で
溢
敷
の
出
來
上
っ
た
の
は
、
後
漢
の
車
道
凌
か
ら
で
あ
る
ご
い
は
れ
て
居
る
が
、
し
か
し
そ
の
思
想
は
早
く
老

蕪
二
子
に
現
れ
て
居
り
、
支
那
民
族
の
自
然
崇
拝
や
、
紳
一
説
や
、
陰
陽
五
行
の
説
な
ご
ご
共
に
だ
ん
ノ
’
㍉
醸
成
せ
ら
れ

て
、
こ
、
に
後
漢
時
代
に
翁
忌
、
途
に
滋
聖
な
る
も
の
が
大
成
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
Q
魏
普
六
朝
に
至
っ
て
、
ま
す
／
＼

盛
に
行
は
れ
る
こ
ご
、
な
っ
た
の
で
あ
る
。
或
は
時
に
儒
敷
を
歴
倒
し
た
こ
い
つ
て
よ
い
程
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
儒

激
そ
の
も
の
に
も
滋
全
的
色
彩
を
馨
び
し
め
た
も
の
が
少
く
な
い
。
ま
た
所
謂
雑
家
ε
即
し
て
儒
亡
い
つ
れ
を
も
併
せ
有

す
る
も
の
が
あ
．
り
、
佛
敷
が
早
算
せ
ら
れ
た
後
に
は
滋
佛
の
間
ま
だ
相
交
渉
し
た
も
の
を
生
じ
、
事
書
の
如
き
は
騨
老
志

の
中
に
合
せ
て
こ
の
道
佛
二
家
を
叙
し
、
触
書
な
ざ
に
も
、
老
荘
、
瀞
仙
、
縦
逸
を
合
せ
て
道
家
ε
い
っ
て
居
る
ほ
ざ
で

あ
る
Q
既
に
漢
書
の
露
文
志
に
滋
家
三
十
七
家
九
百
九
十
三
篇
あ
り
、
本
書
経
籍
志
に
道
家
七
十
入
部
五
百
二
十
五
懇
こ

し
る
し
て
あ
る
位
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
如
何
に
撹
敷
患
想
が
盛
で
あ
っ
だ
か
は
之
を
推
測
す
る
に
足
る
の
で
あ
る
、

　
然
る
に
我
が
上
代
史
を
研
究
す
る
も
の
が
、
既
に
漢
時
代
か
ら
大
陸
文
化
に
負
ふ
ご
こ
ろ
甚
だ
多
き
を
認
め
な
が
ら
、

そ
の
精
紳
的
方
面
に
於
て
た
い
儒
敷
の
み
が
影
響
し
た
か
の
や
う
に
思
ひ
込
ん
で
、
何
等
滋
敷
に
つ
い
て
漣
噛
し
て
居
な



い
の
は
、
い
か
に
も
不
思
議
の
や
う
に
考
へ
ら
る
、
の
で
あ
る
。
尤
も
奈
良
朝
以
後
の
文
化
に
於
て
、
陰
陽
廼
な
．
電
に
こ

の
滋
家
思
想
が
存
在
し
て
居
る
こ
ご
は
、
從
來
と
て
も
空
電
．
考
察
せ
ら
れ
な
か
っ
た
次
第
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
陰
陽
道

ご
し
て
我
が
國
に
輸
入
せ
ら
れ
た
も
の
ご
考
へ
ら
れ
て
居
る
の
で
、
滋
敷
そ
の
も
の
が
我
が
國
に
流
は
り
來
だ
ご
し
て
は

論
蓮
さ
れ
て
居
な
い
の
で
あ
る
、
こ
れ
は
要
す
る
に
今
欝
に
傳
は
れ
る
上
代
史
の
文
献
こ
も
い
ふ
べ
き
古
事
記
、
臼
本
書

紀
な
ざ
を
は
じ
め
、
道
敷
に
關
す
る
記
載
が
な
い
ご
蓮
乱
せ
ら
れ
居
た
、
め
で
あ
り
、
紳
祇
雑
肥
が
建
理
事
來
素
純
の
形

式
ご
内
容
ε
を
以
て
佛
敢
渡
來
ま
で
繊
製
し
だ
の
で
あ
る
ご
誤
り
信
せ
ら
れ
た
、
め
で
あ
亀
ま
い
か
。

・
成
る
ほ
こ
皇
軍
に
古
事
記
や
獄
本
書
紀
を
工
ん
で
見
る
ご
、
喜
泣
ら
し
い
も
の
が
行
は
れ
た
記
事
も
な
く
、
ま
π
赫
祇

祭
祀
が
建
國
當
時
か
ら
如
何
に
憂
遷
し
來
た
か
も
明
で
な
い
。
併
し
な
が
ら
よ
し
や
道
敷
ら
し
い
も
の
が
な
い
こ
し
て
も

溢
家
思
想
は
単
玉
に
散
見
せ
ら
れ
て
居
り
、
呈
出
渡
來
以
後
に
総
て
も
道
敷
そ
の
も
の
が
我
が
國
に
存
在
し
て
居
た
こ
推

測
す
べ
き
記
事
が
な
い
で
は
な
い
。
饗
す
べ
て
の
も
の
が
『
時
』
ビ
い
ふ
も
の
で
進
化
し
行
く
べ
き
で
あ
う
、
し
か
も
外
來
の

文
化
に
よ
っ
て
、
我
が
上
代
の
文
化
に
多
大
の
色
彩
が
伽
は
つ
て
來
た
ご
す
れ
ば
、
壁
紙
祭
祀
の
み
が
濁
レ
建
國
雷
時
の

素
純
な
形
式
ご
内
容
ビ
を
以
て
、
佛
激
渡
來
の
時
鶴
ま
で
に
及
ん
だ
こ
は
、
ざ
う
し
て
考
へ
得
べ
き
こ
と
で
は
あ
る
ま
い

ご
思
ふ
。
然
る
に
道
敷
ビ
儒
敏
を
比
較
し
て
見
て
、
い
つ
れ
が
帥
祇
祭
魂
に
多
く
影
響
す
べ
き
要
素
を
備
へ
て
居
る
か
ε

い
へ
ば
、
遣
敷
、
少
く
ご
も
道
家
思
想
で
あ
る
こ
ご
は
、
誰
し
も
異
存
が
な
．
い
程
、
儒
早
尾
敷
の
性
質
に
よ
く
現
れ
て
居

る
の
で
あ
る
。
從
っ
て
我
が
上
代
史
。
殊
に
そ
の
精
瀞
的
文
化
を
研
究
す
る
に
は
、
こ
の
見
地
の
上
に
立
っ
て
こ
れ
ま
で
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の
態
度
を
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

・
が
先
づ
こ
、
に
こ
れ
ま
で
儒
敏
に
除
り
に
重
き
を
響
き
愚
ぎ
た
原
由
か
ら
論
議
を
進
め
て
見
や
う
ご
思
ふ
Q
そ
れ
は
い

ふ
ま
で
も
な
く
古
事
記
癒
瀞
天
皇
の
條
に
王
仁
が
百
濟
國
か
ら
論
語
ご
千
字
文
ご
を
將
陣
し
た
こ
ご
が
記
し
て
あ
り
、
購

本
書
紀
に
も
阿
専
掌
や
王
仁
が
縄
典
を
持
っ
て
來
て
我
が
國
に
學
問
を
傳
へ
た
や
う
な
記
事
が
あ
る
の
で
、
そ
の
論
語
を

儒
敷
の
代
表
的
著
述
ご
考
へ
、
経
典
こ
い
ふ
の
が
儒
激
の
書
物
の
み
で
あ
っ
た
ご
早
呑
込
み
を
し
た
、
め
で
あ
る
。
し
か

し
古
事
記
や
日
本
書
紀
が
奈
良
朝
初
期
の
も
の
に
か
、
る
こ
こ
か
ら
推
し
て
、
磨
紳
天
皇
聖
代
の
記
事
が
ご
れ
だ
け
距
確

で
あ
る
か
や
先
づ
悶
題
ご
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
た
こ
へ
王
仁
が
支
那
の
學
問
を
傳
へ
た
最
初
の
も
の
、
一
人
で
あ
っ
た
こ

し
て
も
、
論
語
だ
け
を
將
嫁
し
た
ビ
は
考
へ
得
ら
れ
澱
ば
か
り
で
な
く
、
1
3
本
書
紀
に
は
太
子
菟
滋
稚
郎
子
が
王
仁
に
つ

い
て
諸
の
典
籍
を
習
は
れ
た
ε
あ
っ
て
、
心
し
も
論
語
の
み
で
な
か
つ
淀
こ
す
る
の
が
寧
ろ
穏
當
な
推
測
で
あ
る
ま
い

か
。
し
か
も
そ
の
諸
典
籍
ε
あ
る
の
は
た
V
之
を
儒
敷
の
書
籍
ご
限
定
し
導
べ
き
で
あ
ら
か
か
。
假
り
に
王
仁
や
阿
旋
岐

を
旙
四
天
皇
土
代
の
入
ご
な
し
、
そ
の
時
代
が
百
濟
の
近
廻
古
王
の
時
代
に
當
る
こ
す
る
な
ら
ば
、
王
仁
や
阿
直
岐
の
縛

へ
た
層
厚
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
だ
か
を
知
る
に
は
、
そ
の
本
國
π
る
百
濟
の
文
化
を
討
究
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
Q
さ
う
し

て
も
し
百
濟
の
文
化
が
支
那
本
士
か
ら
も
傳
は
つ
た
で
あ
二
、
う
が
、
－
そ
れ
・
d
り
も
近
き
距
離
に
あ
っ
π
樂
浪
帯
方
ご
誉
て

密
接
な
る
關
係
を
有
し
て
居
た
こ
ご
を
考
察
す
る
な
ら
ば
、
大
農
に
於
て
こ
の
疑
問
は
解
繹
せ
ら
る
、
で
あ
ら
う
。

　
殊
に
王
仁
の
野
良
を
調
べ
て
見
る
ご
、
前
に
．
い
っ
た
百
濟
ビ
樂
浪
地
方
こ
の
關
係
を
別
に
考
察
せ
す
と
も
よ
い
や
う
に



思
は
る
、
の
で
あ
る
。
姓
氏
録
に
よ
れ
ば
文
忌
寸
は
面
高
皇
帝
の
後
鼻
王
よ
り
出
づ
ビ
あ
る
が
、
王
氏
は
支
那
本
土
か
ら

直
接
に
百
濟
に
移
住
し
た
の
で
な
く
、
そ
の
百
濟
に
入
る
以
前
に
あ
っ
て
は
樂
浪
地
方
に
居
た
豪
族
で
あ
っ
た
。
嬉
嬉
の

潜
血
に
よ
れ
ば
王
氏
の
族
大
に
蕃
上
し
て
居
た
覆
輪
が
あ
り
、
そ
の
毒
血
に
及
ん
で
本
土
に
露
つ
た
も
の
も
あ
る
け
れ
ご

新
羅
や
百
中
ピ
南
鮮
地
方
に
一
族
を
峯
み
て
移
っ
た
も
の
が
少
く
な
か
っ
た
。
そ
の
子
孫
の
一
人
が
實
に
王
仁
そ
の
人
で

あ
っ
π
。
ま
た
阿
由
岐
も
ま
た
恐
ら
く
王
仁
ビ
同
じ
や
う
な
穫
路
を
有
し
だ
家
の
人
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
。
我
が
國
に
渡

書
し
た
後
こ
の
二
人
の
子
孫
は
共
に
文
忌
寸
を
欝
へ
、
東
西
に
分
れ
住
ん
で
、
共
に
朝
廷
の
文
事
を
掌
つ
だ
の
で
あ
る
。

　
元
正
樂
浪
地
方
は
そ
の
瀧
時
代
建
郡
の
時
か
ら
凡
そ
四
百
年
ほ
こ
、
軍
壊
の
あ
た
り
に
別
天
地
を
成
し
て
居
た
支
那
植

民
地
で
あ
っ
た
Q
支
那
本
土
ご
は
初
め
北
方
の
連
絡
が
密
接
で
あ
っ
た
け
れ
ご
、
だ
ん
一
壷
支
那
ざ
交
池
が
開
け
て
南

方
丈
化
を
多
く
受
け
入
る
、
こ
ご
、
な
っ
た
。
そ
れ
が
後
漢
以
後
魏
晋
の
時
代
に
至
る
ま
で
及
ん
だ
こ
す
れ
ば
、
支
那
本

土
に
盛
ん
に
行
は
れ
た
硬
直
が
輸
入
せ
ら
れ
ぬ
理
由
が
な
い
。
假
り
に
道
心
そ
の
も
の
が
行
は
れ
な
か
っ
た
ご
し
て
も
、

滋
家
の
書
が
傳
は
つ
て
露
な
か
っ
た
ご
は
こ
う
し
て
も
考
へ
得
ら
れ
訟
。
穿
っ
て
兵
家
思
想
が
こ
の
地
方
の
交
化
に
存
し

て
居
な
か
っ
た
こ
も
考
へ
得
ら
れ
ぬ
の
で
あ
る
。
彼
の
不
董
南
遣
龍
門
郡
に
今
も
遺
っ
て
居
る
朝
鮮
最
古
の
碑
た
る
粘
蝉
・

碑
の
如
き
、
實
に
ま
た
絶
好
の
墾
考
ε
な
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
阿
直
岐
や
王
仁
が
必
し
も
純
量
の
儒
學
者
で
な
か
っ
た
、
寧
ろ
道
家
で
あ
っ
た
で
あ
ら
プ
ご
推
測
す
べ
き
資
料

が
延
喜
式
に
載
せ
て
あ
る
。
同
書
憲
八
祝
詞
六
月
晦
大
祓
の
條
に
十
二
月
准
之
ご
注
し
て
左
の
文
が
記
し
て
あ
る
の
が
そ
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我
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道
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に
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れ
で
あ
る
。

束
文
忌
寸
部
獣
嶺
刀
吋
児
翻
壕

　
　
謹
講
皇
天
上
帝
、
三
極
大
君
、
累
月
星
辰
、
八
方
謡
講
、
司
馬
司
籍
、
左
束
王
父
、
右
西
王
糠
、
五
方
五
帝
、
四
時

　
　
四
氣
、
捧
以
二
銀
入
↓
請
レ
除
二
三
災
↓
高
聴
二
野
刀
↓
請
ド
延
一
一
帝
酢
↓
発
田
、

　
　
東
至
二
扶
桑
“
西
至
二
歩
幅
↓
南
至
二
炎
光
《
北
至
一
霊
水
↓
千
城
百
國
、
精
治
萬
歳
、
萬
歳
萬
歳
、

　
こ
の
児
文
が
一
見
藁
家
の
も
の
な
る
は
直
ち
に
推
測
せ
ら
る
べ
く
、
し
か
も
芸
人
の
像
、
金
鋸
の
横
難
を
以
て
祭
る
が

如
き
、
そ
の
我
が
固
有
の
憩
紙
祭
祀
ε
類
を
異
に
す
る
を
知
ら
ね
ば
な
ら
諏
。
同
式
巷
一
に
六
月
晦
十
二
月
晦
の
大
祓
に

臓
ふ
べ
き
も
の
を
爆
げ
て
あ
乃
中
に
金
聾
横
言
鼠
壁
、
金
銀
平
人
像
各
二
枚
鵜
紫
雲
三
つ
よ
て
同
衆
に
御
賦
に

愚
人
像
二
放
、
金
専
横
刀
二
口
云
々
、
中
宮
東
宮
の
御
照
に
鐵
人
像
二
枚
云
々
、
右
晦
日
卜
部
各
著
二
明
衣
　
（
中
略
）
次
東

「
西
文
部
昏
鳳
楼
横
刀
［
な
ざ
、
あ
る
の
で
も
、
東
西
文
部
が
我
が
國
固
有
の
祭
記
に
あ
ら
ざ
る
も
の
に
謙
れ
る
こ
ご
が
明
で

’
あ
る
。
が
、
こ
の
我
が
固
有
の
祭
祀
に
あ
ら
ざ
る
祭
記
は
之
を
奈
良
朝
以
後
、
或
は
階
唐
文
明
君
人
の
後
に
我
が
國
に
入

れ
る
も
の
こ
考
へ
得
る
ら
る
、
で
あ
ら
う
か
。
そ
の
東
西
文
明
が
之
に
關
配
し
て
居
る
こ
ご
か
ら
、
寧
ろ
そ
の
文
部
が
朝

廷
に
奉
仕
し
た
當
時
か
ら
こ
す
る
方
が
聖
霊
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
で
な
け
れ
ば
、
特
に
こ
の
東
西
文
部
を
し
て
之

に
關
思
せ
し
む
る
理
由
が
薄
弱
で
あ
る
。
尤
も
六
月
晦
や
十
二
月
の
晦
に
行
は
る
、
大
祓
は
別
に
中
距
が
古
來
の
家
業
芝

し
て
奉
仕
す
る
も
の
も
並
行
し
て
居
た
の
で
あ
る
。
こ
の
古
里
の
も
の
こ
共
に
東
西
雲
客
が
支
那
式
の
祓
を
行
っ
た
こ
ご



が
、
ま
π
そ
の
如
何
に
紳
祇
祭
祀
に
も
支
那
文
化
が
影
響
し
た
か
を
推
知
す
べ
き
も
の
ビ
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
π
や
こ

こ
に
注
意
す
べ
き
は
、
延
喜
式
の
時
代
こ
な
っ
て
は
既
に
文
部
こ
い
ふ
家
は
な
く
な
っ
て
居
π
か
も
知
れ
ぬ
。
そ
れ
は
中

．
臣
こ
い
ふ
家
も
同
様
で
あ
っ
π
で
あ
ら
う
が
、
そ
れ
は
朝
臣
が
一
時
中
臣
こ
な
り
交
部
こ
な
っ
て
こ
の
大
祓
に
奉
仕
し
た

め
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
．
ε
磯
遊
祭
祀
が
古
來
の
脅
慣
儀
式
を
重
ん
じ
だ
こ
す
れ
ば
、
東
灘
聴
唖
の
之
に
關
嘱
し
た
こ
ご
が
ま

た
遠
い
時
代
か
ら
で
あ
っ
た
の
も
想
像
せ
ら
る
、
で
あ
ら
う
。
或
は
猫
ほ
よ
り
以
上
確
か
な
こ
ご
を
い
ふ
な
ら
ば
、
阿
直

岐
や
王
仁
そ
の
入
は
道
家
で
な
か
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
、
し
か
し
虚
心
岐
や
王
仁
の
子
孫
た
る
東
西
文
部
が
之
に
關
虚
し
た

こ
と
が
蓮
い
御
代
か
ら
で
あ
っ
た
こ
し
得
る
な
ら
ば
、
そ
の
家
業
こ
し
て
文
筆
を
掌
っ
た
外
に
、
代
々
支
那
文
化
を
入
れ
極

た
中
に
こ
の
滋
敷
的
儀
式
も
加
は
つ
て
居
だ
の
で
あ
る
。
し
か
し
道
敏
な
る
も
の
が
早
く
朝
鮮
に
入
り
居
た
ご
す
れ
ば
、

そ
の
我
が
國
に
入
っ
た
時
期
は
阿
寒
岐
や
王
仁
の
時
代
を
薫
る
こ
ご
決
し
て
遠
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。

　
し
か
し
こ
の
支
那
風
の
無
記
が
行
は
れ
た
こ
ご
ぽ
冷
し
も
こ
の
級
の
み
で
は
な
か
っ
た
ほ
ざ
、
い
ろ
一
の
場
合
に
こ

れ
を
見
る
の
で
あ
る
。
延
喜
式
を
播
く
ε
金
銀
や
鐵
の
人
像
を
作
っ
て
紳
魅
の
地
鋲
祭
な
ざ
に
用
み
た
こ
ご
は
諸
所
に
散

見
し
て
居
る
、
し
か
も
最
も
古
來
の
儀
式
を
重
ん
じ
た
ま
へ
る
伊
勢
聯
宮
に
す
ら
、
山
口
祭
、
採
正
殿
心
柱
祭
、
地
鎮
祭
、

造
船
代
祭
な
ざ
、
二
十
年
一
度
の
御
勲
等
に
執
行
せ
ら
る
、
御
祭
に
は
鐵
人
像
を
お
用
ひ
に
な
り
、
宮
中
の
臨
時
祭
に
も

鎭
新
宮
寄
与
や
入
十
島
祭
な
ご
を
は
じ
め
、
疫
紳
祭
の
如
き
支
那
に
そ
の
起
原
を
有
す
る
ご
考
へ
ら
る
、
も
の
は
す
べ
て
　
サ

・
心
際
像
な
ざ
を
用
ふ
る
支
那
風
の
祭
祀
で
あ
る
○
我
々
は
こ
れ
ら
の
儀
式
祭
祀
が
す
べ
て
階
唐
交
明
輪
入
以
後
ご
考
へ
得

　
　
　
第
入
巷
　
　
研
　
究
　
　
我
が
上
代
に
於
σ
ろ
撹
家
思
想
及
が
蓮
教
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
第
一
羅
　
　
　
四
五
　
　
（
四
五
）



　
　
　
第
八
巻
　
　
　
研
　
　
究
　
　
　
我
が
ト
7
代
”
昏
於
σ
る
潅
象
m
心
柄
及
び
滋
数
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
静
坦
　
一
　
號
　
　
　
　
四
山
ハ
　
　
（
四
山
ハ
）

る
で
あ
ら
う
か
。
入
十
島
祭
の
如
き
は
難
波
の
褒
達
ご
共
に
起
っ
て
居
る
こ
す
れ
ば
、
ま
た
之
を
元
仁
、
仁
徳
爾
朝
を
距

る
遠
か
ら
ざ
る
も
の
こ
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
．
り
言
葉
を
換
へ
て
い
へ
ば
、
後
に
は
多
く
陰
陽
通
に
包
含
せ
ら
れ
て
仕
舞
つ
た
も

・
の
が
あ
る
ご
し
て
も
、
紳
紙
祭
祀
に
か
く
ま
で
溢
泌
の
色
彩
を
帯
び
て
居
る
こ
ご
は
決
し
て
突
然
現
れ
得
べ
き
も
の
で
な

く
て
、
憩
祇
祭
祀
の
式
典
慣
禮
が
ま
だ
整
頓
せ
ら
れ
る
に
至
ら
な
か
っ
た
上
代
か
ら
，
だ
ん
一
附
け
加
へ
ら
れ
た
も
の

・
ご
考
へ
る
の
が
要
當
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ま
元
佛
敷
渡
來
以
後
、
紳
舐
祭
酒
は
い
か
に
も
古
來
の
儀
式
を
墨
守
し
ゃ
う
ご

努
力
し
た
か
に
想
像
せ
ら
れ
澱
で
も
な
い
。
よ
し
道
敷
そ
の
も
の
が
上
代
に
於
て
存
在
し
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
も
し
蓮
敏

的
思
想
が
全
く
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
神
祇
祭
記
に
こ
れ
ほ
ざ
溢
敷
的
色
彩
が
加
は
つ
て
み
る
繹
が
な
い
の
で
あ
る
。
我
々

・
は
今
二
π
び
日
本
書
紀
や
古
事
記
に
つ
い
て
そ
の
滋
敷
思
想
の
存
否
を
捜
し
て
見
た
い
ご
思
ふ
。

　
暴
発
の
こ
こ
ろ
古
事
記
は
詑
述
あ
ま
り
に
簡
軍
で
多
く
之
に
閥
す
る
材
料
を
登
見
せ
濾
。
ま
た
支
那
交
化
を
宣
傳
し
、
．

そ
の
中
心
ご
な
っ
た
も
の
は
多
く
蹄
化
人
又
は
そ
の
子
孫
で
あ
り
、
支
那
の
交
際
を
解
し
た
も
の
が
大
部
分
露
里
人
又
は

そ
の
子
孫
の
入
々
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
書
き
こ
め
ら
れ
た
資
料
は
H
本
書
紀
に
こ
れ
を
見
る
の

で
あ
る
。
い
は
い
田
本
書
紀
は
奈
良
朝
の
初
に
出
家
た
も
の
で
あ
る
け
れ
．
定
、
そ
の
資
料
は
平
し
も
奈
良
朝
に
入
っ
て
か

ら
書
か
れ
だ
も
の
、
み
で
は
な
い
。
ま
た
神
話
や
傳
説
も
、
だ
ん
一
國
民
の
聞
に
い
ひ
傳
へ
ら
れ
た
も
の
、
産
物
ビ

す
れ
ば
、
支
那
思
想
に
よ
っ
て
潤
色
せ
ら
れ
た
こ
ご
も
ま
た
推
測
し
得
ら
る
、
。
固
よ
り
五
代
巷
ご
い
っ
て
も
そ
れ
が
す

べ
て
紳
代
の
史
實
で
な
い
の
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
こ
ご
で
あ
り
、
そ
の
中
に
支
那
思
想
の
加
は
つ
て
居
る
こ
ご
も
認
容
さ



れ
な
け
れ
ば
な
ら
漁
Q
し
か
し
そ
れ
が
奈
良
朝
の
初
編
纂
の
當
時
に
加
は
つ
た
も
の
、
も
し
く
は
舎
人
親
王
を
は
じ
め
編

纂
に
驕
施
し
た
野
々
の
筆
に
成
っ
た
ご
断
定
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
支
那
の
文
字
が
採
用
せ
ら
れ
た
後
に
だ
ん
一
出

・
來
た
も
の
が
編
纂
の
材
料
こ
な
り
、
そ
の
材
料
こ
な
っ
た
文
が
或
は
省
文
し
、
或
は
補
綴
せ
ら
れ
て
H
本
書
紀
の
文
ε
な

っ
た
も
の
で
あ
る
二
ご
は
、
そ
の
模
範
ご
な
っ
た
支
那
の
修
史
に
よ
っ
て
も
之
を
推
測
し
得
る
の
で
あ
る
し
、
大
化
前
後

．
数
十
年
の
も
の
は
そ
の
中
に
當
時
の
記
録
を
も
長
め
ら
れ
て
居
る
こ
ε
が
明
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
を
考
慮
に
入
れ
て
目

・
本
書
紀
を
讃
ん
で
見
た
い
ご
思
ふ
。

　
先
づ
開
懇
第
一
天
地
開
開
の
條
が
潅
南
子
鴻
烈
傳
の
文
を
殆
ん
ざ
そ
の
ま
、
移
し
用
ひ
て
あ
る
こ
ざ
は
、
既
に
早
く
か

・
ら
注
意
せ
ら
れ
て
る
る
の
で
あ
る
が
、
た
や
國
史
の
露
頭
を
飾
る
た
め
に
之
を
持
っ
て
來
た
ご
す
る
方
が
よ
い
か
、
又
我

－
が
國
に
こ
ん
な
建
國
淋
話
が
行
は
れ
て
居
π
か
ら
之
を
利
用
し
た
の
で
あ
る
か
は
、
人
に
よ
っ
て
説
を
異
に
す
る
ビ
こ
ろ

で
あ
る
け
れ
ざ
、
い
つ
れ
に
せ
よ
、
奈
良
朝
の
初
に
は
少
一
こ
も
之
を
信
じ
て
居
た
も
の
が
な
け
れ
ば
、
開
懇
第
一
の
文

も
あ
る
べ
き
筈
が
な
く
、
ま
た
天
罰
七
代
記
章
五
代
も
現
れ
た
ま
ふ
筈
が
な
い
Q
そ
の
濁
化
ε
い
ひ
偶
生
こ
い
ひ
、
そ
の

間
に
陰
陽
思
想
の
存
在
せ
る
こ
ご
は
否
定
す
る
こ
ご
が
出
來
澱
。
し
か
も
こ
の
陰
陽
思
想
は
尊
し
も
奈
良
朝
に
入
る
を
待

な
だ
い
で
我
が
國
に
超
っ
て
居
る
の
で
あ
る
、
そ
の
我
が
國
に
起
つ
だ
の
は
我
々
の
組
先
自
身
が
自
登
の
も
の
で
あ
る
か

又
は
支
那
の
文
化
に
よ
っ
て
処
つ
た
も
の
で
あ
る
か
も
問
題
こ
な
．
る
の
で
あ
る
が
、
よ
し
ゃ
自
獲
の
も
の
ご
し
て
も
支
那

め
文
化
に
あ
る
陰
陽
説
に
よ
っ
て
養
成
せ
ら
れ
た
も
の
た
る
は
疑
は
れ
訟
の
で
あ
る
。
も
し
こ
、
に
忌
揮
な
ぐ
余
の
持
説

　
　
　
全
入
巻
　
研
究
　
我
が
上
代
に
於
け
ろ
廼
家
傷
心
及
び
遺
財
に
つ
い
て
　
　
　
　
第
一
號
　
　
四
七
　
（
四
七
）



　
　
　
第
八
谷
　
　
肇
究
　
　
我
が
上
代
に
於
け
る
滋
家
思
想
及
び
蓮
毅
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
四
八
　
　
（
四
入
）

を
い
へ
ば
、
我
が
國
の
建
國
紳
話
こ
し
て
固
有
自
腹
の
も
の
は
諾
再
こ
奪
．
の
大
八
島
生
成
、
及
び
引
き
つ
“
い
て
諸
紳
を

生
み
た
ま
ひ
し
三
面
で
あ
る
ご
考
へ
て
居
る
。
が
そ
の
中
に
も
滋
敷
思
想
に
よ
っ
て
潤
色
せ
ら
れ
て
居
る
も
の
が
あ
る
や

う
に
思
は
れ
る
。
例
へ
ば
陽
紳
左
よ
り
廻
り
陰
言
右
よ
り
廻
り
た
ま
ひ
て
は
じ
め
て
吉
か
り
し
事
や
、
諾
奪
が
左
の
昌
を

洗
は
れ
て
天
照
大
義
が
お
生
れ
に
な
b
、
右
の
目
を
洗
は
れ
て
月
讃
奪
が
お
生
れ
に
な
っ
た
ビ
い
ふ
の
は
、
左
を
陽
こ
し

右
を
陰
こ
す
る
道
敏
の
思
想
に
一
致
し
て
居
る
。
殊
に
瀧
敷
で
は
左
目
を
陽
の
代
表
こ
し
、
右
昌
を
陰
の
代
表
こ
し
て
居

る
の
で
あ
る
。

鋤　
次
に
垂
仁
天
皇
紀
九
十
九
年
の
條
に

　
　
秋
七
月
戊
午
朔
天
皇
崩
、
（
中
賂
）
明
年
憲
三
月
辛
未
朔
壬
午
、
田
叢
雨
守
至
レ
自
二
常
世
國
↓
工
費
物
也
非
時
香
葉
八

　
　
竿
八
鰻
焉
、
田
道
間
守
於
是
泣
悲
歎
之
日
、
受
二
命
天
朝
↓
遠
柱
二
絶
域
↓
萬
璽
踏
〆
浪
、
緯
度
二
庭
水
↓
是
常
世
國
、

　
　
刻
紳
仙
秘
宝
、
引
廻
レ
所
〆
竣
、
是
以
往
摩
之
問
，
自
省
二
十
年
の
豊
期
濁
凌
二
峻
瀾
…
詩
華
二
本
土
　
乎
、
（
下
略
）

ご
あ
る
の
は
、
秦
の
徐
旛
が
東
海
に
藥
を
求
め
し
講
を
想
ひ
起
す
記
事
で
、
常
世
國
は
紳
仙
國
芝
我
々
の
租
先
に
想
像
さ

れ
た
も
の
こ
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
從
摩
こ
の
常
世
國
に
つ
い
て
は
そ
の
襲
督
か
ら
常
夜
の
義
こ
も
解
済
せ
ら
れ
、
ま
た
右

・
事
記
に
”
葬
時
香
菓
は
・
今
の
橘
で
あ
る
ご
い
っ
て
あ
る
の
で
、
橘
の
産
地
南
支
那
で
あ
ら
う
ご
推
定
せ
ら
れ
て
居
る
が
、
余

は
こ
の
記
事
を
史
實
ご
し
て
考
ふ
る
以
前
に
如
何
に
多
く
道
数
に
現
れ
て
居
る
淋
馬
込
た
る
か
を
ご
思
ひ
漂
ぶ
る
の
で
あ

る
。
い
ひ
換
ふ
れ
ば
常
世
國
は
常
夜
國
で
な
く
て
、
永
久
盛
ん
に
榮
え
て
居
る
國
、
常
樂
國
で
あ
る
。
紳
仙
の
秘
匿
ビ
い

」



・
ふ
べ
き
國
で
あ
る
、
實
在
の
國
で
な
く
て
想
像
の
國
で
あ
る
ご
生
る
こ
ピ
が
、
寧
ろ
尊
意
を
善
く
解
し
た
も
の
ビ
考
ふ
る

し
か
も
遙
度
二
耐
水
一
ご
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
弱
水
が
支
那
の
北
方
の
限
界
と
信
ぜ
ら
れ
て
居
る
以
上
、
之
を
南
支

那
に
擬
す
る
こ
ご
は
困
難
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
樂
浪
の
地
方
か
、
も
し
く
は
樂
浪
あ
た
り
の
人
民
か
ら
考
へ
ら
れ
て
居
た

・
鋸
盤
國
を
指
す
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
非
時
毒
筆
が
よ
し
橘
で
あ
っ
て
南
支
那
以
外
に
産
せ
澱
も
の
ε
し
て
も
、
田
道
間

、
守
の
事
蹟
を
一
の
惑
溺
ご
し
て
槻
れ
ば
、
橘
の
産
地
は
必
ず
し
も
こ
の
問
題
の
中
核
に
燭
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
之
に

よ
っ
て
我
が
國
か
ら
こ
の
出
時
南
支
那
臭
越
地
方
ε
交
通
す
る
こ
ご
が
出
蔦
元
ε
い
っ
て
、
こ
れ
を
一
の
史
話
ビ
す
る
こ

ご
は
、
紳
話
傳
説
ε
思
置
こ
の
優
別
を
知
ら
ぬ
毒
素
に
坐
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
田
愚
問
守
の
場
合
は
た
》
我
々
の
租

・
先
に
紳
仙
國
の
思
想
が
あ
っ
元
ビ
す
る
外
何
等
の
吏
實
を
捕
ふ
る
こ
ご
は
患
來
ぬ
G
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
　
、

　
恐
ら
く
我
々
の
租
先
に
は
じ
め
て
道
家
思
想
の
現
れ
た
の
は
こ
の
黒
蟻
思
想
で
あ
っ
た
ご
推
測
せ
ら
る
、
、
何
ビ
な
れ

ぽ
、
帥
祇
崇
拝
の
差
響
ご
し
て
こ
の
瀞
仙
思
想
が
最
も
よ
く
入
り
易
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
う
し
て
超
人
的
入
格
の
お
方
に

こ
の
帥
仙
人
が
結
び
つ
け
ら
れ
た
の
が
實
に
日
本
武
運
で
あ
っ
た
。
群
行
天
皇
が
東
夷
を
討
た
し
め
た
ま
ひ
し
置
き
の
勅

語
に
形
は
則
ち
我
が
歪
な
れ
ざ
も
、
實
は
則
ち
紳
人
な
り
ご
仰
せ
ら
る
、
ほ
ご
の
お
方
で
あ
ら
せ
ら
れ
た
日
本
武
奪
の
戯
し

た
ま
ふ
や
、
伊
勢
の
能
褒
野
の
陵
に
葬
り
奉
り
し
が
、
愈
は
白
鳥
に
化
し
て
陵
よ
h
・
出
で
、
倭
國
を
指
し
て
飛
び
去
ら
れ

た
の
で
、
群
臣
等
其
安
善
を
開
い
て
見
れ
ば
、
明
衣
留
っ
て
屍
骨
が
な
か
つ
ε
日
本
書
紀
に
見
え
て
居
る
。
こ
れ
は
後
に

推
古
天
皇
二
十
隔
年
の
條
に
聖
徳
太
子
が
片
岡
に
遊
行
し
た
ま
ひ
し
ε
き
に
、
路
傍
に
飢
者
の
臥
て
る
る
の
を
御
覧
に
な

　
　
　
第
入
巷
　
　
研
　
究
　
　
我
が
上
代
に
於
け
る
蓮
家
思
想
及
び
撹
敏
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
第
助
貌
　
　
　
四
九
　
　
（
四
九
）



　
　
　
第
入
巻
　
研
究
　
我
か
上
代
に
於
け
る
近
家
思
懇
及
び
甦
数
に
つ
い
て
　
　
　
　
第
｝
魏
　
　
五
〇
　
（
五
〇
）

つ
て
、
食
物
を
與
へ
、
御
衣
裳
を
脆
い
で
之
に
着
せ
た
ま
ひ
し
が
、
翌
日
入
を
や
っ
て
之
を
糊
せ
し
め
ら
れ
た
ぎ
こ
ろ
、

飢
者
は
既
に
死
ん
で
み
た
の
で
、
太
子
は
大
に
悲
み
た
ま
ひ
、
厚
く
之
を
葬
り
た
ま
う
た
。
そ
の
後
数
日
に
し
て
太
子
左

右
の
入
に
宣
ふ
や
う
は
、
先
日
道
に
臥
そ
み
た
飢
者
は
網
入
で
は
あ
る
ま
い
、
必
ず
導
入
で
あ
ら
う
ざ
、
や
が
て
使
を
や

っ
て
墓
所
を
槍
べ
さ
せ
ら
れ
た
ビ
こ
ろ
、
封
土
な
ご
そ
の
ま
、
に
な
っ
て
み
た
が
、
開
い
て
見
た
ら
蕪
骨
は
な
く
な
っ
て

み
て
衣
服
を
聾
ん
で
棺
の
上
に
置
い
て
あ
っ
た
ご
い
ふ
こ
ご
が
あ
る
の
ご
、
同
じ
く
淋
仁
王
の
上
に
成
り
立
っ
て
る
る
の

で
あ
る
。
滋
家
で
は
紳
仙
に
・
三
つ
の
種
類
が
あ
る
が
、
上
に
下
げ
た
臼
本
書
紀
の
丈
に
よ
る
ご
、
そ
の
中
の
一
で
あ
る
屍

解
こ
い
ふ
の
に
該
貢
す
る
の
で
あ
る
。
聖
徳
太
子
が
道
家
を
研
究
せ
ら
れ
た
こ
ご
は
法
皇
帝
説
に
見
え
て
み
る
か
ら
、
當

蒔
遣
家
の
書
の
傳
は
つ
て
み
た
こ
ご
は
事
實
で
あ
る
。

　
猫
ほ
雄
略
天
皇
紀
の
四
年
二
月
の
條
に

　
　
天
皇
射
二
強
於
葛
城
山
↓
吉
見
二
妻
入
↓
野
望
日
豊
谷
一
面
貌
容
儀
相
副
聖
天
皇
↓
天
皇
高
吟
是
神
↓
（
中
略
）
長
人
次
繕
臼

　
　
僕
等
一
事
主
齢
也
、
遽
與
盤
干
遊
田
、
駈
コ
逐
「
鹿
“
相
僻
登
〆
箭
、
並
〆
轡
馳
聰
、
言
詞
恭
恪
、
有
・
如
二
蓬
仙
幻

　
ま
た
齊
明
天
皇
紀
の
元
年
五
月
の
條
に

　
　
塞
中
有
二
乗
ゾ
龍
者
↓
忌
避
二
唐
人
↓
著
二
青
油
笠
↓
而
自
証
葛
城
嶺
一
而
二
二
生
駒
山
↓
及
コ
至
午
時
↓
三
二
山
住
吉
松
之

　
　
上
↓
而
向
馳
走
、

な
ざ
あ
る
の
を
観
れ
ば
、
葛
城
嶺
や
生
駒
山
に
は
或
は
道
敷
の
寺
槻
が
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
今
も
支
那
の
謡
言



の
僧
は
青
墨
笠
の
や
う
な
も
の
を
着
け
て
み
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
．
い
て
連
想
す
る
の
は
役
行
者
で
あ
る
。
役
行
者
を

以
て
密
敷
の
輸
入
者
な
る
が
如
く
考
へ
て
る
る
入
も
あ
る
が
、
何
等
確
謹
は
な
い
。
寧
ろ
之
を
滋
敷
最
後
の
殉
敷
者
ご
す

る
方
が
よ
い
ご
思
ふ
。
そ
の
傳
は
僅
に
即
日
本
紀
に
数
行
を
留
む
る
の
み
で
あ
る
。
そ
の
他
の
も
の
は
す
べ
て
後
世
の
も

の
ば
か
b
で
、
何
等
振
り
ざ
こ
ろ
が
な
い
Q
こ
れ
に
つ
い
で
は
別
に
論
じ
て
見
る
機
會
も
あ
ら
う
が
、
兎
に
角
葛
城
山
か

ら
吉
野
山
に
か
け
て
牲
聴
し
て
み
た
滋
敷
革
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
が
製
糸
天
皇
の
御
代
に
實
際
道
敷
の
寺
鶴
を
建
て
ら
れ

た
こ
ご
が
矢
張
り
日
本
書
紀
に
見
え
て
み
る
の
は
粟
谷
饗
昔
の
戚
な
き
に
し
も
あ
ら
す
で
あ
る
。
そ
れ
は
二
年
の
條
に

　
　
是
歳
（
中
略
）
於
二
田
身
櫓
囲
薫
蒸
二
周
細
い
復
於
二
選
上
築
上
樹
邊
一
起
紅
概
、
黒
鉱
二
爾
…
槻
宮
“
亦
日
二
天
宮
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
や
　
　
へ
　
　
や

ビ
あ
っ
て
、
細
身
嶺
は
部
ち
多
武
嶺
で
あ
る
。
明
か
に
槻
を
超
す
ε
あ
れ
ば
、
そ
の
佛
敷
の
寺
院
で
な
い
こ
ご
が
推
定
せ

ら
る
、
。
そ
れ
で
も
し
余
に
推
測
を
逞
じ
う
せ
し
め
ら
、
な
ら
ば
、
北
に
生
駒
山
、
束
に
多
望
嶺
、
南
に
吉
野
金
峰
山
、

西
に
葛
城
山
ご
四
方
に
道
導
の
観
が
建
て
ら
れ
て
み
た
こ
ご
が
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
久
米
仙
人
の
こ
ご
は
暫
く

措
く
こ
し
て
も
、
大
僧
正
行
基
も
も
ご
山
林
修
行
着
で
あ
っ
た
や
う
で
あ
る
か
ら
、
生
駒
山
や
菩
提
山
、
又
は
河
内
の
石

凝
な
ご
、
そ
の
所
謂
四
十
籐
院
の
中
に
敷
へ
ら
れ
て
る
る
こ
ご
か
ら
、
是
等
の
寺
院
も
ま
だ
嘗
胆
敷
の
里
馬
で
は
な
か
っ

た
か
ご
想
像
さ
れ
る
。

　
兎
に
も
角
に
も
上
代
に
於
て
既
に
滋
家
思
想
の
現
れ
が
あ
り
、
撹
敷
の
里
親
が
齊
明
天
皇
の
頃
に
存
在
し
た
り
こ
す
れ

ば
、
之
を
佛
激
渡
來
以
後
の
輸
入
ご
す
る
に
は
除
り
時
代
を
下
る
や
う
に
思
ふ
の
で
あ
る
。
も
し
佛
激
軽
爆
以
前
に
あ
）

　
　
　
第
下
巻
　
　
研
　
究
　
　
我
が
上
代
に
於
け
る
通
家
思
想
及
び
道
教
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
第
　
一
罪
　
　
　
五
一
　
　
（
五
「
）



　
　
　
第
八
巻
　
研
究
　
巽
が
上
代
に
於
σ
る
滋
家
思
想
及
び
蓮
欽
に
つ
い
て
　
　
　
　
第
一
號
　
　
五
二
　
（
玉
ご
）

・
ご
す
る
を
要
密
な
う
φ
c
せ
ば
、
何
故
に
滋
敷
渡
來
が
叢
叢
渡
來
の
如
く
大
問
題
こ
な
ら
ざ
り
し
か
ご
い
ふ
問
題
に
逢
着
す

る
。
し
か
し
前
に
も
述
べ
た
彊
り
道
家
思
想
は
青
嵐
祭
記
ご
相
齢
す
る
も
の
が
あ
っ
て
、
二
瀬
の
儀
式
に
す
ら
用
ひ
ら
れ

て
る
る
程
で
あ
る
か
ら
、
落
雪
渡
來
ビ
は
全
然
趣
を
異
に
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
寧
ろ
道
家
思
想
に
よ
っ
て
帥
祇
祭
麗
の

儀
式
な
ざ
が
完
成
せ
ら
れ
た
ビ
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
實
際
近
家
の
祭
る
淋
は
由
岳
寝
端
の
如
き
自
然
学
舞
が
主
こ
な

っ
て
み
る
。
ま
元
延
喜
式
の
大
祓
兜
文
に
現
れ
て
み
る
や
う
な
神
々
で
あ
る
ご
す
れ
ば
、
佛
敷
が
騨
迦
如
來
を
中
心
と
し

て
祭
る
の
こ
は
全
然
類
を
殊
に
し
て
み
る
ご
い
っ
て
可
い
。
ま
た
之
を
祭
る
こ
ε
が
点
し
も
從
來
の
淋
舐
祭
記
ε
衝
突
せ

ぬ
。
恐
ら
く
そ
れ
ら
が
既
に
評
点
ご
呼
ば
れ
て
み
た
も
の
で
あ
っ
た
ら
う
ご
思
は
れ
る
。

　
そ
こ
で
こ
、
に
孝
徳
天
皇
紀
な
ご
に
あ
る
『
悪
道
』
の
意
義
に
つ
い
て
論
じ
及
び
た
い
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
暫
く
後
田

に
譲
り
、
こ
、
に
は
少
し
く
考
古
學
の
方
面
か
ら
上
代
の
遺
物
に
つ
い
て
道
家
思
想
の
存
否
を
考
察
し
て
見
た
い
ご
思
ふ

・
こ
の
場
含
に
湿
て
も
ま
だ
余
は
こ
れ
ま
で
考
吉
學
者
が
そ
の
襲
澄
し
た
遺
物
に
つ
い
て
何
等
こ
れ
を
注
意
し
な
か
っ
た
こ
ご

を
遺
械
に
思
ふ
。
或
は
多
少
注
意
す
る
も
の
が
あ
っ
て
も
之
を
輕
忽
に
附
し
た
傾
が
あ
る
。
師
ち
古
墳
か
ら
螢
掘
さ
れ
た

鏡
の
中
に
は
屡
々
道
家
思
想
を
窺
ひ
、
そ
の
導
者
に
關
係
あ
る
も
の
で
な
い
か
ビ
思
は
れ
る
も
の
が
憶
見
さ
れ
て
る
る
。

所
謂
榊
獣
鏡
の
如
き
多
く
こ
の
種
類
に
幽
す
る
も
の
で
あ
る
Q
今
ご
あ
例
を
焦
れ
ば
、
河
内
松
岡
山
の
古
墳
は
船
史
王

後
の
墓
で
、
王
後
は
王
仁
の
子
孫
で
推
古
天
皇
賢
明
天
皇
の
御
代
に
仕
ハ
、
た
人
で
あ
る
Q
そ
の
古
墳
か
ら
出
だ
二
面
の
鏡

・
の
内
に
、
一
面
に
は



服．

m
明
覧
・
呂
塵
泥
呂
目
出
洛
陽
。
□
。
□
目
高
・
蕃
君
子
・
昌
昌
言
明
・
左
回
直
話
・
縛
世
師
子
・

　
□
□
集
會
、
拝
王
父
王
母
、
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
［
U
好
子
孫
、

猶
ほ
他
の
一
面
に
は

　
　
吾
作
明
寛
眞
大
好
、
浮
由
天
下
四
海
、
用
青
同
至
東
海
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
懲
、
の
や
．
フ
に
穰
名
を
記
し
た
も
の
は
希
有
の
こ
ご
に
囑
す
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤
が
、
こ
の
繭
獣
鏡
は
近
畿
そ
の
他
の
地
方
か
ら
も
非
常
に
多
く

　
　
　
第
入
巻
、
饗
研
　
究
　
　
我
が
上
代
に
於
け
ろ
遣
家
思
想
及
び
道
管
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
第
　
「
號
　
　
　
五
三
　
　
（
五
三
）



　
　
　
倉
入
巻
　
　
研
　
究
　
　
戊
戌
の
憂
法
及
び
政
讃
（
上
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
　
一
號
　
　
　
王
四
　
　
（
五
四
）

か
。
ざ
う
し
て
も
余
は
之
を
信
仰
ご
結
び
つ
け
て
槻
ね
ば
な
ら
澱
ざ
思
ふ
。
さ
う
し
て
上
代
に
於
け
る
道
家
思
想
、
引
敷

の
存
在
ご
相
客
漏
す
る
も
の
で
あ
る
。
我
々
は
猶
ほ
こ
の
考
洋
行
の
方
面
か
ら
だ
ん
ノ
＼
之
を
閾
明
し
て
行
き
た
い
ε
思

ふ
の
で
あ
る
。

戊
戌
　
の
…
攣
法
及
び
政
愛

（
上
）

交
學
博
士
　
矢
　
野

仁

一

戊
戌
の
二
二
は
、
光
緒
戊
戌
の
年
、
帥
ち
光
緒
二
十
四
年
我
が
明
治
三
十
｝
年
、
西
暦
で
云
ふ
ご
、
一
八
九
入
年
に
処

つ
た
所
の
清
朝
末
期
の
崩
政
墾
で
あ
っ
て
、
其
の
政
墾
の
結
果
、
義
和
拳
匪
の
観
が
起
り
、
養
和
拳
匪
の
働
の
結
果
、
清

朝
末
の
立
憲
簿
備
、
帥
ち
墾
法
新
政
ご
云
ふ
こ
ご
が
起
り
、
痛
罵
の
結
果
ご
し
て
清
朝
が
途
に
滅
亡
す
る
ご
云
ふ
こ
ご
に

な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
清
朝
が
滅
亡
す
る
最
後
の
場
面
の
前
場
ご
し
て
、
必
要
な
場
面
ご
な
る
も
の
で
あ
る
。
光
緒
帝

が
政
府
當
局
者
を
差
措
き
、
差
措
い
元
ビ
云
ふ
よ
り
は
、
其
の
反
封
妨
害
に
も
拘
ら
す
し
て
、
繋
駕
爲
の
如
き
、
工
部
主

事
ご
云
ふ
召
見
せ
ら
る
、
資
格
も
な
い
六
品
の
庫
官
位
の
も
の
を
相
手
ビ
し
、
或
は
其
の
意
見
を
採
用
し
、
露
西
亜
の
ビ

ョ
ー
㍗
ル
大
帝
の
心
を
以
て
心
こ
な
し
、
日
本
明
治
の
政
を
以
て
政
ご
脅
す
ご
云
ふ
襟
な
非
常
な
大
決
心
を
以
て
、
支
那

の
政
治
紐
織
を
馬
革
し
標
ご
し
た
の
が
、
通
常
戊
戌
鍵
法
ビ
か
、
百
日
新
政
ε
か
言
は
る
、
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
百
日


