
唐
の
図
書
授
輿
儀
穫
に
つ
い
て

石

見

清

裕

は

め

に

一

唐
の
図
書
授
奥
儀
穫
を
求
め
て

1

賓
躍
に
見
え
る
王
言

2

迎
労
儀
践
に
お
け
る
朝
堂
で
の
救

3

図
書
授
輿
儀
躍
の
所
在

ニ

「

皇
帝
遺
使
詣
蕃
宣
労
」
儀
雄
復
元

三

儀
式
曾
場
の
問
題

四

外

園
使
節
の
活
動
に
お
け
る
諸
儀
膿
位
置
づ
け
の
例

む

す

ぴ
じ

- 37ー

t主

じ

め

tこ

現
代
の
園
際
政
治
に
お
い
て
、
外
受
政
策
に
闘
す
る
閣
議
決
定
の
通
達
や
、

外
務
大
臣
と
相
手
園
大
使
・

公
使
と
の
聞
の
通
知
、

燦
約

・
協

定
等
の
形
成
・
貫
施
に
は
も
ち
ろ
ん
踏
む
べ
き
ル

l
ル
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
手
績
き
を
行
う
文
書
に
は
、
書
簡
、
口
上
書
、
魔
書
、
遁
牒
、
交

換
公
文
等
の
ほ
か
に
、
正
式
の
外
交
文
書
で
は
な
い
が
質
際
に
は
よ
く
使
わ
れ
る
、

一
闘
の
元
首
か
ら
他
園
の
元
首
に
あ
て
ら
れ
る
署
名
入
り

(
1
〉

の
「
親
書
」
が
存
在
す
る
。
東
洋
前
近
代
史
に
お
い
て
は
、
元
首
か
ら
元
首
へ
の
文
書
は
通
常

「図
書
」
と
耀
稽
さ
れ
、
そ
れ
は
現
代
の
こ
の

243 
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狭
義
の
親
書
に
近
い
が
、
前
近
代
の
外
交
で
は
唯
一
最
高
権
限
を
有
す
る
文
書
で
あ
っ
た
。
特
に
、
惰
唐
雨
王
朝
を
中
心
に
東
ア
ジ
ア
外
交
が

活
況
を
呈
し
た
七
J
九
世
紀
は

こ
の
園
書
外
交
が
華
々
し
く
展
開
さ
れ
た
典
型
的
な
時
代
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
こ
で
は
、
園
の
威

信
を
か
け
て
図
書
の
書
式
や
使
用
さ
れ
る
文
言
に
意
が
注
が
れ
、
そ
れ
が
た
め
に
園
家
開
闘
係
に
問
題
が
生
じ
る
こ
と
す
ら
あ
っ
た
の
は
よ
く

(
2
)
 

知
ら
れ
る
と
お
り
で
あ
り
、
ま
た
唐
と
の
友
好
の
意
思
を
表
示
す
る
た
め
に、

唐
か
ら
涯
遣
さ
れ
て
き
た
使
者
に
周
遊
園
側
が
こ
れ
ま
で
授
奥

(

3

)

 

さ
れ
た
園
書
を
全
て
陳
列
し
て
示
す
と
い
う
よ
う
な
ケ
l
ス
す
ら
見
ら
れ
た
。

唐
王
朝
が
護
給
す
る
園
書
の
書
式
に
つ
い
て
は
、

ま
ず
金
子
修
一
氏
が
、
文
書
に
よ

っ
て
冒
頭
部
分
の
表
現
に
差
異
が
あ
る
こ
と
に
注
目
し

「皇
一帝
敬
問
」
で
書
き
始
め
ら
れ
る
文
書
は
唐
と
敵
国
関
係
に
あ
る
圏
を
針
象
と
し
、

(
4
)
 

ら
れ
る
文
書
は
唐
と
君
臣
聞
係
に
あ
る
園
を
劉
象
と
す
る
と
い
う
園
式
を
想
定
さ
れ
た
。
こ
れ
に
劃
し
て
中
村
裕
一
氏
は
、

「
敷
」
を
冒
頭
に
持
つ
王
言
は
論
事
救
書
の
書
式
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に

て、

「敷」

(
特
例
と
し
て
「
皇
帝
問
」
〉

で
書
き
始
め

「皇
一一帝
敬
問
」

「皇
帝
問」

を
冒
頭
に
持
つ
王
言
は
慰
必抑
制
書
の
書
式
で
あ
り
、

- 38ー

し、

い
ず
れ
も
園
際
文
書
と
し
て
だ
け
で
な
く
唐
圏
内
の
臣
下
に
劃
し
て
も
設
せ
ら
れ
る
王
言
で
あ

っ
て
、
そ
こ
に
敵
園
開
係
、
君
臣
関
係
と

(
5
)
 

い
う
債
値
の
差
は
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
た
。
中
村
氏
の
指
摘
は
日
本
古
代
史
の
文
書
書
式
研
究
か
ら
も
確
認
さ
れ
、
日
本
の
慰
第
詔
書
の
様

式
を
分
析
さ
れ
た
中
野
高
行
氏
は
、
そ
の
冒
頭
文
言
は
「
天
皇
敬
問
」
ま
た
は
「
天
皇
問
」
で
あ
り
、
結
語
文
言
は
唐
の
慰
努
制
書
の
結
語
が

七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
初
頭
に
「
遺
書
、
指
不
多
及
」
と
い
う
文
言
に
統
一

さ
れ
た
影
響
を
受
け
て
、

(
6

)
 

形
式
が
一
般
的
と
な
っ
た
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
丸
山
裕
美
子
氏
は

日
本
で
も
八
世
紀
中
葉
に

「
遺
書
」

「遺
書
、
指
不
多
及
」
と
い
う
結
語
文
言
は
唐
の
慰
務
制
童宍

論
事
敷
書

い
ず
れ
に
も
共
通
す
る
書
式
で
あ
り
、
雨
者
の
様
式
上
の
差
異
は
あ
く
ま
で
も
文
頭
表
現
に
あ
る
と
さ
れ
た
上
で
、
「
皇
帝
敬
問
」
「
皇
帝
問
」

そ
の
起
草
の
際
の
差
は
令
や
式
で
は
な
く
、
例
え
ば
翰

(

7

)
 

林
事
士
院
等
に
備
え
ら
れ
た
「
様
」
と
か
「
例
」
と
い
っ
た
も
う
少
し
規
制
力
の
弱
い
レ

ベ
ル
の
規
定
を
想
定
す
べ
き
旨
を
指
摘
さ
れ
た。

ま

「
救
」
一
一
一
種
の
冒
頭
表
記
の
匿
別
は
や
は
り
皇
帝
と
相
手
と
の
距
離
に
よ
る
と
さ
れ
、

摘
さ
れ
て
お
り
、

た
、
慰
労
制
書

・
論
事
敷
書
の
ほ
か
に
、
唐
代
に
は
「
牒
」

形
式
に
よ
る
園
家
聞
の
意
思
博
達
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
中
村
氏
に
よ
っ
て
指

(
8
)
 

日
本
で
は
太
政
官
牒
が
そ
れ
に
相
首
す
る
と
い
う
。



一
方
、
園
書
は
嘗
然
な
が
ら
園
家
の
外
交
上
の
意
一
志
を
俸
達
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
書
式
研
究
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
内
容
を
分
析
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
嘗
該
時
代
の
園
際
関
係
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
研
究
も
行
わ
れ
て
き
た
。
石
井
正
敏
氏
は
、
張
九
齢
起
草
の
四
首
の
溺
海
大
武
塾

(

9

)

 

宛
て
敷
書
の
褒
布
年
代
を
確
定
し
よ
う
と
さ
れ
、
同
じ
く
古
畑
徹
氏
は
、
そ
の
護
布
年
時
の
考
誼
を
中
心
に
、

一
連
の
唐
・
樹
海
閥
係
史
の
研

(

m

)

 

究
を
護
表
さ
れ
た
。
さ
ら
に
山
内
音
次
氏
は
、
張
九
齢
起
草
三
五
首
の
外
交
文
書
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
唐
が
抱
い
て
い
た
外
交
序
列
を

復
元
さ
れ
、
そ
の
序
列
で
は
吐
蕃
・
突
蕨
・
突
騎
施
等
の
内
陸
諸
園
が
上
位
を
占
め
る
の
に
封
し
、
日
本
は
最
下
位
に
位
置
し
て
い
た
と
さ
れ

(

日

〉
た
。
ま
た
、

斎
藤
達
也
氏
は
、
張
九
齢
園
書
の
う
ち
西
域
関
係
七
首
の
起
草
時
期
の
分
析
を
通
じ
て
、
開
元
年
聞
の
唐
・
突
騎
施
関
係
に
迫
ら

(

ロ

〉

れ
た
。
日
本
古
代
史
の
分
野
に
お
い
て
も
、
周
知
の
と
お
り
園
書
は
重
大
な
問
題
で
あ
り
、
園
書
問
題
か
ら
封
唐
外
交
の
劃
等
性
を
主
張
す
る

(

日

)

読
と
、
掛
唐
外
交
は
基
本
的
に
朝
貢
と
見
る
設
と
が
公
に
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
唐
靭
護
給
の
園
書
を
め
ぐ
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
は
主
と
し
て
、
そ
の
書
式
の
分
析
と
、
そ
の
文
言
内
容
か
ら
す
る
園
際
開

係
の
分
析
に
焦
貼
が
あ
て
ら
れ
、

ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
さ
ら
に
多
く
の
問
題
を
涯
生
さ
せ
る
こ
と
も
可
能
に
し
て
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ

- 39ー

れ
な
ら
ば
唐
は
外
園
使
節
に
劃
し
て
ど
の
よ
う
に
し
て
図
書
を
授
興
し
た
の
か
と
い
う
問
題
と
な
る
と
、

質
は
そ
の
具
瞳
的
な
園
書
停
達
の
場

や
儀
式
に
つ
い
て
は
、
詳
細
は
さ
ほ
ど
解
明
さ
れ
て
い
な
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

ま
た
、
現
在
唐
が
護
給
し
た
園
書
と
目
さ
れ
る
文
書
は
、
外
園
宰
相
や
罵
鹿
州
首
領
に
宛
て
た
も
の
も
含
め
る
と、

『
文
苑
英
華
』
各
四
六

八
J
四
七
一
に
約
六

O
首
存
在
し
、

そ
れ
ら
は
張
九
齢
『
曲
江
集
』
巻
八

J

一
二
、

自
居
易
『
自
氏
長
慶
集』

巻
五
六
J
五
七
、

『
加
府
元

亀
』
外
臣
部
等
と
重
複
す
る
。
こ
れ
ら
唐
代
園
際
文
書
の
研
究
は
、
中
村
氏
の
慰
務
制
書

・
論
事
敷
書
研
究
に
よ
っ
て
飛
躍
的
に
護
展
し
た
の

『
加
府
元
亀
』
等
に
は
、

そ
れ
を
園
書
と
見
て
よ
い
の
か
ど
う
か
剣
断
に
迷
う
外
交
上
の
王
言
に
し
ば
し

で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
『
嘗
唐
書
』

ば
出
舎
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
例
え
ば
慰
労
制
書

・
論
事
救
書
の
冒
頭
と
末
尾
部
分
と
が
省
略
し
て
採
録
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、

見

す
る
と
園
書
と
は
見
え
な
い
場
合
も
あ
ろ
う
し
、
あ
る
い
は
そ
う
で
は
な
く
、
園
書
以
外
の
王
言
を
採
録
し
て
い
る
例
も
嘗
然
な
が
ら
存
在
す

245 

る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
史
書
採
録
文
書
が
園
書
な
の
か
、

そ
う
で
な
い
の
か
を
剣
断
す
る
に
あ
た
っ
て
も
、
唐
の
外
交
犠
櫨
を
踏
ま



246 

ぇ
、
ど
の
よ
う
な
儀
式
の
場
で
ど
の
よ
う
な
王
言
が
震
せ
ら
れ
る
の
か
を
分
析
す
る
こ
と
は
、

私
は
、
こ
れ
ま
で
に
、
唐
を
中
心
と
す
る
東
ア
ジ
ア
世
界
の
園
際
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
唐
が
諸
外
園
の
朝
貢
使
節
を
ど
の
よ
う
に

一つ

の
有
数
な
手
段
と
思
わ
れ
る
。

受
け
入
れ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
れ
ら
に
劉
庭
し
た
の
か
、
そ
の
具
種
的
な
姿
を
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
と
し
て
、

(
日
比
)

を
復
元
し
た
。
そ
こ
で
小
論
で
は
、
そ
の
一
環
と
し
て
、
唐
朝
の
園
書
授
興
を
儀
穫
の
側
面
か
ら
取
り
上
げ
、
問
題
黙
を
さ
ぐ
っ
て
み
た
い
。

い
く
つ
か
の
賓
雄
儀
式
の
場

唐
の
園
書
授
興
儀
躍
を
求
め
て

l 

賓
躍
に
見
え
る
王
言

き
て
、
園
書
は
園
家
元
首
聞
の
正
式
な
意
志
通
達
手
段
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
授
受
に
は
首
然
な
が
ら
そ
れ
相
躍
の
儀
式
を
と
も
な
う
も
の
と

「園
書
授
興
」
を
銘
打
っ
た
儀
式
は
、

不
思
議
な
こ
と
に
見
嘗
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。

『
開
元
躍
』
賓
穫
の
櫨
自
は
後
述
の
と
お
り
六
篇
で
あ

- 40ー

見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、

玄
宗
朝
の
儀
櫨
式
次
第
を
集
大
成
し
た

『
大
唐
開
元
躍
』
の
賓
穫
の
中
に
は
、
外
園
使
節
へ
の

る
が
こ
れ
に
先
行
す
る
『
貞
淑
櫨
』
は
、

『
蓄
唐
書
』
瞳
儀
志
一
に

太
宗
皇
帝一
践
酢
之
初
:
:
:
定
著
士
口
瞳
六
十
一
篇
、
賓
躍
四
篇
、
軍
櫨
二
十
篇
、

嘉
櫨
四
十
二
篇
、
凶
離
六
篇
、
園
価
五
篇
、
純

一
百
三
十

八
篇
、
分
信
用

一
百
巻
。

と
あ
り
、
賓
櫨
四
篇
、
総
計
二
ニ
入
篇
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
そ
れ
が
高
宗
朝
に
な
っ

て、

高
宗
初
、
議
者
以
貞
翻
瞳
節
文
未
室
、
叉
詔
:
:
:
重
加
絹
定
、
勤
成
一
百
三
十
巻
。

よ
り
詳
細
な
『
願
慶
躍
』
が
編
纂
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
則
天
武
后
執
政
以
後
は
五
植
は
主
と
し
て
周
櫨
に
依
る
よ
う
に
な

り
、
し
か
も
貞
観

・
額
慶
二
曜
も
躍
さ
れ
ず
に
併
用
さ
れ
た
た
め
、
儀
式
参
定
が
非
常
に
煩
墳
と
な
り
、
そ
こ
で
玄
宗
朝
に
な

っ
て
今
事
に
沿

と
あ
る
ご
と
く
、

う
よ
う
に
そ
れ
ら
を
折
衷
改
訂
す
る
必
要
が
生
じ
、
そ
の
結
果
関
元
二

O
年
(
七
三
二
〉
に
完
成
し
た
の
が
、

吉
躍
五
五
篇
、

賓
躍
六
篇
、
軍



艦
二
三
篇
、
嘉
櫨
五

O
篇
、
凶
薩
一

入
篇
、
総
一
五
二
篇
の
『
大
唐
開
元
嘩
』

(

日

〉

一
五

O
巻
で
あ
る
。

す
る
と
、

『
貞
翻
薩
』
の
四
篇
の
賓
薩
躍
目
が
『
顛
慶
躍
』
を
経
て、

『
開
元
躍
』
に
至
っ
て
曜
日
の
一
部
が
削
除
さ
れ
た
と
見
る
よ
り

『
願
慶
雄
』
に
規
定
さ
れ
て
い

た
外
園
使
節
へ
の
園
書
授
興
儀
躍
が
『
開
元
薩
』
で
は
切
り
捨
て
ら
れ
て
し
ま

っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
の
後
、
『
開
元
躍
』
が
玄
宗
朝
以

(

日

〉

降
も
儀
式
の
指
針
と
さ
れ
た
こ
と
は
史
料
上
も
確
認
さ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、

唐
の
図
書
が
長
安
の
ど
こ
か
の
官
署
で
こ
っ
そ
り
と
秘
密
裏
に
外

は
、
む
し
ろ
唐
櫨
の
改
訂
は
種
目
が
よ
り
詳
細
化
さ
れ
て
い
く
流
れ
と
見
る
方
が
自
然
で
あ
り
、

『貞
観
櫨
』

園
使
節
に
手
渡
さ
れ
る
の
で
な
い
限
り
は
、

『
開
元
櫨
』
の
何
慮
か
に
同
儀
式
は
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
唐

の
園
室
田授
興
儀
式
と
は

一
睡
ど
の
儀
薩
が
そ
れ
に
相
嘗
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
園
書
と
は
王
言
の
一

種
で
あ
る
。

す
る
と

ま
ず
手
順
と
し
て
は

唐
が
外
圏
使
節
を
待
遇
す
る
諸
儀
瞳
の
中
で
、

ど
の
儀
躍

の
、
ど
の
よ
う
な
場
面
で
、

使
節
に
劃
し
て
い
か
な
る
王
言
が
渡
せ
ら
れ
る
の
か
を
確
認
す
べ
き
で
あ
る
。

唐
の
外
園
使
節
封
麿
儀
穫
は
、
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『
大
唐
開
元
櫨
』
巻
七
九
・
入

O
、
賓
躍
に、

ω
「蕃
主
来
朝
遁
使
迎
第
」

ω「
皇
帝
遣
使
戒
蕃
主
見
日
」

〔
蕃
主
の
来
朝
に
、
使
ひ
を
遣
は
し
て
迎
務
せ
し
む
〕

〔皇
帝一
、
使
ひ
を
遣
は
し
て
蕃
主
に
見
日
を
戒
せ
し
む
〕

ω「蕃
主
奉
見
〈
注

・
奉
僻
躍
同
)
」

ω「皇
帝
受
蕃
使
表
及
幣
〈
注

・
其
努
及
戒
見
日
亦
如
上
儀〉」

〔
蕃
主
の
奉
見
(
注

・
奉
酔
の
薩
も
同
じ
〉
〕

〔皇
帝
、
蕃
使
の
表
及
び
幣
を
受
く
〈
注

・
其
の
務
及
び
戒
見
日
も
亦

た
上
儀
の
如
し
)〕

肋
「
皇
帝
宴
蕃
園
主
」

制

「
皇
一
帝
宴
蕃
園
使
」

〔皇尋常
、
蕃
園
主
を
宴
す
〕

〔
皇
帝
、

蕃
園
使
を
宴
す〕

の
六
儀
躍
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
式
次
第
中
に
は
幾
度
か
王
言
が
護
せ
ら
れ
る
機
舎
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
王
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言
の
う
ち
い
ず
れ
が
唐
か
ら
の
園
書
に
ふ
さ
わ
し
い
で
あ
ろ
う
か
。
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ま
ず
、

ω儀
躍
は
蕃
主
(
外
因
図
家
元
首
〉
の
長
安
到
着
に
封
し
て
唐
側
の
使
者
が
歓
迎

・
慰
務
す
る
儀
式
で
あ
る
が
、

」れ
が
蕃
使
(
外
園

使
節
〉
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
判
儀
躍
の
注
文
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

式
次
第
は

ま
ず
候
館
(
騨
館
ま
た
は
客
館
〉
あ
る
い
は
遠
郊
に
お
い

つ
い
で
曾
場

を
朝
堂
に
移
し
、
蕃
主
は
北
面
し
て
通
事
舎
人
よ
り
「
宣
努
の
穀
」
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
儀
式
で
は
王
言
は

「制
」
と

て
蕃
主
に
慰
努
の
幣

(
束
鳥
)
が
授
興
さ
れ
(蕃
使
に
は
束
鳥
授
奥
は
な
し)、

そ
の
際
に
唐
皇
一
帝
の
使
者
か
ら

「宣
制
」
が
あ
り
、

「救
」
の
二
種
が
護
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ωは
蕃
主
に
皇
帝一
謁
見
日
を
通
達
す
る
儀
式
で
あ
り
、
こ
の
儀
式
が
蕃
使
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
は

ωと
同
様
で
あ
る
。
蕃
主
ま
た
は
蕃
使

(

口

)

は
客
館
の
東
階
の
上
で
西
面
し
、
西
階
上
で
東
面
す
る
皇
一帝一
使
者
か
ら
謁
見
日
の
「
宜
制
」
を
受
け
る
。

ωは
蕃
主
の
皇
帝
謁
見
儀
躍
で
あ
る
が
、
注
文
か
ら
蕃
主
婦
圏
、
途
別
の
儀
も
本
儀
穫
に
準
ず
る
こ
と
が
窺
え
る
。

蕃
主
は
太
極
殿
の
股
庭
に

て
「
制
」
を
受
け
、

つ
い
で
さ
ら
に
「
務
の
制」

を
受
け
て
か
ら
「
敷
」
で
昇
肢
が
許
さ
れ
る
。
西
階
よ
り
昇
敵
し
た
蕃
主
は
、
南
面
す
る
皇
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一
帝
の
西
南
で
東
面
し
て
座
を
占
め
、
殿
上
で
「
制
」
に
よ

っ
て
労
問
を
受
け
、
最
後
に
も
う
一
度

「妙
の
制
」
を
受
け
て
客
館
に
鋳
る
。
こ

こ

で
は
五
回
王
言
が
渡
せ
ら
れ、

通
達
役
は
す
べ
て
侍
中
で
あ
る
。

ωは
通
常
の
遁
唐
使
の
皇
帝
謁
見
儀
櫨
に
相
首
し
、
蕃
主
の
場
合
を
参
照
す
れ
ば
、

使
節
の
開
園
迭
別
の
儀
も
木
儀
櫨
に
準
じ
た
の
で
あ
ろ

(

日

)

ぅ。

外
園
使
節
は
太
極
殿
の
殿
庭
よ
り
園
書
と
貢
物
を
献
上
し
、

の
臣
下
を
問
う

「敷」、

皇
帝
は
通
事
舎
人
を
介
し
て
蕃
園
主
を
問
う
「
制
」
、
そ

(
川
口

)

さ
ら
に
慰
第
の
言
を
渡
し
、
最
後
に
外
園
使
節
は
敷
を
受
け
て
客
舘
に
師
る
。

同
と
川
仰
は
賜
宴
儀
躍
で
あ
り
、
川
仰
の
蕃
主
の
場
合
は
、
舎
場
の
殿
庭
に
入
場
し
た
蕃
主
は
「
敷
」
を
受
け
て
昇
殿
し
、
費
幣
の
献
上
に
あ
た

っ
て
唐
皇
帝一
は
そ
れ
を
受
け
取
る

「制
」

そ
れ
が
済
む
と
、

(
「
朕
其
受
之
」
)
を
護
し
、
乾
杯

・
曾
食

・
楽
舞
の
順
で
宴
が
進
ん
だ
後
、
蕃
主
は
再
び
肢
庭
に
降
り

て
そ
こ
で
唐
か
ら
の

「笹
笹
」

(
返
膿
口
問
)
が
授
興
さ
れ
る
と
同
時
に
皇
帝
の

「敷」

が
宣
せ
ら
れ
、

(

却

〉

そ
れ
以
外
の
式
次
第
は
同
と
同
様
で
あ
る
。

退
場
す
る。

川
仰
の
蕃
使
の
宴
舎
も
、
費

幣
献
上
が
な
い
だ
け
で

(ωで
す
で
に
献
上
)
、

以
上
が
賓
曜
の
式
衣
第
に
看
取
さ
れ
る
王
言
の
す
べ
て
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
表
に
ま
と
め
て
み
れ
ば
、
表
1
の
ご
と
く
に
な
ろ
う
。



表
1 

『
大
唐
関
元
麓
』
賓
躍
に
見
え
る
主
言

儀

直

幣 見日 労
名

2殺の殺2の2主を太重君主皇自主制の 王

irq 高館
き区皇コ子

" 

)堅幹事i/、、

'-' 

内
は
舎

(同 いの 場

ifji 
教の制る 教う 教の @ 室
(股"""'"""' 
向上向同 の
上'-''-' '-'救
'-' 

i典!言?制 事
と"""'"""' 殿
時同〉同 上
の〉

殺(殿 ⑫ 館還 @ 還

庭の館
教の

(同制( 
〉同

、.__/

さ
て
、
表
1
の
計
十
七
の
王
言
の
う
ち
、
園
書
の
護
給
と
し
て
は
ど
れ
が
ふ
さ
わ
し
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
う
ち
、

ま
ず
、
⑥
、
⑧
、
⑫、

⑬、
⑪
、
⑮
は
儀
式
進
行
上
の
褒
言
で
あ
る
の
で
園
書
に
か
か
わ
る
言
と
し
て
は
不
適
切
で
あ
り
、
同
様
に
③
も
そ
の
性
格
上
除
外
し
て
よ
い。

ま
た
、

ωの
蕃
主
奉
見
儀
穫
に
お
い
て
蕃
主
は
昇
殴
す
る
の
で
あ
り
、
股
上
で
の
⑦
傍
聞
の
制
が
あ
る
以
上
、
そ
れ
以
前
の
般
庭
で
の
④
、
⑤

で
闘
蓄
に
相
嘗
す
る
王
言
が
讃
み
上
げ
ら
れ
る
と
も
思
え
ず
、
こ
れ
ら
も
儀
式
進
行
の
た
め
の
言
と
い
え
よ
う
。

ωの
迎
努
儀
雄
で
は
二
種
の

た
だ
し
②
の
朝
堂
に
お
け
る
殺
は
、
留
意
し
て
お
く
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王
言
が
護
せ
ら
れ
、
①
は
蕃
主

・
蕃
使
の
長
安
到
着
を
歓
迎

・
慰
努
す
る
言
で
あ
る
が
、

必
要
が
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
整
理
し
て
み
る
と
、
表
1
『
開
元
瞳
』
賓
曜
中
の
王
言
の
う
ち
、
園
書
と
し
て
の
可
能
性
が
残
さ
れ
る
の
は
、
②
の
朝
堂
に
お

け
る
敷
、
⑦
の
蕃
主
奉
見
に
お
け
る
殿
上
で
の
制
、
⑨
⑬
⑪
の
使
節
謁
見
に
お
け
る

一
連
の
言
、
⑮
⑫
の
宴
舎
儀
曜
に
お
け
る
返
櫨
品
授
輿
と

と
も
に
麓
せ
ら
れ
る
敷
、
の
四
種
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
以
下
、
こ
れ
ら
を
逐
一
検
討
し
て
み
よ
う
。

2 

迎
制
労
儀
種
に
お
け
る
朝
堂
で
の
敷
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ま
ず
、
前
掲
表
1
の
②
を
分
析
し
て
お
き
た
い
。
と
い
う
の
も
、
賓
瞳
中
の
王
言
の
う
ち
、

こ
の
敷
だ
け
は
特
別
に
朝
堂
に
て
北
面
し
て
受
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け
る
王
言
で
あ
る
だ
け
に
、
注
目
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
に
執
り
行
わ
れ
る
儀
趨
な
の
か
、

式
次
第
を
段
落
分
け
し
て
訓
誼
し
て
み
よ
う
。

『
開
元
種
』
に
記
さ
れ
る

原

女

前蕃
一 主
日来
、 朝

守遣
宮@使
設迎
次第
於
{侯
館②
門
之
外
遁
右

南
向

ω
其
日
、
使
者
至
、
掌
次
者
引
就
衣。

蕃
主
服
其
園
服
、
所
司
引
立
於
東
階
下
、

西
面
。
(
九
蕃
主
進
止
所
司
先
引
、
制
使
皆
謁
者
先
導
。
〉

使
者
朝
服
、
出
次
立
於
門
西
東
面
、
従
者
執
東
南
立
於
使
者
之
南
。

③
 

ω
蕃
主
有
司
出
門
東
、
西
面
白
「
敢
請
事
」
。
使
者
日
「
奉
制
第
某
主

(稽
其
園
名
〉
」
。
有
司
入
告
、
蕃
主
迎
於
館
門
外
之
東
、
西
面
再
奔。

使
者
興
蕃
主
倶
入
。
使
者
先
升
立
於
西
階
上
、
執
東
南
者
従
升
立
於
使
者
之
北
、
倶
東
面
。
蕃
主
升
立
於
東
階
上
、
西
面
。

制
使
者
執
幣
稽

「有
制
」
。
蕃
主
将
下
奔
、
使
者
団
「
有
後
制
、
無
下
奔
」
。
蕃
主
旋
北
面
、
再
奔
稽
首
。
使
者
宣
制
誌
、

蕃
主
進
受
幣。

@
 

〈
紙
五
匹
震
一
束
。
其
蕃
主
答
献
労
使
、
各
以
土
物
、
其
多
少
相
準
、
不
得
過
努
幣
。

務
於
遠
郊
其
躍
向
。

蕃
主
還
遺
贈
於
遠
郊
亦
如
之
。

努
蕃
使
聞
無
東
南
。
〉
退
復
位
、
以
幣
授
左
右
、
叉
稿
再
奔
稽
首
。

使
者
降
、
出
立
於
館
門
外
之
西
、
東
面
。

蕃
主
選
於
舘
門
之
外
、
西
面

止
。
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⑤

⑥

 

制
使
者
蕃
主
揖
。
使
者
倶
入
一議
升
。
蕃
主
先
升
東
階
上
西
菌
、
使
者
升
西
階
上
東
面
。
蕃
主
以
土
物
償
使
者
、
使
者
再
奔
受
、
蕃
主
再
奔
迭

物
。
使
者
降
出
、
蕃
主
従
出
門
外
、
皆
如
初
。
蕃
主
再
拝
、

迭
使
者
還
。

⑦
 

蕃
主
入
、

鴻
胞
迎
引
詣
朝
堂
、
依
方
北
面
立
。
所
司
奏
問
、
舎
人
承
敷
、
出
稿

「有
数
」
。
蕃
主
再
拝
。
宣
第
詑
又
再
奔
。
所
司
引
就
館、

F
h
υ
 

如
常
儀
。



〔語

穣

①
「
守
宮
」

街
尉
寺
守
宮
署
。
儀
式
に
お
け
る
出
席
者
の
席
次
を
掌
る
。

②
「
候
館
」

通
常
は
騨
俸
制
の
騨
館
(
長
安
な
ら
ば
都
停
騨
〉
の
意
で
あ
る
が
、
こ
こ
は
客
館
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
後
掲
第
三
節
参
照。

「
蕃
主
の
有
司
」
と
訓
じ
、
蕃
主
付
き
の
官
人
の
意
一
。
外
園
使
節
案
内
係
。

④

「第
於
遠
郊
」

延

暦
遣
唐
使
が
長
安
東
郊
の
長
楽
騨
で
迎
来
を
受
け
た
の
は
、
そ
の

一
例
で
あ
る
。

四
年
六
月
乙
巳
の
篠
。

ゅ
う

⑤

「揖」
ひ
ん

⑤
「
償
」

③

「蕃
主
有
司
」

『
日
本
後
紀
』
巻
一
二
、
延
暦
二

え
し
ゃ
く
す
る
。
両
手
を
胸
の
前
で
組
み
合
わ
せ
て
先
方
に
敬
意
を
表
す
躍。

む
く
い
る
の
意
。

『
周
瞳
』
秋
官
、
司
儀
、

「
賓
縫
主
君
」
の
疏
、

「
償
者
、
報
也
」
。

⑦
「
靭
堂
」
唐
宮
城
の
朝
堂
は
、
宮
城
の
南
正
円
で
あ
る
承
天
門
の
外
に
東
西
に
分
か
れ
て
建
て
ら
れ
て
い
た
。
『
唐
南
京
城
坊
考
』
巻

一
、
西
京
、
宮
城
、
承
天
門
の
注
に
、

「門
外
有
朝
堂
。
東
有
肺
石
、

西
有
登
聞
鼓
、
其
門
上
有
棲
。
」
〔
門
外
に
朝
堂
有
り
。
東
に
肺

西
に
登
聞
鼓
有
り
、
其
の
門
上
に
棲
有
り
〕
と
あ
る
。
太
極
般
、
承
天
門
、
朝
堂
の
位
置
関
係
は
、
渡
過
信
一
郎
氏

『
天
空
の

一
九
九
六
年
〉、

石
有
り
、

- 45ー

王
座
|
中
園
古
代
一
帝一
園
の
朝
政
と
儀
櫨
1

』

(
柏
書
房
、

一
六
五
頁
の
固
を
参
照
さ
れ
た
い
。

司11

請〕

蕃
主
の
来
朝
に
、
使
ひ
を
遣
は
し
て
週
第
せ
し
む
。

(2) (1) 
せ
し
む

前
一
目
、
守
宮
、
次
を
候
館
の
門
の
外
道
の
右
に
設
け
、
南
向
せ
し
む
。

其
の
日
、
使
者
至
ら
ば
、
女
を
掌
る
者
、
引
き
て
決
に
就
か
し
む
。
蕃
主
、

其
の
園
服
を
服
し
、
所
司
引
き
て
東
階
の
下
に
立
ち
て
西
面

(
九
そ
、
蕃
主
の
進
止
は
所
司
先
引
し
、
制
使
は
み
な
謁
者
先
導
す
。
)
使
者
は
朝
服
し、

次
を
出
で
て
門
の
西
に
立
ち
て
東
面

251 

し
、
従
者
は
東
由
巾
を
執
り
て
使
者
の
南
に
立
つ
。
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(3) 

蕃
主
の
有
司
、
門
の
東
に
出
で

西
面
し
て
日
く

「
敢
へ
て
事
を
請
ふ
」
と
。
使
者
日
く
、

「制
を
奉
じ
て
某
主
を
労
す
(
其
の
園
名

を
稽
す
)
」

と
。
有
司
入
り
て
告
げ
、
蕃
主
、
館
門
の
外
の
東
に
迎
へ

、
西
面
し
て
再
奔
す
。

使
者
と
蕃
主
、
倶
に
入
る
。

使
者
、
先
に
升

り
て
西
階
の
上
に
立
ち
、
東
自
巾
を
執
る
者
、
従
ひ
て
升
り
て
使
者
の
北
に
立
ち

倶
に
東
面
す
。

蕃
主
升
り
、

東
階
の
上
に
立
ち
て
西
面

す。

仏)

使
者
、
幣
を
執
り
て
稽
す
、

と
。
蕃
主
旋
り
て
北
面
し
、
再
奔
稽
首
す
。
使
者
、
制
を
宣
し
吃
ら
ば
、
蕃
主
進
み
て
幣
を
受
く
。

「
制
有
り
」
と
。

蕃
主
将
に
下
奔
せ
ん
と
す
れ
ば

使
者
日
く

「
後
制
有
れ
ば

下
奔
す
る
無
か
れ
」

(
線
五
匹
を

一
束
と
帰
す
。
其
れ
、
蕃

主
、
第
使
に
答
ふ
る
に
、
お
の
お
の
土
物
を
以
て
す
。

其
の
多
少
は
相
準
じ
、

務
幣
に
過
ぐ
る
を
得
ず
。
遠
郊
に
努
す
る
も
、
其
の
躍
は
同

じ
。
蕃
主
還
る
に
、
遠
郊
に
遺
贈
す
る
も
、
亦
た
之
の
如
し
。

蕃
使
を
労
す
る
は
、
即
ち
束
南
無
し
。
)
退
き
て
位
に
復
し
、
幣
を
以
て
左

ま
た
再
奔
稽
首
を
稽
す
。
使
者
降
り
、
出
で
て
館
門
の
外
の
西
に
立
ち
、
東
面
す
。
蕃
主
、
館
門
の
外
に
迭
り
、
西
面
し
て
止
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右
に
授
け
、

ま
る
。

(5) 
蕃
主 使

者
と
蕃
主
、
揖
す
。
使
者
倶
に
入
り
て
升
を
譲
る
。
蕃
主
先
に
東
階
の
上
に
升
り
て
西
面
し
、
使
者
、
西
階
の
上
に
升
り
て
東
面
す
。

土
物
を
以
て
使
者
に
償
し
、
使
者
再
奔
し
て
受
け
、
蕃
主
再
奔
し
て
物
を
迭
る
。
使
者
降
り
て
出
で
、
蕃
主
従
ひ
て
門
外
に
出
づ
る

こん}、

み
な
初
め
の
如
し
。
蕃
主
再
拝
し
、
使
者
の
還
る
を
迭
る
。

有
り
」
と
。
蕃
主
再
奔
す
。
第
を
宣
し
詑
ら
ば
、

蕃
主
入
り
、
鴻
臆
迎
へ
引
き
て
朝
堂
に
詣
り
、
方
に
依
り
て
北
面
し
て
立
つ
。
所
司
奏
聞
し
、
舎
人
、
殺
を
承
り
、
出
で
て
稽
す
、

敷

ま
た
再
奔
す
。
所
司
、
引
き
て
館
に
就
か
し
む
る
こ
と
、
常
儀
の
如
し
。

さ
て
、
式
次
第
を
整
理
し
て
み
る
と
、

ω儀
式
前
日
の
準
備
、

ω儀
式
首
日
に
お
け
る
唐
皇
帝
使
と
蕃
主
(
蕃
使
)
の
基
本
的
位
置
、

ω皇

帝
使
は
館
に
入
り
、
階
上
で
蕃
主
(
蕃
使
〉
と
東
西
に
向
か
い
合
う
、
例
皇
帝
使
は
制
を
宜
し
、
蕃
主
に
線
東
を
授
輿
(
蕃
使
の
場
合
は
な
し
)
、

い
ア
た
ん
館
外
に
畏
る
、
的
皇
一帝
使
再
び
入
館
し、

階
上
に
て
蕃
主
(
蕃
使
〉
よ
り
土
産
を
受
け
、
退
館
、

ω蕃
主
〈
蕃
使
〉
は
鴻
胞
寺
官
吏
に



よ
っ
て
朝
堂
に
案
内
さ
れ
、

北
面
し
て
通
事
会
人
よ
り
第
の
殺
を
受
け
、

は
、
京
師
に
到
着
し
た
外
園
使
節
を
唐
が
迎
え
入
れ
、
使
節
は
土
産
(
園
信
物
に
準
ず
る
か
)
を
献
上
し
、

開
館
、

の
ご
と
く
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
わ
か
る
と
お
り
、
本
儀
雄

そ
れ
に
劃
し
て
唐
皇
帝一
か
ら
の
第
い

の
言
葉
が
か
け
ら
れ
る
儀
式
で
あ
る
。

そ
の
前
の

ωJ仰
に
結
い
て
一
連
の
流
れ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
る
酷
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
殺
は
、
外
園
使
節
が
長
安
に
到
着
し
て
間
も
な
く
震
せ
ら
れ
る
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ

ろ
で
、
質
際
に
唐
か
ら
外
園
君
主
に
宛
て
て
渡
せ
ら
れ
た
園
書
と
目
さ
れ
る
文
書
中
に
は
、
例
え
ば
、

こ
の
式
次
第
で
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
問
題
の

ω朝
堂
で
の
宜
敷
は
、

『
加
府
元
翁
』
巻
九
七
五
、
外
臣
部
褒

異
二
所
載
、
開
元
一
九
年
(
七
三
一
〉
に
新
羅
の
金
輿
光
に
興
え
た
書
に
、

所
進
牛
糞
及
金
銀
等
物
省
表
、
具
知
卿
二
明
慶
枠
三
韓
善
郊
、
時
稿
仁
義
之
郷
、
代
著
動
賢
之
業
。

み

〔
進
む
る
所
の
牛
黄
及
び
金
銀
等
の
物
は
、
表
を
省
る
に
、
具
さ
に
卿
の
、
二
明
慶
一昨
に
し
て
三
韓
善
郊
し
、
時
に
仁
義
の
郷
と
稿
せ
ら

れ
、
代
々
勤
賢
の
業
を
著
す
を
知
る
。
〕

と
あ
り

『
文
苑
英
華
』
巻
四
七

O
、
翰
林
制
詔
五
一
所
載
、

「輿
賠
裏
斯
室田
」
に
、
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朕
己
於
三
殿
面
封
、
乗
賜
宴
楽
、
誼
依
来
表
不
更
滞
留
。
績
遣
重
臣
、
便
申
加
命
。
故
先
達
此
令
旨
。

〔
股
、
己
に
三
殿
に
於
て
面
封
し
、
兼
ね
て
宴
楽
を
賜
ひ
、
設
び
に
来
表
に
依
り
て
更
に
滞
留
せ
し
め
ず
。
績
ぎ
て
重
臣
を
遣
は
し
、
便

ち
加
命
を
申
さ
ん
。
放
に
先
に
此
の
令
旨
を
達
せ
ん
。
〕

と
あ
り
、
張
九
齢
『
曲
江
集
』
巻
九
所
載
、

「
敷
溺
海
玉
大
武
謹
書
」

(第一

書
〉
に
、

観
卿
表
朕
、
亦
有
忠
誠
。
可
熟
思
之
、
不
容
易
爾
。

〔
卿
の
表
肢
を
観
る
に
、
ま
た
忠
誠
有
り
。
つ
ら
つ
ら
之
を
思
ふ
べ
き
に
、
容
易
な
ら
ざ
る
の
み
。
〕
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と
見
え
る
な
ど
、
す
で
に
唐
皇
帝
が
外
園
使
節
か
ら
の
表
と
進
物
を
受
け
取
司
た
旨
の
文
言
を
ふ
く
む
も
の
が
散
見
さ
れ
、
さ
ら
に
は
す
で
に

賜
宴
も
済
ん
だ
旨
を
停
え
る
文
書
す
ら
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
の
文
言
を
考
慮
す
れ
ば
、

唐
側
か
ら
の
園
書
は
、
外
園
使
節
か
ら
の
園
書

・
貢
物
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を
受
理
し
た
後
、
そ
の
返
答
と
し
て
出
さ
れ
る
と
見
る
の
が
自
然
な
の
で
あ
り
、

し
た
が
っ

て
、
使
節
の
長
安
到
着
後
間
も
な
く
執
り
行
わ
れ

る

「迎
努
儀
雄
」
の
勢
放
を
、
園
書
宣
旨
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
な
ら
ば
、
朝
堂
で
宣
せ
ら
れ
る
こ
の
教
は
、
質
際
に
は
ど
の
よ
う
な
内
容
の
王
言
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
例
を
あ
げ
れ
ば
、

『
加
府
元

品
唱
』
巻
九
七
回
、
外
臣
部
褒
異
一
に
、

(
閲
元
五
年
、
七
一
七
)
十

一
月
丙
申
、
契
丹
李
失
活
来
朝。

「卿
等
累
車
邦
化
、

多
歴
年
所
、
城
池
郡
邑
、
冠
蓋
相
望、

佐

縁
遊
牧
、
非
任
途
令
。
卿
等
失
業
、
念
彼
雄
務
、
鞠
篤
茂
草
。
今
卿
等
削
擢
異
俗
、
開
誠
本
朝
、
頻
献
封
章
、
盆
明
忠
款
、
克
復
州
銀、

良
深
慰
喜
。

得

卒

安

好

否

。

不

得

早

興

卿

相

詔
務
之
目
、

宛
如
卒
昔
。
失
活
Mm向
公
主
、

、
氷
錆
藩
臣
、

見
。
且
向
曹
司
安
置
。
待
後
進
止
。
」

入
奔
閥
庭
、

卿
等
渉
路
遠
来
、

近
麗
節
慣
、

か
さ

お

よ

「卿
ら
、
累
ね
て
邦
化
に
車
び
、
多
く
年
所
を
歴

ゃ
し
な

し
、
城
池
郡
邑
は
冠
蓋
相
ひ
望
み
、
往
縁
，遊
牧
は
任
に
非
，さ
れ
ど
も
令
を
途
ぐ
。
卿
ら
、
業
を
失
へ
ど
も
、
彼
の
雄
藩
を
念
ひ
、
鞠
ひ
て

〔
(
開
元
五
年
)
十

一
月
丙
申
、

契
丹
の
李
失
活
来
朝
す
。
詔
し
て
之
を
第
ひ
て
日
く
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茂
草
を
帰
す
。
今
、
卿
ら
、
異
俗
を
削
擢
し
、

誠
を
本
朝
に
闘
し、

頻
り
に
封
章
を
献
じ
、
盆
ん
ベ
忠
款
を
明
か
に
し
、
州
鎮
を
克
復
す
る

ま
乙
と

入
り
て
闘
庭
に
奔
し
、
良
に
慰
喜
を
深
く
す
。
卿
ら
、
路

早
く
卿
と
相
ひ
見
ゆ
る
を
得
ず
。

こ
と
、
宛
も
卒
昔
の
如
し
。

失
活
、
勝
て
公
主
を
向
り
、

永
く
藩
臣
と
漏
り
、

を
捗
り
て
遠
来
し
、
卒
安
な
る
好
を
得
る
や
否
や
。

近
く
節
偲
(
正
月
行
事
)
に
属
す
れ
ば
、

且
に
曹

司
に
向
ひ
て
安
置
せ
し
め
ん
。
後
の
進
止
を
待
て
」
と
。
〕

と
見
え
る
詔
は

そ
の
好
例
と
い
え
よ
う
。
同
書
に
は
繍
い
て

六
年
正
月
壬
寅
、
実
王
李
失
活
、
永
楽
公
主
還
蕃
。
命
有
司
加
等
、
租
銭
其
私
蹴
物
六
千
段
。

〔
六
年
正
月
壬
寅
、
実
王
李
失
活
、
永
楽
公
主
、
蕃
に
還
る
。

有
司
に
命
じ
て
等
を
加
へ
、
其
の
私
観
の
物
六
千
段
を
粗
鶴
せ
し
む。
〕

と
あ
り
、

こ
の
時
の
李
失
活
ら
の
蹄
園
は
翌
年
の
正
月
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
前
年
十
一
月
の
詔
は
、
彼
ら
が
唐
に
到
着
し
て
間
も
な
く
設

せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
貼
や
、
特
に
そ
の
末
尾
の
文
言
か
ら
も
、
こ
れ
を
園
書
と
見
る
こ
と
は
不
自
然
で
あ
り
、

「迎
労
儀
雄
」
で
の
殺
を
博



え
た
も
の
と
見
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

3 

園
書
授
興
儀
躍
の
所
在

そ
れ
で
は
、
前
掲
表
ー
の
う
ち
、
残
る
⑦
、
⑨
J
⑪
、
⑮
⑫
の
三
種
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
「
蕃
主
奉
見
」
儀
躍
の
⑦
の
場
合
は
、
蕃
主
か
ら
の
園
書
進
呈
が
賓
躍
に
は
見
え
ず
、
そ
も
そ
も
蕃
主
に
劃
し
て
唐
側
の
園
書
が
護

給
さ
れ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
基
本
的
な
問
題
す
ら
残
さ
れ
る
が
、
⑦
の
第
聞
の
制
に
相
嘗
す
る
と
思
わ
れ
る
王
言
を
史
料
中
に
検
索
し
て
み

『
加
府
元
韓
』
巻
九
九
九
、
入
観
に
、

司
令
ル
』
、

玄
宗
開
元
二
年
二
月
葵
巳
、
薬
王
李
大
輔
等
来
朝
。
上
謂
之
日
、
「
卿
等
矯
脹
外
落
、
款
誠
夙
著
、

愛
初
州
層
、
職
責
相
何
。
往
縁
寄

任
、
非
才
拙
於
綬
撫
、
因
使
卿
等
、
務
武
頗
成
阻
絶
。
市
能
不
忘
本
、
翻
然
改
園
。
覧
所
献
書
、
具
知
至
懇
。
大
酷
絡
向
豚
主
、

失
活
又
遣
近
親
、
娃
自
溢
隅
、
同
葉
洛
邑
。
朕
今
興
卿
等
相
見
、
喜
慰
良
深
。
」

(
李
)
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〔
玄
宗
の
開
元
二
年
(
七
一
四
〉
二
月
葵
巳
、
実
王
李
大
酷
ら
来
朝
す
。

夙
に
著
れ
、
愛
に
初
め
て
州
麗
し
、
職
貢
相
仰
れ
り
。
往
縁
に
寄
任
す
れ
ど
も
、
非
才
は
緩
撫
を
拙
け
ら
れ
、
因
り
て
卿
等
を
し
て
、

猪
試
し
て
頗
る
阻
絶
を
成
き
し
む
。
市
れ
ど
も
、
能
く
本
を
忘
れ
ず
、
翻
然
と
し
て
闘
を
改
む
。
献
ず
る
所
の
書
を
覚
る
に
、
具
さ
に

至
懇
を
知
れ
り
。
大
輔
は
絡
て
豚
主
を
向
り
、
(
李
)
失
活
は
ま
た
近
親
を
遣
は
し
、
誼
び
に
遁
隅
よ
り
、
同
に
洛
邑
に
葉
る
。
脹
、

今
卿
ら
と
相
ひ
見
え
、
喜
慰
良
に
深
し
」
と
。
〕

上

之
に
調
ひ
て
回
く

「卿
ら、

朕
の
外
藩
と
漏
り
、
款
誠

(

幻

)

と
見
え
る
、
実
王
李
大
輔
(
醜
)
の
来
朝
に
劃
し
て
渡
せ
ら
れ
た
玄
宗
の
言
は
貴
重
な
例
で
あ
ろ
う
。
外
園
元
首
自
身
の
入
朝
は
極
め
て
希
有

な
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
し
た
事
態
が
生
じ
て
奉
見
儀
櫨
が
行
わ
れ
た
場
合
、
そ
こ
で
宣
せ
ら
れ
る
務
聞
の
制
は
、
引
用
文
の
末
尾
の
ご
と

と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
制
を
唐
か
ら
の
園
書
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

き
文
言
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、

文
中
に
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「
献
ず
る
所
の
霊
園」
と
あ
る
の
は
、
こ
の
時
の
朝
貢
に
は
契
丹
の
李
失
活
の
使
節
も
同
行
し
て
い
る
の
で
、
も
し
外
園
元
首
の
来
朝
に
は
園
書
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を
持
参
し
な
い
た
て
ま
え
で
あ
る
と
解
す
る
な
ら
ば
、

こ
の
場
合
は
契
丹
か
ら
の
書
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。

!永

「皇
一一帝
受
蕃
使
表
及
幣
」
儀
躍
に
お
い
て
外
園
使
節
の
園
書
と
貢
物
を
受
理
し
た
後
に
唐
皇
帝
が
設
す
る
⑨
、
⑬
、
⑪
は
ど
う
で
あ

斉
明
天
皇
五
年
(
唐
頼
度
四
年
、
六
五
九
〉
秋
七
月
戊

ろ
う
か
。
寅
は
、

幸
い
な
こ
と
に
こ
れ
ら
の
王
言
の
具
飽
例
が

『
日
本
書
紀
』
巻
二
六、

寅
の
僚
に
引
用
さ
れ
た
『
伊
吉
連
博
徳
書』

に
見
え
、

(
閏
十
月
)
二
十
九
日
、

馳
せ
て
東
の
京
に
到
る
。 日

本
遣
唐
使
の
吉
岡
宗
謁
見
の
紋
況
を
、

東
の
京
に
在
せ
り
。
三
十
日
、
天
子
相
見
て
問
訊
ふ
、

天
子
、

「
日
本
園
の
天
皇
、

卒
安
に
ま
す
ゃ
い
な
や
」
と
。
使
人
謹
み
て
答
ふ
、

く、

「
事
を
執
れ
る
卿
等
、
好
在
る
や
い
な
や
」
と
。
使
人
謹
み
て
答
ふ、

と
。
天
子
問
ひ
て
日
く
、

「
天
地
に
徳
を
合
は
せ
て
自
ら
卒
安
な
る
こ
と
を
得
た

り
」
と
。

天
子
問
ひ
て
日

「
天
皇
、

憐
み
重
え
ば

ま
た
好
在
る
こ
と
を
得
た
り
」

「圏
内
は
卒
ら
か
な
り
ゃ
い
な
や
」
と
。
使
人
謹
み
て
答
ふ
、

「
治
は
天
地
に
稿
て
、
高
民
事
無
し
」
と
。

・:

天
子
重
ね
て
日
く
、

「
:
:
:
使
人
遠
く
来
り
て
辛
苦
な
ら
ん
。
退
き
て
館
裏
に
在
れ
。
:
:
:
」
と
。

- 50ー

と
停
え
て
い
る
。
こ
こ
に
見
え
る
高
宗
の
言
は
、
文
字
ど
お
り
前
掲
表
1
の
⑨
蕃
園
主
を
聞
い
、
⑩
臣
下
を
聞
い
、
⑪
慰
務
の
言
を
述
べ
て
い

る
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
も
図
書
の
宣
旨
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。

す
る
と
、
賓
櫨
中
の
王
言
の
う
ち
、

唐
側
の
園
書
宣
旨
・
授
輿
の
可
能
性
が
最
も
高
い
の
は
、
前
掲
表
1
、

き
ょ
う
ひ

に
通
常
の
使
節
の
場
合
の
⑫
の
敷
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、
⑫
の
放
は
使
節
〈
の

「管
一笹
」
(
は
こ
〉
授
興
と
と
も
に
宣
せ
ら
れ
る

「宴
舎
」
儀
檀
の
⑮
と
⑫
、
特

の
で
あ
る
が
、

『
唐
曾
要
』
各
五
回
、

省
披
上
、
中
書
省
の
僚
に
、

其
年
(
聖
暦
三
年
、
七
O
O
)
四
月
一
一
一
日
敷
、

「麿
賜
外
闘
物
者
、
宜
令
中
書
具
録
賜
物
色
目
、
附
入
敷
函
内
。
」

〔
其
の
年
(
聖
暦
三
年
〉
の
四
月
三
日
殺
す
、

「
躍
に
外
闘
に

賜
ふ
べ
き
の
物
は
、

宜
し
く
中
書
を
し
て
具
さ
に
賜
物
の
色
目
を
録
さ
し

め
、
附
し
て
敷
函
の
内
に
入
れ
よ
」
と
。
〕

あ
る
が
、

と
あ
っ
て
、

唐
側
か
ら
の
返
櫨
品
の
品
目
は
文
書
に
し
て
「
敷
函
」
に
附
入
さ
れ
る
の
で
あ
り
、

『
大
唐
六
典
』
巻
九
、
中
書
省
、
通
事
舎
人
の
僚
に
、

ま
た
、

」
の
殺
を
宣
す
る
の
は
通
事
舎
人
で



通
事
会
人
、
掌
朝
見
、
引
納
及
僻
謝
者
、
於
殿
庭
通
奏
。

〔
通
事
舎
人
は
、
朝
見
、
引
納
及
び
酔
謝
の
者
の
、
殿
庭
に
て
通
奏
す
る
を
掌
る
。
〕

と
あ
る
職
掌
に
も
ふ
さ
わ
し
く
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
外
園
使
節
か
ら
の
図
書
と
貢
物
を
受
理
し
た
唐
王
朝
側
は
、

そ
の
返
躍
と

し
て
宴
を
賜
い
、
そ
の
宴
の
最
後
に
使
節
に
返
躍
品
を
手
渡
し
、

そ
れ
と
同
時
に
唐
か
ら
の
園
書
が
宣
せ
ら
れ
て
、

そ
の
園
書
が
返
瞳
品
目
リ

ス
ト
と
と
も
に
箱
に
入
れ
ら
れ
て
使
節
に
授
興
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
詔
敷
が
入
れ
ら
れ
る
箱
は
右
の
『
唐
舎
要
』

に
「
敷
函
」
と
さ
れ
、
ま
た
唐
末
の
闘
際
文
書
の
書
式
や
使
用
す
る
用
紙
・

賓
函
、
印
の
有
無
を
規
定
し
た
『
翰
林
翠
士
院
奮
規
』
所
載
「
答
蕃
書
井
使
紙
及
賓
函
等
事
例
」
(
『
知
不
足
資
叢
書
』
第
二
ニ
集
、

翰
苑
霊
書
上、

所
牧
〉
に
も
「
函
」
と
あ
る
よ
う
に
、
通
常
は
「
笹
一
僅
」
と
い

う
語
は
用
い
な
い
。
「
僅
」
も
「
笹
」
も
本
来
は
食
料
・
衣
服
等
を
入
れ
る

「四
角
い
カ
ゴ
」
の
意
で
あ
り
、
「
震
笹
」
と
熟
せ
ば
進
物
・
贈
答
品
そ
の
も
の
を
も
指
す
。
例
え
ば
、
『
詩
経
』

小
雅
、
鹿
鳴
の
詩
序
に
、

鹿
鳴
、
燕
霊
臣
嘉
賓
也
。
既
飲
食
之
、
叉
貧
幣
鳥
僅
僅
、
以
格
其
厚
意
。
然
後
忠
心
嘉
賓
得
蓋
其
心
失
。

み

お

E
な

ま
た
幣
吊
を
僅
僅
に
寅
て
、
以
て
其
の
厚
意
を
将
ふ
。
然
る
後
に
忠
心

〔
鹿
鳴
は
霊
臣
嘉
賓
を
燕
す
る
な
り
。

既
に
之
に
飲
食
せ
し
め
、

嘉
賓
、
其
の
心
を
童
す
を
得
。
〕

『
櫨
記
』
曲
謹
上
、
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と
あ
り
、

「
賀
取
委
者
日
」
の
疏
に
、

賀
者
間
彼
昏
而
迭
僅
僅
、
持
奉
淳
一意
。

〔
賀
す
る
者
、
彼
の
昏
を
聞
き
て
僅
僅
を
迭
り
、
勝
て
淳
意
を
奉
ず
。
〕

と
あ
り
、

『
音
書
』
巻
八
六
、
張
宴
俸
に

(
張
寒
〉
下
令
圏
中
日
、

「
:
:
:
自
今
有
面
刺
孤
罪
者
、
酬
以
束
島
、
翰
墨
陳
孤
過
者
、
答
以
僅
鑑
、
諺
言
於
市
者
、
報
以
羊
米
。
」

〔
(
張
寒
〉
令
を
圏
中
に
下
し
て
日
く
、

「:・・
・・今
よ
り
孤
の
罪
を
面
刺
す
る
者
有
ら
ば
、

酬
ゆ
る
に
束
由
巾
を
以
て
し、

翰
し
て
孤
の
過
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を
墨
陳
す
る
者
は
、
答
ふ
る
に
僅
箆
を
以
て
し
、
市
に
詩
言
す
る
者
は
、
報
ゆ
る
に
羊
米
を
以
て
せ
よ
」

と
。〕
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と
あ
り

『
梁
霊
園
』
各
三
六
、
江
草
俸
に

(江
〉
革
目
、

「我
通
不
受
的
、

不
容
濁
蛍
故
人
置
態
。」
至
銀
、
惟
資
公
俸
、
食
不
兼
味
。

〔
(
江
)
卒
白
く
、

「
我
れ
通
ず
る
に
飼
を
受
け
ず
、
濁
り
故
人
の
僅
僅
に
品
目
固
た
る
を
容
れ
ず
」
と
。

鎖
に
至
り
て、

惟
だ
公
俸
の
み
責

と
し
、
食
す
る
に
味
を
兼
ね
ず
。〕

と
あ
る
が
ご
と
く
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
賓
雄

・
宴
舎
儀
躍
の

「僅
笹
」
を
「
敷
函
」
と
混
合
し
て
、
表
1
、
⑫
の
敷
を
園
書
と
見
る
こ
と

は
で
き
な
い
。

こ
の
場
合
の
「
僅
箆
」
は
あ
く
ま
で
も
唐
か
ら
の
返
穫
品
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

一
方
、
そ
れ
ら
返
躍
口
問
リ
ス
ト
は
園
書

に
付
さ
れ
て

「敷
函
」
に
入
れ
ら
れ
る
の
で
あ
っ

て、

そ
し
て
そ
の
リ
ス
ト
と
は
、
白
居
易
『
白
氏
長
慶
集
』
巻
五
七、

「興
週
鵠
可
汗
書
」

(
『
文
苑
英
筆
』
品
位
四
六
八
、
採
録
)
の
中
に
、

今
賜
少
物
、

且
如
別
録
。

〔
今
、
少
物
を
賜
ふ
こ
と

且
に
別
録
の
如
し
。〕
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と
見
え
る

「
別
録
」
が
ま
さ
に
そ
れ
に
相
嘗
し
よ
う
。
園
書
(
救
函
〉
と
返
櫨
口
問
(
笹
盤
)
と
が
巌
然
と
区
別
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、

詩
併
王
維

が
朝
衡
(
阿
倍
仲
間川
呂
)
の
蹄
園
を
逢
っ
た

「秘
書
晃
監
の
日
本
圏
に
還
る
を
、途る
」
の
序
で
、

箆
命
賜
之
衣
、
懐
敬
問
之
詔
。

〔
命
賜
の
衣
を
優
に
し
、
敬
聞
の
詔
を
懐
に
す
。
〕

と
呼
び
分
け
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
唐
の
賓
植
に
見
え
る
十
七
の
王
言
は
、
園
書
の
宣
旨
ま
た
は
授
興
と
し
て
は
全
て
が
そ
れ
に
ふ
さ
わ

し
く
な
い
と
い
う
結
論
に
至
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
た
だ
し、

そ
う
は
い
っ
て
も
、
図
書
の
宣
旨

・
授
興
を
『
開
元
櫨
』
が
記
述
上
省
略
し
て
い

る
可
能
性
を
想
定
す
る
必
要
も
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、

『
加
府
元
亀
』
巻
九
七
回
、
外
臣
部
、
褒
呉

一
に
は
、

(
関
元
五
年
、
七
一
七
〉
十
月
丁
卯
、

日
本
園
遁
使
朝
貢
。

戊
辰
、
数
日
、

「
日
本
闘
遠
在
海
外
、
遺
使
来
朝
、
既
渉
槍
波
、
業
献
邦
物
。



其
使
員
人
莫
間
等
、
宜
以
今
月
十
六
日
、
於
中
書
宴
集。」

〔
(
開
元
五
年
〉
十
月
丁
卯
、

日
本
園
、
使
ひ
を
遣
は
し
て
朝
貢
す
。
戊
辰
、
敷
し
て
日
く
、

「日
本
園
は
遠
く
海
外
に
在
る
に
、
使
ひ
を

遣
は
し
て
来
朝
す
。
既
に
治
波
を
渉
り
、
兼
ね
て
邦
物
を
献
ず
。
其
の
使
異
人
莫
問
等
、
宜
し
く
今
月
十
六
日
を
以
て
、

中
書
に
て
宴

集
す
ベ
し
」
と
。
〕

と
あ
り
、
こ
れ
は
日
本
の
遣
唐
使
に
宴
舎
日
を
停
達
し
た
穀
で
あ
る
が
、
宴
曾
日
停
達
の
儀
躍
は
上
掲
賓
躍
に
は
見
え
な
い
。
お
そ
ら
く
は
謁

見
日
俸
達
儀
撞
と
ほ
ぼ
同
様
の
儀
式
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が、

『
開
元
躍
』
は
そ
れ
を
省
略
し
て
い
る
の
で
あ
る。

し
た
が
っ
て
、
園

書
授
興
の
儀
種
そ
の
も
の
を
『
開
元
種
』
が
削
除
し
て
し
ま

っ
た
か
も
し
れ
ず
、
ま
た
先
述
宴
曾
儀
穫
の

「
僅
僅
」

が
「
敷
函
」

で
は
な
い
と

し
て
も
、
そ
れ
と
同
時
に
執
り
行
わ
れ
た
園
書
授
興
を
『
開
元
理
』
が
式
衣
第
中
に
略
筆
し
た
可
能
性
が
全
く
な
い
と
は
い
い
切
れ
な
い
の
で

あ
る
。し

か
し
な
が
ら
、
園
書
と
は
、
通
常
は
一
園
の
園
家
元
首
か
ら
相
手
園
へ
の
元
首

(
も
し
く
は
そ
れ
に
準
ず
る
立
場
の
者
)
に
宛
て
て
渡
せ
ら
れ
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る
文
書
で
あ
り
、
前
近
代
の
園
際
文
書
の
中
で
も
最
高
レ
ベ

ル
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
園
書
授
興
の
儀
式
を
、
相
手
固
か
ら
の
園
書

受
理
ば
か
り
で
な
く
、

難
い
。

と
す
れ
ば
、

唐
の
園
書
授
興
儀
躍
は
、

そ
の
謁
見
日
の
通
達
ま
で
事
細
か
に
規
定
し
て
い
る
唐
の
躍
制
が
全
く
省
略
し
て
し
ま
っ
た
と
は
、
ど
う
し
て
も
考
え

わ
れ
わ
れ
は

『開
元
躍
』
中
の
賓
種
以
外
の
部
分
に
求
め
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

す
る

と

『
開
元
薩
』
嘉
雄
中
に
見
え
る
「
皇
帝
遣
使
詣
蕃
宣
第
」
儀
躍
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

「皇一帝一
遣
使
詣
蕃
宣
第
」
儀
躍
復
元

問
題
の
「
皇
一帝
遣
使
詣
蕃
宣
勢
」

儀
雄
の
式
次
第
は
『
大
唐
開
元
理
』
巻
一
一
一
九
、

嘉
瞳
、
お
よ
び

『
通
典
』
巷

一一
一一O
、
開
元
理
纂
類
二

五
、
嘉
嘩
九
に
載
せ
ら
れ
る
。
今
、

『
開
元
薩
」
に
基
づ
き
、

『
逼
典
』
を
参
照
し
て
、
儀
式
を
復
元
し
て
み
よ
う
。
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原

支

皇
帝
遺
使
詣
蕃
宣
務

①
 

ω
前

一
日
、
執
事
者
設
使
者
次
於
大
門
外
道
東
、
南
向
。

②
 

ω
其
目
、
使
者
至
、
執
事
者
引
就
次
。
使
者
以
下
倶
公
服
。
蕃
主
朝
服
立
於
東
階
東
南
、
西
面
。
使
者
出
次
、
執
事
者
引
使
者
、
立
於
大
門

③

@

⑤

⑥

⑦

 

外
之
西
、
東
向
。
使
副
立
於
使
者
西
南
、
持
節
者
立
於
使
者
之
北
少
退
、
令
史
二
人
封
掌
詔
書
案
、

立
使
副
西
南
、
倶
東
面
。

⑥

⑨

 

ω
執
事
者
引
蕃
主
、
迎
使
者
於
門
外
之
南
、

北
面
再
奔
。
使
者
不
答
奔
。
執
事
者
引
使
者
入
、
持
節
者
前
導
、
持
案
者
次
之
、
入
門
而
左。

{@

O

 

使
者
詰
階
問
、
南
面
立
。
持
節
者
立
於
使
者
之
東
、
少
南
西
面
、
使
副
立
於
使
者
西
南
、
持
案
者
立
於
使
者
之
南
、
北
面
。

⑫

⑬

 

ω
持
節
者
脱
節
衣
。
持
案
者
進
使
副
前
、
使
副
取
詔
書
、
持
案
者
退
復
位
。
使
副
進
授
使
者
、
退
復
位
。
使
者
稿

「有
詔
」
。
蕃
主
再
奔
。

使
者
宣
詔
詑
、
蕃
主
叉
再
奔
。
執
事
者
引
蕃
主
、
準
使
者
前
、
北
面
受
詔
書
、
退
立
於
東
階
東
南
、
西
面
。

川

W

持
節
者
加
節
衣
。
執
事
者
引
使
者
、
持
節
者
前
導
、

持
案
者
次
之
、
出
復
門
外
位。

執
事
者
引
蕃
主
奔
迭
於
大
門
外
。
使
者
還
於
次
、
執

@
 

事
者
引
蕃
主
入
。
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①

「東
」

②

「
朝
服
」

③

「東
向
」

④

「
西
南
」

⑤

「令
史
」

ろ
う
。 〔

語
稼
・
校
異
〕

『
逼
典
』
も

「東
」
に
作
る
が
、
こ
こ
は

「
西
」
の
誤
り
の
可
能
性
が
あ
る
。
後
述
参
照
。

十
通
本
『
通
典
』
は

「靭
堂
」
に
作
る
が
、

も
ち
ろ
ん

「朝
服
」
が
正
し
い
。

『
通
典
』
は

「東
面
」
に
作
る
。

『
逼
典
』
に
は
「
南
」
の
字
な
し
。

本
来
文
書
事
務
を
掌
る
官
で
あ
る
が
、
唐
代
に
は
各
官
署
に
令
史
は
存
在
す
る
。
門
下
、
あ
る
い
は
中
書
属
官
の
令
史
で
あ



⑤

「劃
奉
」

封
は
「
揚
〈
あ
げ
る
と
、
も
し
く
は

「
そ
ろ
っ
て
」
の
意
。
令
史
二
名
は
と
も
に
東
面
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
は
令
史

が
「
向
か
い
合
っ
て
」
の
意
に
は
取
れ
な
い
。

⑦

「東
面
」

③

「南
」

⑨

「左」

⑪

「持
案
者
」

執
る
者
、

か
し
い
し
、

⑪

「
北
面
」

⑫
「
使
副
」

⑬

「
有
詔
」

⑭

「執
事
者
」

『
逼
典
』
は
「
東
向
」
に
作
る
。

「東
」
の
誤
り
か
。
後
述
参
照
。

正
門
西
部
よ
り
入
っ
た
使
者
ら
が
位
置
を
中
央
に
移
す
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
後
述
参
照。

「立
使
副
西
南
、
倶
東
面
。
執
事
者
引
蕃
主
入
ハ
使
副
の
西
南
に
立
ち
、
倶
に
東
面
す
。
事
を

『
逼
典
』
に
は
こ
の
後
、

蕃
主
を
引
き
て
入
り
〉
」
の
文
あ
り
。

『
開
元
理
』
で
は
、

詔
書
案
を
持
つ
者
が
使
者
と
南
北
で
向
か
い
合
う
形
と
な
っ
て
お

ま
た
蕃
主
の
位
置
も
不
明
と
な
る
の
で
、
こ
こ
は
『
開
元
躍
』
の
脱
文
と
解
さ
れ
る
。

{
木
版
『
逼
典
」
は
「
北
向
」
に
作
る
。

- 55ー

『通
典
』
は
「
使
者
」
に
作
る
が
、
後
文
の
流
れ
か
ら
こ
こ
は
『
開
元
種
』
が
正
し
い
。

十
逼
本
『
遁
典
』
に
は
「
有
」
の
字
な
し
。

『
遁
典
』
に
は
「
者
」
の
字
な
し
。

冒11

護

皇
帝
、
使
ひ
を
遣
は
し
蕃
に
詣
り
て
第
を
宣
せ
し
む

前
一
日
、

事
を
執
る
者
、
使
者
の
次
を
大
門
の
外
道
の
東
に
設
け
、
南
向
せ
し
む
。

面
す
。
使
者
、
女
を
出
づ
れ
ば
、
事
を
執
る
者
、
使
者
を
引
き
て
大
門
の
外
の
西
に
立
た
し
め
、
東
向
せ
し
む
。
使
副
は
使
者
の
西
南
に
立

ち
、
節
を
持
す
る
者
は
使
者
の
北
に
立
ち
、
や
や
退
き
、
令
史
二
人
、
詔
書
の
案
を
封
奉
し
て
使
副
の
西
南
に
立
ち
、
倶
に
東
面
す
。

其
の
目
、
使
者
至
ら
ば
、
事
を
執
る
者
引
き
て
衣
に
就
か
し
む
。
使
者
以
下
は
倶
に
公
服
。
蕃
主
は
朝
服
も
て
東
階
の
東
南
に
立
ち
、
西

261 
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事
を
執
る
者
、
蕃
主
を
引
き
て
、
使
者
を
門
外
の
南
に
迎
へ
、
北
面
し
て
再
奔
せ
し
む
。
使
者
、
奔
に
答
へ
ず
。
事
を
執
る
者
、
使
者
を

引
き
て
入
り
、
節
を
持
す
る
者
前
導
し
、
案
を
持
す
る
者
、
之
に
次
ぎ
、
門
を
入
り
て
左
す
。
使
者
、
階
の
聞
に
詣
り
、

南
面
し
て
立
つ
。

簡
を
持
す
る
者
は
使
者
の
東
に
立
ち
、
や
や
南
し
て
西
面
し
、
使
副
は
使
者
の
西
南
に
立
ち
、
案
を
持
す
る
者
は
〔
使
副
の
西
南
に
立
ち
、

倶
に
東
面
す
。
事
を
執
る
者
、
蕃
主
を
引
き
て
入
り
、
〕
使
者
の
南
に
立
ち
て
北
面
せ
し
む
。

節
を
持
す
る
者
、
節
衣
を
脱
す
。
案
を
持
す
る
者
、
使
副
の
前
に
進
み
、
使
副
、
詔
書
を
取
り
、
案
を
持
す
る
者
、
退
き
て
位
に
復
す
。

使
副
進
み
て
使
者
に
授
け
、
退
き
て
位
に
復
す
。
使
者
稽
す
、

「詔
有
り
」
と
。
蕃
主
再
奔
す
。
使
者
、

詔
を
宜
し
詑
ら
ば
、
蕃
主
ま
た
再

奔
す
。
事
を
執
る
者
、
蕃
主
を
引
き
て
使
者
の
前
に
進
み
、
北
面
し
て
詔
書
を
受
け
、
退
き
て
東
階
の
東
南
に
立
ち
、
西
面
せ
し
む。

伺

節

を

持

す
る
者
、
節
衣
を
加
ふ
。
事
を
執
る
者
、
使
者
を
引
き
、
節
を
持
す
る
者
前
導
し、

案
を
持
す
る
者
、
之
に
次
ぎ
、
出
で
て
門
外

の
位
に
復
す
。
事
を
執
る
者
、
蕃
主
を
引
き
て
、
大
門
の
外
に
奔
迭
す
。
使
者
、
次
に
還
ら
ば
、
事
を
執
る
者
、
蕃
主
を
引
き
て
入
る
。

(4) 
以
上
が
「
皇
帝
一
遣
使
詣
蕃
宣
第
」
儀
酷
で
あ
る
。
式
決
第
を
段
落
ご
と
に
整
理
し
て
み
れ
ば
、

ω式
前
日
の
準
備
、
唐
皇
帝
か
ら
の
使
者
の

席
次
を
儀
式
曾
場
の
門
外
に
設
置
す
る、

ω式
首
日、

ま
ず
蕃
主
は
東
階
の
東
南
か
ら
西
面
し
、

皇
一一
帝
使
者
は
門
外
の
西
よ
り
東
面
し
、
襲
則

的
に
東
西
針
面
の
位
置
関
係
を
と
る
、

ω蕃
主
は
門
外
に
出
て
北
面
し
て
皇
帯
使
者
を
迎
え
、
皇
帝
使
者
は
入
場
し
て
階
の
聞
に
南
面
し
て
位

置
を
占
め
、
つ
い
で
蕃
主
も
入
場
し
て
皇
帝一
使
者
と
南
か
ら
北
面
し
て
向
か
い
合
う
、

ω皇
帝
使
者
は
詔
を
宣
し
、
お
わ
れ
ば
蕃
主
は
詔
書
を

受
け
取
り
、
東
階
の
東
南
に
戻
っ
て
西
面
す
る
、
制
皇
帝一
使
者
は
退
場
し
、
蕃
主
は
そ
れ
を
門
外
に
迭
り
、
皇
帝
使
者
が
門
外
の
席
次
に
就
け

ば
、
蕃
主
は
舎
場
に
入
っ
て
儀
式
は
終
了
す
る
、
の
ご
と
く
で
あ
る
。

- 56ー

さ
て
、
本
儀
式
次
第
に
は
「
東
階
」

「階
開
」
が

登
場
す
る
が

」
れ
は
文
字
ど
お
り
東
西
に
並
ぶ
二
本
の
階
段
の
こ
と
で
、

他
の
儀
式

〈例
え
ば
前
掲
賓
躍
の

「
蕃
主
来
朝
遺
使
迎
努
」
儀
躍
や

「皇
脅
遺
使
戒
蕃
主
見
目
」
儀
雄
〉
を
参
考
に
す
れ
ば
、

ハ

n〉

お
り
、
門
は
そ
の
北
側
に
設
定
さ
れ
て

い
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
る
と、

木
儀
式
開
始
時
に
お
け
る
蕃
主
の
基
本
的
位
置
、
す
な
わ

こ
の
東
西
の
階
段
は
南
北
に
延
び
て
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口口

日
目

ち
「
東
階
の
東
南
」
と
は
、
東
の
階
段
の
階
上
で
西
面
す
る
こ
と
に
な

り
、
蕃
主
は
そ
こ
か
ら
階
下
に
降
り
て
皇
帝
使
者
を
迎
え
る
こ
と
に
な

る
。
そ
し
て
、

式
次
第
を
一
讃
し
て
解
る
と
お
り
、
本
儀
式
で
は
あ
ら
か

じ
め
蕃
主
が
儀
式
舎
場
に
い
る
こ
と
が
大
前
提
と
な

っ
て
お
り、

蕃
主
が

唐
皇
一
帝
か
ら
涯
遣
さ
れ
て
き
た
使
者
を
迎
え
入
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ

は
東
西
封
面
の
場
合
は
西
面
す
る
側
を
「
主
」
、
東
面
す
る
側
を
「
客
」
と

(

m

A

)

 

す
る
中
園
の
穫
制
上
の
位
置
関
係
と
も

一
致
す
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は、

賓
躍
「
蕃
主
来
朝
蓮
使
迎
努
」
犠
雄、

「皇
帝一
蓮
使
戒
蕃
主
見
日
」
儀
雄

の
式
次
第
で
も
同
様
で
あ
り
、
本
儀
式
は
そ
れ
ら
賓
躍
二
儀
穫
と
櫨
思
想

- 57ー

の
基
本
的
部
分
に
お
い
て
完
全
に
符
抗
す
る

の
で
あ

る。

〔
語
圏
梓

・
校

異
〕
の
①
、

⑧
、
⑨
で
は
、
こ
う
し
た
黙
を
踏
ま
え
て
訂
正
の
可
能
性
や

解
穫
を
示
し
た
が
、
今
は
な
る
べ
く
式
次
第
に
沿
っ
て
本
儀
式
を
概
念
闘

化
し
て
み
れ
ば
、
園
ー
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

園 1

本
「
皇
帝
遣
使
詣
蕃
宣
第
」
儀
穫
で
は
、
詔
書
の
受
け
手
は

一
貫
し
て

「
蕃
主
」

と
表
現
さ
れ
る
が
、
す
で
に
前
節
で
も
見
た
と
お
り
、
賓
撞
で

は
ま
ず
蕃
主
を
封
象
と
し
て
式
次
第
が
設
定
さ
れ、

「
蕃
使
」
の
場
合
は

そ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
賓
躍
中
に
見
え
る
王
言
の
全

て
が
外
園
使
節
に
射
す
る
園
書
の
宜
賜
に
ふ
さ
わ
し
く
は
な
く
、
さ
ら
に

は
『
大
唐
開
元
種
』
の
賓
種
以
外
の
部
分
を
検
索
し
て
も
、
外
園
に
封
す
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る
王
言
宣
賜
が
規
定
さ
れ
て
い
る
儀
式
は
、
本
儀
躍
以
外
に
は
見
営
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
諸
外
園
か
ら
の
使
節
に
劃
し
て
数
限

り
な
く
賜
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
唐
の
園
書
と
は

そ
れ
は
本
儀
躍
に
則
っ
て
授
興
さ
れ
た
可
能
性
が
最
も
高
い
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

。

v
Q
 

儀
式
曾
場
の
問
題

「皇
帝
遣
使
詣
蕃
宣
勢
」
儀
躍
に
た
ど
り
着
い

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
儀
躍
を
唐
の
園
書
授
興
儀
穫
と
決
め
つ
け
る
に
は
、
買
は
ま
だ
問
題
が
残
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
そ
も

使
ひ
を
遣
は
し
、
蕃
に
詣
り
て
労
を
宣
せ
し
む
」

と
い
う
も
の
で
あ
り
、

前
節
ま
で
で
、
唐
が
外
園
か
ら
の
使
節
に
園
書
を
授
興
す
る
儀
躍
の
最
有
力
候
補
と
し
て
、

こ
の
題
名
を
素
直
に
受
け
取
れ

そ
も
同
儀
躍
の
題
名
は
「
皇
帝
、

ば
、
「
唐
側
が
使
者
を
外
固
に
涯
遣
し
、
そ
の
園
の
元
首
に
唐
皇
一
帝
か
ら
の
筋
立
等
の
詔
敷
を
宣
授
す
る
儀
嘩
」
と
も
解
樟
さ
れ
得
る
か
ら
で

〈

川

品

)

あ
る
。
そ
う
解
し
た
場
合
に
は
、
本
儀
種
は
外
園
で
行
わ
れ
る
儀
式
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
式
次
第
で
園
書
授
興
の
封
象
が
「
蕃
主
」
と
し
か

表
現
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
こ
と
、
蕃
主
が
主
人
の
立
場
で
唐
使
者
を
迎
え
る
こ
と
の
二
貼
は
、
む
し
ろ
嘗
然
の
こ
と
と
し
て
無
理
な
く
理
解
で
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き
ょ
う
。
た
だ
し
、

そ
う
し
た
利
黙
が
あ
る
一
方
で
、

そ
の
よ
う
に
解
律
し
た
場
合
に
は
、

「務
を
宣
す
」
と
い
う
儀
式
標
題
は
そ
ぐ
わ
な
い

と
い
う
短
所
も
ま
た
同
時
に
生
じ
て
く
る
。

と
こ
ろ
で
、

唐
側
か
ら
の
使
節
が
外
園
に
涯
遣
さ
れ
た
場
合
、
唐
皇
一
帝
か
ら
の
詔
殺
が
そ
の
閣
の
代
表
者
に
「
宜
し
」
て
授
輿
さ
れ
る
こ
と

は
疑
い
な
い
。

『
奮
唐
書
』
巻
一
九
七
、

南
詔
停
に
は
、

徳
宗
の
貞
元
九
年
〈
七
九
三
〉
、

唐
の
使
節
と
し
て
南
詔
轡
に
赴
い
た
巡
官
雀
佐
時

が
、
た
ま
た
ま
時
を
同
じ
く
し
て
吐
蕃
の
使
節
も
南
詔
を
訪
問
し
て
い
た
た
め
、
吐
蕃
に
ふ
た
ま
た
の
露
見
す
る
の
を
恐
れ
た
南
詔
王
の
弄
策

を
不
快
に
感
じ
、

わ
ざ
と
大
聾
で
詔
書
を
宣
し
た
と
い
う
エ
ピ
ソ

ー
ド
が
停
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、

こ
の
よ
う
な
外
闘
で
の
圏
雲
宣

授
t土

「
皇
帝
遣
使
詣
蕃
宣
務
」
儀
躍
に
則
し
て
行
わ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
蓄
唐
書
』
巻
一
九
五
、
週
紘
俸
に
は
、

粛
宗
乾
元
元
年
(
七
五
八
〉
に
、

寧
園
公
主
出
降
の
随
行
使
お
よ
び
英
武
威
遠
枇
伽
可
汗
加
立
使



と
し
て
廻
結
に
赴
い
た
漢
中
王
仰
の
事
績
が
載
せ
ら
れ
、
そ
こ
に
は
、

及
仰
至
其
牙
帳
、
枇
伽
閥
可
汗
衣
描
寅
抱
、
胡
帽
、
坐
於
帳
中
楊
上
、
儀
衡
甚
盛
。
引
岬
立
於
帳
外
。
:
:
:
岬
不
奔
而
立
。
可
汗
報
目
、

「
南
園
主
君
臣
有
躍
。
何
得
不
奔
。」

即
日
、
「
唐
天
子
以
可
汗
有
功
、
故
賂
女
嫁
興
可
汗
結
姻
好
。

可
汗
是
唐
家
天
子
女
婿
、
合

有
種
敷
。
量
得
坐
於
楊
上
受
詔
命
耶
。
」
可
汗
乃
起
奉
詔
、
便
受
加
命
。

〔
即
の
其
の
牙
帳
に
至
る
に
及
び
、
枇
伽
閥
可
汗
、
結
黄
抱
、
胡
帽
を
衣
て
、
帳
中
の
楊
(
こ
し
か
け
〉
上
に
坐
し
、

儀
衛
甚
だ
盛
ん
な

り
c

仰
を
引
き
て
帳
外
に
立
た
し
む
。
:
:
:
剛
、
奔
さ
ず
し
て
立
つ
。
可
汗
報
じ
て
日
く
、
君
臣
に
躍
有
り
。
何
ぞ
奔
さ

ざ
る
を
得
ん
や
」
と
。
師
日
く
、
「
唐
の
天
子
、
可
汗
に
功
有
る
を
以
て
、
放
に
女
を
勝
て
可
汗
に
嫁
輿
し
姻
好
を
結
ば
ん
と
す

0

・:

:
・
可
汗
は
是
れ
唐
家
の
天
子
の
女
婿
な
れ
ば
、
合
に
嘩
数
有
り
。
量
に
楊
上
に
坐
し
て
詔
命
を
受
く
る
を
得
ん
や
」
と
。
可
汗
乃
ち
起

「
雨
園
主
、

ち
て
詔
を
奉
じ
、
便
ち
加
命
を
受
く
。
〕

n
3
 

F
h
υ
 

と
あ
る
。
ま
た
、
同
書
巻
二
ハ
五
、
段
備
俸
に
は
、
憲
宗
元
和
年
間
(
八
O
六
J
八
二

O
〉
に
や
は
り
週
絃
に
使
い
し
た
股
備
が
嘗
地
で
遭
遇
し

た
こ
と
と
し
て
、

〈
股
備
)
既
至
虜
庭
。
可
汗
初
待
漢
使
、
盛
陳
兵
甲
、
欲
巨
漢
使
而
不
答
奔
。
佑
堅
立
不
動
。
宣
識
畢
、
可
汗
責
其
倍
、
宣
言
欲
留
而
不

遣
。
行
者
皆
催
、
街
謂
虜
使
日
、
「
可
汗
是
漢
家
子
婿
。
欲
坐
受
使
臣
奔
、
是
可
汗
失
躍
。

非
使
臣
之
信
也
。
」
可
汗
偉
其
一言
、
卒
不
敢

逼。〔(
股
備
)
既
に
虜
庭
に
至
る
。
可
汗
初
め
漢
使
を
待
す
る
に
、
盛
ん
に
兵
甲
を
陳
し
、
漢
使
を
臣
と
せ
ん
と
欲
し
て
奔
に
答
へ
ず
。
備
、

き
ょ

堅
く
立
ち
て
動
か
ず
。
宣
議
畢
り
て
、
可
汗
、
其
の
偲
(
お
ご
り
)
な
る
を
責
め
、
宣
し
て
留
め
て
蓮
ら
ざ
ら
ん
と
欲
す
と
言
ふ
。

行

者
み
な
擢
る
に
、
備
、
虜
使
に
謂
ひ
て
日
く
、
「
可
汗
は
是
れ
漢
家
の
子
婿
な
り
。
坐
し
て
使
臣
の
奔
を
受
け
ん
と
欲
す
る
は
、
是
れ

可
汗
櫨
を
失
へ
り
。
使
臣
の
倍
に
非
ざ
る
な
り
」
と
。
可
汗
、
其
の
言
を
惇
り
、
卒
に
敢
て
逼
ら
ず
。
〕

265 

と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
い
ず
れ
も
、
唐
側
の
使
者
は
皇
一
帝
の
詔
殺
を
停
達
す
る
に
際
し
て
唐
躍
を
守
ら
ん
と
し
、

一
方
外
園
側
は
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自
園
の
躍
に
従
っ
て
そ
れ
を
受
け
よ
う
と
し
、
そ
の
雨
者
が
樹
立
し
た
こ
と
を
俸
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

唐
か
ら
涯
遣
さ
れ
て
き
た
使
節
を
ど
の
よ
う
に
待
遇
す
る
か
は
、
嘗
然
な
が
ら
各
園

・
各
民
族
に
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
も
て
な
し
作
法
が
あ
っ

た
は
ず
で
あ
る
。

例
え
ば
、
園
書
を
受
け
取
る
儀
式
で
は
な
い
が
、
宴
舎
儀
穫
に
つ
い
て
見
て
み
れ
ば
、

『
蓄
唐
室
百
』
巻
一
九
六
上

吐
蕃
惇

上
に
は
、宴

異
園
賓
客
、
必
躯
第
牛
、
令
客
自
射
牲
以
供
能
。

〔
異
園
の
賓
客
を
宴
す
る
に
、

必
ず
麓
牛
を
掘
り
、
客
を
し
て
自
ら
牲
を
射
さ
し
め
、
以
て
供
僕
す
。〕

と
あ
り
、
同
盟
国
巻

一
九
四
上
、
突
阪
俸
上
に
は
、
開
元
二
二
年
(
七
二
五
)
に
玄
宗
が
涯
遣
し
た
使
節
に
封
し
て
、

小
殺
輿
其
妻
及
閥
特
勤

・
敬
欲
谷
等
、
環
坐
帳
中
設
宴。

〔
小
殺
、
其
の
妻
及
び
閥
特
勤

・
敵
欲
谷
等
と
と
も
に
、
帳
中
に
環
坐
し
て
宴
を
設
く
。
〕

と
い
う
も
て
な
し
を
し
て
、

そ
の
席
上
で
雨
園
家
の
意
志
変
換
を
行
っ
て
お
り
、
ま
た
同
書
、
週
紘
俸
に
は
、
代
宗
涯
遣
の
使
者
が
帳
前
に
て
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舞
踏
し
な
か
司
た
た
め
、
週
紹
可
汗
が
使
者
を
訪
問
し
た
と
い
う
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
週
結
俸
に
は
、
唐
が
長
慶
二
年

彼
女
を
可
敦
に
加
立
し
た
際
の
儀
式
が
載
せ
ら
れ
て
お
り
、

が
棲
に
昇

っ
て
東
面
し
て
坐
し
、

公
主
は
棲
下
の
艶
上
に
て
「
胡
法
」
を
数
わ
り
、
輿
に
乗
っ

て
日
の
方
向
に
九
回
轄
り
、

(八
一一二
)
に
太
和
公
主
を
週
紘
に
迭

っ
て
、

そ
れ
に
よ
れ
ば
、

ま
ず
廻
紘
可
汗

そ
の
後
昇
復
し
て

可
汗
と
と
も
に
東
面
し
て
坐
し
、
群
臣
の
朝
謁
を
受
け
た
と
い
う。

ま
た
、

わ
が
園
の
例
を
見
て
も
、

『
延
喜
式
』
巻
四
六、

左
衛
門
府
、

大
儀
の
僚
に
は
「
元
日、

聞
位
及
び
蕃
園
使
の
表
を
受
く
る
を
謂

ふ
」
と
注
さ
れ
、

日
本
で
は
外
園
使
節
の
園
書
を
受
け
る
儀
式
の
犠
衡
は
こ

の
大
儀
で
行
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
近
衛
兵
は
曾
昌
門
の
内

外
、
鹿
天
門
外
、
朱
雀
門
外
等
の
竜
尾
道
以
南
の
諸
門
に
配
置
さ
れ
、
天
皇
は
後
殿
に
御
す
の
で
あ
り
、
外
園
使
節
は
南
側
か
ら
北
上
し
て
入

(

お

)

場
し
、
天
皇
は
南
面
し
て
位
置
す
る
と
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
唐
か
ら
の
使
節
や
公
主
を
迎
え
入
れ
、
も
て
な
す
儀
式
は
、
各
民
族
固
有
の
作
法
に
よ

っ
て
執
り
行
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ



し
て
そ
れ
は
圏
書
の
奔
受
に
お
い
て
も
や
は
り
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
問
題
の

「
皇
帝
蓮
使
詣
蕃
宣
第
」
儀

躍
が
外
圏
で
の
園
書
停
達
儀
櫨
を
規
定
し
た
も
の
だ
と
解
し
得
る
唯

一
の
蔑
さ
れ
た
道
は
、
外
園
側
の
理
念
は
と
も
か
く
、
唐
側
の
立
場
と
し

て
は
、
唐
の
使
者
が
外
地
に
赴
い
て
園
書
を
俸
達
す
る
際
に
は
、
あ
く
ま
で
も
そ
れ
は
同
儀
穫
に
基
づ
い
て
施
行
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
理
念

を
も
っ
て
お
り
、

し
た
が
っ
て
そ
れ
が
『
開
元
雄
』
に
も
反
映
さ
れ
、
式
次
第
が
規
定
さ
れ
て
い
た
、

と
す
る
考
え
方
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
同
儀
躍
の
式
次
第
に
よ
れ
ば
、

そ
こ
に
は
南
北
に
延
び
る
二
本
の
階
段
が
東
西
に
、

そ
の
北
方
に
門
が
用
一意
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
大
前
提
と
な
っ
て
お
り
、
蕃
主
は
東
の
階
段
上
に
西
面
し
て
位
置
を
占
め
て
か
ら
、
犠
式
が
開
始
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
外
園
で
執
り
行

わ
れ
る
儀
式
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
細
部
に
至
る
ま
で
を
決
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。

い
さ
さ
か
極
論
で
は
あ
る
が
、
~ 

'--

う
し
た
階
段
が
、

例
え
ば
北
方
遊
牧
民
族
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
こ
と
は
、
唐
側
は
十
分
承
知
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
同
儀
躍
を
外
闘
で

の
儀
式
次
第
と
と
ら
え
る
と
、
今
度
は
唐
圏
内
で
外
園
使
節
に
園
書
を
授
興
す
る
儀
躍
が
存
在
し
な
く
な
っ
て
く
る
。
唐
三
百
年
を
通
じ
て
、
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唐
の
使
節
が
外
固
に
涯
遣
さ
れ
る
よ
り
は
、
逆
に
外
園
使
節
が
唐
に
涯
遣
さ
れ
て
く
る
場
合
の
方
が
質
際
に
は
は
る
か
に
多
か
っ
た
は
ず
で
あ

り
、
そ
の
際
に
唐
の
圏
書
が
授
興
さ
れ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
と
す
れ
ば
、
肝
心
の
圏
内
で
の
式
決
第
を
規
定
せ
ず
に
、
圏
外
で
の
そ
れ
を
規

定
し
て
お
く
と
見
る
の
は

い
か
に
唐
が
園
際
一
帝
園
で
あ
ろ
う
と
も、

や
は
り
不
自
然
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
慣
に
、
外
闘
で
唐
の
園
重
一
一同が

授
興
さ
れ
る
際
に

そ
れ
が
『
開
元
櫨
』

「
白
星
一
帝
遣
使
詣
蕃
宣
第
」
儀
躍
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
あ

く
ま
で
も
唐
圏
内
に
お
け
る
儀
躍
に
準
じ
て
行
わ
れ
た
結
果
、

(

M

m

)

 

で
あ
る
。

も
し
く
は
唐
の
儀
雄
規
定
が
周
進
諸
園
に
停
播
し
た
結
果
、

と
見
る
べ
き
な
の

さ
て
、

そ
れ
な
ら
ば
、
問
題
の
「
皇
帝
遣
使
詣
蕃
宣
勢
」
儀
躍
は
、

一
睦
唐
圏
内
の
何
慮
で
行
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
節
で
見
た
式
次

第
を
も
う
一
度
確
認
す
る
と
、
園
書
の
受
け
渡
し
そ
の
も
の
の
場
面
で
は
唐
皇
帝
か
ら
の
使
者
と
蕃
主
(
蕃
使
)
と
が
南
面
・
北
面
で
向
か
い

合
う
が
、

そ
れ
以
前
に
唐
の
使
者
を
迎
え
る
蕃
主
(
蕃
使
)
は
舎
場
の
東
階
上
で
西
面
し
て
待
ち
受
け
、

し
て
蕃
主
(
蕃
使
)
の
出
迎
え
を
受
け
る
。
く
り
返
し
て
い
う
が
、

唐
の
使
者
側
は
門
外
の
西
に
て
東
面

267 

」
の
東
西
の
劉
面
関
係
は

蕃
主
(
蕃
使
)
側
が
「
主
」
、
皇
帝
使
者
側
が
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同
儀
穫
は
、

る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
唐
の
都
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
得
る
空
間
と
し
て
は
、
鴻

「
客
」
の
立
場
に
立
つ
主
客
関
係
を
示
す
。
す
な
わ
ち
、

蕃
主
(
蕃
使
)
側
が
主
の
立
場
に
立

っ
て
唐
皇
帝
の
使
者
を
迎
え
入
れ

艦
寺
・
鴻
脂
客
館
以
外
に
は
想
定
で
き
な
い
。
事
賞
、

『
奮
唐
書
』
各
一
九
九
上
、

新
羅
俸
に
は

元
和
三
年
(
八

O
八
)
の
こ
と
と
し
て
、

新
羅
の
使
節
金
力
奇
が

「
貞
元
二
ハ
年
(
八
O
O〉
に
唐
は
新
羅
の
金
俊
畠
を
新
羅
王
に

そ
の
母
申
氏
を
太
妃
に
、

妻
叔
氏
を
王
妃
に
立

て
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
金
俊
畠
の
死
去
に
よ
っ
て
そ
の
加
立
は
賀
行
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
現
在
中
書
省
に
保
管
さ
れ
て
い
る
そ
の
加
書
を

受
け
取
っ
て
間
開
園
し
た
い
」
と
申
し
出
た
と
こ
ろ
、
憲
宗
は
そ
れ
に
劃
し
て
、

金
俊
昌
等
加
、
宜
令
鴻
艦
寺
於
中
書
省
受
領
、

至
寺
宣
授
興
金
力
奇
、
令
奉
野
園
。
伯
賜
其
叔
彦
昇
門
戟
、
令
本
園
準
例
給
。

〔
金
俊
畠
等
の
加
は
、

宜
し
く
鴻
臆
寺
を
し
て
中
書
省
よ
り
受
領
せ
し
め
、
寺
に
至
ら
ば
宣
し
て
金
力
奇
に
授
興
し
、
奉
じ
て
園
に
婦
ら

し
め
よ
。
の
り
て
其
の
叔
彦
昇
に
門
戟
を
賜
い
、
本
園
を
し
て
例
に
準
じ
て
給
せ
し
め
よ
。〕

れ
る
こ
と
と
、

そ
の
儀
式
含
場
が
鴻
脇
寺
(
お
そ
ら
く
は
鴻
雌
客
館
)
で
あ
っ
た
こ
と
が
、

あ
ら
た
め
て
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
本
文
中
末
尾
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と
い
う
敷
を
鼓
し
て
い
る
(『唐
舎
要
』
径
九
五
、
新
羅
の
僚
、
ほ
ぼ
同
文
)
。

」
の
新
羅
使
節
の
ケ
l
ス
に
よ
っ
て
、
図
書
は

「
宣
し
て
授
興
」
さ

部
分
の
「
門
戟
」
と
は
、
威
儀
附
け
の
た
め
に
宗
廟
・
宮
殿
そ
の
他
の
公
門
に
列
せ
ら
れ
る
戟
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
付
興
さ
れ
た
と
い
う
だ
け

で
、
新
羅
に
蹄
っ
て
か
ら
唐
躍
に
従

っ
て
園
書
停
達
儀
瞳
を
執
行
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
と
ま
で
は
解
せ
な
い
。

唐
代
の
鴻
脇
寺
で
は
、
貞
元
五
年
〈
七
八
九
〉

同
六
年
(
七
九
O
〉、

太
和
七
年
(
八
一
三
二
)
に
、

可
汗
死
去
を
俸
え
に
来
た
ウ
イ
グ
ル
使
者

に
劃
す
る
弔
問
の
儀
が
行
わ
れ
て
お
り
(
『沓
唐
書
』
週
絃
俸
)
、

ま
た
粛
宗
朝
に
は
吐
蕃
使
節
と
の
聞
に
、
血
を
歌
っ

て
蕃
戎
の
艦
を
申
す
盟
誓

こ
れ
ら
を
参
考
に
し
て
み
て
も
、
外
園
使
節
に
封
し
て
園
書
が
授
輿
さ
れ
る
場
と
し
て
は
、
鴻
醐
寺
も

の
儀
が
行
わ
れ
て
い
る
(
同
吐
蕃
俸
)
。

し
く
は
そ
の
付
属
客
館
た
る
鴻
鵬
客
館
が
最
も
ふ
さ
わ
し
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
な
ら
ば

「
皇
帝
遣
使
詣
蕃
宣
第
」
儀
躍
は
な
ぜ
賓
躍
で
は
な
く
、
嘉
嘩
に
置
か
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
、
唐
の
五
雄
(
吉

躍
・
賓
躍
・
軍
謹
・
嘉
隆
・
凶
雄
)
の
う
ち
、
士
口
撞
は

「皇一
一帝
多
至
杷
圏
丘
L

「
皇
帝
正
月
上
辛
祈
穀
子
園
丘
」
等
の
よ
う
に
、

皇
帝一
が

「天
子」



遣
使
詣
蕃
宣
労
」
の
前
後
に
は
「
宣
教
書
」

と
し
て
行
う
儀
薩
を
集
大
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
劃
し
て
、
嘉
躍
は
「
皇
帝一」

と
し
て
の
立
場
で
行
う
儀
躍
が
中
心
で
あ
り
、

「霊
臣
奉
参
起
居
」

「
皇
帝

「皇
一帝
遁
使
諸
州
宣
教
書
」

「皇
帝
遣
使
諸
州
宣
制
第
舎
」

「
諸
州
上
表
」
等
が
集
め
ら
れ
て
い
る
。

と
す
れ
ば
、
外
園
使
節
へ
の
園
書
も
あ
く
ま
で
も
詔
殺
と
し
て
出
さ
れ

「
重
臣
詣
闘
上
表」

「皇
帝
遣
使
宣
撫
諸
州
」

る
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
は
使
節
接
待
を
規
定
し
た
賓
櫨
に
置
く
の
で
は
な
く
、
百
官
・
諸
州
へ
の
王
命
と
同
列
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と

理
解
さ
れ
よ
う
。

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
も
う
一
度
問
題
の
「
皇
帝一
遣
使
詣
蕃
宣
第
」
と
い
う
儀
式
題
名
を
見
て
み
る
と
、
こ
れ
は
皇
帝
が
使
者
を

「
蕃

主
・
蕃
使
の
滞
在
場
所
」
に
迭
り
、

遠
路
は
る
ば
る
使
節
を
涯
遣
し
て
き
た
こ
と
に
射
し
て
「
第
い
を
宣
す
る
」
の
意
と
解
し
て
、

大
過
な
か

ろ
う
。
同
儀
式
題
名
は
、
『
逼
典
』
巻

一
三
O
、
開
元
躍
纂
類
二
五
は
問
題
名
と
し
、

『
六
典
』
巻
四
、
撞
部
所
載
の
櫨
目
篇
名
に
は
、

『
新
唐
書
』
櫨
繁
志
に
は
櫨
名
の
記
載
は
な
い
。

し
台、

し

四
日
嘉
種
、
其
儀
有
五
十
。
:
:
:
四
十
七
日
、
遣
使
慰
労
諸
蕃
。

〈

幻

)

と
あ
る
。
む
し
ろ
こ
の
『
六
典
』
の
篇
名
の
方
が
、

よ
り
寅
情
に
近
い
の
で
あ
る
。
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四

外
園
使
節
の
活
動
に
お
け
る
諸
儀
躍
位
置
づ
け
の
例

最
後
に
、
上
述
し
て
き
た
こ
と
に
基
づ
い
て
、
質
際
の
外
国
使
節
の
活
動
記
録
中
の
い
く
つ
か
に
、

唐
の
諸
儀
躍
を
位
置
づ
け
て
み
た
い
。

そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
唐
の
儀
嘩
運
用
の
あ
り
方
と
、
唐
土
で
の
遣
唐
使
の
動
向
に
封
す
る
理
解
が
一
一
層
深
ま
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ

る。
ま
ず
、

『
奮
唐
書
』
週
絶
俸
に
は
、
粛
宗
至
徳
二
年
(
七
五
七
)
に
ウ
イ
グ
ル
の
援
助
で
安
史
の
鋭
か
ら
長
安
が
回
復
さ
れ
た
時
の
こ
と
と

し
て
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及
粛
宗
還
西
京
、
十
一
月
葵
酉
、
葉
護
自
東
京
至
。
敷
百
官
於
長
楽
霧
迎
。
上
御
宣
政
肢
宴
第
之
。
葉
護
升
殿
、
其
徐
酋
長
列
於
階
下
、
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賜

錦

繍

緯

係

金

銀

器

皿

。

上

謂

日

、

「

能

魚

園

家

就

大

事

成
義
勇
者
、
卿
枯
一
寸
力
也
。
」
葉
護
奏
回
、

苑
。
今
且
須
鯖
霊
・
夏
取
馬
、

更
牧
宿
陽
、
討
除
残
賊
。
」
己
丑
、
詔
日
、
「
功
済
銀
難
、
義
存
邦
圏
、
高
里
絶
域
、

古
今
、
所
未
聞
也
。
週
紘
葉
護
:
:
:
可
司
空
、
仰
封
忠
義
王
、
毎
載
迭
絹
二
高
匹
至
朔
方
軍
。
宜
差
使
受
領
。
」

及
僻
蹄
蕃
、

「週
花
戦
兵
、
留
在
沙

一
徳
同
心
、
求
之

〔
粛
宗
の
西
京
に
還
る
に
及
び
、

十
一
月
美
酉
、

葉
護
、

東
京
よ
り
至
る
。

百
官
に
赦
し
て
長
楽
騨
に
迎
へ
し
む
。
上
、
宣
政
般
に
御

し
、
宴
し
て
之
を
努
ふ
。
業
護
、
殿
に
升
り
、
其
の
徐
の
酋
長
は
階
下
に
列
し
、
錦
繍
緒
川
杭
金
銀
器
皿
を
賜
ふ
。
貼
附
し
て
蕃
に
信
仰
る
に

及
び
、
上
調
ひ
て
日
く
、
「
能
く
園
家
の
痛
に
大
事
を
就
し
義
勇
を
成
す
は
、
卿
ら
の
力
な
り
」
と
。
葉
護
奏
し
て
回
く
、

「
週
紘
の

戦
丘
ハ
、
留
り
て
抄
苑
に
在
り
。
今
且
に
須
ら
く
霊

・
夏
に
蹄
り
て
馬
を
取
り
、

更
に
沼
陽
を
牧
め
、

討
ち
て
残
賊
を
除
く
べ
し
」
と。

己
丑
、
詔
し
て
日
く
、
「
功
は
銀
難
を
済
ひ
、
義
は
邦
固
に
存
し
、
高
里
絶
域
、
徳
を
一
に
し
心
を
同
じ
く
す
る
は
、

之
を
古
今
に
求

む
れ
ど
も
、
末
だ
聞
か
ざ
る
所
な
り
。

遡
紘
葉
護

・・

・
司
空
に
可
な
り
て
、
仰
り
て
忠
義
王
に
封
じ
、
毎
載
絹
二
寓
匹
を
迭
り
て
朔
方

軍
に
至
ら
し
め
ん
。
宜
し
く
使
ひ
を
差
し
て
受
領
す
ベ
し
」
と
。
〕
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と
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
判
長
楽
騨
で
の
出
迎
え
、

ω宣
政
殿
で
の
宴
舎
、
付
僻
去
の
躍
席
で
の
舎
話
、

ω詔
書
、
の
順
に
記
載
さ
れ
る
が
、

こ

の
う
ち
、
例
は
第
一
節
で
見
た
「
蕃
主
来
朝
遣
使
迎
勢
」
儀
瞳
で
あ
り
、

ωは
宴
曾
儀
雄
、
付
は
「
蕃
主
奉
見
」

に
印
し
て
行
わ
れ
る
奉
僻
の

穫、

ωが
園
書
一
宣
授
と
見
て
よ
い
。

ωの
詔
書
は
『
加
府
元
通
』
各
九
六
五
、
外
臣
部
封
加
三
に
採
録
さ
れ
て
い
る
。

次
に
、
わ
が
園
遣
唐
使
の
蹄
朝
報
告
を
見
て
み
よ
う
。

『
績
日
本
紀
』
巻
三
五
、

賀
範
九
年
(
七
七
八
)
十
月
乙
未
の
篠
所
載
、

賓
亀
遣
唐

使
の
小
野
滋
野
の
報
告
は
、

(

お

)

正
月
十
三
日
、
長
安
城
に
到
る
。
即
ち
外
宅
に
於
て
安
置
供
給
す
。
:
:
:
十
五
日
、
宣
政
敵
に
於
て
檀
見
す
。
天
子
御
せ
ず
。

是
の
日、

園
信
及
び
別
貢
等
の
物
を
進
む
。
天
子
、
非
分
喜
親
し
、
霊
臣
に
班
一
不
す
。
三
月
廿
二
日
、
延
英
殿
に
於
て
封
見
す
。
請
ふ
所
、
並
な
允

す
。
即
ち
内
裏
に
於
て
宴
を
設
く
。
官
賞
差
有
り
。
四
月
十
九
日
、
監
使
揚
光
耀
、
口
敷
を
宣
ベ
て
云
く
、
「
今
、
中
使
越
賓
英
等
を
遣

は
し
、
答
信
の
物
を
勝
て
日
本
闘
に
往
か
し
む
。
其
の
駕
船
は
揚
州
に
仰
せ
て
造
ら
し
む
。
卿
ら
、
之
を
知
れ
」
と
。
廿
四
日
、

事
皐
り



て
奔
僻
す
る
と
き
、
奏
し
て
云
く
、

ち贋

せ

ば

、

恐

ら

く

は

王

命

に

布

か

ん

」

と

。

少

し

許

り

の

答
信
の
物
有
り
。

む
。
道
義
の
在
る
所
、
以
て
第
と
痛
さ
ざ
れ
」
と
。
即
ち
銀
続
の
酒
を
賜
ひ
て
、
以
て
別
れ
を
惜
し
む
な
り
。
六
月
廿
四
日
、

揚
州
に
到

る。

て
ん

「
本
園
、
行
路
造
遠
に
し
て
、
風
漂
准
王
し
。
今
、
中
使
云
に
往
き
、
波
漢
を
冒
渉
し
て
、
高
一
一
期

殺
し
て
答
ふ
、

「脹、

今

賓
英
ら
を
差
し
て
押
迭
せ
し

と
記
さ
れ
、
同
行
し
た
大
伴
縫
人
の
十
一
月
乙
卯
僚
の
聞
朝
報
告
に
は
、

正
月
十
三
日
、
長
安
に
到
る
。
即
ち
内
使
越
賓
英
を
遣
は
し
て
、
馬
を
持
て
迎
接
し
、
外
宅
に
安
置
せ
し
む。

三
月
廿
四
日
、
乃
ち
龍
顔

に
劃
し
て
事
を
奏
す
。
四
月
廿
二
日
、
辞
見
し
て
首
路
す
。
殺
し
て
内
使
揚
光
耀
を
し
て
監
、
迭
し
、

揚
州
に
至
り
護
遣
せ
し
む
。

付
正
月
一
五
日
の
宣
政
殿
で
の
瞳
見
(
天
子
御
せ
ず
)
と
園
信

・
別
貢
の
進
呈、

ω三
月
二

一一日

(
大
伴
縫
人
報
告
で
は
二
四
日
)
の
延
英
般
で
の
針
見
、
付
同
日
の
内
裏
で
の
宴
、

ω四
月
一
九
日
の
監
使
揚
光
耀
の
口
数
、
付
二
四
日

の
僻
去
の
櫨
で
の
封
話
、
を
報
告
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
川
刊
は
お
そ
ら
く
は
先
掲

「
蕃
主
来
朝
遺
使
迎
勢
」
儀
躍
、

段
階
伺
の
朝
堂
で
の
宜

第
の
敷
を
受
け
る
瞳
に
相
蛍
し
、

ω川W
が
謁
見
、
宴
舎
儀
穫
、

そ
し
て

ωが
園
書
の
宣
授
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
の
蹄
途

に
闘
す
る
俸
達
で
あ
ろ
う
。

と
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、

賓
亀
遣
唐
使
は、

- 65-

ま
た
、

『
日
本
後
紀
』
巻
一
二
、
延
暦
二
四
年
(
八
O
五
〉
六
月
乙
巳
篠
所
載
、
延
暦
遣
唐
使
の
藤
原
葛
野
蹴
呂
の
聞
朝
報
告
に
は
、

(
延
暦
二
三
年
)
十
二
月
廿
一
日
、
上
都
の
長
築
廃
に
到
り
て
宿
す
。
廿
三
日
、
内
使
越
忠
、
飛
龍
家
細
馬
廿
三
匹
を
勝
て
週
来
し
、
兼

ね
て
酒
臓
を
持
し
て
宣
慰
し
、
駕
し
て
聞
ち
京
城
に
入
り
、
外
宅
に
於
て
安
置
供
給
す
。
:
:
:
廿
四
日
、
園
信
別
貢
等
の
物
、

監
使
劉
昂

敷
を
宣
し
て
云
く、

り
。
朕
、
殊
に
喜
歓
せ
り
。
時
寒
く
、
卿
ら
好
く
在
れ
」
と
。
廿
五
日
、
宣
化
殿
に
於
て
瞳
見
す
。

天
子
街
せ
ず
。
同
日
、
麟
徳
般
に
於

て

劃

見

す

。

請

ふ

所

並

な

允

す

。

官

賞

差

有

り

。

:

:

:

〈

唐

・

貞

元

〉
廿
一
年
正
月
元
日
、

合
元
般
に
於

に
附
し
て
天
子
に
謹
む
。

劉
昂
揚
り
衆
り
、

「
卿
ら

遠
慕
朝
貢
し
、

奉
準
す
る
所
の
物
、
極
め
て
是
れ
精
好
な

即
ち
内
裏
に
於
て
宴
を
設
く
。
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て
朝
賀
あ
り
。
二
日
、
天
子
不
裂
な
り
。
廿
三
目
、
天
子
薙
王
活
(
徳
宗
)
尉
ず
。

春
秋
六
十
四
。
:
:
:
二
月
十
日
、
監
使
高
口
問
宋
惟
澄
、
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答
信
物
を
領
し
て
来
る
。
兼
ね
て
使
人
に
告
身
を
賜
ひ
、
敷
を
宣
し
て
云
く
、

家
の
喪
事
に
遭
ひ
、
須
ら
く
緩
々
と
し
て
将
息
し
て
野
郷
す
べ
き
に
、
卿
ら
の
頻
り
に
早
く
鯖
ら
ん
と
奏
す
る
に
縁
り
、
蛮
に
因
り
て
纏

は
か

頭
物
を
賜
ひ
、
兼
ね
て
宴
を
設
く
。
宜
し
く
之
を
知
る
べ
し
。
本
郷
に
却
廻
し
、
此
の
園
喪
を
俸
へ
よ
。
相
ひ
見
え
ん
と
欲
す
る
を
擬
れ

「
卿
ら
、
本
園
の
王
命
を
衡
み
、
遠
来
し
て
朝
貢
す
。
園

ど
も
、
此
の
重
喪
に
縁
り
て
、
之
を
宜
し
く
す
る
を
得
ず
。
好
去
せ
よ
、
好
去
せ
よ
」
と
。
事
畢
り
て
首
途
す
。
敷
し
て
内
使
王
園
文
を

し
て
監
、
迭
し
、

明
州
に
至
り
て
護
遁
せ
し
め
ん
と
す
。

三
月
廿
九
日
、

越
州
永
寧
騨
に
到
る
。

越
州
は
印
ち
観
察
府
な
り
。

観
使
王
園

文
、
騨
舘
に
於
て
臣
ら
を
換
し
、
殺
害
の
函
を
附
し
て
、

便
ち
上
都
に
還
る
。

判
一
二
月
一

二

日
の
長
楽
騨
で
の
内
使
越
忠
の
迎
来
、

ω二
四
日
の
圏
信
・
別
貢
の
進
呈
と
皇
帝一
か
ら
の
返
答
の

敷、

ω二
五
日
の
宣
化
殿
で
の
檀
見
(
天
子
御
せ
ず
)
と
麟
徳
殿
で
の
封
見
、

ω同
日
の
内
裏
で
の
宴
、
付
翌
年
元
日
の
朝
賀
、

ω二
月

一
O

日
の
返
躍
品
の
授
興
と
宣
教
、
同
三
月
二
九
日
の
越
州
騨
館
で
の
穀
書
函
の
授
興
、
の
ご
と
く
で
あ
る
。
帥
は
東
郊
で
の
出
迎
え、

ωは
「
迎

労
」
儀
曜
の
朝
堂
で
の
宜
第
の
敷
、
付
の
謁
見
儀
躍
と

ωの
宴
曾
儀
躍
を
経
て
延
暦
遣
唐
使
は
付
元
日
朝
賀
の
儀
に
出
席
し
、
そ
し
て
本
来
は

宴
曾
儀
雄
で
行
わ
れ
る
返
櫨
品
授
興
が
そ
の
後
の
的
で
執
行
さ
れ
、
こ
の
遣
唐
使
は
園
書
を
鶴
岡
途
の
伺
越
州
騨
館
で
授
興
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
本
来
の
規
定
が
一
部
慶
更
し
て
儀
置
が
執
行
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
時
々
の
唐
側
の
都
合
や
携
蛍
責
任
官
吏
の
剣
断
も
あ
ろ
う
し
、

と
あ
る
。

整
理
す
れ
ば
、
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ま
た
唐
後
牢
期
の
制
度
の
弛
緩
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

の
圃
仁
の
も固
と仁
fこカL

前界
年じ
A た
尽丞
し 和
Tこ と音

量産
剣~:::..

E明
係モ
下ヰ t主廿 、

清23-
の'-"1." 

書 唐

禁芝
居諒
夫 i雇
そ詰
こ』

民農
四
年

八

九

正
月

日
の
{傑

な
お

揚
州
滞
在

今
月
(
開
成
三
年
十
二
月
〉
一
一
一
日
、
辰
の
時
、
長
楽
騨
に
到
る。

敷
使
迎
来
し
、
俸

へ
て
詔
聞
を
陳
べ
、
撞
賓
院
に
到
ら
し
め
、

兼
ね
て
朝

拝
畢
れ
り
。

と
記
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

こ
こ
に
い
う
長
楽
騨
で
の
救
使
の
迎
来
と
は

先
述
の

「
蕃
主
来
朝
遁
使
迎
第
」
儀
躍
が
「
遠
郊
に
於
て
鉱
労
す

そ
こ
で
述
べ
ら
れ
た
「
詔
問
」
は
前
掲
表
1
の
①
「
慰
労
の
制
」
で
あ
っ
て
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
を
園
書
の

る
」
形
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、



宣
賜
と
取
っ
て
は
な
ら
ず
、

よ
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

ま
た
兼
ね
て
行
わ
れ
た
「
朝
奔
」
も
「
迎
傍
」
儀
躍
の
靭
堂
で
の
宣
努
の
敷
を
受
け
る
穫
を
指
し
た
も
の
と
見
て

『
巡
櫨
行
記
』
開
成
四
年
二
月
二
四
日
の
僚
で
、
野
園
の
途
に
つ
く
た
め
に
長
安
か
ら
楚
州
に
戻

っ
て
き
た
大
使
藤
原

常
嗣
が
園
仁
に
再
曾
し
、
園
仁
の
天
蓋
山
巡
櫨
の
申
請
が
不
成
功
に
終
わ
っ
た
い
き
さ
つ
を
説
明
し
て
、

京
に
到
る
の
目
、

開
ち
請
盆
借
(
園
仁
〉
の
蓋
州
に
往
く
の
事
を
奏
す
る
に
:
:
:
賓
薩
使
云
ふ
、

「
未
だ
劃
見
せ
ざ
る
の
前
は
、

諸
事
奏

聞
す
る
を
得
ず
」
と
。

と
悔
述
し
て
い
る
と
お
り
、

承
和
遣
唐
使
の
皇
一
帝
謁
見
は
も

っ
と
後
日
の
こ
と
と
見
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る。

む

す

び

以
上
、
述
べ
て
き
た
こ
と
を
要
約
す
る
と
、

唐
王
朝
の
外
園
使
節
に
劃
す
る
圏
書
授
奥
の
儀
瞳
式
次
第
は
『
大
唐
開
元
瞳
』
賓
躍
中
に
は
規
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、

で
設
せ
ら
れ
る
一
七
種
の
主
言
も
全
て
園
書
の
宣
授
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。

ま
た
賓
種
諸
儀
瞳
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(2) 

そ
こ
で
、
賓
嘩
以
外
の
儀
曜
に
検
索
す
る
と
、
嘉
躍
「
皇一
帝
遁
使
詣
蕃
宣
努
」
儀
躍
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
儀
置
は
、
詔
書
を
持
参
し

た
唐
皇
帝
一
使
者
を
外
園
使
節
が
迎
え
入
れ
、
北
面
し
て
そ
の
宣
賜
を
受
け
、

皇
帝一
使
を
送
り
出
す
形
で
執
行
さ
れ
る
。

(3) 

同
儀
植
は
、

一
見
す
る
と
そ
の
篇
名
か
ら
、
外
国
に
涯
遣
さ
れ
た
唐
側
の
使
節
が
嘗
地
で
詔
書
を
宜
授
す
る
儀
式
と
受
け
取
ら
れ
が
ち

だ
が
、
そ
う
解
穫
す
る
と
、
唐
圏
内
で
外
園
使
節
に
園
書
を
宣
賜
す
る
儀
式
が
見
嘗
た
ら
な
く
な

っ
て
し
ま
う
こ
と
、
同
儀
式
に
は
階
段

や
門
等
の
準
備
が
あ
ら
か
じ
め
必
要
で
あ
り
、
諸
外
固
に
唐
が
そ
れ
を
求
め
た
と
は
考
え
に
く
い
こ
と
、

寅
際
に
は
諸
外
圏
で
は
こ
の
儀

式
ど
お
り
に
唐
使
節
か
ら
図
書
を
受
け
て
は
い
な
い
こ
と
、
等
の
黙
か
ら
、
同
式
次
第
は
唐
圏
内
で
の
執
行
規
定
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

そ
の
儀
式
舎
場
は
、
基
本
的
に
は
鴻
腫
客
舘
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ω
園
書
授
興
儀
櫨
や
賓
瞳
諸
儀
程
、
特
に
王
言
が
瑳
せ
ら
れ
る
場
面
を
整
理
す
る
と
、
史
書
に
採
録
さ
れ
る
外
交
上
の
王
言
が
い
か
な
る
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理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う。

そ
れ
に
よ
っ

て
唐
土
で
の
外
園
使
節
の
活
動
と
唐
の
劃
庭
の
し
か
た
を
よ
り
具
盤
的
に
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儀
抽
臨
場
面
で
渡
せ
ら
れ
た
も
の
か
が
限
定
さ
れ
、

の
ご
と
く
で
あ
る
。

註〈
1
〉

外
務
省
外
交
史
料
館

・
日
本
外
交
史
辞
典
編
第
委
員
合
編
『
日
本
外

交
史
僻
典
』
(
新
版
、
山
川
出
版
社
、

一
九
九
二
年
)
、

「外
交
文
書
」

「
外
交
文
書
の
形
式
」
等
の
項
。

〈
2
)

聖
徳
太
子
が
小
野
妹
子
に
託
し
て
惰
燭
喬
一
に
あ
て
た
図
書
は
特
に
有

名
で
あ
る
が
、
そ
の
他
に
は
、
唐
・
建
中
二
年
(
七
八

一
)
に
吐
蕃
に

あ
て
た
図
書
で
「
貢
献
」
「
賜
」
「
領
取
」
の
表
現
が
問
題
と
な
っ
た

事
例
(
『
沓
唐
書
』
径
一
九
六
下
、
吐
蕃
市
博
下
〉
を
穆
げ
て
お
く
。

(

3

)

『和
四
麿
書
』

吐
務
停
上
に
、
開
元

一
七
年
(
七
二
九
)
の
こ
と
と
し

て
、

締貝普
等
欣
然
諾
和
、
輩
出
貞
樹
以
来
前
後
救
書
、
以
示
。

と
あ
る
。

(

4

)

金
子
修
一

「
唐
代
の
園
際
文
書
形
式
に
つ
い
て
」
(
『
史
摩
雑
誌
』

第
八
三
編
第
一

O
鋭
、
一
九
七
四
年
〉
。

(
5
〉
中
村
裕
一
『
唐
代
制
教
研
究
』
(
汲
古
書
院
、

一
九
九
一

年
〉
、
第

二
章

「
慰
労
制
書
(
慰
努
詔
書
〉
」、

第
一
節
「
慰
勢
制
書
式
」
(
初
出

一
九
八
六
年
)
、
第
二
節
「
慰
労
制
書
の
起
源
」
(
同
一
九
八
八
年
)
、

第
三
節
「
慰
労
制
書
と
『
致
書
』
文
書
」
(
同
一
九
八
六
年
)
、
第
三

議

「救
書
」、

第
五
節
「
払
刑
事
救
書
」
(
同

一
九
八
O
年〉
、
第
六
節

「
論
事
殺
害
の
偲
逮
」
(
同
一
九
八

O
年
三

(
6
〉

中
野
高
行
「
慰
労
詔
書
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」
(
『
古
文
書
研
究
』

第
二
三
鋭
、
一
九
八
四
年
〉
、
同
「
慰
労
詔
書
の

『
結
語
』
の
袋
遜
に

つ
い
て
」

(『
史
皐
』
第
五
五
省
第
一
鋭
、
一
九
八
五
年
〉
。

(

7

)

丸
山
総
美
子
「
慰
労
詔
書

・
論
事
殺
害
の
受
容
に

つ
い
て
」

(『
延

喜
式
研
究
』
第

一
O
鋭
、
一
九
九
五
年
)
。
な
お
本
論
文
は
、
日
本
の

慰
労
詔
書

・
論
事
殺
害
の
縫
受
が
外
交
文
書
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
そ

の
本
来
的
機
能
(
臣
下
に
謝
す
る
褒
賞

・
慰
労

・
訓
誠
〉
に
あ
っ
た
こ

と
を
明
ら
か
に
す
る
貼
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
。

(

8

)

中
村
裕
一

「激
海
図
成
和
一

一
年
〈
八
四
一
〉
中
肇
省
牒
|
古
代
東

車
図
際
文
書
の

一
形
式
|」

(
『
唐
代
官
文
書
研
究
』
、
中
文
出
版
社
、

一
九
九
一

年
〉
。

田
島
公

「外
交
と
儀
雄
」
(
岸
俊
男
編
、
日
本
の
古

代
・
第
七
各
『
ま
つ
り
ご
と
の
展
開
』
、
中
央
公
論
社
、
一
九
八
六
年
)

も
参
照
。

(
9
〉

石
井
正
敏

「張
九
齢
作

『
救
溺
海
王
大
武
装
書
』

に
つ
い
て
」
令
朝

鮮
皐
報
』
第

一
一
一
一
鋭
、
一
九
八
四
年
〉
。

〈
日
)
古
畑
徹

「大
門
慈
の
亡
命
年
時
に
つ

い
て
|
唐
楊
紛
争
に
至
る
尚
海

の
情
勢
|
」
(
『
集
刊
東
洋
祭
』
第
五

一
鋭
、
一
九
八
四
年
)
、

「唐
鋤

紛
争
の
展
開
と
図
際
情
勢
」
(
同
第
五
五
貌
、
一

九
八
六
年
〉
、
「
張
九

齢
作
『
殺
崩
海
玉
大
武
襲
警
』
第

一
首
の
作
成
年
時
に
つ
い
て
|
「
大
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門
義
の
亡
命
年
時
に
つ
い
て
』
補
選
|
」
(
同
五
九
説
、
一
九
八
八

年
〉
、
「
張
九
齢
作
『
救
激
海
玉
大
武
裏
書
』
と
唐
激
紛
争
の
終
結
l
第

二
・
三
・
四
首
の
作
成
年
時
を
中
心
と
し
て
|
」
(
『
東
北
大
拳
東
洋
史

論
集
』
第
三
輯
、
一
九
八
八
年
〉
等
。

〈
口
〉
山
内
耳
目
次
「
唐
よ
り
見
た
八
世
紀
の
図
際
秩
序
と
日
本
の
地
位
の
再

検
討
」
(
『
績
日
本
紀
研
究
』
第
二
四
五
挽
、
一
九
八
六
年
)
。

(
ロ
〉
斉
藤
達
也
「
『
曲
江
集
』
所
牧
の
西
域
関
係
教
書
の
起
草
時
期
」
(
『
早

稲
田
大
準
大
泉
院
文
皐
研
究
科
紀
要
』
別
加
第
一
九
集
、
哲
皐
・
史
皐

編
、
一
九
九
三
年
〉
。

(
内
山
〉
前
者
の
立
場
に
立
つ
研
究
と
し
て
、
山
田
英
雄
「
日
・
唐
・
羅
・
溺

聞
の
図
書
に
つ
い
て
」
(
『
日
本
考
古
皐
・
古
代
史
論
集
』
、
吉
川
弘
文

館
、
一
九
七
四
年
)
を
、
後
者
と
し
て
は
、
森
公
章
「
古
代
日
本
に
お

け
る
封
唐
槻
の
研
究
」
〈
『
弘
前
大
皐
園
史
研
究
』
第
八
四
鋭
、

一
九

八
八
年
)
を
翠
げ
て
お
く
。
わ
が
園
遣
唐
使
の
園
書
持
参
・
非
持
参
の

問
題
を
扱
っ
た
論
考
は
枚
翠
に
暇
が
な
く
、
主
要
な
も
の
に
つ
い
て

は
、
拙
稿
「
唐
代
外
圏
使
の
皇
蕎
謁
見
儀
式
復
元
」
(
『
史
満
』
第
一

二
鋭
、
一
九
九
一
年
、
拙
者
『
唐
の
北
方
問
題
と
園
際
秩
序
』
、
汲士口

書
院
、
一
九
九
八
年
、
再
録
〉
、
註
(
8
〉
を
参
照
さ
れ
た
い
。

〈
M
〉
拙
稿
「
唐
の
鴻
雌
寺
と
鴻
腿
客
館
」
〈
『
古
代
文
化
』
第
四
二
容
第

八
説
、
一
九
九

O
年
)
、
「
唐
代
外
因
使
の
皇
帯
謁
見
儀
式
復
元
」
(
前

掲
〉
、
「
唐
代
朝
貢
使
節
の
宴
舎
儀
躍
に
つ
い
て
」
(
『
小
田
義
久
博
土

還
暦
記
念
東
洋
史
論
集
』
、
員
陽
社
、
一
九
九
五
年
、
以
上
い
ず
れ
も

前
掲
書
再
録
〉
。

(
日
〉
古
典
研
究
曾
『
大
唐
関
元
雄
l
附
大
唐
郊
記
録
|
』
(
汲
古
書
院
、

一
九
七
二
年
〉
所
枚
、
池
田
温
「
大
唐
開
元
種
解
設
」
、
参
照
。

(
日
〉
『
奮
唐
垂
直
』
巻
一
四
九
、
柳
田
知
停
、
二
ハ

O
、
李
朝
停
、
巻
一
七

一
、
李
漢
俸
、
各
一
八
七
下
、
忠
義
停
下
、
景
譲
体
、

等。

(
刀
)
前
掲
拙
稿
「
唐
の
鴻
腿
寺
と
鴻
腫
客
館
」
参
照
。

(
叩
同
〉
外
閣
使
節
の
僻
見
の
儀
式
は
、

『
六
典
』
巻
四
、
礎
部
膳
部
郎
中
の

僚
に
蕃
客
の
「
設
食
料
・
設
曾
料
」
の
規
定
が
見
え
る
の
で
、
食
料
が

供
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
り
、
あ
る
い
は
宴
品
目
儀
躍
に
準
ず
る
儀
式
が
行

わ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

(
四
)
前
掲
拙
稿
「
唐
代
外
園
使
の
皇
帯
謁
見
儀
式
復
元
」
参
照
。

(
却
〉
前
掲
拙
稿
「
唐
代
朝

Z

一貝
使
節
の
宴
曾
儀
躍
に
つ
い
て
」
参
照
。

(
幻
)
宋
版

『
加
府
元
勉
』
は
、
引
用
文
目冒
頭
の

「実
玉
」
を
「
実
鏡
雌
京
都

王
」
に
作
っ
て
お
り
、
『
奮
麿
書』

各

一
九
九
下
、
北
秋
、
実
俸
に
よ

れ
ば
、
李
大
輔
が
儀
袋
郡
王
に
加
封
さ
れ
た
の
は
開
元
三
年
、
彼
の
入

朝
は
開
元
五
年
の
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
文
中
に
「
猪
甘
臥
し
て
頗
る
阻

紹
を
成
し
・
:
:
」
と
あ
る
の
は
、
実
は
契
丹
と
表
裏
し
て
吉岡
宗
朝
以
来

唐
に
叛
服
を
繰
り
返
し
た
か
ら
で
あ
る
。

(
幻
)
前
掲
、
拙
稿
「
唐
の
鴻
腫
寺
と
鴻
脇
客
館
」
参
照
。

(
お
〉
岡
安
勇
「
中
園
古
代
史
料
に
現
わ
れ
た
席
次
と
皇
帝
西
面
に
つ
い

て
」
(
『
史
皐
雑
誌
』
第
九
二
編
第
九
説
、
一
九
八
三
年
)
。

(

M

A

)

中
村
裕

一
氏
は
、
『
唐
代
制
救
研
究
』
第
三
章
第
六
節
「
論
事
殺
害

の
俸
達
」
で
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た

「
皇
帝
一
遺
使
詣
蕃
宣
労
」
儀
薩
の

式
次
第
を
引
用
さ
れ
(
同
書
六
六
六
J
六
七

O
頁
)
、
同
儀
躍
を
、
唐

の
使
節
が
外
圏
で
図
書
を
停
淫
す
る
儀
式
と
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
根

援
は
、
①
貞
元
一

O
年
ハ
七
九
四
)
の
南
詔
で
の
唐
救
書
の
侍
逮

(『蟹

書
』
巻
一

O
〉
、
②
北
宋
・
宣
和
五
年
(
一
一
二
三
)

の
高
麗
で
の
詔

の
停
逮
(『宣
和
奉
使
高
麗
間
経
』
巻
二
五
、
受
詔
)
、
の
二
例
が
「
皇
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一
一
帝
遺
使
詣
蕃
宣
努
」
儀
雄
と
酷
似
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

(
お
)
日
本
の
卒
城
京
等
の
宮
殿
・
門
の
配
置
に
つ
い
て
は
、
岸
俊
男

「都

城
と
律
令
園
家
」
(
岩
波
講
座
『
日
本
歴
史
』
二
、
古
代
二
、
一
九
七

五
年
て
ま
た
朝
堂
院
概
念
闘
は
、
前
掲
日
本
の
古
代
・
第
七
各
『
ま

つ
り
ご
と
の
展
開
』
、一

O
三
頁
、
参
照
。

(
お
)
唐
躍
の
周
遊
諸
外
園
へ

の
傍
矯
に
つ

い
て
は
、

『
唐
曾
要
』
各
一
一一

六
、
蕃
夷
読
経
史
の
僚
に
、

(
開
元
)
二
十
六
年
六
月
二
十
七
日
、
溺
海
遺
使
求
潟
唐
躍
及
一
一
一

園
志
、
菅
書
、
三
十
六
図
春
秩
、

許
之。

と
あ
り
、
前
掲
中
村
氏
引
用
の
『
宣
和
奉
使
高
麗
園
経
』
に
も
、
そ
の

巻
八
、
人
物
の
僚
に
、

仰
稽
本
朝
官
制
、
而
以
開
元
種
参
之
。

と
見
え
る
。

(
幻
〉
前
掲

『
大
唐
開
元
躍
1

附
大
唐
郊
記
録
|』
、
池
田
温
氏

「
解
説
」

の
種
目
篇
名
は
「
遺
使
慰
労
諸
蕃
」
を
採
っ
て
い
る
。

〈
お
)
版
本
に
よ
っ

て
は
「
正
月
一
一
一
日
」
に
作
る
が
、
今
は
吉
川
弘
文
館
園

史
大
系
本
に
よ
る
。

(
m
m
〉

剣
官
長
容
高
名
の
係
従
、
白
鳥
村
主
清
与
の
こ
と
。
係
従
は
、
主
人

と
官
僚
制
的
に
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
人
格
的
に
結
び
つ
い
て
い
た
従

者
で
、
遣
唐
使
の
様
々
な
活
動
を
背
後
で
支
え
て
い
た
。
詳
細
は
、
石

野
雅
彦
「
遣
唐
使
の
中
の
係
従
(
係
人
)
|
『
入
唐
求
法
巡
膿
行
記
』

を
中
心
に

l
」
(
『
史
察
研
究
集
録
』
第
一
一
一
鏡
、
一

九
九
六
年
)
参

昭…。
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ON THE CEREMONY OF PRESENTING THE NATIONAL

　　　　

DOCUMENT國書BY THE TANG DYNASTY

IWAMI Kiyohiro

　　

Two kinds of studieshave been taken place concerning the sovereign's

message given to foreign envoys during the Tang Dynasty. The firstone

mainly focuses on the form of the message, while the other deals with the

international relations described in the contents. Therefore, they have not

clarifiedwhat kind of ceremony was held at the presentation of the message

to the foreign ｅｎｖｏｙＳ｡

　　

In the“Bin Ｌｉ”賓膿(Rituals of guest greeting) of the Tang, there

was no regulation over the way of the presentation. Although the Tang

Emperor was found to have uttered words to the envoys on 17 different

occasions, none of these words represented the presentation of the message｡

　　

If we look at other rituals besides the “Bin Ｌｉ”,we discover the

ceremony at which the words of the Emperor were read aloud and then

the message was presented to the envoys in the“Jia Li”嘉jii(Rituals of

greeting the subjects by the Emperor). Concerning the procedu「eof this

ceremony, the foreign envoys firstwelcomed the messenger sent by the

Tang Emperor, then received the diplomatic documents, and lastlysent out

the messenger.　This ceremony was held on the Tang territoryinstead of

the capitalsof foreign countries, and it was the ceremony of presenting the

Tang sovereign's message indeed. It was held at an assembly hall called

“Ying-bin Guan” 迎賓館, the guest palace. Through this concrete descrip-

tion of the ritual form, our understanding of the structure of the world of

East Asia is largely deepened.

２－


