
契
丹
・
宋
閒
の
國
信
使
と
儀
禮

古

松

崇

志

は
じ
め
に

一

國
信
使
の
旅

二

國
信
使
の
�
見
・
�
辭
儀
を
め
ぐ
っ
て

︱
︱
國
書
�
�
と
皇
�
・
國
信
使
對
面
の
儀
禮

(一
)

�
見
・
�
辭
儀
の


�

(二
)

對
等
國
儀
禮
の
創
出

三

契
丹
�
廷
に
お
け
る
儀
禮
の
場

(一
)

�
禮
場
�
の
變
�

(二
)

儀
禮
が
お
こ
な
わ
れ
る
空
閒

お
わ
り
に

は

じ

め

に

一
〇
〇
四
年

(契
丹
・
瓜
和
二
二
年
︑
宋
・
景
德
元
年
)
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
澶
淵
の
�
﹂
を
閲
結
し
た
契
丹
と
宋
の
兩
國
は
︑
軍
事
力
で
壓
倒
し
た

契
丹
が
每
年
の
歲
�
を
得
る
な
ど
實
質
上
は
上
位
に
立
っ
た
も
の
の
︑
た
が
い
に
擬
制
親
族
關
係
を
と
り
む
す
び
︑
相
手
を
皇
�
と
�
め
合
っ

て
名
分
上
は
對
等
な
關
係
と
な
っ
た
︒
兩
國
は
こ
の
あ
と
�
�
を
よ
く
�
守
し
て
︑
一
二
〇
年
ち
か
く
共
存
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒
か
く
も
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長
き
に
わ
た
る
兩
國
の
和
�
が
實
現
し
た
の
は
︑
兩
國
皇
�
が
�
奄
し
た
�
�
の
誓
書
に
お
い
て
︑
國
境
の
�
犯
禁
止
や
軍
事
施
設
の
�
營
禁

止
な
ど
軍
事
衝
突
を
抑
止
す
る
た
め
の
規
定
が
�
確
に
定
め
ら
れ
︑
雙
方
と
も
に
こ
れ
を
よ
く
守
り
︑
軍
事
力
の
使
用
を
回
�
し
た
か
ら
に
ほ

か
な
ら
な
い(1

)
︒

い
っ
ぽ
う
で
︑
そ
も
そ
も
特
定
の
人
閒
集
團
閒
あ
る
い
は
政
府
閒
で
︑
紛
爭
を
抑
止
し
て
�
和
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
は
︑
相
互
に
�
思

疎
�
を
お
こ
な
う
し
く
み
を
築
き
あ
げ
る
こ
と
が
肝
�
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
ひ
ろ
く
人
類
の
こ
れ
ま
で
の
步
み
を
見
わ
た
す
と
�
!
"
に

當
て
は
ま
る
︒
こ
の
點
で
︑
澶
淵
の
�
閲
結
以
後
の
契
丹
・
宋
兩
國
は
︑
友
好
關
係
を
持
續
"
に
維
持
す
る
き
わ
め
て
す
ぐ
れ
た
制
度
を
確
立

す
る
こ
と
に
成
功
し
た
︒

そ
う
し
た
制
度
の
う
ち
︑
兩
國
閒
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
で
の
實
務
�
涉
は
︑
國
境
%
く
の
兩
國
出
先
機
關
を
窓
口
に
し
て
﹁
牒
﹂

と
呼
ば
れ
る
�
書
を
頻
繁
に
作
成
・
�
奄
す
る
こ
と
で
お
こ
な
わ
れ
た(2

)
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
と
竝
ん
で
重
�
な
�
味
を
持
っ
た
の
が
︑
國
信
使
使

'
團
の
(
)
と
彼
ら
が
兩
國
�
廷
で
擧
行
し
た
儀
禮
で
あ
る
︒
國
信
使
と
は
︑
每
年
兩
國
皇
�
(契
丹
に
つ
い
て
は
皇
太
后
・
皇
后
を
含
む
)
の

あ
い
だ
で
正
旦
・
*
'
(皇
�
や
皇
太
后
・
皇
后
の
+
生
日
)
を
祝
賀
す
る
た
め
に
(
)
さ
れ
た
使
'
を
指
す
︒
使
'
團
の
規
模
は
︑
國
信
大
使

と
副
使
の
ほ
か
隨
行
員
を
含
め
る
と
︑
總
勢
お
よ
そ
一
〇
〇
人
に
も
-
し
た
︒
�
常
の
國
信
使
の
ほ
か
に
︑
皇
�
の
卽
位
や
/
御
と
い
っ
た
慶

事
・
弔
事
の
さ
い
の
�
吿
や
祝
賀
・
慰
問
の
た
め
に
も
(
)
さ
れ
た
︒
ま
た
︑
臨
時
の
國
家
行
事
や
戰
爭
の
吿
知
︑
諸
々
の
紛
爭
な
ど
︑
兩
國

�
廷
閒
レ
ベ
ル
で
の
特
別
な
�
涉
の
た
め
に
﹁
泛
使
﹂
と
呼
ば
れ
る
臨
時
の
國
信
使
が
(
)
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た(3

)
︒
そ
の
結
果
︑
一
二
〇
年

の
あ
い
だ
に
兩
國
閒
を
2
來
し
た
國
信
大
使
・
副
使
は
︑
合
計
一
六
〇
〇
人
あ
ま
り
に
-
し
た
と
い
う(4

)
︒

國
信
使
に
つ
い
て
は
︑
中
國
に
お
け
る
宋
3
硏
究
と
遼
3
硏
究
そ
れ
ぞ
れ
の
開
拓
者
で
あ
る
聶
崇
岐
と
傅
樂
煥
が
︑
先
驅
"
か
つ
6
括
"
な

硏
究
を
お
こ
な
っ
て
お
り
︑
つ
と
に
制
度
の
槪
�
が
�
ら
か
に
さ
れ
︑
兩
國
國
信
使
副
の
一
覽
表
も
作
成
さ
れ
て
い
る(5

)
︒
い
っ
ぽ
う
%
年
に

な
っ
て
︑
か
つ
て
手
8
だ
っ
た
宋
代
の
對
外
關
係
3
へ
の
關
心
が
高
ま
る
な
か
︑
國
信
使
が
皇
�
と
對
面
し
て
國
書
を
�
�
す
る
�
見
・
�
辭

儀
と
呼
ば
れ
る
儀
禮
が
︑
北
宋
中
9
の
禮
書
﹃
太
常
因
革
禮
﹄
や
﹃
遼
3
﹄
禮
志
に
收
め
ら
れ
る
儀
:
の
檢
討
を
つ
う
じ
て
本
格
"
に
考
察
さ
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れ
る
よ
う
に
な
り
︑
硏
究
が
;
ん
で
き
て
い
る(6

)
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
こ
う
し
た
%
年
の
硏
究
は
儀
禮
を
題
材
に
中
國
王
�
た
る
宋
�
の
外
�
制

度
や
國
際
秩
序
を
論
ず
る
こ
と
に
<
眼
が
あ
り
︑
契
丹
・
宋
の
二
國
閒
關
係
に
た
い
す
る
關
心
は
比
�
"
稀
8
で
あ
る
︒
ま
た
儀
禮
そ
の
も
の

に
つ
い
て
も
再
檢
討
の
餘
地
を
殘
し
て
い
る
︒

本
稿
で
は
︑
國
信
使
に
か
か
わ
る
儀
禮
や
接
待
に
つ
い
て
︑
契
丹
・
宋
閒
の
友
好
關
係
を
荏
え
た
重
�
な
制
度
と
し
て
︑
兩
國
の
雙
方
向
の

關
係
性
の
な
か
で
考
察
す
る
︒
具
體
"
に
は
︑
沿
路
>
中
や
�
廷
�
在
地

(國
都
・
捺
鉢=

契
丹
皇
�
の
居
�
)
に
お
い
て
︑
行
き
と
ど
い
た
接

待
を
�
け
つ
つ
種
々
の
儀
禮
に
參
加
し
た
國
信
使
一
行
の
旅
に
つ
い
て
︑
そ
の
槪
�
を
紹
介
す
る
︒
つ
づ
い
て
︑
も
っ
と
も
重
�
な
�
見
・
�

辭
儀
の
儀
式
@
第
を
分
析
・
檢
討
し
て
儀
禮
の


�
を
�
ら
か
に
し
︑
澶
淵
の
�
以
後
の
兩
國
關
係
に
お
い
て
儀
禮
の
持
つ
�
義
を
考
察
す
る
︒

�
後
に
︑
こ
れ
ま
で
の
硏
究
で
看
過
さ
れ
て
き
た
契
丹
�
廷
で
儀
禮
が
お
こ
な
わ
れ
る
場
に
つ
い
て
と
り
あ
げ
︑
宋
�
と
は
對
照
"
に
A
牧
民

の
風
B
を
保
っ
て
移
動
を
續
け
た
契
丹
�
廷
に
お
け
る
儀
禮
の
特
質
を
�
ら
か
に
す
る
︒
關
聯
す
る
�
獻
3
料
は
宋
側
に
C
る
も
の
の
︑
D
代

以
E
に
比
べ
れ
ば
か
な
り
豐
富
で
あ
り
︑
ユ
ー
ラ
シ
ア
3
上
の
王
�
閒
�
液
を
考
え
る
た
め
の
貴
重
な
事
例
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
︒

一

國
信
使
の
旅

每
年
兩
國
國
信
使
は
︑
契
丹
皇
�
の
居
�
と
宋
�
の
國
都
開
封
と
の
あ
い
だ
の
優
に
一
千
キ
ロ
を
越
え
る
>
の
り
を
2
F
し
た
︒
國
信
大

使
・
副
使
の
下
に
は
︑
合
計
一
〇
〇
人
G
度
に
お
よ
ぶ
上
・
中
・
下
'
か
ら
成
る
三
'
人
と
も
呼
ば
れ
る
從
人

(隨
行
員
)
が
附
き
從
い
︑
H

員
が
馬
に
乘
っ
て
旅
を
し
た(7

)
︒
�
け
入
れ
國
側
で
は
︑
2
復
の
路
G
に
お
い
て
接
待
・
監
視
役
と
し
て
接
J
使
・
K
J
使
を
從
人
と
と
も
に
)

わ
し
て
一
行
に
相
J
さ
せ
︑
さ
ら
に
荷
物
の
L
搬
の
た
め
に
車
馬
を
準
備
し
︑
L
搬
と
護
衞
の
た
め
に
數
百
人
の
兵
士
を
(
)
し
た(8

)
︒
一
行
の

正
確
な
人
數
は
不
�
だ
が
數
百
人
規
模
に
-
し
た
こ
と
は
確
實
で
︑
行
列
は
壯
觀
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
︒

�
け
入
れ
國
側
で
は
︑
�
廷
が
<
體
と
な
っ
て
一
行
に
た
い
し
行
き
と
ど
い
た
�
應
を
お
こ
な
っ
た
︒
ま
ず
︑
國
信
使
の
入
境
地
點
で
あ
る

國
境
河
川
の
拒
馬
河
を
渡
る
白
k
で
は
︑
國
境
の
橋

(白
k
界
首
橋
)
の
上
で
國
信
使
と
出
M
え
の
接
J
使
が
對
面
・
挨
拶
す
る
儀
禮
を
お
こ
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圖 契丹・宋閒の國信使の行�



な
っ
た
あ
と
︑
橋
の
ほ
と
り
に
設
け
ら
れ
た
亭
舍
で
�
初
の
酒
宴
が
開
か
れ
る
︒
こ
の
酒
宴
は
�
け
入
れ
國
の
皇
�
が
恩
典
と
し
て
賜
る
﹁
御

筵
﹂
で
あ
り
︑
皇
�
の
代
理
人
と
し
て
使
臣

(宋
で
は
內
侍
省
の
宦
官
︑
契
丹
で
は
%
侍
官
)
が
(
)
さ
れ
て
酒
食
の
�
應
を
お
こ
な
っ
た
︒
御
筵

は
接
待
役
の
J
使

(接
J
使
・
館
J
使
・
K
J
使
の
い
ず
れ
か
)
の
ほ
か
︑
沿
路
で
は
當
地
の
地
方
官
が
︑
國
都
や
捺
鉢
で
は
�
廷
の
高
官
が
︑

そ
れ
ぞ
れ
陪
席
し
て
接
待
に
あ
た
る
特
別
の
酒
宴
で
あ
っ
た
︒
兩
國
と
も
に
︑
入
境
か
ら
出
境
ま
で
國
信
使
に
賜
う
御
筵
は
十
回
G
度
に
S
ん

だ
︒
そ
の
ほ
か
︑
皇
�
が
T
路
の
旅
を
ね
ぎ
ら
う
﹁
問
勞
﹂﹁
撫
問
﹂
を
お
こ
な
っ
た
り
︑
一
行
の
疲
れ
を
ª
す
目
"
で
茶
藥
・
湯
藥
を
︑
U

い
時
に
は
皮
衣
を
︑
ま
た
季
'
の
特
產
品
を
賜
っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
︒
こ
れ
ら
の
場
合
も
常
に
皇
�
の
使
臣
が
(
)
さ
れ
︑
皇
�
の
言

葉
で
あ
る
﹁
口
宣
﹂
が
讀
み
上
げ
ら
れ
て
賜
與
が
な
さ
れ
た
︒

酒
食
の
�
應
は
何
度
も
お
こ
な
わ
れ
︑
國
信
使
と
J
使
と
の
あ
い
だ
で
酒
宴
や
會
食
が
頻
繁
に
催
さ
れ
た
︒
一
行
が
>
中
の
府
・
州
を
�
過

す
る
さ
い
に
は
︑
地
方
官

(知
州
・
�
W
な
ど
)
が
出
M
え
と
餞
の
酒
宴

(﹁
郊
M
﹂
﹁
出
餞
﹂)
を
城
外
の
亭
で
開
い
て
接
待
し
た
︒
契
丹
の
燕

京
・
中
京
︑
宋
の
北
京

(大
名
府
)
の
場
合
︑
そ
の
長
官
で
あ
る
留
守
自
身
が
K
M
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
︑
酒
食
を
書
狀
と
と
も
に
K
り
︑

歡
待
の
Z
勢
を
示
し
た
︒
契
丹
の
燕
京
・
中
京
で
は
︑
副
留
守
が
國
信
使
一
行
を
K
M
す
る
酒
宴
を
<
催
し
て
︑
�
を
盡
く
し
た
接
待
を
お
こ

な
っ
た
︒
ま
た
︑
一
行
が
州
縣
の
城
市
を
�
過
す
る
さ
い
に
は
︑
當
地
の
縣
官

(契
丹
の
ば
あ
い
は
縣
尉
)
が
城
市
に
入
る
手
E
の
路
傍
で
出
M

え
る
﹁
參
候
﹂
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
︒

宋
�
で
は
︑
>
中
で
行
き
と
ど
い
た
接
待
を
お
こ
な
う
た
め
に
物
[
の
O
-
に
盡
力
し
た
︒
酒
宴
の
な
か
で
も
皇
�
が
賜
る
﹁
御
筵
﹂
は
︑

宮
中
で
の
酒
宴
擧
行
の
實
務
に
あ
た
る
Ê
林
司
︑
御
厨
︑
儀
鑾
司
な
ど
の
內
諸
司
が
と
り
し
き
り(9

)
︑
こ
う
し
た
內
諸
司
を
瓜
\
す
べ
く
內
侍
省

の
宦
官
が
國
信
使
關
聯
の
實
務
を
管
掌
す
る
管
勾
2
來
國
信
�
が
景
德
四
年

(一
〇
〇
七
)
に
設
け
ら
れ
た
︒
每
年
國
信
使
一
行
が
や
っ
て
來

る
時
9
に
は
︑
接
待
を
擔
當
す
る
內
諸
司
を
三
番
に
分
け
︑
接
J
使
一
行
に
先
立
っ
て
沿
路
へ
(
)
し
︑
宴
會
の
�
應
に
當
た
ら
せ
た(10

)
︒
こ
れ

を
瓜
括
す
る
內
臣

(宦
官
)
が
管
押
三
番
諸
司
內
侍
三
班
︑
略
し
て
三
番
使
臣
で
あ
っ
た(

11
)

︒
三
番
使
臣
は
酒
宴
の
準
備
・
擧
行
や
酒
食
・
茶
藥

な
ど
の
賜
與
を
擔
當
し
て
︑
接
待
を
拔
か
り
な
く
お
こ
な
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
た(12

)
︒
と
く
に
必
�
物
[
の
O
-
が
重
�
で
︑
都
の
庫
務
よ
り
L
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搬
し
た
り
︑
沿
路
の
州
縣
で
買
い
附
け
た
り
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た(13

)
︒
と
こ
ろ
が
實
際
に
は
︑
契
丹
使
'
へ
の
供
應
に
名
を
借
り
た
三
番
使

臣
に
よ
る
]
法
な
^
收
や
狼
藉
が
常
態
N
し
︑
_
擔
を
_
わ
さ
れ
た
河
北
州
縣
の
民
が
苦
し
め
ら
れ
て
い
た(14

)
︒
皇
祐
二
年

(一
〇
五
〇
)
に
諫

官
の
6
拯
や
吳
奎
が
こ
の
問
題
を
指
摘
し
て
︑
三
番
使
臣
の
(
)
が
廢
止
さ
れ
︑
以
後
は
沿
路
で
の
供
應
は
州
軍
で
自
辨
す
る
よ
う
に
改
め
ら

れ
て
い
る(15

)
︒

い
っ
ぽ
う
︑
沿
>
の
地
方
官
司

(府
・
州
・
縣
)
は
︑
國
信
使
一
行
が
宿
泊
す
る
當
地
の
館
驛
の
維
持
・
管
理
を
任
さ
れ
る
と
と
も
に
︑
す

で
に
述
べ
た
よ
う
に
國
信
使
一
行
の
接
待
に
も
當
た
っ
た(16

)
︒
く
わ
え
て
︑
同
じ
經
路
を
�
る
自
國
の
國
信
使
も
含
め
て
︑
使
'
團
の
荷
物
を
L

搬
す
る
た
め
の
車
馬
を
準
備
す
る
必
�
も
あ
っ
た
︒
沿
路
の
地
方
官
司
に
と
っ
て
︑
國
信
使
の
接
待
や
輸
K
に
か
か
る
經
費
は
大
き
な
_
擔
と

な
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
問
題
に
對
處
す
べ
く
︑
宋
�
河
北
の
地
方
官
司
で
は
︑
公
使
錢
と
呼
ば
れ
る
一
種
の
機
密
費
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
も

あ
っ
た(

17
)

︒
し
か
し
︑
地
方
官
司
の
正
規
財
政
は
そ
も
そ
も
臨
時
出
費
に
柔
軟
に
對
應
で
き
る
狀
態
に
は
な
く
︑
結
局
は
民
か
ら
c
加
^
收
を
頻

繁
に
行
わ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
が
多
か
っ
た
︒

こ
れ
に
對
し
︑
契
丹
側
の
狀
況
の
詳
細
は
よ
く
分
か
ら
な
い
が
︑
>
中
の
館
で
の
必
�
物
[
の
O
-
は
土
地
を
荏
給
さ
れ
た
民
に
擔
當
さ
せ

る
の
が
一
般
"
だ
っ
た
よ
う
だ(18

)
︒

さ
て
︑
國
信
使
一
行
は
相
手
國
の
�
廷
�
在
地
に
到
着
し
て
か
ら
お
よ
そ
一
〇
日
あ
ま
り
滯
在
す
る
の
が
�
例
で
あ
っ
た
が
︑
そ
の
閒
の
日

G
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
︒
聶
崇
岐
が
そ
の
槪
略
を
紹
介
し
て
い
る
が
︑
詳
細
は
�
ら
か
で
な
い
︒
以
下
に
宋
に
お
け
る
契
丹
國
信

使
の
滯
在
日
G
を
復
元
す
る
と
と
も
に
︑
一
〇
六
七
年

(契
丹
・
咸
雍
三
年
︑
宋
・
治
�
四
年
)
六
d
に
契
丹
皇
�
の
幕
營
地

(
捺
鉢
)
を
訪
れ
た

陳
襄
に
よ
る
﹃
使
遼
語
錄
﹄
か
ら
得
ら
れ
る
契
丹
で
の
宋
�
國
信
使
の
日
G
と
比
�
し
て
い
く
︒

契
丹
國
信
使
一
行
が
開
封
に
-
す
る
と
︑
北
郊
の
陳
橋
で
開
封
府
官
が
出
M
え
る
M
勞
を
お
こ
な
い
︑
茶
酒
を
賜
り
︑
つ
づ
い
て
す
ぐ
そ
ば

の
班
荊
館
に
お
い
て
都
で
の
接
待
・
監
視
役
の
館
J
使
副
が
出
M
え
︑
こ
こ
で
宋
�
よ
り
內
臣
を
つ
う
じ
て
御
筵
と
酒
果
を
賜
る(19

)
︒
酒
宴
を
f

え
る
と
︑
同
日
中
に
陳
橋
門

(景
陽
門
)
を
く
ぐ
っ
て
開
封
城
內
へ
入
り(20

)
︑
皇
城
南
側
の
州
橋
ち
か
く
の
都
亭
驛
に
投
宿
し
︑
皇
�
か
ら
の
恩
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賜
と
し
て
銀
製
の
姶

䤬
鑼

(た
ら
い
)
︑
唾
盂

(痰
壺
)
︑
盂
子

(鉢
)
と
錦
の
被
褥

(布
團
)
な
ど
を
荏
給
さ
れ
る(21

)
︒

契
丹
の
捺
鉢
を
訪
れ
た
宋
使
も
同
樣
で
︑﹃
使
遼
語
錄
﹄
に
み
え
る
事
例
で
は
︑
ま
ず
中
路
館
と
い
う
館
で
館
J
使
副
か
ら
の
出
M
え
を
�

け
︑
皇
�
か
ら
の
御
筵
と
酒
果
を
賜
り
︑
そ
の
日
の
う
ち
に
捺
鉢
で
の
滯
在
地
で
あ
る
頓
城
館
に
入
り
︑
皇
�
か
ら
の
問
勞
を
�
け
た(22

)
︒

宋
で
は
國
信
使
が
到
着
し
た
g
日
に
︑
皇
�
の
側
%
で
�
廷
儀
禮
や
�
書
傳
-
を
つ
か
さ
ど
る
閤
門
官
が
都
亭
驛
へ
(
)
さ
れ
︑
國
信
使
一

行
に
�
見
儀
禮
を
B
わ
せ
る(23

)
︒
そ
し
て
そ
の
g
日
︑
國
信
使
が
國
書
を
奉
h
し
皇
�
と
對
面
す
る
�
見
儀
禮
が
崇
德
殿

(
の
ち
紫
宸
殿
)
で
お

こ
な
わ
れ
︑
つ
づ
い
て
長
春
殿

(の
ち
垂
拱
殿
)
で
皇
�
臨
席
の
も
と
宴
を
賜
わ
る

(@
違
參
照
)
︒
こ
の
儀
禮
は
契
丹
で
も
同
樣
で
あ
る
︒
な

お
︑﹃
長
i
﹄
に
み
え
る
契
丹
國
信
使
が
正
旦
や
*
'
を
﹁
來
賀
﹂
し
た
記
事
は
皇
�
に
�
見
し
た
日
を
�
味
す
る
︒
こ
れ
を
�
覽
す
る
と
︑

正
旦
を
賀
す
る
國
信
使
の
ば
あ
い
︑
大
j
が
一
二
d
二
五
日
か
二
六
日
に
�
見
を
お
こ
な
っ
て
い
て
︑
正
旦
の
�
賀
ま
で
五
日
G
度
の
時
閒
が

あ
っ
た
︒
い
っ
ぽ
う
︑
*
'
を
賀
す
る
國
信
使
は
︑
*
'
の
三
～
四
日
E
に
�
見
を
お
こ
な
っ
て
お
り
︑
賀
正
旦
使
よ
り
滯
在
9
閒
が
短
か
っ

た
よ
う
だ(24

)
︒

�
見
が
f
わ
っ
て
か
ら
︑
國
信
使
一
行
は
都
亭
驛
で
皇
�
か
ら
生
餼

(食
料
)
を
賜
る
︒
宋
で
は
�
�
閲
結
當
初
は
一
定
額
の
穀
物
︑
羊
︑

酒
な
ど
が
國
信
使
副
以
下
に
現
物
荏
給
さ
れ
た(25

)
︒
宋
�
の
契
丹
國
信
使
に
た
い
す
る
生
餼
は
︑
滯
在
中
に
到
底
l
費
し
き
れ
な
い
ほ
ど
大
量
で

あ
っ
た
た
め
︑
の
ち
に
は
現
物
荏
給
か
ら
絹
織
物
な
ど
で
の
奄
算
荏
給

(折
荏
)
へ
と
變
m
さ
れ
た(26

)
︒
契
丹
で
は
﹃
使
遼
語
錄
﹄
に
み
え
る
事

例
の
場
合
︑
�
見
の
g
日
以
後
三
度
に
わ
た
っ
て
國
信
使
一
行
が
生
餼
を
賜
っ
て
い
る
が
︑
そ
の
內
容
は
不
�
で
あ
る(27

)
︒

�
見
か
ら
數
日
經
っ
て
︑
正
旦
あ
る
い
は
*
'
を
M
え
る
︒
正
旦
の
場
合
︑
契
丹
國
信
使
は
︑
正
殿

(�
元
殿
︑
の
ち
大
慶
殿
)
で
百
官
や
諸

國
使
'
が
皇
�
に
拜
謁
し
て
�
賀
と
上
壽
を
お
こ
な
う
元
正
大
�
會

(元
會
)
に
參
列
す
る
︒
契
丹
國
信
使
の
儀
禮
で
の
位
@
は
︑
殿
庭
の
な

か
で
殿
に
も
っ
と
も
%
い
丹
墀
の
南
側
の
龍
墀
上
︑
'
度
使
の
立
つ
南
側
に
設
け
ら
れ
た
︒
こ
れ
は
契
丹
人
が
任
じ
ら
れ
る
國
信
大
使
の
帶
び

る
官
が
'
度
使
あ
る
い
は
某
衞
上
將
軍
で
あ
る
こ
と
に
も
と
づ
い
て
︑
宋
の
百
官
の
な
か
に
そ
の
序
列
を
位
置
づ
け
た
た
め
で
あ
る(28

)
︒
な
お
︑

北
宋
一
代
で
元
正
大
�
會
の
擧
行
回
數
は
わ
ず
か
二
九
回
で
︑
と
り
わ
け
眞
宗
�
以
後
の
一
三
〇
年
閒
は
一
八
回
を
數
え
る
に
す
ぎ
な
い(29

)
︒
つ
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ま
り
︑
澶
淵
の
�
以
後
は
元
正
�
會
が
な
い
年
の
ほ
う
が
常
態
だ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
︒
�
會
が
な
い
正
旦
に
は
︑
宰
相
が
�
武
百
官
を
p
い

て
內
�
と
外
�
を
分
か
つ
東
上
閤
門
ま
で
至
っ
て
賀
表
を
提
出
す
る
と
い
う
儀
禮
が
お
こ
な
わ
れ(30

)
︑
契
丹
使
も
と
も
に
賀
表
を
提
出
し
た(31

)
︒

い
っ
ぽ
う
*
'
の
場
合
は
︑
崇
德
殿

(紫
宸
殿
)
で
擧
行
さ
れ
る
上
壽
儀
に
參
加
す
る
︒
元
會
と
同
じ
よ
う
に
國
信
使
の
帶
び
る
官
に
對
應
し

て
︑
そ
の
位
@
は
諸
衞
上
將
軍
の
下
︑
大
將
軍
の
上
に
定
め
ら
れ
た(32

)
︒
こ
れ
に
た
い
し
契
丹
�
廷
で
は
︑
正
旦
に
は
正
旦
�
賀
儀
︑
*
'
に
は

皇
太
后
生
辰
�
賀
儀
︑
皇
�
生
辰
�
賀
儀
が
お
こ
な
わ
れ
︑
宋
�
の
國
信
使
は
契
丹
・
漢
人
臣
僚
や
他
國
の
使
'
に
ま
じ
っ
て
儀
禮
に
參
加
し
︑

席
@
は
契
丹
の
Ê
林
學
士
の
班
に
連
な
る
位
置
で
あ
っ
た(33

)
︒
そ
の
ほ
か
︑
兩
國
�
廷
で
臨
時
の
祝
賀
儀
禮
が
あ
っ
た
と
き
に
も
國
信
使
は
百
官

と
と
も
に
參
加
し
て
慶
賀
す
る
慣
わ
し
で
あ
っ
た(34

)
︒

元
正
�
賀
の
g
日
︑
契
丹
國
信
使
一
行
は
︑
開
封
�
大
の
寺
院
で
皇
�
以
下
も
歸
依
し
た
大
相
國
寺
を
訪
れ
て
燒
香
し
た(35

)
︒
契
丹
の
捺
鉢
に

は
固
定
円
�
物
と
し
て
の
寺
院
が
な
か
っ
た
た
め
︑
宋
�
の
國
信
使
一
行
は
s
中
の
中
京
で
寺
院
に
參
詣
し
た
︒﹃
使
遼
語
錄
﹄
に
よ
る
と
︑

一
行
は
復
路
の
中
京
で
K
J
使
副
の
求
め
に
應
じ
て
鎭
國
寺
と
大
天
慶
寺
を
訪
れ
︑
燒
香
し
素
餐
を
食
す
る
と
と
も
に
︑
僧
に
茶
・
綵
を
贈
る

の
が
�
例
で
あ
っ
た(36

)
︒

大
相
國
寺
參
詣
の
g
日
︑
契
丹
國
信
使
は
城
南
の
御
苑
で
あ
る
玉
津
園
を
訪
れ
︑
矢
筒
と
弓
・
箭
を
皇
�
よ
り
賜
っ
て
射
弓
の
技
量
を
競
う
︒

つ
づ
け
て
御
筵
を
賜
り
︑
宋
側
か
ら
は
'
度
使
ク
ラ
ス
の
武
官
が
相
J
し
た
︒
こ
の
行
事
を
﹁
宴
射
﹂
と
呼
ぶ(37

)
︒
契
丹
で
も
射
弓
と
と
も
に
御

筵
を
國
信
使
に
賜
い
︑﹁
射
弓
筵
﹂
と
呼
ん
だ(38

)
︒
な
お
︑
玉
津
園
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
珍
獸
が
飼
育
さ
れ
︑
�
趾
や
廣
州
な
ど
か
ら
獻
上
さ
れ
た

象
を
飼
う
養
象
�
が
置
か
れ
て
い
た
︒
射
弓
を
f
え
た
契
丹
國
信
使
は
︑
北
方
で
は
見
ら
れ
な
い
象
を
觀
覽
す
る
の
が
�
例
と
な
っ
て
い
た(39

)
︒

宋
�
で
は
︑
正
d
上
旬
の
な
か
か
ら
日
を
w
ん
で
︑
崇
德
殿

(紫
宸
殿
)
で
契
丹
國
信
使
一
行
向
け
に
特
別
に
宴
を
賜
る
こ
と
に
な
っ
て
い

た(
40
)

︒
こ
の
宴
は
皇
�
が
群
臣
に
私
"
に
賜
る
曲
宴
の
一
種
で
あ
っ
た
︒
*
'
の
場
合
︑
國
初
以
來
一
貫
し
て
上
壽
の
三
日
後
あ
た
り
に
含
光
殿

(の
ち
集
英
殿
に
改
稱
)
で
百
官
が
參
加
す
る
大
宴
が
擧
行
さ
れ
︑
契
丹
國
信
使
を
含
め
た
外
國
使
'
も
參
加
し
た(41

)
︒
x
喪
や
祭
祀
な
ど
何
ら
か

の
理
由
で
大
宴
が
開
か
れ
な
い
場
合
に
は
︑
契
丹
國
信
使
を
は
じ
め
と
す
る
外
國
使
'
は
崇
德
殿

(紫
宸
殿
)
で
宋
�
の
�
武
高
官
と
と
も
に
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宴
を
賜
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た(42

)
︒
正
旦
・
*
'
い
ず
れ
の
宴
で
も
︑
�
見
・
�
辭
の
E
後
に
皇
�
よ
り
賜
る
宴
と
同
樣
に
︑
契
丹
の
國
信
使
副

は
殿
上
に
︑
從
人
は
東
西
の
兩
y
下
に
座
席
を
與
え
ら
れ
た(43

)
︒
宋
と
同
樣
に
︑
契
丹
で
も
皇
�
が
<
催
し
出
御
す
る
曲
宴
が
宋
の
國
信
使
の
た

め
に
特
別
に
擧
行
さ
れ
︑
國
信
使
副
は
契
丹
の
Ê
林
學
士
の
班
に
つ
ら
な
っ
て
殿
上
に
着
席
し
︑
隨
行
の
從
人
は
東
西
の
y
下
に
分
か
れ
て
着

席
し
た(

44
)

︒

契
丹
國
信
使
の
開
封
滯
在
9
閒
中
の
�
後
の
重
�
な
儀
禮
が
崇
德
殿

(紫
宸
殿
)
で
お
こ
な
わ
れ
る
�
辭
儀
禮
で
あ
る

(@
違
參
照
)
︒
正
旦

の
場
合
︑
正
d
六
日
に
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
︒
國
信
使
一
行
が
儀
禮
を
f
え
て
都
亭
驛
に
戾
る
と
︑
皇
�
よ
り
御
筵
と
酒
果
を
賜
り(45

)
︑

夜
に
は
館
J
使
と
の
吿
別
の
酒
宴
が
開
か
れ
る
︒
契
丹
で
も
�
辭
儀
の
f
了
後
の
夕
刻
に
は
館
J
使
副
と
の
別
れ
の
宴
が
開
か
れ
た(46

)
︒

�
辭
の
g
日
︑
國
信
使
一
行
は
歸
路
に
就
く
︒
宋
で
は
契
丹
國
信
使
の
出
發
時
に
︑
到
着
時
同
樣
に
銀
器
を
賜
る(47

)
︒
ま
た
2
路
と
お
な
じ
く

班
荊
館
で
餞
の
御
筵
・
酒
果
を
賜
り
︑
館
J
使
副
と
別
れ
︑
接
待
役
が
K
J
使
副
に
�
替
す
る
︒
さ
ら
に
郊
外
の
上
德
橋
で
開
封
府
官
が
餞
の

宴
を
催
し
た(48

)
︒
契
丹
で
は
︑
滯
在
し
た
館
を
あ
と
に
し
て
︑
%
く
の
館
で
餞
の
宴
が
開
か
れ
る
︒
宋
と
同
樣
に
︑
こ
こ
で
皇
�
が
(
)
し
た
%

侍
官
が
御
筵
・
酒
果
を
賜
い
︑
高
官
が
宴
席
に
相
J
し
︑
館
J
使
副
と
K
J
使
副
も
同
席
す
る(49

)
︒
餞
の
宴
を
f
え
︑
國
信
使
一
行
は
K
J
使
お

よ
び
護
衞
の
兵
士
に
J
わ
れ
な
が
ら
︑
歸
國
の
旅
に
出
發
す
る
︒

以
上
︑
國
信
使
一
行
の
接
待
と
儀
禮
を
�
覽
す
る
と
︑
兩
國
で
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
す
な
わ
ち
︑
�
け

入
れ
國
の
沿
路
や
�
廷
で
の
國
信
使
に
た
い
す
る
接
待
や
國
信
使
が
參
加
す
る
儀
禮
は
︑
兩
國
で
均
衡
が
保
た
れ
て
い
た
︒
そ
れ
は
︑
お
そ
ら

く
澶
淵
の
�
閲
結
後
に
國
信
使
が
(
)
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
に
︑
兩
國
の
官
の
あ
い
だ
の
協
議
を
つ
う
じ
て
事
細
か
に
定
め
ら
れ
た
た

め
で
あ
ろ
う
︒
以
後
先
例
と
し
て
�
守
さ
れ
︑
改
變
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る(50

)
︒

― 71 ―

225



二

國
信
使
の
�
見
・
�
辭
儀
を
め
ぐ
っ
て

︱
︱
國
書
�
�
と
皇
�
・
國
信
使
對
面
の
儀
禮

(一
)

�
見
・
�
辭
儀
の


�

國
信
使
の
�
大
の
任
務
は
︑
相
手
國
の
皇
�
と
對
面
し
て
︑
自
國
皇
�
に
か
わ
っ
て
書
面
・
口
頭
雙
方
で
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
お
よ
び
禮
物
を
�

奄
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
︒
�
初
に
兩
者
が
對
面
す
る
儀
禮
が
�
見
儀
で
︑
皇
�
の
居
�
を
離
れ
て
旅
立
つ
E
に
別
れ
の
挨
拶
を
す
る
儀
禮
が
�

辭
儀
で
あ
る
︒
紙
幅
の
都
合
に
よ
り
︑
兩
國
�
廷
で
お
こ
な
わ
れ
る
儀
禮
の
內
容
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
液
れ
を
鯵
略
な
表
に
ま
と
め
て
提
示
す

る
に
と
ど
め

(表
1
・
2
)
︑
儀
:
の
�
獻
硏
究
を
含
め
た
そ
の
詳
細
な
檢
討
は
別
の
機
會
に
讓
り
た
い(51

)
︒

さ
て
︑
儀
禮
の
液
れ
を
ま
と
め
た
表
を
ふ
ま
え
て
︑
兩
國
で
お
こ
な
わ
れ
た
國
信
使
の
�
見
・
�
辭
儀
の


�
を
分
析
し
︑
儀
禮
の
�
味
を

考
え
て
み
た
い
︒

契
丹
と
宋
に
お
け
る
�
見
・
�
辭
儀
は
︑
禮
物
奉
h
の
順
番
や
皇
�
と
國
信
使
の
あ
い
だ
の
對
面
問
答
の
內
容
︑
皇
�
か
ら
の
賜
物
を
�
け

取
る
場
�
︑
�
辭
の
さ
い
の
宴
の
順
番
︑
拜
禮
の
形
式
や
回
數
な
ど
と
い
っ
た
點
で
︑
手
順
や
細
か
い
部
分
に
衣
同
が
あ
る(52

)
︒
し
か
し
な
が
ら
︑

國
書
の
�
�
︑
皇
�
と
國
信
使
の
對
面
問
答
︑
國
信
使
一
行
の
謝
辭
奉
h
︑
對
面
儀
禮
か
ら
聯
續
す
る
酒
宴
の
擧
行
と
い
っ
た
儀
禮
の
基
本
"

な


成
�
素
は
︑
兩
國
で
ま
っ
た
く
一
致
す
る
︒

儀
禮
に
お
け
る
國
信
使
の
位
置
づ
け
か
ら
�
見
・
�
辭
儀
の


�
を
み
る
と
︑
大
き
く
二
つ
の
部
分
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
︒
第
一
に
國

信
使
が
皇
�
の
代
理
と
し
て
振
る
舞
う
部
分
で
あ
る
︒
�
見
儀
で
は
︑
國
信
使
が
國
書
・
禮
物
を
奉
h
す
る
と
こ
ろ
か
ら
︑
殿
上
に
の
ぼ
っ
て

皇
�
(皇
太
后
)
と
對
面
問
答
す
る
と
こ
ろ
ま
で
の
E
j
の
儀
禮
を
指
し

(表
1
Ⅰ−

(
1
)(2
)
︑
表
2
Ⅰ−

(
1
)(2
)(3
))
︑
�
辭
儀
で
は
︑
國

信
使
が
殿
上
に
の
ぼ
っ
て
皇
�
(皇
太
后
)
と
對
面
し
︑
皇
�
よ
り
國
信
使
に
自
國
皇
�
へ
の
傳
言
が
託
さ
れ
︑
國
信
使
が
國
書
を
�
與
さ
れ

て
|
場
す
る
ま
で
の
後
j
の
儀
禮
を
指
す

(表
1
Ⅱ−

(3
)︑
表
2
Ⅱ−

(3
))
︒
こ
の
部
分
の
儀
禮
で
國
信
使
は
︑
國
書
の
�
け
渡
し
と
口
頭
で
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の
傳
言
を
つ
う
じ
て
自
國
皇

�
と
相
手
國
皇
�
の
あ
い
だ

の
�
思
傳
-
を
仲
立
ち
す
る

機
能
を
果
た
し
て
い
る(53

)
︒

第
二
に
國
信
使
が
相
手
國

皇
�
の
臣
僚
と
し
て
振
る
舞

う
部
分
で
あ
る
︒
�
見
儀
で

は
︑
殿
庭
で
謝
辭
を
奉
h
し

て
皇
�
か
ら
賜
物
を
�
け
取

り
︑
宴
を
賜
っ
て
|
場
す
る

ま
で
の
後
j
の
儀
禮
を
指
し

(表
1
Ⅰ−

(3
)
(4
)
︑
表
2
Ⅰ

−

(4
)
(5
))
︑
�
辭
儀
で
は
︑

宴
を
賜
る
と
こ
ろ
か
ら
謝
辭

を
奉
h
す
る
ま
で
の
E
j
の

儀
禮
を
指
す

(
表
1
Ⅱ−

(1
)

(2
)
︑
表

2

Ⅱ−

(
1
)
(2
)
(54
))

︒

國
信
使
・
副
が
相
手
國
皇
�

(皇
太
后
)
に
向
け
て
謝
辭
を
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表 1 宋における契丹國信使の�見・�辭儀

Ⅰ �見儀

(1) 禮物・國書の奉�：①皇�、長春殿より崇德殿へ出御 ②百官の參列、宰執・樞
密使以下の高官は上殿 ③國信使・副が國書の箱を持って入場 ④禮物を搬入、殿庭
に陳列 ⑤國信使が跪いて閤門使に國書を�け、殿上で閤門使より內侍都知を經て宰
相に�け、宰相・樞密使が皇�の面Eで;讀 ⑥禮物の搬出、國信使・副は東階下に
立つ

(2) 國信使・副と皇�の對面問答：①國信使・副が上殿 ②�事・閤門�事舍人・閤
門使を介して皇�と問答 (國信使より契丹皇�からの宋�にたいする問安を傳え、皇
�が契丹皇�の安否を問い國信使が}答) ③殿を下り、殿庭に立つ

(3) 國信使一行の謝辭奉�と皇�からの賜物：①國信大使の謝辭奉h (�事舍人が國
信大使の�名、殿庭で大起居の禮、皇�にたいし對面を謝し、沿路館驛での御筵・茶
藥・撫問を謝し、�事・閤門�事舍人を介して皇�に傳-) ②皇�からの賜物 (舍人
より敕、皇�からの賜物 (衣帶・銀器・馬など))、|出 ③國信副使の謝辭奉h、皇
�からの賜物、|出 ④舍利以下の從人が對面、皇�からの賜物、|出 ⑤�事以下
の從人が對面、皇�からの賜物、|出 ⑥臣僚と皇�の|出

(4) 宴：①皇�、長春殿に出御 ②賜衣を着た國信使一行が入場、使・副は宰相以下
臣僚とともに殿上に、舍利以下の從人は東西兩y下に着席 ③酒五~ ④國信使・副
を含めた臣僚が殿を下り、|出

Ⅱ �辭儀

(1) 宴：①皇�が長春殿より崇德殿へ出御 ②國信使・副は�名ののち、宰相以下臣
僚とともに殿上に、舍利以下の從人は兩y下に着席 ③酒五~ ④國信使・副含む臣
僚、殿を下りて舞踏禮・拜禮 ⑤宰相以下一部の官は上殿、國信使・副とその他の官
は|出

(2) 國信使一行の謝辭奉�と皇�からの賜物：①國信大使の謝辭奉h (國信大使再入
場、閤門�事舍人が�名、國信大使は皇�にたいし言葉を述べ、�事・舍人を介して
聞奏) ②皇�からの賜物 (舍人が皇�からの敕を傳えて賜物 (衣帶・銀器など))、|
出 ③國信副使の謝辭奉hと皇�からの賜物 ④舍利以下の從人への賜物 ⑤�事以
下の從人への賜物

(3) 國信使・副と皇�の對面問答と國書�與：①賜衣を着た國信使・副が再入場、拜
禮と萬歲 ②上殿、御Eに立つ ③宋皇�より閤門使・�事を介して國信使に契丹皇
�への傳言を�ける ④國信使が跪いて國書の入った箱を閤門使より�け取る ⑤殿
を下り、|出

典據：『太常因革禮』卷八三「契丹國信使副元正*'見宴」「契丹國信使副辭」



奉
h
す
る
さ
い
に
は
︑
儀
禮
;
行
を
擔
當
す
る

閤
門
�
事
舍
人
が
彼
ら
の
�
書
と
名
E
を
呼
び

上
げ
る
﹁
�
名
﹂
を
お
こ
な
う
︒
從
人

(
隨
行

員
)
の
場
合
は
人
數
が
多
い
の
で
個
人
ご
と
で

は
な
く
グ
ル
ー
プ
單
位
で
皇
�
に
謝
辭
を
獻
じ

て
拜
禮
を
お
こ
な
う
︒
こ
の
部
分
の
儀
禮
は
相

手
國
皇
�
へ
の
臣
從
を
示
し
て
お
り
︑
國
信
使

一
行
が
相
手
國
の
臣
僚
と
同
じ
よ
う
に
�
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
そ
の
こ
と
は
︑
こ
の

部
分
の
國
信
使
以
下
の
身
振
り
に
︑
手
足
を
動

か
す
こ
と
で
歡
喜
し
て
臣
從
す
る
こ
と
を
身
體

で
表
現
す
る
﹁
舞
踏
﹂
と
呼
ば
れ
る
�
作
が
か

な
ら
ず
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
�
ら
か
で

あ
る(

55
)

︒
ぎ
ゃ
く
に
國
信
使
・
副
が
皇
�
の
代
理

と
し
て
振
る
舞
う
國
書
の
�
�
や
殿
上
で
の
問

答
の
さ
い
に
は
舞
踏
を
お
こ
な
わ
ず
︑
二
つ
の

部
分
の
�
作
に
�
確
な
區
別
が
あ
っ
た
こ
と
が

分
か
る
︒
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表 2 契丹における宋�國信使の�見・�辭儀

Ⅰ �見儀

(1) 國書の奉�：①皇� (皇太后) 出御 ②契丹・漢人臣僚の參列、一部の臣僚は上
殿 ③國信使・副が國書の箱を持って入場 ④國信使が跪いて閤門使に國書を�け、
殿上で樞密を經て宰相が皇� (皇太后) の面Eで;讀

(2) 國信使・副と皇� (皇太后) の對面問答：①國信使・副が上殿 ②皇� (皇太后)
と問答 (皇� (皇太后) が宋�の安否を問い、國信使が出發時の宋�の無事を奏上)
③殿を下り、殿庭に立つ

(3) 禮物の奉�：①禮物を搬入、殿庭に陳列 ②禮物の搬出

(4) 國信使一行の謝辭奉�と皇� (皇太后) からの賜物：①國信使・副の謝辭奉h
(�事舍人が國信使・副を�名、國信使が對面を謝し、T路の出Mえ・御筵・撫問・湯
藥を謝す) (皇太后の場合はなし) ②|出、�えの幕@へ (皇太后の場合はそのまま上
殿) ③閤門使が敕を傳-、衣帶などの賜物 ④從人の入見と|出・賜物

(5) 宴 (皇太后の場合はなし、かわりに湯・茶を供する)：①賜衣を着た國信使一行が
再入場、國信使・副は契丹臣僚とともに殿上、從人はy下に着席 ②酒五~、茶・肴・
膳がふるまわれる ③國信使・副、臣僚の順に殿を下り、|出

Ⅱ �辭儀

(1) 國信使一行の謝辭奉�と皇� (皇太后) からの賜物：①皇� (皇太后) 出御 ②
臣僚が殿上に參列 ③國信使・副入場 ④國信使・副の謝辭奉h (�事舍人が國信使・
副を�名、殿庭で吿別のあいさつ) ⑤皇�から國信使・副それぞれに賜物 (皇太后の
場合は賜物なし)、上殿 ⑥從人が入場、皇� (皇太后) に謝し、兩yに立つ (皇太后
の場合はすぐに|出)

(2) 宴 (皇太后の場合はなし、かわりに湯・茶を供する)：①酒五~、肴・茶・膳がふ
るまわれる ②國信使・副はいったん殿を下りる

(3) 國信使・副と皇�の對面問答と國書�與：①國信使・副上殿 ②國信使が國書の
箱を�ける ③皇� (皇太后) より宋�への傳言を�ける ④殿を下り、|出

典據：『遼3』卷五一、禮志四、賓儀「宋使見皇太后儀」「宋使見皇�儀」「賀生辰正旦宋使�辭太后
儀」「賀生辰正旦宋使�辭皇�儀」



(二
)

對
等
國
儀
禮
の
創
出

以
上
の
よ
う
に
�
見
・
�
辭
儀
の


�
を
整
理
し
て
き
た
が
︑
儀
禮
の
核
心
は
國
信
使
が
皇
�
の
代
理
と
し
て
振
る
舞
う
第
一
の
部
分
に
あ

る
︒
こ
の
う
ち
︑
國
書(56

)
の
奉
h
と
禮
物
の
陳
列
・
奉
h
が
�
見
儀
の
冒
頭
に
位
置
す
る
こ
と
は
︑
D
代
の
八
世
紀
E
j
に
i
纂
さ
れ
た
禮
書

﹃
大
D
開
元
禮
﹄
(卷
七
九
︑
賓
禮
)
に
收
め
ら
れ
た
﹁
皇
�
�
蕃
使
表
S
�
﹂
と
呼
ば
れ
る
儀
:
に
由
來
す
る
︒
周
知
の
よ
う
に
︑
こ
れ
は
外

國
か
ら
の
�
貢
使
'
が
D
の
皇
�
に
拜
謁
し
︑
自
國
か
ら
携
え
た
國
書

(表
�
)
と
貢
�
品
を
獻
上
す
る
儀
禮
で
あ
る(57

)
︒
契
丹
・
宋
閒
の
國
信

使
の
儀
禮
が
D
代
禮
制
の
影
�
の
も
と
で
定
め
ら
れ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
︒

�
見
儀
で
は
︑
國
信
使
の
奉
h
し
た
國
書
を
︑
國
政
を
輔
弼
す
る
宰
相

(宋
の
場
合
は
樞
密
使
が
竝
立
)
が
殿
上
の
皇
�
面
E
で
讀
み
上
げ
る

が

(表
1
Ⅰ−

(1
)
⑤
︑
表
2
Ⅰ−

(1
)
④
)
︑
こ
れ
は
中
書
侍
郞
が
表
�
を
奏
上
す
る
﹃
開
元
禮
﹄
の
儀
禮
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
︒
い
っ
ぽ

う
宋
�
に
お
け
る
契
丹
以
外
の
外
國
使
'
の
謁
見
儀
禮
に
つ
い
て
み
れ
ば
︑
使
者
は
表
�
の
入
っ
た
函
を
;
め
る
も
の
の
︑
�
け
取
っ
た
閤
門

�
事
舍
人
は
會
場
か
ら
持
ち
出
し
て
客
省
へ
;
め
︑
皇
�
の
面
E
で
表
�
を
讀
み
上
げ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
ま
た
禮
物
の
陳
列
も
な
か
っ
た(58

)
︒

D
代
後
j
以
來
︑
�
廷
で
の
諸
儀
禮
が
鯵
略
N
さ
れ
て
い
く
趨
勢
を
�
け
︑
外
國
使
'
と
の
對
面
儀
禮
に
つ
い
て
も
︑﹃
開
元
禮
﹄
に
比
し
て

非
常
に
鯵
素
な
儀
禮
と
な
っ
た
の
で
あ
る(59

)
︒
こ
れ
に
た
い
し
︑
契
丹
國
信
使
の
儀
禮
は
使
者
を
よ
り
Ð
重
に
�
う
﹃
開
元
禮
﹄
の
賓
禮
を
復
活

さ
せ
た
も
の
と
言
え
︑
儀
禮
の
う
え
で
他
國
と
は
衣
な
る
契
丹
に
た
い
す
る
厚
�
を
�
示
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
ま
た
︑
契
丹
で
の
高
麗
・
西

夏
使

(;
奉
使
)
の
�
見
儀
で
は
︑
禮
物
の
陳
列
・
奉
h
は
お
こ
な
わ
れ
た
が
︑
表
の
;
h
は
存
在
し
な
い
う
え
に
︑
�
見
儀
に
つ
づ
い
て
お

こ
な
わ
れ
る
宴
に
皇
�
が
出
御
す
る
こ
と
も
な
く(60

)
︑
宋
の
國
信
使
に
比
べ
て
�
ら
か
に
劣
位
に
置
か
れ
て
い
た
︒

�
辭
儀
で
皇
�
か
ら
國
信
使
へ
直
接
に
國
書
を
�
與
す
る
儀
禮
に
つ
い
て
は
︑﹃
開
元
禮
﹄
に
は
規
定
が
な
い(61

)
︒
�
貢
使
'
の
み
を
E
提
と

す
る
D
代
の
賓
禮
で
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
儀
禮
で
︑
對
等
國
の
儀
禮
と
し
て
契
丹
・
宋
閒
で
あ
ら
た
に
創
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
宋
で
は
契

丹
以
外
の
使
'
へ
の
國
書

(詔
)
は
︑﹁
�
司
﹂
を
つ
う
じ
て
付
さ
れ
た(62

)
︒
契
丹
で
も
同
樣
に
︑
高
麗
・
西
夏
の
使
'
に
た
い
し
て
は
︑
�
辭
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儀
の
さ
い
に
國
書

(詔
)
を
直
接
�
與
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た(63

)
︒

つ
ぎ
に
殿
上
で
國
信
使
と
皇
�
と
が
對
面
問
答
す
る
儀
禮
に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
︒
こ
の
儀
禮
は
︑﹃
開
元
禮
﹄
(卷
七
九
︑
賓
禮
)
に
收
め

ら
れ
る
﹁
蕃
<
奉
見
﹂
(蕃
國
<
自
身
が
D
の
�
廷
に
や
っ
て
き
た
と
き
の
皇
�
と
の
謁
見
儀
禮
)
に
起
源
を
持
つ
︒﹃
開
元
禮
﹄
で
は
︑
殿
上
に
の
ぼ

り
皇
�
と
對
面
し
言
葉
を
�
わ
す
こ
と
が
�
め
ら
れ
て
い
た
の
は
蕃
國
<
の
み
で
あ
り
︑
使
'
(蕃
使
)
の
場
合
に
は
儀
禮
を
お
こ
な
う
あ
い

だ
一
貫
し
て
殿
庭
に
あ
り
︑
問
答
を
と
り
か
わ
す
と
き
は
皇
�
を
T
く
仰
ぎ
見
る
狀
態
に
あ
っ
た
︒
國
信
使
は
皇
�
の
代
理
と
し
て
﹃
開
元

禮
﹄
の
蕃
國
<
に
準
ず
る
禮
�
を
�
け
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
契
丹
・
宋
閒
國
信
使
の
�
見
・
�
辭
儀
に
お
け
る
殿
上
で
の
儀
禮
は
︑﹃
開

元
禮
﹄
の
蕃
國
<
の
儀
禮
を
參
照
し
つ
つ
︑﹁
敵
國
之
禮
﹂
(對
等
國
の
禮
)
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た(64

)
︒

こ
れ
に
た
い
し
︑
宋
�
で
の
契
丹
以
外
の
外
國
使
'
の
�
見
・
�
辭
儀
で
は
︑
D
代
の
蕃
國
使
の
儀
禮
に
は
あ
っ
た
皇
�
・
使
'
閒
の
問
答

ま
で
も
が
省
略
さ
れ
た(65

)
︒
こ
こ
に
も
宋
に
お
け
る
儀
禮
の
鯵
略
N
が
う
か
が
わ
れ
︑
契
丹
國
信
使
に
た
い
す
る
禮
�
が
き
わ
だ
つ
こ
と
に
な
っ

た
︒
い
っ
ぽ
う
契
丹
に
お
け
る
宋
以
外
の
高
麗
・
西
夏
;
奉
使
の
儀
禮
は
︑
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
�
見
儀
で
は
表
�
の
;
h
は
な
か
っ
た
も

の
の
︑
使
者
が
入
場
後
す
ぐ
に
殿
上
で
皇
�
と
問
答
し
た
ば
か
り
で
な
く
︑﹁
;
奉
物
﹂
と
呼
ば
れ
る
禮
物
の
陳
列
・
奉
h
も
お
こ
な
わ
れ
た(66

)
︒

儀
禮
の
う
え
で
は
︑
宋
よ
り
も
外
國
使
'
を
Ð
重
に
�
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︒

そ
の
ほ
か
︑
兩
國
�
廷
で
契
丹
・
宋
の
み
に
�
め
ら
れ
た
特
別
な
恩
�
と
し
て
︑
�
見
・
�
辭
儀
に
お
い
て
國
信
大
使
と
副
使
の
み
な
ら
ず

三
'
人
あ
る
い
は
從
人
と
呼
ば
れ
る
隨
行
員
H
員
が
皇
�
と
對
面
し
て
賜
與
を
�
け
︑
皇
�
の
賜
る
酒
宴
へ
の
參
加
を
�
め
ら
れ
た
こ
と
が
擧

げ
ら
れ
る

(表
1
Ⅰ−

(3
)
④
⑤
(4
)
②
③
︑
Ⅱ−

(1
)
②
③
(2
)
④
⑤
︑
表
2
Ⅰ−

(4
)
④
(
5
)
①
②
︑
Ⅱ−

(1
)
⑥
(
2
)
①
)
︒
宋
の
�
廷
で
は
外
國

使
'
の
�
見
・
�
辭
儀
の
さ
い
に
從
人
は
門
外
で
儀
禮
を
お
こ
な
い
︑
殿
庭
に
入
ら
な
い
の
が
原
則
だ
っ
た
︒
契
丹
國
信
使
の
從
人
の
場
合
︑

九
七
〇
年
代
の
一
時
"
な
�
和
9
に
は
一
部
の
み
に
�
め
ら
れ
て
い
た
殿
庭
へ
の
入
場
が
︑
�
�
閲
結
を
機
に
H
員
に
�
め
ら
れ
た
の
で
あ
る(67

)
︒

ま
た
︑
�
見
・
�
辭
儀
以
外
に
も
︑
沿
路
・
�
廷
で
賜
る
御
筵
︑
�
廷
で
の
曲
宴
や
射
弓
宴
へ
の
列
席
も
契
丹
國
信
使
の
從
人
H
員
に
�
め
ら

れ
て
い
た
︒
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つ
づ
い
て
︑
�
見
・
�
辭
儀
が
お
こ
な
わ
れ
る
時
と
場
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
︒
宋
の
�
廷
で
外
國
使
'
の
�
見
・
�
辭
儀
が
行
わ
れ
る

場
�
は
︑
原
則
と
し
て
公
"
な
儀
禮
や
�
政
が
お
こ
な
わ
れ
る
內
�
E
殿
の
崇
德
殿

(紫
宸
殿
)
あ
る
い
は
長
春
殿

(垂
拱
殿
)
で
あ
り
︑
國

に
よ
る
大
き
な
區
別
は
な
い(68

)
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
�
見
・
�
辭
儀
が
お
こ
な
わ
れ
る
時
閒
に
つ
い
て
は
︑
契
丹
以
外
の
外
國
使
'
の
儀
禮
が

﹁
見
・
謝
・
辭
﹂
と
呼
ば
れ
る
皇
�
と
臣
僚
と
の
對
面
儀
禮
の
E
後
に
設
定
さ
れ
︑
�
常
の
�
政

(E
殿
視
�
)
に
聯
續
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
の

に
た
い
し
︑
契
丹
の
み
は
儀
禮
の
場
が
獨
立
し
て
別
に
設
け
ら
れ
る
と
い
う
]
い
が
あ
っ
た

(表
1
Ⅰ−

(1
)
①
︑
Ⅱ−

(1
)
①
)
︒
い
っ
ぽ
う
契

丹
�
廷
に
お
け
る
儀
禮
で
も
︑
宋
の
國
信
使
は
夜
�
け
E
に
館
を
出
發
し
て
皇
�
の
居
�
へ
と
向
か
い
︑
�
見
儀
は
�
常
の
�
政
と
は
獨
立
し

て
�
け
方
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る(69

)
︒
こ
れ
に
た
い
し
︑
西
夏
か
ら
の
;
奉
使
の
�
見
・
�
辭
儀
は
﹁
臣
僚
常
�
﹂
が
f
わ
っ
た
あ
と
に
つ
づ
け

て
行
わ
れ
て
い
る
︒
高
麗
の
儀
禮
の
お
こ
な
わ
れ
る
時
閒
は
�
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
︑
西
夏
と
同
樣
に
�
常
の
�
政
に
つ
づ
け
て
儀
禮
が

擧
行
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る(70

)
︒
な
お
︑
契
丹
�
廷
で
儀
禮
が
お
こ
な
わ
れ
る
場
に
つ
い
て
は
︑
從
來
の
硏
究
で
ま
っ
た
く
檢
討
さ
れ
て
い
な
い

の
で
︑
@
違
で
取
り
上
げ
る
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
�
見
・
�
辭
儀
で
の
國
書
�
�
と
對
面
問
答
の
儀
禮
︑
隨
行
員
H
員
の
儀
禮
參
加
︑
獨
立
し
た
儀
禮
の
場
の
設
定
と
い
っ

た
點
で
︑
契
丹
・
宋
の
兩
國
閒
で
(
)
さ
れ
る
國
信
使
は
他
國
使
'
と
は
衣
な
る
特
別
の
待
�
を
�
け
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
こ
れ
ら
も
含

め
た
沿
路
・
�
廷
で
行
わ
れ
る
破
格
の
接
待
と
儀
禮
の
背
景
に
は
︑
兩
國
の
對
等
な
名
分
關
係
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
儀
禮
と
接
待

に
か
か
わ
る
制
度
は
一
時
"
に
和
議
が
結
ば
れ
た
九
七
〇
年
代
の
先
例
を
踏
ま
え
た
も
の
だ
っ
た
が
︑
そ
れ
が
本
格
"
に
整
備
さ
れ
た
の
は
澶

淵
の
�
の
閲
結
後
の
こ
と
で
あ
る
︒
そ
の
さ
い
に
兩
國
閒
の
�
涉
に
も
と
づ
い
て
事
細
か
に
定
め
ら
れ
︑
雙
方
で
お
こ
な
う
儀
禮
や
接
待
の
均

衡
が
は
か
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る(71

)
︒

た
だ
し
︑
兩
國
の
儀
禮
が
す
べ
て
完
H
に
�
等
だ
っ
た
と
は
い
え
な
い
︒
契
丹
�
廷
を
訪
れ
る
宋
の
國
信
使
は
︑
基
本
"
に
契
丹
の
禮
制
に

從
っ
て
い
た
︒
た
と
え
ば
�
見
儀
の
さ
い
の
宋
の
國
信
使
副
の
拜
禮
の
回
數
は

(
表
2
Ⅰ−

(4
)
①
)
︑
契
丹
皇
�
が
臣
僚
を
接
見
す
る
儀
禮
で

の
そ
れ
と
非
常
に
似
�
っ
て
い
る(72

)
︒
そ
し
て
︑
契
丹
�
廷
に
お
け
る
元
日
の
�
會
儀
禮
で
の
拜
禮
は
︑
宋
に
比
べ
て
ず
い
ぶ
ん
繁
雜
で
あ
っ
た
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よ
う
で
︑
重
熙
八
年

(一
〇
三
九
)
の
正
旦
國
信
使
と
し
て
(
)
さ
れ
た
韓
琦
が
詩
の
な
か
で
そ
の
こ
と
を
こ
ぼ
し
て
い
る(73

)
︒
E
'
に
述
べ
た

�
見
・
�
辭
儀
で
皇
�
の
代
理
と
し
て
振
る
舞
う
部
分
を
の
ぞ
く
と
︑
契
丹
�
廷
で
の
儀
禮
で
宋
の
國
信
使
一
行
は
契
丹
の
臣
僚
と
同
じ
�
作

を
お
こ
な
う
の
が
基
本
で
あ
っ
た
︒
な
お
︑
@
に
述
べ
る
よ
う
に
契
丹
�
廷
で
は
契
丹
人
と
漢
人
で
拜
禮
に
ち
が
い
が
あ
っ
た
が
︑
宋
使
が
お

こ
な
っ
た
の
は
當
然
漢
人
の
拜
禮
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒

こ
れ
に
た
い
し
て
︑
契
丹
か
ら
宋
へ
(
)
さ
れ
た
國
信
使
は
衣
な
っ
て
い
た
︒
す
な
わ
ち
︑
一
行
の
う
ち
の
契
丹
人
に
つ
い
て
は
︑
本
國
�

廷
で
の
x
裝
と
�
作
が
�
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
も
そ
も
契
丹
�
廷
の
儀
禮
で
は
︑
參
列
者
は
契
丹
x
と
漢
x
を
着
用
す
る
者
に
分
か

れ
て
い
た
が(74

)
︑
契
丹
國
信
使
一
行
も
同
樣
で
あ
っ
た
︒
具
體
"
に
は
︑
大
使
は
契
丹
人
︑
副
使
は
漢
人
と
決
ま
っ
て
い
た
︒
そ
し
て
︑
從
人
は

二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
︑
三
'
の
う
ち
上
'
に
當
た
る
舍
利
以
下
の
從
人
が
契
丹
人
で
︑
中
・
下
'
に
當
た
る
�
事
以
下
の
從
人
が
漢

人
で
あ
っ
た
︒
契
丹
人
と
漢
人
の
あ
い
だ
に
は
︑
髮
型
や
x
裝
︑
儀
禮
の
�
作
な
ど
に
�
確
な
區
別
が
あ
り
︑
契
丹
人
は
儀
禮
に
お
い
て
契
丹

x
を
着
用
し
た
︒
�
見
・
�
辭
儀
で
は
皇
�
が
國
信
使
一
行
に
x
を
賜
い
︑
�
見
儀
に
つ
づ
く
宴
會
で
は
一
行
が
賜
x
を
着
用
し
て
皇
�
の
恩

惠
に
浴
し
て
い
る
こ
と
が
顯
示
さ
れ
る
が
︑
賜
x
は
契
丹
人
の
國
信
大
使
が
契
丹
x
で
︑
漢
人
の
副
使
が
漢
x
だ
っ
た(75

)
︒
こ
の
う
ち
大
使
が
宋

皇
�
よ
り
賜
る
x
は
﹁
窄
衣
一
對
︑
金
蹀
躞
子
一
條
︑
金
鍍
銀
冠
一
頂
︑
鞾
一
量
﹂
で
あ
っ
た(76

)
︒﹁
窄
衣
﹂
と
は
︑
乘
馬
を
B
慣
と
す
る
A
牧

民
の
活
動
に
�
し
た
身
體
に
密
着
し
た
衣
x
を
い
う
︒
も
と
は
北
方
A
牧
民
か
ら
傳
わ
っ
た
﹁
窄
衣
﹂
は
︑
當
時
中
國
本
土
の
漢
人
の
あ
い
だ

で
も
液
布
し
て
い
た
が(77

)
︑
こ
の
と
き
に
契
丹
國
信
大
使
の
賜
る
﹁
窄
衣
﹂
は
A
牧
民
た
る
契
丹
武
人
を
表
象
す
る
�
味
を
持
っ
て
い
た
︒﹁
蹀

躞
子
﹂
は
金
屬
製
の
帶
�
り
が
等
閒
�
で
附
け
ら
れ
た
帶
で
︑
革
袋
を
取
り
附
け
た
り
︑
弓
・
劍
・
ナ
イ
フ
・
砥
石
・
手
ぬ
ぐ
い
な
ど
さ
ま
ざ

ま
な
>
具
を
つ
り
下
げ
た
り
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
︒
A
牧
民
の
日
常
生
活
に
深
く
根
ざ
し
た
こ
の
帶
は
契
丹
獨
自
の
も
の
で
は
な
く
︑

古
く
か
ら
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
各
地
の
A
牧
民
の
あ
い
だ
で
廣
く
用
い
ら
れ
た
も
の
が
傳
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う(78

)
︒
鍍
金
を
ほ
ど
こ
し
た
銀
で

作
っ
た
﹁
金
鍍
銀
冠
﹂
は
︑
契
丹
貴
人
が
か
ぶ
る
獨
特
の
冠
で
︑
%
年
契
丹
の
墓
葬
で
發
見
さ
れ
た
出
土
品
よ
り
そ
の
形
態
を
う
か
が
う
こ
と

が
で
き
る
︒
そ
し
て
︑
契
丹
人
の
大
使
や
從
人
は
︑
本
國
�
廷
で
お
こ
な
う
の
と
同
樣
に
契
丹
式
の
拜
禮
と
舞
踏
禮
を
お
こ
な
っ
た

(�
見
・
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�
辭
儀
に
つ
い
て
は
表
1
Ⅰ−

(3
)
①
④
︑
Ⅱ−

(2
)
①
④
な
ど
)
︒
契
丹
式
の
拜
禮
と
は
︑
左
足
を
立
て
て
右
足
を
跪
き
︑
兩
手
を
右
�
に
添
え
る

と
い
う
�
作
で
あ
る(79

)
︒
そ
れ
に
く
わ
え
て
︑
�
常
は
け
っ
し
て
�
め
ら
れ
な
い
上
閤
門
內
で
の
帶
刀
さ
え
も
許
さ
れ
た(80

)
︒

契
丹
國
信
大
使
の
契
丹
式
拜
禮
と
契
丹
x
着
用
は
︑
�
見
・
�
辭
儀
の
み
な
ら
ず
︑
元
正
大
�
會
で
も
�
め
ら
れ
て
い
た
︒
�
�
が
閲
結
さ

れ
て
か
ら
元
正
大
�
會
が
�
初
に
擧
行
さ
れ
た
の
は
景
德
四
年

(一
〇
〇
七
)
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
︑
こ
の
と
き
に
契
丹
人
で
國
信
大
使
の
蕭

漢
寧
は
︑
儀
禮
で
の
�
x
着
用
と
漢
儀
に
よ
る
�
作
を
拒
否
し
︑
漢
人
の
副
使
吳
克
昌
も
ま
た
百
官
が
儀
禮
で
着
用
す
べ
き
�
x
を
身
に
着
け

る
こ
と
を
拒
否
し
︑
こ
れ
を
�
け
て
宋
の
皇
�
は
�
會
で
の
x
裝
・
儀
禮
を
彼
ら
の
自
由
に
任
せ
た
の
で
あ
っ
た(81

)
︒
�
會
で
の
衣
x
・
�
作
を

め
ぐ
る
大
使
と
副
使
の
�
思
表
�
は
︑
當
然
の
こ
と
な
が
ら
契
丹
�
廷
の
�
向
を
反
映
し
た
も
の
だ
ろ
う
︒
先
述
の
と
お
り
元
正
�
會
は
そ
の

後
あ
ま
り
お
こ
な
わ
れ
な
か
っ
た
が
︑
こ
の
と
き
の
契
丹
國
信
使
の
x
裝
と
�
作
が
以
後
の
定
制
と
な
っ
た
︒
一
二
世
紀
初
め
の
北
宋
末
開
封

を
活
寫
し
た
記
錄
で
あ
る
﹃
東
京
夢
華
錄
﹄
に
も
︑
元
正
�
會
儀
禮
で
の
契
丹
國
信
大
使
の
x
裝
が
金
冠
を
か
ぶ
り
紫
窄
袍
と
金
蹀
躞
を
身
に

着
け
る
と
い
う
契
丹
x
で
あ
っ
た
こ
と
︑
拜
禮
も
契
丹
式
で
あ
っ
た
こ
と
を
�
記
す
る(82

)
︒
な
お
︑
*
'
の
上
壽
儀
禮
に
お
け
る
外
國
使
'
の
x

裝
に
つ
い
て
は
︑
3
料
に
記
載
が
な
く
不
�
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
︑
契
丹
國
信
使
一
行
の
契
丹
人
に
つ
い
て
は
や
は
り
自
國
の
衣
x
を
着
用

し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か(83

)
︒

さ
ら
に
:
目
す
べ
き
な
の
は
︑
�
見
・
�
辭
儀
で
契
丹
人
の
國
信
大
使
や
舍
利
以
下
の
從
人
の
口
か
ら
發
せ
ら
れ
る
言
葉
が
す
べ
て
契
丹
語

だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
�
見
・
�
辭
儀
い
ず
れ
に
お
い
て
も
︑
國
信
大
使
が
契
丹
皇
�
の
代
理
と
し
て
宋
皇
�
と
殿
上
で
や
り
取
り
を
す
る
が

(表
1
Ⅰ−

(2
)
②
︑
Ⅱ−

(3
)
③
)
︑
國
信
大
使
は
常
に
契
丹
語
で
言
葉
を
發
し
︑
そ
れ
を
宋
の
管
勾
2
來
國
信
司
に
屬
す
る
�
事
が
漢
語
に
譯

し
て
か
ら
閤
門
�
事
舍
人
が
皇
�
に
傳
奏
し
た
︒
ぎ
ゃ
く
に
皇
�
か
ら
言
葉
を
か
け
る
と
き
に
は
︑
閤
門
使
を
つ
う
じ
て
下
さ
れ
た
言
葉
を
�

事
が
契
丹
語
に
譯
し
て
國
信
大
使
に
傳
え
る
と
い
う
手
順
で
お
こ
な
わ
れ
た
︒
そ
の
ほ
か
�
見
儀
で
國
信
使
一
行
が
拜
顏
お
よ
び
>
中
の
行
き

と
ど
い
た
接
待
を
感
謝
し
︑﹁
*
躬
萬
福
﹂
を
奏
上
す
る
な
ど
皇
�
に
向
け
て
言
葉
を
發
す
る
が

(
表
1
Ⅰ−

(3
)
①
)
︑
や
は
り
同
樣
に
�
事

の
�
譯
と
閤
門
�
事
舍
人
の
傳
奏
に
よ
っ
て
皇
�
に
傳
え
ら
れ
た
︒
こ
れ
に
た
い
し
皇
�
か
ら
賜
物
を
與
え
る
さ
い
に
︑
そ
れ
は
敕
の
形
式
で
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閤
門
�
事
舍
人
よ
り
國
信
使
一
行
へ
傳
-
さ
れ
る
が
︑
こ
れ
も
�
事
に
よ
っ
て
契
丹
語
に
譯
さ
れ
た

(表
1
Ⅰ−

(
3
)
②
)
︒
�
辭
儀
で
の
や
り

と
り
も
同
樣
で
あ
っ
た

(表
1
Ⅱ−

(2
)
①
)
︒
舍
利
以
下
の
從
人
が
皇
�
と
對
面
す
る
と
き
も
︑
よ
り
鯵
略
な
や
り
取
り
で
は
あ
っ
た
が
大
使

と
同
じ
だ
っ
た

(表
1
Ⅰ−

(3
)
④
︑
Ⅱ−

(2
)
④
)
︒﹃
開
元
禮
﹄
に
も
皇
�
と
蕃
國
使
が
言
葉
を
�
わ
す
儀
禮
が
あ
る
が
︑
漢
語
で
お
こ
な
わ

れ
る
E
提
で
あ
り
︑
�
事
が
�
譯
す
る
規
定
は
な
か
っ
た
︒
い
っ
ぽ
う
︑
契
丹
�
廷
で
の
宋
�
國
信
使
の
儀
禮
は
︑
皇
�
が
漢
x
を
着
て
出
御

す
る
漢
儀
で
あ
り

(後
述
)
︑﹃
遼
3
﹄
禮
志
の
儀
:
を
見
る
か
ぎ
り
︑
國
信
使
は
漢
語
で
發
言
し
�
事
も
登
場
し
な
い
の
で
︑
す
べ
て
漢
語
で

や
り
取
り
を
し
た
か
の
よ
う
に
讀
め
る
︒
た
だ
し
︑
契
丹
皇
�
・
皇
太
后
以
下
の
契
丹
荏
配
者
層
は
日
常
"
に
契
丹
語
を
用
い
て
い
た
う
え
に
︑

儀
禮
に
は
契
丹
x
・
漢
x
雙
方
の
臣
僚
が
列
席
し
て
い
た
こ
と
か
ら(84

)
︑
契
丹
語
と
漢
語
の
雙
方
が
使
用
さ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
が
︑
現

�
3
料
か
ら
は
確
か
な
こ
と
は
言
え
な
い
︒

さ
て
︑
宋
�
に
と
っ
て
︑
自
國
風
俗
の
裝
い
を
身
に
ま
と
っ
た
多
種
多
樣
な
外
國
使
'
が
�
廷
儀
禮
に
參
加
す
る
こ
と
は
︑
<
觀
"
に
は
皇

�
の
德
N
が
風
俗
を
衣
に
す
る
四
方
の
﹁
蕃
國
﹂
に
ま
で
S
ん
で
い
る
こ
と
を
可
視
N
す
る
�
味
を
持
っ
て
い
た
︒
こ
の
こ
と
は
︑
み
ず
か
ら

﹁
中
華
﹂
を
も
っ
て
任
ず
る
宋
�
が
︑
名
分
上
は
對
等
な
關
係
に
あ
っ
た
契
丹
に
た
い
し
て
さ
え
內
向
き
に
は
﹁
(北
)
虜
﹂﹁
戎
虜
﹂
﹁
北
狄
﹂

な
ど
と
呼
ん
で
蔑
視
す
る
�
識
を
持
っ
て
い
た
こ
と
と
も
關
係
す
る
だ
ろ
う(85

)
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
澶
淵
の
�
閲
結
後
の
宋
�
に
お
け
る
國
信
使
儀
禮
の
制
定
を
め
ぐ
る
議
論
を
み
る
と
︑
円
E
で
は
契
丹
に
恩
寵
を
施
す
と

い
う
Z
勢
を
と
り
な
が
ら
も
︑
現
實
の
兩
國
の
力
關
係
よ
り
考
え
れ
ば
︑
實
際
に
は
宋
�
は
�
結
し
た
ば
か
り
の
和
�
の
堅
持
を
�
優
先
し
て
︑

契
丹
に
た
い
し
配
慮
を
盡
く
し
て
そ
の
風
俗
に
も
と
づ
く
儀
禮
擧
行
を
�
め
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
る(86

)
︒
ひ
る
が
え
っ
て
契
丹
の
側
よ
り
み

れ
ば
︑
國
信
使
が
宋
�
で
お
こ
な
う
儀
禮
は
︑
み
ず
か
ら
の
獨
自
の
B
俗
・
言
語
に
根
ざ
し
た
﹁
契
丹
﹂
と
し
て
の
自
己
同
一
性
を
外
向
き
に

顯
示
す
る
好
機
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
窄
衣
の
着
用
や
帶
刀
と
い
っ
た
契
丹
人
の
裝
い
に
は
︑
A
牧
王
�
の
武
威
を
誇
示
す
る
�
味
も
�
め
ら

れ
て
い
た
の
だ
ろ
う(87

)
︒

よ
う
す
る
に
︑
契
丹
・
宋
兩
國
の
國
信
使
の
儀
禮
は
︑
兩
國
の
名
分
上
の
對
等
性
を
象
^
す
る
べ
く
入
念
に
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
︑
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澶
淵
の
�
閲
結
時
の
軍
事
面
で
の
兩
國
の
實
力
差
を
反
映
し
て
︑
儀
禮
の
細
部
で
は
宋
が
契
丹
に
た
い
し
て
少
な
か
ら
ず
讓
步
し
た
部
分
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

三

契
丹
�
廷
に
お
け
る
儀
禮
の
場

(一
)

�
禮
場
�
の
變
�

一
一
世
紀
の
ユ
ー
ラ
シ
ア
東
方
で
南
北
に
共
存
し
た
契
丹
・
宋
兩
國
の
皇
�
の
生
活
は
︑
著
し
く
對
照
"
で
あ
っ
た
︒
す
な
わ
ち
︑
封
禪
な

ど
大
規
模
な
祭
祀
の
た
め
に
何
度
か
地
方
を
行
幸
し
た
第
三
代
皇
�
の
眞
宗
を
の
ぞ
け
ば
︑
基
本
"
に
在
位
中
は
國
都
開
封
周
邊
を
離
れ
る
こ

と
が
な
か
っ
た
宋
�
皇
�
に
た
い
し(88

)
︑
A
牧
民
の
風
B
を
保
持
し
た
契
丹
皇
�
は
每
年
季
'
ご
と
の
移
動
生
活
を
繰
り
}
し
て
い
た
︒
契
丹
は

D
制
を
お
お
い
に
取
り
こ
ん
だ
も
の
の
︑
そ
の
政
權
中
樞
は
皇
�
の
天
幕

(オ
ル
ド
)
の
�
在
地
﹁
捺
鉢
﹂
に
あ
る
﹁
動
く
�
廷
﹂
だ
っ
た
の

で
あ
り
︑
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
3
上
の
A
牧
王
�
の
系
�
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
︒
そ
れ
で
は
季
'
移
動
を
つ
づ
け
た
契
丹
皇

�
は
︑
ど
の
よ
う
な
場
�
で
宋
�
の
國
信
使
を
は
じ
め
と
す
る
外
國
使
'
を
�
け
入
れ
︑
正
旦
や
*
'
の
各
種
儀
禮
を
擧
行
し
た
の
で
あ
ろ
う

か
︒
本
違
で
は
澶
淵
の
�
以
後
の
契
丹
で
の
外
國
使
'
の
儀
禮
が
お
こ
な
わ
れ
る
場
に
つ
い
て
檢
討
し
て
い
く
︒

契
丹
皇
�
が
外
國
使
'
と
の
會
見
・
�
禮
を
お
こ
な
う
場
�
は
︑
�
說
で
は
國
信
使
の
入
境
時
に
決
定
し
た
と
さ
れ
る
︒
こ
れ
は
︑
宋
�
國

信
使
が
入
境
直
後
の
白
k
で
出
M
え
に
來
た
契
丹
接
J
使
に
�
禮
を
ど
こ
で
お
こ
な
う
か
を
�
ね
︑
そ
の
場
で
回
答
を
得
た
と
い
う
陳
襄
﹃
使

遼
語
錄
﹄
に
み
え
る
記
事
を
根
據
と
す
る(89

)
︒
し
か
し
︑﹃
使
遼
語
錄
﹄
は
宋
�
の
怨
�
卽
位
を
知
ら
せ
る
た
め
に
(
)
さ
れ
た
國
信
使
の
語
錄

で
︑
契
丹
皇
�
の
移
動
9
に
あ
た
る
六
d
に
儀
禮
を
お
こ
な
っ
た
特
殊
例
で
あ
る
こ
と
に
:
�
せ
ね
ば
な
ら
な
い
︒

實
際
に
は
︑
契
丹
皇
�
が
宋
�
國
信
使
一
行
を
�
け
入
れ
た
場
�
は
時
代
に
よ
っ
て
大
き
な
傾
向
が
あ
り
︑
時
と
と
も
に
變
�
し
て
い
た
︒

ま
ず
︑
�
�
閲
結
後
の
*
宗
�
殊
奴
の
治
世
で
は
︑
國
信
使
と
の
會
見
や
�
賀
儀
禮
が
も
っ
と
も
數
多
く
お
こ
な
わ
れ
た
場
�
は
中
京
で
あ
っ
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た
︒
�
獻
で
確
�
で
き
る
か
ぎ
り
︑
澶
淵
の
�
か
ら
*
宗
が
/
ず
る
ま
で
の
二
六
年
閒
の
う
ち
︑
一
一
回
を
占
め
る
︒
中
京
は
︑
澶
淵
の
�
閲

結
を
契
機
と
し
て
︑
外
國
使
'
を
�
け
入
れ
て
儀
禮
を
お
こ
な
う
こ
と
を
目
"
に
怨
�
さ
れ
た
都
市
で
あ
り
︑
多
用
さ
れ
た
の
は
當
然
の
こ
と

で
あ
る
︒
*
宗
�
に
は
そ
の
ほ
か
燕
京
で
三
回
︑
上
京
で
三
回
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
︑
後
に
比
べ
て
都
市

(京
城
)
で
の
�
禮
の
多
さ
が
お
お

き
な
特
^
で
あ
る(90

)
︒

�
禮
地
點
の
そ
の
ほ
か
の
場
�
へ
の
移
動
は
︑
そ
の
時
々
の
政
治
�
勢
に
起
因
す
る
場
合
が
多
か
っ
た
︒
�
段
か
ら
移
動
生
活
を
し
て
い
る

契
丹
皇
�
は
機
動
性
に
富
み
︑
い
ざ
周
邊
國
や
國
內
で
紛
爭
や
反
亂
な
ど
が
起
こ
っ
た
と
き
に
は
︑
臨
機
應
變
に
紛
爭
地
あ
る
い
は
そ
の
%
�

ま
で
出
向
き
︑
み
ず
か
ら
軍
�
を
p
い
て
E
線
に
立
つ
こ
と
も
あ
れ
ば
︑
國
境
ち
か
く
で
大
軍
を
引
き
連
れ
て
示
威
行
動
に
出
た
り
︑
現
地
で

命
令
を
下
し
た
り
す
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
っ
た
︒

な
お
︑
*
宗
�
殊
奴
の
*
'
は
一
二
d
二
七
日
だ
っ
た
た
め
︑
皇
�
の
*
'
と
正
旦
を
祝
賀
す
る
宋
�
の
國
信
使
は
ほ
ぼ
同
時
9
に
契
丹
�

廷
を
訪
れ
た
︒
承
天
皇
太
后
の
*
'
�
賀
に
つ
い
て
は
︑
�
�
閲
結
後
か
ら
�
く
な
る
直
E
の
瓜
和
二
七
年

(一
〇
〇
九
)
ま
で
五
年
閒
お
こ

な
わ
れ
た
が
︑
そ
の
時
9
は
夏
の
五
d
で
あ
っ
た(91

)
︒
�
禮
場
�
と
し
て
は
灤
河
上
液
の
夏
營
地
炭
山
が
二
度
あ
っ
た
ほ
か
︑
燕
京
︑
上
京
︑
中

京
が
そ
れ
ぞ
れ
一
度
ず
つ
あ
り
︑
や
は
り
都
市
で
の
�
禮
が
好
ま
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
と
い
え
る(92

)
︒
そ
の
後
︑
太
�
二
年

(一
〇
二
二
)
よ
り

*
宗
の
正
皇
后
齊
天
皇
后
が
國
母
と
な
り
︑
そ
の
*
'
(順
天
'
)
祝
賀
の
た
め
に
宋
の
國
信
使
が
(
)
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
�
賀
の
正
確

な
日
附
は
不
�
だ
が
︑
皇
后
の
生
辰
を
賀
す
る
國
信
使
の
宋
�
で
の
任
命
は
皇
�
の
生
辰
と
正
旦
を
賀
す
る
國
信
使
に
く
ら
べ
て
一
箇
d
か
ら

二
箇
d
ほ
ど
早
く
︑﹃
遼
3
﹄
本
紀
で
確
�
で
き
る
﹁
來
賀
﹂
の
9
日
も
ま
た
一
〇
d
あ
る
い
は
一
一
d
の
こ
と
で
あ
っ
た(

93
)

︒
そ
れ
ゆ
え
︑
皇

�
の
*
'
や
正
旦
と
お
な
じ
場
�
で
儀
禮
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

興
宗
夷
不
菫
が
卽
位
し
て
以
後
は
︑
中
京
は
�
禮
場
�
と
し
て
あ
ま
り
用
い
ら
れ
な
く
な
る
︒
興
宗
�
に
お
け
る
中
京
で
の
�
禮
は
︑
景
福

元
年

(一
〇
三
一
)
の
卽
位
よ
り
二
年
つ
づ
け
て
お
こ
な
わ
れ
て
か
ら
後
の
二
〇
年
あ
ま
り
の
あ
い
だ
に
は
︑
重
熙
一
〇
年

(一
〇
四
一
)
と
重

熙
一
六
年
の
二
度
の
み
で
あ
り
︑
>
宗
𣵀
�
・
天
祚
�
阿
果
の
治
世
に
い
た
っ
て
は
淸
寧
一
〇
年

(
一
〇
六
四
)
︑
天
慶
七
年

(
一
一
一
七
)
と
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そ
れ
ぞ
れ
一
度
だ
け
で
あ
る
︒﹃
遼
3
﹄
の
記
錄
漏
れ
も
あ
り
得
る
が
︑
お
お
よ
そ
の
傾
向
は
�
ら
か
で
あ
ろ
う
︒
中
京
を
契
丹
の
國
威
を
誇

示
す
る
�
禮
の
場
と
し
て
円
設
し
た
承
天
皇
太
后
と
*
宗
皇
�
の
�
圖
は
�
け
繼
が
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
中
京
は
そ
の
後
も
燕

京
と
な
ら
ん
で
國
信
使
一
行
が
か
な
ら
ず
�
過
し
︑
手
厚
い
接
待
が
お
こ
な
わ
れ
る
重
�
な
都
市
で
あ
り
續
け
た
︒

こ
の
中
京
を
は
じ
め
と
す
る
都
市
に
代
わ
る
�
禮
の
場
と
し
て
︑
興
宗
�
か
ら
顯
著
に
な
っ
て
く
る
の
が
︑
契
丹
皇
�
が
冬
營
地

(冬
捺

鉢
)
と
し
て
頻
繁
に
w
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
廣
�
淀

(藕
絲
淀
︑
中
會
川
︑
靴
淀
な
ど
の
衣
名
が
あ
る
)
で
あ
る(94

)
︒
中
京
の
東
北
に
位
置
す
る
廣
�
淀

は
︑
土
河
に
面
し
て
砂
が
堆
積
す
る
窪
地
で
︑
冬
の
季
'
風
を
�
け
る
こ
と
が
可
能
で
︑
家
畜
を
引
き
連
れ
た
A
牧
民
集
團
の
冬
營
地
と
し
て

ふ
さ
わ
し
い
場
�
で
あ
っ
た(95

)
︒
く
わ
え
て
﹁
廣
�
﹂
と
い
う
漢
語
の
地
名
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
︑
皇
�
に
隨
從
す
る
軍
�
や
畜
群
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
︑
�
賀
儀
禮
に
は
せ
參
じ
る
國
內
外
の
多
數
の
人
び
と
を
優
に
收
容
で
き
る
廣
大
な
�
原
で
あ
り
︑
�
禮
の
場
と
し
て
も
�
し
て
い
た(96

)
︒

も
ち
ろ
ん
︑
契
丹
�
廷
の
機
動
性
の
高
さ
ゆ
え
︑
燕
京
や
西
京

(大
同
)
︑
東
京

(
遼
陽
)
方
面
な
ど
廣
�
淀
以
外
の
場
�
で
�
禮
が
お
こ
な
わ

れ
る
場
合
も
あ
っ
た
が
︑
*
宗
�
と
同
樣
に
︑
そ
れ
ら
は
す
べ
て
周
邊
國
と
の
政
治
"
緊
張
が
あ
っ
た
さ
い
に
皇
�
が
壓
力
を
か
け
る
べ
く
�

圖
"
に
移
動
し
た
と
き
に
限
ら
れ
る
︒
�
常
の
�
禮
地
は
廣
�
淀
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い(97

)
︒
つ
ま
り
︑
儀
禮
は
冬
捺
鉢
に
設
營
さ
れ
た
移
動
式

の
天
幕
で
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
︒

つ
と
に
傅
樂
煥
が
�
ら
か
に
し
て
い
る
が
︑
興
宗
以
後
の
�
禮
に
つ
い
て
も
う
一
點
:
�
す
べ
き
な
の
は
︑
宋
の
國
信
使
を
含
め
た
外
國
使

'
が
參
加
す
る
皇
�
や
皇
太
后

(太
皇
太
后
)
の
*
'
�
賀
を
︑
實
際
の
生
辰
に
お
こ
な
わ
れ
る
契
丹
國
內
で
の
祝
賀
と
は
別
に
擧
行
し
た
こ

と
で
あ
る
︒
そ
の
日
取
り
は
年
末
の
一
二
d
に
定
め
ら
れ
た
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
*
'
�
賀
の
日
取
り
は
︑
興
宗
夷
不
菫
が
一
二
d
下
旬
︑
>
宗
𣵀

�
が
一
二
d
七
日
︑
興
宗
の
生
母
違
*
(法
天
)
皇
太
后

(太
皇
太
后
)
が
一
二
d
五
日
︑
>
宗
の
生
母
宗
天
皇
太
后
が
一
二
d
三
日
と
さ
れ
︑

*
'
・
正
旦
の
�
賀
儀
禮
が
す
べ
て
一
箇
d
以
內
に
完
了
す
る
よ
う
に
し
て
い
た
︒
こ
う
し
た
措
置
が
と
ら
れ
た
の
は
︑
季
'
移
動
を
繰
り
}

す
契
丹
�
廷
に
と
り
︑
移
動
中
の
幕
營
地
で
宋
�
の
國
信
使
を
は
じ
め
と
す
る
數
多
く
の
外
國
使
'
を
M
え
る
こ
と
は
不
�
だ
っ
た
た
め
で
︑

皇
�
・
皇
太
后

(國
母
)
の
*
'
�
賀
と
正
旦
�
賀
を
あ
わ
せ
て
冬
捺
鉢
で
�
け
ら
れ
る
よ
う
に
︑
儀
禮
日
G
の
合
理
N
を
お
こ
な
っ
た
の
で

― 83 ―

237



あ
る(

98
)

︒

(二
)

儀
禮
が
お
こ
な
わ
れ
る
空
閒

以
上
に
み
て
き
た
よ
う
に
︑
�
禮
場
�
の
中
心
は
︑
�
�
閲
結
後
の
都
城
か
ら
︑
一
一
世
紀
j
ば
以
後
に
は
冬
捺
鉢

(冬
營
地
)
へ
と
變
�

し
た
︒
そ
れ
で
は
國
信
使
な
ど
の
外
國
使
'
が
參
加
す
る
儀
禮
は
︑
都
城
や
幕
營
地
の
な
か
の
ど
の
よ
う
な
空
閒
で
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
ろ

う
か
︒

ま
ず
︑
�
�
閲
結
後
に
円
設
さ
れ
て
<
な
�
禮
場
�
と
な
っ
た
中
京
で
は
︑
城
內
の
宮
殿
で
儀
禮
が
お
こ
な
わ
れ
た
︒
中
京
で
の
儀
禮
に
つ

い
て
は
︑
澶
淵
の
�
か
ら
閒
も
な
い
一
〇
〇
八
年

(契
丹
・
瓜
和
二
六
年
︑
宋
・
大
中
祥
符
元
年
)
に
契
丹
皇
�
の
生
辰
國
信
使
と
し
て
宋
か
ら
(

)
さ
れ
た
路
振
の
﹃
乘
軺
錄
﹄
に
詳
し
い
記
述
が
殘
さ
れ
て
い
る
︒﹃
乘
軺
錄
﹄
は
︑
円
設
後
閒
も
な
い
時
9
の
中
京
の
�
景
を
描
い
た
貴
重

な
�
獻
で
あ
る
︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑
中
京
滯
在
中
に
國
信
使
一
行
は
*
宗
皇
�
・
承
天
皇
太
后
<
催
の
儀
禮
に
參
加
し
︑
し
き
り
に
宴
に
招
か

れ
て
�
應
を
�
け
た
︒
一
二
d
二
六
日
の
皇
�
(*
宗
�
殊
奴
)
と
の
�
見
儀
︑
g
二
七
日
の
皇
太
后

(
承
天
皇
太
后
)
と
の
�
見
儀
︑
g
二
八

日
の
皇
�
生
辰
上
壽
儀
︑
正
d
一
日
の
元
旦
�
賀
儀
︑
四
日
お
よ
び
六
日
の
曲
宴
︑
七
日
の
宴
射
︑
八
日
の
皇
太
后
と
の
�
辭
儀
︑
g
九
日
の

皇
�
と
の
�
辭
儀
な
ど
で
あ
る
︒
そ
し
て
こ
れ
ら
の
儀
禮
や
宴
が
擧
行
さ
れ
た
場
�
は
︑
<
催
者
が
皇
�
か
皇
太
后
か
で
衣
な
っ
て
お
り
︑
E

者
の
場
合
が
武
功
殿
︑
後
者
の
場
合
は
�
N
殿
と
呼
ば
れ
る
宮
殿
で
︑
兩
者
は
東
西
に
竝
ん
で
い
た
︒
皇
太
后
が
國
母
と
し
て
皇
�
と
竝
び

立
っ
て
君
臨
す
る
契
丹
の
國
制
を
反
映
し
て
︑
儀
禮
を
お
こ
な
う
二
つ
の
宮
殿
が
竝
ん
で
�
營
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
契
丹
�
廷
に
お
け
る
儀
禮

に
は
︑
契
丹
の
古
く
か
ら
の
B
俗
に
も
と
づ
く
儀
禮

(國
俗
)
と
と
も
に
︑
一
〇
世
紀
E
j
に
漢
地
を
荏
配
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
¡
入
さ

れ
た
D
制
に
由
來
す
る
儀
禮

(漢
禮
︑
漢
儀
)
が
あ
っ
た
が
︑
外
國
使
'
か
ら
の
�
禮
や
上
壽
・
�
賀
儀
禮
は
後
者
の
漢
儀
で
あ
っ
た
︒
漢
儀

で
は
契
丹
皇
�
は
漢
x
を
着
て
儀
禮
に
參
加
し
た
︒
宋
�
國
信
使
を
M
接
す
る
儀
禮
は
當
然
漢
儀
で
お
こ
な
わ
れ
た
た
め
︑
路
振
ら
は
宋
�
と

同
じ
よ
う
な
﹁
黃
紗
袍
﹂
を
身
に
着
け
た
契
丹
皇
�
を
目
睹
し
た
の
で
あ
る(99

)
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
漢
儀
の
¡
入
と
皇
�
の
漢
x
着
用
は
︑
契
丹
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荏
配
層
の
漢
N
を
�
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
︒
�
�
閲
結
か
ら
閒
も
な
く
契
丹
に
(
)
さ
れ
た
宋
�
國
信
使
李
維
の
報
吿
に
よ
れ
ば
︑
契
丹
皇

�
は
儀
禮
の
時
の
み
漢
x
を
着
用
し
︑
�
時
は
狩
獵
A
牧
民
と
し
て
の
風
俗
を
保
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る(100

)
︒
こ
の
報
吿
は
契
丹
を
野
蠻
視

す
る
差
別
"
な
含
�
が
あ
る
も
の
の
︑
契
丹
皇
�
の
生
活
風
俗
を
端
"
に
言
い
當
て
て
い
る
︒
x
裝
と
お
な
じ
よ
う
に
︑
都
城
內
の
固
定
円
築

た
る
宮
殿
は
あ
く
ま
で
儀
禮
を
お
こ
な
う
た
め
の
施
設
で
あ
り
︑
契
丹
皇
�
や
扈
從
す
る
臣
僚
た
ち
は
︑
A
牧
民
の
風
B
に
も
と
づ
き
城
外
に

設
け
ら
れ
た
天
幕
に
暮
ら
し
て
い
た(101

)
︒
そ
し
て
︑
儀
禮
を
お
こ
な
う
た
め
の
宮
殿
で
あ
る
武
功
殿
と
�
N
殿
の
後
方
に
﹁
宮
室
﹂
が
あ
っ
た
が
︑

そ
れ
も
や
は
り
天
幕
だ
っ
た(102

)
︒
こ
の
天
幕
の
﹁
宮
室
﹂
は
儀
禮
擧
行
の
E
後
に
契
丹
皇
�
・
皇
太
后
が
�
え
る
場
�
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
城
內

に
滯
在
す
る
と
き
で
さ
え
︑
契
丹
皇
�
・
皇
太
后
は
天
幕
に
居
る
の
が
常
態
な
の
で
あ
っ
た
︒

つ
づ
い
て
︑
興
宗
�
以
後
に
<
た
る
�
禮
場
�
と
な
っ
た
廣
�
淀
を
は
じ
め
と
す
る
契
丹
皇
�
の
宿
營
地
た
る
冬
捺
鉢
で
は
︑
ど
の
よ
う
な

空
閒
で
儀
禮
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
か
み
て
い
こ
う
︒
捺
鉢
に
は
皇
�
を
は
じ
め
と
し
て
扈
從
す
る
王
族
や
百
官
な
ど
が
暮
ら
す
移
動
式
¦
居
の

天
幕
群
が
立
ち
竝
ぶ
︒
天
幕
に
は
﹁
穹
廬
﹂
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
多
い
圓
形
の
﹁
氈
廬
﹂﹁
氈
帳
﹂
の
ほ
か
︑
木
§
と
屋
根
を
持
つ
﹁
氈
屋
﹂

が
あ
り(103

)
︑
E
者
は
﹁
某
帳
﹂
と
呼
ば
れ
る
の
に
對
し
︑
後
者
は
宮
殿
に
見
立
て
ら
れ
て
﹁
某
殿
﹂
と
呼
ば
れ
た
︒

﹃
遼
3
﹄
營
衞
志
の
行
營
の
項
に
は
︑
一
一
世
紀
j
ば
以
後
の
廣
�
淀
を
描
い
た
冬
捺
鉢
に
つ
い
て
の
記
事
が
あ
り
︑
皇
�
の
牙
帳
を


成

す
る
具
體
"
な
﹁
殿
﹂
や
﹁
帳
﹂
の
說
�
が
み
え
る
︒
ま
ず
︑
皇
�
牙
帳
の
い
ち
ば
ん
南
に
﹁
省
方
殿
﹂
と
呼
ば
れ
る
殿
が
あ
っ
た
︒
木
の
§

と
竹
の
垂
木
で


築
さ
れ
︑
上
部
を
﹁
氈
﹂
(フ
ェ
ル
ト
)
で
©
っ
た
移
動
式
の
殿
で
あ
っ
た
︒
殿
に
は
回
y
が
附
設
さ
れ
て
︑
ま
わ
り
を
め

ぐ
っ
て
い
た
が
︑
こ
れ
も
﹁
氈
﹂
で
©
わ
れ
て
い
た(104

)
︒
一
〇
九
一
年

(契
丹
・
大
安
七
年
︑
宋
・
元
祐
六
年
)
に
皇
�
生
辰
使
と
し
て
(
)
さ
れ

た
宋
の
彭
汝
礪
に
廣
�
淀
の
�
景
を
詠
ん
だ
詩
が
あ
り
︑
そ
の
序
�
に
儀
禮
の
お
こ
な
わ
れ
た
場
に
つ
い
て
の
說
�
が
み
え
る
︒
そ
れ
に
よ
れ

ば
左
右
の
門
は
﹁
紫
府
洞
﹂﹁
桃
源
洞
﹂︑
殿
は
﹁
省
方
殿
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
た
︒
つ
ま
り
︑
省
方
殿
が
E
違
に
み
た
�
見
・
�
辭
儀
な
ど
さ
ま

ざ
ま
な
�
廷
儀
禮
が
お
こ
な
わ
れ
る
場
�
で
︑
中
國
王
�
の
宮
城
で
い
え
ば
正
殿
あ
る
い
は
E
殿
に
あ
た
る
天
幕
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
左
右

の
門
﹁
紫
府
洞
﹂﹁
桃
源
洞
﹂
は
︑﹃
遼
3
﹄
禮
志
の
�
見
・
�
辭
儀
の
な
か
に
み
え
る
﹁
東

(
北
)
洞
門
﹂﹁
西

(
南
)
洞
門
﹂
に
當
た
る
︒
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國
信
使
た
ち
が
省
方
殿
で
の
儀
禮
や
宴
の
さ
い
に
の
ぼ
っ
た
階
は
︑
彭
汝
礪
に
よ
る
と
高
さ
が
二
～
三
尺
︑
幅
が
三
�
︑
奧
行
き
が
そ
の
j
分

G
度
で
︑
殿
庭
よ
り
も
高
い
殿
上
に
皇
�
が
座
る
御
座
が
設
け
ら
れ
て
い
た(105

)
︒
い
っ
ぽ
う
︑
一
〇
二
〇
年

(契
丹
・
開
泰
九
年
︑
宋
・
天
禧
四
年
)

に
皇
�
生
辰
使
と
し
て
契
丹
の
木
葉
山
の
捺
鉢
を
訪
れ
た
宋
の
宋
綬
の
報
吿
に
よ
る
と
︑
儀
禮
を
お
こ
な
う
省
方
殿
は
東
向
き
で
︑
階
が
設
け

ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う(106

)
︒
宋
と
國
信
使
を
�
奄
す
る
な
か
で
︑
中
國
式
の
殿
を
模
倣
し
て
御
座
を
高
く
し
て
階
を
設
け
る
よ
う
に
な
っ
た

の
だ
ろ
う
︒
な
お
︑
彭
汝
礪
に
よ
れ
ば
︑﹁
�
萊
宮
﹂
と
い
う
宮
名
が
あ
っ
た
と
い
う
が
︑
こ
れ
は
D
代
の
﹁
宮
﹂
が
複
數
の
殿
か
ら


成
さ

れ
る
の
と
同
樣
に
︑
複
數
の
天
幕
群
の
ま
と
ま
り
を
6
括
し
た
名
稱
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
︒﹁
�
萊
宮
﹂
の
名
稱
は
D
代
に
﹁
大
�
宮
﹂
を

改
稱
し
て
一
時
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
︑
そ
れ
を
�
識
し
て
の
も
の
か
も
し
れ
な
い
︒
門
名
で
あ
る
﹁
紫
府
洞
﹂﹁
桃
源
洞
﹂
と
あ
わ
せ
︑

中
國
の
神
仙
思
想
の
影
�
を
う
か
が
わ
せ
る
命
名
で
あ
る
點
も
:
目
さ
れ
る
︒

さ
ら
に
﹃
遼
3
﹄
營
衞
志
の
記
述
の
つ
づ
き
を
み
よ
う
︒
省
方
殿
の
す
ぐ
北
に
は
﹁
鹿
皮
帳
﹂︑
す
ぐ
そ
の
北
に
﹁
八
方
公
用
殿
﹂
が
あ
っ

た
︒
省
方
殿
か
ら
北
へ
二
里
と
い
う
少
し
離
れ
た
場
�
に
は
︑
省
方
殿
と
同
じ
�
り
の
﹁
壽
寧
殿
﹂
と
呼
ば
れ
る
殿
が
設
營
さ
れ
︑
そ
の
北
に

﹁
長
春
帳
﹂
が
あ
っ
た(107

)
︒
省
方
殿
は
皇
�
が
百
官
と
謁
見
し
た
り
諸
國
の
使
'
を
M
え
た
り
︑
種
々
の
�
賀
・
上
壽
・
宴
會
儀
禮
を
お
こ
な
う

場
で
あ
っ
た(108

)
︒
そ
の
北
の
﹁
八
方
公
用
殿
﹂
の
用
s
は
不
�
だ
が
︑
そ
の
名
稱
か
ら
皇
�
が
重
臣
と
と
も
に
政
事
を
議
す
場

(﹃
遼
3
﹄
營
衞
志

に
み
え
る
﹁
與
北
南
大
臣
會
議
國
事
﹂)
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
そ
し
て
︑
奧
に
位
置
す
る
壽
寧
殿
と
長
春
帳
は
︑
中
國
王
�
の
宮
城
で
言
え
ば
後

殿
に
當
た
る
殿
・
帳
で
あ
り
︑
皇
�
が
日
常
"
に
起
居
す
る
私
"
な
空
閒
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
長
春
帳
は
﹁
硬
寨
﹂
(バ

リ
ケ
ー
ド
)
で
強
固
に
守
ら
れ
て
い
た
︒
そ
し
て
︑
こ
れ
ら
の
﹁
殿
﹂・﹁
帳
﹂
を
6
括
す
る
﹁
宮
﹂
(
オ
ル
ド
)
で
は
︑
四
千
人
も
の
契
丹
兵
が

每
日
千
人
ず
つ
輪
番
で
警
備
に
當
た
っ
た
の
で
あ
る
︒
な
お
︑
一
〇
二
〇
年
の
宋
綬
の
報
吿
に
も
︑
省
方
殿
の
北
方
に
﹁
慶
壽
殿
﹂︑
そ
の
さ

ら
に
西
北
に
﹁
國
<
帳
﹂
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
宋
綬
の
い
う
﹁
慶
壽
殿
﹂
と
﹁
國
<
帳
﹂
が
﹃
遼
3
﹄
に
み
え
る
﹁
壽
寧
殿
﹂

と
﹁
長
春
帳
﹂
に
對
應
す
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

以
上
の
よ
う
な
契
丹
�
廷
の
殿
に
つ
い
て
は
︑
一
〇
七
五
年

(契
丹
・
大
康
元
年
︑
宋
・
熙
寧
八
年
)
に
︑
泛
使
と
し
て
契
丹
の
夏
捺
鉢

(夏
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營
地
)
を
訪
れ
た
宋
の
沈
括
の
記
錄
が
參
考
に
な
る
︒
沈
括
は
こ
の
夏
營
地
を
﹁
單
于
庭
﹂
と
呼
ん
で
い
る
が
︑
屋
を
�
す
る
皇
�
の
﹁
�

寢
﹂
と
皇
后
の
﹁
�
﹂
が
合
計
三
つ
あ
っ
た
と
い
う
︒
こ
れ
ら
は
﹃
遼
3
﹄
營
衞
志
で
﹁
殿
﹂
と
呼
ば
れ
た
屋
根
と
木
§
を
持
つ
移
動
式
円
�

物
を
指
し
︑﹁
�
﹂
が
政
事
や
儀
禮
を
お
こ
な
う
場
�
で
︑﹁
寢
﹂
が
日
常
起
居
す
る
場
�
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
ほ
か
の
天
幕
は
す
べ
て
﹁
氈
廬
﹂

で
あ
っ
た
︒
ま
た
殿
庭
に
は
松
の
幹
を
立
て
た
﹁
閤
門
﹂
が
設
け
ら
れ
︑
そ
の
東
側
に
皇
�
に
扈
從
す
る
中
書
・
樞
密
院
・
客
省
な
ど
の
﹁
氈

廬
﹂
が
六
︑
七
向
か
い
合
っ
て
竝
ん
で
い
た
と
沈
括
が
記
し
て
い
る
點
も
:
�
を
引
く(109

)
︒
天
幕
群
は
東
西
方
向
に
配
置
さ
れ
て
お
り
︑
閤
門
の

外

(東
側
)
に
官
廳
の
天
幕
が
向
か
い
合
っ
て
竝
ん
で
お
り
︑
そ
の
內
(西
側
)
に
は
皇
�
の
﹁
�
寢
﹂
の
殿
・
帳
が
竝
ん
で
い
た
は
ず
で
あ

る
︒
閤
門
は
皇
�
が
居
¦
す
る
空
閒
の
內
と
外
を
區
切
る
�
味
を
持
っ
て
い
た
︒﹃
遼
3
﹄
營
衞
志
に
み
え
る
殿
で
沈
括
の
言
う
﹁
�
寢
﹂
に

あ
た
る
の
が
︑
省
方
殿
・
八
方
公
用
殿
・
壽
寧
殿
の
三
つ
の
殿
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
︒

冬
・
夏
の
捺
鉢
の
よ
う
に
︑
皇
�
以
下
が
あ
る
G
度
長
い
9
閒
に
わ
た
っ
て
滯
在
す
る
宿
營
地
で
は
︑
階
や
兩
y
を
備
え
た
比
�
"
規
模
の

大
き
い
﹁
殿
﹂
が
立
て
ら
れ
た
わ
け
だ
が
︑
移
動
を
頻
繁
に
繰
り
}
す
時
9
に
は
︑
契
丹
皇
�
は
﹁
帳
﹂
と
呼
ば
れ
る
圓
形
の
天
幕

(旣
述
の

﹁
氈
廬
﹂﹁
氈
帳
﹂﹁
穹
廬
﹂)
で
臣
僚
や
外
國
使
'
の
謁
見
を
�
け
た
︒
た
と
え
ば
︑
宋
�
(神
宗
)
卽
位
を
報
ず
る
た
め
に
一
〇
六
七
年
夏
に
神

恩
泊
の
地
で
契
丹
皇
�
に
拜
謁
し
た
陳
襄
の
報
吿
に
よ
る
と
︑
契
丹
皇
太
后

(興
宗
夷
不
菫
の
后
の
宗
天
皇
太
后
)
・
皇
�
(>
宗
𣵀
�
)
の
い
ず

れ
と
も
﹁
帳
﹂
で
�
見
・
�
辭
儀
を
お
こ
な
っ
て
い
る(110

)
︒
こ
の
と
き
皇
�
は
秋
の
山
で
の
狩
獵

(
秋
山
)
に
向
か
う
た
め
に
移
動
し
つ
つ
あ
る

時
9
で
あ
り
︑
神
恩
泊
に
は
一
時
"
に
²
留
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
︒

こ
の
契
丹
皇
�
の
捺
鉢
の
﹁
帳
﹂
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
の
材
料
と
し
て
︑
一
二
世
紀
E
j
の
勃
興
後
閒
も
な
い
金
國
初
代
皇
�
阿
骨
打

(太
祖
)
の
幕
營
地
を
描
い
た
記
錄
が
:
目
に
値
す
る
︒
天
慶
五
年

(一
一
一
五
)
︑
契
丹
に
反
旗
を
´
し
て
金
國
を
円
國
し
た
阿
骨
打
は
︑
上

京
・
中
京
一
帶
の
契
丹
本
據
地
を
攻
略
後
︑
契
丹
の
天
祚
�
を
c
擊
す
る
べ
く
南
へ
親
征
す
る
︒
そ
し
て
︑
天
輔
六
年

(
一
一
二
二
)
一
二
d

に
は
燕
京
を
無
血
開
城
し
︑
城
外
に
天
幕
を
立
て
て
²
留
す
る
︒
こ
の
と
き
︑
燕
京
一
帶
の
割
讓
を
含
め
金
と
宋
の
あ
い
だ
で
�
涉
が
;
め
ら

れ
る
な
か
︑
燕
京
城
外
に
²
留
す
る
阿
骨
打
の
幕
營
地
を
宋
�
の
使
者
が
訪
れ
て
詳
し
い
記
錄
を
殘
し
て
い
る
︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑
宋
使
が
阿
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骨
打
に
拜
謁
し
た
場
�
は
﹁
契
丹
�
拔

(�
跋
)
行
帳
﹂
と
呼
ば
れ
る
天
幕
で
あ
っ
た(111

)
︒﹁
�
拔
﹂﹁
�
跋
﹂
は
﹁
捺
鉢
﹂
と
同
じ
契
丹
語
の
衣

な
る
漢
字
·
寫
で
あ
り
︑
契
丹
皇
�
が
用
い
た
天
幕
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
︒
こ
れ
に
先
立
つ
同
年
三
d
︑
燕
京
を
¸
れ
て
白
水
濼

(現
在
の

內
モ
ン
ゴ
ル
自
治
區
チ
ャ
ハ
ル
右
¹
E
旗
黃
旗
海
)
に
²
留
し
て
い
た
契
丹
の
天
祚
皇
�
の
﹁
放
鵝
行
帳
﹂
を
金
軍
が
»
襲
し
た
︒
こ
の
と
き
天
祚

�
は
﹁
行
帳
﹂
を
¼
て
て
脫
出
し
︑
西
京

(大
同
)
を
經
由
し
て
陰
山
方
面
へ
¸
れ
︑
金
軍
は
﹁
行
帳
﹂
を
ふ
く
め
た
契
丹
皇
�
の
﹁
貨
寶
﹂

を
奪
取
し
た
︒
金
軍
が
奪
っ
た
皇
�
の
﹁
行
帳
﹂
は
︑
八
d
に
南
征
の
た
め
に
鴛
鴦
濼

(現
在
の
河
北
省
張
北
縣
ア
ン
ギ
ル
・
ノ
ー
ル
)
ま
で
や
っ

て
來
た
阿
骨
打
に
獻
じ
ら
れ
︑
十
二
d
に
居
庸
關
を
越
え
て
燕
京
を
無
血
開
城
し
た
さ
い
に
も
︑
阿
骨
打
は
こ
の
天
幕
と
と
も
に
移
動
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
︒
燕
京
を
制
壓
し
た
阿
骨
打
は
︑
城
內
の
宮
殿
で
影
伏
し
た
燕
京
契
丹
政
府
官
員
の
�
賀
を
�
け
た
が
︑
そ
の
あ
と
城
內
に

は
留
ま
ら
ず
︑
城
外
に
出
て
こ
の
天
幕
を
立
て
て
五
箇
d
ほ
ど
滯
在
し
た
の
で
あ
っ
た
︒

一
一
二
三
年

(金
・
天
輔
七
年
︑
宋
・
宣
和
五
年
)
正
d
と
三
d
の
二
度
に
わ
た
り
燕
京
城
外
の
阿
骨
打
の
幕
營
地
を
訪
れ
た
宋
の
使
者
馬
擴

に
よ
れ
ば
︑
儀
禮
の
;
行
を
つ
か
さ
ど
る
閤
門
官
や
宴
の
さ
い
に
·
樂
を
奏
で
る
敎
坊
の
樂
工
は
い
ず
れ
も
契
丹
に
仕
え
て
い
た
人
び
と
で

あ
っ
た(112

)
︒
つ
ま
り
︑
金
軍
は
天
祚
�
を
攻
擊
し
た
さ
い
に
︑
天
幕
と
と
も
に
契
丹
の
�
廷
儀
禮
を
と
り
お
こ
な
う
人
員
も
ひ
っ
く
る
め
て
奪
取

し
︑
そ
の
ま
ま
召
し
¿
え
て
金
國
皇
�
に
奉
仕
さ
せ
た
の
で
あ
る
︒
く
わ
え
て
︑
皇
�
阿
骨
打
と
宋
の
國
信
使
と
の
�
見
・
�
辭
儀
は
︑
順
序

に
若
干
の
變
m
が
あ
っ
た
も
の
の
基
本
"
に
は
契
丹
�
廷
で
宋
使
が
お
こ
な
っ
た
儀
禮
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
っ
た(113

)
︒
た
だ
し
︑
契
丹
の
冬
捺

鉢
で
�
常
儀
禮
が
お
こ
な
わ
れ
た
﹁
殿
﹂
と
衣
な
り
︑
阿
骨
打
が
坐
し
た
天
幕
に
は
階
が
な
か
っ
た
た
め
︑
天
幕
の
入
口
の
﹁
帳
門
﹂
に
入
っ

て
皇
�
の
面
E
に
至
る
こ
と
を
﹁
上
殿
﹂
と
呼
ん
だ
︒
な
お
︑
E
年
九
d
に
燕
京
の
割
讓
な
ど
に
つ
い
て
協
議
す
べ
く
金
か
ら
宋
の
國
都
開
封

へ
使
者
が
(
)
さ
れ
た
が
︑
こ
の
と
き
の
使
者
は
制
度
典
違
に
精
�
し
た
渤
海
人
の
高
慶
裔
で
あ
っ
た
︒
高
慶
裔
は
金
が
契
丹
よ
り
接
收
し
た

と
思
わ
れ
る
﹁
契
丹
例
卷
﹂
な
る
卷
子
�
書
を
持
參
し
て
︑
都
亭
驛
に
滯
在
す
る
こ
と
︑
�
見
・
�
辭
儀
の
さ
い
に
殿
に
上
っ
て
上
奏
す
る
こ

と
な
ど
︑
契
丹
國
信
使
の
先
例
に
も
と
づ
い
て
接
待
や
儀
禮
を
お
こ
な
う
よ
う
事
細
か
に
�
求
し
︑
宋
側
は
そ
の
�
求
に
從
っ
て
い
る(114

)
︒
こ
れ

と
お
な
じ
よ
う
に
︑
金
の
幕
營
地
に
お
け
る
宋
使
の
接
待
・
儀
禮
で
も
契
丹
・
宋
閒
の
先
例
を
踏
襲
し
た
の
で
あ
る
︒
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宋
人
の
記
錄
は
殘
念
な
が
ら
阿
骨
打
が
坐
し
た
天
幕
を
詳
し
く
描
寫
し
て
い
な
い
︒
し
か
し
︑﹁
契
丹
�
拔

(�
跋
)
行
帳
﹂
と
�
記
さ
れ

て
い
る
か
ら
に
は
︑
契
丹
に
お
い
て
皇
�
し
か
使
用
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
特
別
の
天
幕
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
︒
そ
し
て
そ
れ
は
︑
突
厥

や
モ
ン
ゴ
ル
な
ど
契
丹
の
E
後
の
時
代
の
A
牧
王
�
に
お
い
て
﹁
オ
ル
ド

ordu
﹂︑﹁
シ
ラ
・
オ
ル
ド

sira
ordu
﹂
(ト
ル
コ
語
・
モ
ン
ゴ
ル
語
で

﹁
天
幕
﹂︑﹁
黃
金
の
天
幕
﹂
を
�
味
す
る
)
な
ど
と
呼
ば
れ
た
君
<
專
用
の
壯
麗
な
天
幕
の
系
�
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒

周
知
の
よ
う
に
天
幕
は
契
丹
語
で
も
同
樣
に
﹁
オ
ル
ド

(斡
魯
朶
)
﹂
と
呼
ば
れ
た
こ
と
か
ら
も
︑
モ
ン
ゴ
ル
高
原
の
ト
ル
コ
系
の
A
牧
王
�

か
ら
の
影
�
は
�
ら
か
で
あ
る
︒
阿
骨
打
が
契
丹
皇
�
か
ら
奪
取
し
た
天
幕
で
こ
と
さ
ら
に
臣
僚
や
使
'
と
謁
見
し
た
の
は
︑
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
怨
興
の
金
國
が
契
丹
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
こ
と
を
衆
人
に
は
っ
き
り
と
示
す
�
圖
が
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
︒
契
丹
皇
�
の
使
用
し
た
天

幕
と
そ
こ
で
と
り
お
こ
な
わ
れ
る
�
廷
儀
禮
は
︑
A
牧
王
�
の
皇
�
の
權
威
を
象
^
す
る
�
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
契
丹
�
廷
で
お
こ
な
わ
れ
る
宋
�
國
信
使
の
M
接
は
︑
儀
禮
の
內
實
は
D
制
に
由
來
す
る
漢
儀
で
あ
り
な
が
ら
︑
儀
禮
の

お
こ
な
わ
れ
る
場
は
A
牧
王
�
に
典
型
"
な
移
動
式
天
幕
が
中
心
で
あ
っ
た
︒
宋
に
(
)
さ
れ
た
國
信
使
中
の
契
丹
人
が
自
國
の
風
俗
に
も
と

づ
く
x
裝
・
言
語
・
�
作
で
も
っ
て
儀
禮
に
參
加
し
た
こ
と
も
あ
わ
せ
考
え
れ
ば
︑
契
丹
・
宋
閒
の
國
信
使
制
度
と
は
︑
中
國
王
�
と
A
牧
王

�
雙
方
の
傳
瓜
に
由
來
す
る
�
素
が
混
在
し
た
も
の
だ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う(115

)
︒

お

わ

り

に

澶
淵
の
�
の
閲
結
に
よ
っ
て
︑
契
丹
・
宋
兩
王
�
は
︑
皇
�
家
ど
う
し
が
擬
制
親
族
關
係
を
と
り
結
び
︑
た
が
い
を
皇
�
と
し
て
�
め
合
う

よ
う
に
な
っ
た(116

)
︒
每
年
兩
國
�
廷
閒
を
2
F
し
た
國
信
使
は
︑
�
書

(國
書
)
を
持
參
し
口
頭
で
傳
言
す
る
こ
と
を
つ
う
じ
て
兩
皇
�
を
結
ぶ

媒
介
と
な
り
︑
兩
王
�
の
友
好
關
係
を
維
持
し
m
怨
す
る
役
割
を
果
た
し
た
︒
そ
し
て
︑
國
信
使
が
持
參
す
る
國
書
の
書
式
や
擧
行
す
る
儀
禮

は
こ
の
擬
制
親
族
と
な
っ
た
兩
國
の
對
等
な
關
係
に
も
と
づ
き
定
め
ら
れ
︑
儀
禮
と
接
待
は
友
好
"
な
雰
圍
氣
の
も
と
で
お
こ
な
わ
れ
た
の
で

あ
る
︒
も
っ
と
も
︑
ユ
ー
ラ
シ
ア
東
方
の
事
實
上
の
霸
者
と
し
て
武
威
を
誇
っ
た
契
丹
と
︑
軍
事
力
で
は
劣
り
な
が
ら
中
華
の
<
と
し
て
の
自
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�
識
を
突
出
さ
せ
た
北
宋
の
︑
い
ず
れ
の
王
�
の
荏
配
者
た
ち
も
內
向
き
に
は
強
い
自
È
�
識
を
持
ち
︑
互
い
を
見
下
し
た
り
野
蠻
視
し
た
り

す
る
側
面
が
あ
っ
た
の
は
確
か
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
公
式
見
解
と
し
て
は
契
丹
・
宋
の
南
北
兩
�
が
共
に
天
下
を
治
め
て
い
る
と
い
う

觀
念
が
兩
國
で
共
�
さ
れ(117

)
︑
國
信
使
と
接
待
役
の
J
使
の
あ
い
だ
で
は
﹁
南
北
一
家
﹂
を
壽
ぐ
や
り
取
り
が
な
さ
れ
た(118

)
︒
西
夏
や
國
境
を
め
ぐ

る
問
題
な
ど
︑
兩
國
閒
で
紛
擾
が
生
ず
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
︑
兩
國
い
ず
れ
に
お
い
て
も
和
�
堅
持
の
方
針
が
搖
ら
ぐ
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な

か
っ
た
︒
そ
う
し
た
な
か
で
友
好
關
係
を
維
持
し
象
^
す
る
國
信
使
の
役
割
は
重
視
さ
れ
︑
每
年
の
國
信
使
(
)
と
接
待
に
兩
國
政
府
は
少
な

か
ら
ぬ
勞
力
と
費
用
を
�
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
戰
鬭
に
よ
る
損
É
や
國
境
地
帶
で
の
大
軍
維
持
の
コ
ス
ト
に
比
べ
れ
ば
低
廉
で
あ
る
と
の

�
識
が
共
�
さ
れ
︑
國
信
使
の
廢
止
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
︒
國
信
使
に
は
相
手
國
の
內
�
を
觀
察
し
報
吿
す
る
と
い
う

役
割
も
あ
っ
た
も
の
の
︑
な
に
よ
り
も
儀
禮
を
拔
か
り
な
く
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
た
め
︑
學
問
が
あ
っ
て
愼
み
深
い
人
物
が
w
ば
れ
る
よ

う
定
め
ら
れ(119

)
︑
も
し
禮
を
失
し
た
り
友
好
關
係
を
損
な
っ
た
り
す
る
行
爲
や
言
動
が
あ
れ
ば
す
ぐ
さ
ま
彈
云
の
對
象
と
な
っ
た
︒
自
國
の
體
面

を
保
ち
つ
つ
相
手
國
の
È
嚴
を
汚
さ
ぬ
よ
う
︑
國
信
使
の
人
w
に
は
細
心
の
:
�
が
拂
わ
れ
た
の
で
あ
る
︒

契
丹
と
北
宋
の
あ
い
だ
で
一
〇
〇
年
以
上
維
持
さ
れ
た
國
信
使
制
度
は
︑
そ
の
後
に
も
繼
承
さ
れ
て
い
く
︒
女
眞
人
を
中
核
に
し
た
金
國
は
︑

一
二
世
紀
E
j
に
契
丹
と
北
宋
を
滅
ぼ
し
︑
強
力
な
軍
事
力
を
背
景
に
ユ
ー
ラ
シ
ア
東
方
に
霸
を
唱
え
た
が
︑
常
に
契
丹
の
先
例
を
參
照
し
つ

つ
改
變
を
加
え
な
が
ら
高
麗
・
西
夏
・
南
宋
と
い
っ
た
周
邊
國
と
の
關
係
を
取
り
結
ん
で
い
き
︑
結
果
"
に
多
國
體
制
が
繼
續
し
た
︒
そ
し
て
︑

一
一
四
二
年

(金
・
皇
瓜
二
年
︑
南
宋
・
紹
興
一
二
年
)
︑
金
・
南
宋
二
國
閒
で
Ë
和
が
成
り
�
�
が
結
ば
れ
る
と
︑
國
信
使
の
2
F
が
復
活
す
る

こ
と
に
な
っ
た
︒
こ
の
と
き
の
國
信
使
の
儀
禮
は
︑
金
が
南
宋
を
軍
事
力
で
屈
x
・
臣
從
さ
せ
た
こ
と
を
背
景
に
︑
契
丹
・
北
宋
閒
の
儀
禮
を

基
礎
と
し
な
が
ら
︑
か
な
り
の
變
m
が
加
え
ら
れ
た
︒
ま
ず
︑
金
國
で
は
宋
・
高
麗
・
西
夏
が
聯
續
し
て
�
見
・
�
辭
儀
を
お
こ
な
い
︑
い
ず

れ
も
臣
從
國
と
し
て
�
わ
れ
た
︒
た
だ
し
︑
儀
禮
の
內
容
に
は
國
に
よ
る
區
別
が
あ
り
︑
一
元
N
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た(120

)
︒
ま
た
︑
南
宋

に
お
け
る
金
使
の
�
見
儀
で
は
︑
國
信
使
が
國
書
を
殿
上
で
�
與
し
皇
�
自
ら
が
こ
れ
を
起
立
し
て
�
け
取
り
︑
宋
�
は
殿
上
で
の
金
使
と
の

問
答
に
至
る
ま
で
起
立
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た(121

)
︒
そ
の
後
︑
一
一
六
五
年

(
金
・
大
定
五
年
︑
南
宋
・
乾
>
元
年
)
に
再
度
の
�
�
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が
結
ば
れ
︑
�
涉
の
過
G
で
金
が
大
幅
に
讓
步
し
︑
南
宋
の
金
へ
の
臣
從
が
解
l
さ
れ
︑
兩
國
は
金
を
叔
と
し
南
宋
を
姪
と
す
る
擬
制
親
族
關

係
を
結
ん
で
︑
澶
淵
の
�
以
後
の
契
丹
・
宋
關
係
に
%
い
よ
り
對
等
な
關
係
と
な
る
︒
こ
の
と
き
南
宋
で
は
一
一
四
二
年
に
定
め
ら
れ
た
金
の

國
信
使
の
待
�
や
儀
禮
を
對
等
に
%
い
關
係
に
見
合
う
も
の
へ
と
改
め
て
い
っ
た
︒
な
か
で
も
南
宋
に
と
っ
て
�
大
の
懸
案
だ
っ
た
の
が
︑
�

見
儀
で
皇
�
が
起
立
し
て
み
ず
か
ら
國
書
を
�
け
る
と
い
う
屈
辱
"
な
儀
禮
を
廢
止
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒
そ
こ
で
南
宋
で
據
る
べ
き
規
範
と

考
え
ら
れ
た
の
が
﹁
東
京
舊
儀
﹂
と
呼
ば
れ
た
北
宋
時
代
の
契
丹
と
の
閒
の
儀
禮
で
あ
り
︑
と
き
の
皇
�
孝
宗
は
こ
の
先
例
の
回
復
を
目
指
し
︑

何
度
も
儀
禮
の
改
定
を
金
側
に
�
求
し
た
が
︑
金
國
皇
�
の
世
宗
は
け
っ
し
て
讓
る
こ
と
な
く
f
わ
っ
た(122

)
︒
金
は
禮
制
に
お
い
て
あ
く
ま
で
南

宋
の
上
位
に
立
つ
こ
と
に
固
執
し
︑
兩
國
閒
の
國
信
使
儀
禮
は
完
H
に
對
等
な
も
の
と
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

多
國
が
竝
存
す
る
狀
況
に
あ
っ
た
一
〇
～
一
三
世
紀
の
ユ
ー
ラ
シ
ア
東
方
に
お
い
て
︑
各
國
は
政
治
・
軍
事
�
勢
を
ふ
ま
え
て
相
互
に
多
樣

な
關
係
を
と
り
結
ん
で
い
た
︒
本
稿
で
は
H
面
"
に
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
︑
各
國
�
廷
で
外
國
使
'
を
�
け
入
れ
る
儀
禮
の
あ
り

よ
う
は
︑
そ
う
し
た
關
係
を
映
し
出
す
も
の
だ
っ
た
た
め
︑
當
時
の
人
び
と
に
非
常
に
重
視
さ
れ
て
い
た
︒
儀
禮
が
お
こ
な
わ
れ
る
場
で
は
︑

儀
禮
を
<
催
す
る
王
�
が
皇
�
の
權
威
を
顯
示
す
る
い
っ
ぽ
う
で
︑
外
國
使
'
の
側
も
自
國
�
廷
の
威
信
を
か
け
體
面
を
保
つ
べ
く
儀
禮
に
參

加
し
て
い
た
の
で
あ
り
︑
王
�
閒
關
係
に
も
と
づ
き
決
め
ら
れ
た
儀
禮
か
ら
の
逸
脫
は
け
っ
し
て
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

2本
稿
に
引
く
3
料
の
略
稱
は
下
記
の
�
り
︒﹃
長
i
』=

『續
[
治
�
鑑
長

i
﹄︑﹃
宋
會
�
』=

『宋
會
�
輯
稿
﹄︑﹃
使
遼
語
錄
』=

『神
宗
皇
�
卽
位
使

遼
語
錄
﹄︑﹃
�
錄
』=

『
円
炎
以
來
繫
年
�
錄
﹄︑﹃
�
野
雜
記
』=

『
円
炎
以

來
�
野
雜
記
﹄︑﹃
會
i
』=

『三
�
北
�
會
i
﹄

(1
)

一
〇
〇
四
年
お
よ
び
一
〇
四
二
年
の
二
度
に
わ
た
り
取
り
�
わ
さ

れ
た
誓
書
の
內
容
と
︑
兩
國
の
�
戰
抑
止
と
い
う
誓
書
の
持
つ
�
味

に
つ
い
て
は
︑
拙
稿
﹁
契
丹
・
宋
閒
の
澶
淵
體
制
に
お
け
る
國
境
﹂

﹃
3
林
﹄
九
〇
卷
一
號
︑
二
〇
〇
七
年
︑
三
二
～
四
頁
︒

(2
)

拙
稿
﹁
契
丹
・
宋
閒
に
お
け
る
外
�
�
書
と
し
て
の
牒
﹂﹃
東
方

學
報

京
都
﹄
八
五
册
︑
二
〇
一
〇
年
︒

(3
)

聶
崇
岐
﹁
宋
遼
�
聘
考
﹂
同
﹃
宋
3
叢
考
﹄
下
册
︑
中
華
書
局
︑

一
九
八
〇
年

(
初
出
一
九
四
〇
年
)
︒

(4
)

傅
樂
煥
﹁
宋
遼
聘
使
表
稿
﹂
同
﹃
遼
3
叢
考
﹄
中
華
書
局
︑
一
九

八
四
年

(
初
出
一
九
四
九
年
)
︑
二
三
二
頁
︒
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(5
)

E
揭
:
(3
)聶
論
�
︑
E
:
傅
論
�
︒

(6
)

金
成
奎
①
﹁
契
丹
國
使
宋
皇
�
謁
見
儀
式
의

<
�
特
^
과

그

�
義
﹂﹃
역
사
문
화
연
구
﹄
二
一
輯
︑
二
〇
〇
四
年
︑
同
②
﹁
契
丹

의

國
信
使
가

宋
의

황
제
를

알
현
하
는

의
례
﹂﹃
歷
3
學
報
﹄
二

一
四
輯
︑
二
〇
一
二
年
︑
同
③
﹁
宋
의

國
信
使
가

契
丹
의

황
제
·

황
태
후
를

알
현
하
는

의
례
﹂﹃
東
洋
3
學
硏
究
﹄
一
二
〇
輯
︑
二

〇
一
二
年
︑
廣
瀨
憲
雄
﹁
D
後
j
9
か
ら
北
宋
の
外
�
儀
禮

︱
︱

﹁
對
﹂
の
制
度
と
關
聯
し
て
︱
︱
﹂
同
﹃
東
ア
ジ
ア
の
國
際
秩
序
と

古
代
日
本
﹄
吉
川
弘
�
館
︑
二
〇
一
一
年

(初
出
二
〇
〇
九
年
)
な

ど
︒

(7
)

『�
野
雜
記
﹄
乙
集
卷
一
二
︑
奉
使
入
北
境
車
子
數
﹁
舊
例
︑
南

使
入
北
境
︑
虜
)
J
使
來
迓
︑
正
副
使
以
下
至
三
'
人
皆
乘
馬
︒﹂

舊
例
と
は
契
丹
へ
國
信
使
を
(
)
し
た
北
宋
の
制
度
を
指
す
︒
な
お
︑

李
心
傳
は
こ
の
あ
と
に
つ
づ
け
て
︑
江
南
に
�
っ
た
南
宋
の
人
び
と

の
あ
い
だ
で
は
騎
馬
の
風
B
が
廢
れ
て
い
っ
た
た
め
︑
金
國
へ
入
境

し
た
國
信
使
副
・
三
'
人
は
合
計
一
五
臺
も
の
車
を
連
ね
て
旅
す
る

よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
興
味
深
い
3
實
を
記
す
︒

(8
)

國
信
使
を
護
衞
す
る
兵
士
の
數
は
︑
契
丹
・
北
宋
閒
に
つ
い
て
は

不
�
で
あ
る
︒
南
宋
の
�
獻
に
よ
れ
ば
︑
南
宋
の
國
信
使
一
行
を
護

衞
す
る
金
の
兵
士
が
四
〇
〇
人
に
の
ぼ
っ
た
と
い
う

(E
:
﹃
�
野

雜
記
﹄
乙
集
卷
一
二
)︒

(9
)

『宋
會
�
﹄
職
官
三
六
之
三
二
︑
景
德
二
年
五
d
︒

(10
)

『長
i
﹄
卷
六
〇
︑
景
德
二
年
五
d
乙
亥
︑
6
拯
﹃
6
孝
肅
公
奏

議
集
﹄
卷
五
︑
Ó
止
絕
三
番
取
索
︒

(11
)

『宋
會
�
﹄
職
官
三
六
之
三
二
︑
<
管
2
來
國
信
�
︒

(12
)

『宋
會
�
﹄
職
官
三
六
之
三
五
︑
乾
興
元
年
四
d
︒

(13
)

『
宋
會
�
﹄
職
官
三
六
之
三
四
︑
大
中
祥
符
八
年
十
d
︑
同
職
官

三
六
之
三
六
︑
天
*
五
年
三
d
︒

(14
)

一
例
と
し
て
︑
劉
敞
﹃
公
是
集
﹄
卷
五
三
︑
陳
耿
墓
誌
銘
參
照
︒

天
*
末

(
一
〇
三
〇
年
)
頃
に
大
名
府
の
北
側
に
位
置
し
使
'
の
�

行
路
に
あ
た
る
永
濟
縣
の
知
縣
で
あ
っ
た
陳
耿
の
事
跡
を
記
す
な
か

で
︑
契
丹
使
'
の
接
待
の
た
め
に
︑
﹁
中
貴
人
﹂
す
な
わ
ち
三
番
使

臣
の
宦
官
が
周
邊
の
縣
か
ら
物
[
の
^
發
を
お
こ
な
っ
て
い
た
こ
と

を
述
べ
る
︒

(15
)

E
揭
:
(
10
)﹃
6
孝
肅
公
奏
議
﹄
卷
五
︑
﹃
長
i
﹄
卷
一
六
八
︑

皇
祐
二
年
五
d
丙
申
︒

(16
)

E
揭
:
(3
)
聶
論
�
三
〇
六
～
七
頁
︒

(17
)

契
丹
國
信
使
の
接
待
の
た
め
︑
た
と
え
ば
雄
州
で
は
每
年
一
萬
貫

の
公
使
錢
が
確
保
さ
れ
て
い
た

(﹃
長
i
﹄
卷
三
〇
一
︑
元
豐
二
年

十
二
d
丙
午
)
︒

(18
)

『皇
�
類
苑
﹄
卷
七
七
︑
安
邊
備
禦
︑
契
丹
�
收
路
振
﹃
乘
軺
錄
﹄
︒

こ
の
と
き
宋
使
が
契
丹
皇
太
后
・
皇
�
に
謁
見
し
た
中
京
へ
の
>
G

の
う
ち
︑
古
北
口
よ
り
北
に
つ
い
て
は
奚
人
の
居
¦
す
る
地
域
で
あ

り
︑﹁
奚
民
守
館
者
︑
皆
給
土
田
︑
以
營
養
焉
︒
﹂
と
あ
る
︒

(19
)

『
宋
會
�
﹄
職
官
三
六
之
四
四
︑
紹
興
十
三
年
十
二
d
五
日
な
ど
︒

班
荊
館
に
つ
い
て
は
︑
王
�
楚
﹁
宋
東
京
至
遼
南
京
驛
路
考
﹂
同

﹃
古
代
�
�
地
理
叢
考
﹄
中
華
書
局
︑
一
九
九
六
年
︑
二
三
九
頁
參

照
︒

(20
)

『
東
京
夢
華
錄
﹄
卷
一
︑
東
都
外
城
︒

(21
)

『長
i
﹄
卷
六
〇
︑
景
德
二
年
五
d
乙
亥
︑
歐
陽
脩
﹃
歐
陽
�
忠
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公
�
集
﹄
內
制
集
卷
一
︑
二
十
四
日
就
驛
賜
契
丹
賀
正
旦
人
使
銀
姶

䤬

鑼
・
唾
盂
・
盂
子
・
錦
被
褥
口
宣
を
は
じ
め
と
す
る
Ê
林
官
に
任
じ

ら
れ
た
宋
人
別
集
に
み
え
る
口
宣
を
參
照
︒

(22
)

『使
遼
語
錄
﹄
六
d
十
四
日
︒
な
お
︑
契
丹
の
興
宗
�
以
後
に
�

常
の
國
信
使
の
�
禮
が
も
っ
と
も
頻
繁
に
お
こ
な
わ
れ
た
廣
�
淀
で

は

(後
述
)︑
宋
使
の
宿
泊
先
は
會
同
館
で
あ
っ
た
︒
一
〇
五
一
年

(契
丹
・
重
熙
二
〇
年
︑
宋
・
皇
祐
三
年
)
に
g
年
の
正
旦
使
と
し

て
(
)
さ
れ
た
王
珪
の
五
言
律
詩

(﹃
華
陽
集
﹄
卷
一
︑
發
會
同
館
)︑

一
〇
七
七
年

(契
丹
・
大
康
三
年
︑
宋
・
熙
寧
一
〇
年
)
に
契
丹
皇

�
生
辰
使
と
し
て
(
)
さ
れ
た
蘇
頌
の
七
言
律
詩
に
附
せ
ら
れ
た
序

�

(﹃
蘇
魏
公
�
集
﹄
卷
一
三
︑
後
使
遼
詩
︑
北
帳
書
事
)
を
參
照
︒

會
同
館
の
名
稱
が
以
後
の
金
・
元
・
�
・
淸
へ
と
�
け
繼
が
れ
て
い

く
點
も
:
目
さ
れ
る
︒

(23
)

『太
常
因
革
禮
﹄
卷
八
三
︑
怨
禮
一
六
︑
契
丹
國
信
使
副
元
正
*

'
見
宴
︑﹃
宋
會
�
﹄
職
官
三
五
之
九
︑
政
和
二
年
十
一
d
十
六
日
︒

(24
)

E
揭
:
(4
)傅
論
�
の
表
を
參
照
︒

(25
)

『長
i
﹄
卷
六
〇
︑
景
德
二
年
五
d
乙
亥
︒

(26
)

『長
i
﹄
卷
三
七
七
︑
元
祐
元
年
五
d
壬
戌
︒
南
宋
で
の
金
の
國

信
使
へ
の
生
餼
荏
給
に
も
踏
襲
さ
れ
る

(﹃
�
錄
﹄
卷
一
五
〇
︑
紹

興
十
三
年
十
二
d
己
酉
︑﹃
武
林
舊
事
﹄
卷
八
︑
北
使
到
闕
な
ど
)︒

(27
)

『使
遼
語
錄
﹄
六
d
十
六
日
︑
十
七
日
︑
十
九
日
︒

(28
)

『
�
獻
�
考
﹄
卷
一
〇
八
︑
王
禮
考
三
︑
�
儀
︑
元
正
冬
至
大
�

會
儀
:
︑﹃
長
i
﹄
卷
一
〇
四
︑
天
*
四
年
十
二
d
參
照
︒
席
@
の

參
考
と
し
て
︑﹃
�
獻
�
考
﹄
同
卷
�
收
の
﹁
正
冬
大
慶
殿
�
會
立

班
圖
﹂
參
照
︒

(29
)

金
子
由
紀
﹁
北
宋
の
大
�
會
儀
禮
﹂﹃
上
智
3
學
﹄
四
七
號
︑
二

〇
〇
一
年
︒

(30
)

『
�
獻
�
考
﹄
卷
一
〇
七
︑
王
禮
考
二
︑
�
儀
︒

(31
)

景
德
三
年

(
一
〇
〇
六
)
正
旦
が
�
初
の
事
例
で
︑
以
後
こ
れ
に

も
と
づ
き
定
例
と
な
っ
た

(﹃
長
i
﹄
卷
六
二
︑
景
德
三
年
正
d
甲

辰
朔
)
︒

(32
)

『長
i
﹄
卷
六
一
︑
景
德
二
年
十
一
d
癸
酉
︑﹃
宋
會
�
﹄
蕃
夷
一

之
三
五
︑
景
德
二
年
十
一
d
二
十
九
日
︒

(33
)

儀
:
は
﹃
遼
3
﹄
卷
五
三
︑
禮
志
六
︑
嘉
儀
下
�
收
︒

(34
)

『
宋
會
�
﹄
職
官
六
五
之
一
三
︑
至
和
二
年
四
d
十
五
日
︒

(35
)

『東
京
夢
華
錄
﹄
卷
六
︑
元
旦
�
會
︒

(36
)

『
使
遼
語
錄
﹄
七
d
二
日
︑
陸
游
﹃
家
世
舊
聞
﹄
卷
上
︒

(37
)

『宋
會
�
﹄
禮
四
五
之
五
︑
景
德
二
年
十
二
d
四
日
︑
﹃
長
i
﹄
卷

六
〇
︑
景
德
二
年
五
d
乙
亥
︒
大
相
國
寺
參
詣
の
g
日
に
玉
津
園
宴

射
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
は
︑﹃
東
京
夢
華
錄
﹄
卷
六
︑
元
旦
�
會

參
照
︒

(38
)

『
使
遼
語
錄
﹄
六
d
二
十
日
︒

(39
)

『
宋
會
�
﹄
職
官
三
六
之
四
五
︑
紹
興
十
四
年
十
二
d
二
十
四
日
︒

(40
)

『宋
會
�
﹄
禮
四
五
之
二
九
︑
景
德
三
年
十
一
d
十
三
日
︒
の
ち

に
は
正
d
五
日
に
固
定
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る

(﹃
宋
會
�
﹄
禮
四
五

之
二
︑
太
�
興
國
三
年
正
d
十
六
日
︑
同
禮
四
五
之
一
四
︑
熙
寧
元

年
正
d
一
日
)
︒﹃
政
和
五
禮
怨
儀
﹄
卷
一
五
一
︑
賓
禮
︑
紫
宸
殿
正

旦
宴
大
遼
使
儀
が
そ
の
儀
:
で
あ
る
︒

(41
)

*
'
の
大
宴
が
國
初
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
︑﹃
宋
會
�
﹄

禮
五
七
之
一
六
︑
円
隆
元
年
二
d
十
九
日
條
に
み
え
る
太
祖
の
*
'
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長
春
'
を
祝
う
廣
政
殿

(の
ち
の
集
英
殿
)
で
の
大
宴
の
記
述
を
參

照
︒﹁
外
國
蕃
客
﹂
も
參
加
す
る
よ
う
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
�

記
さ
れ
て
い
る
︒
北
宋
末
の
大
宴
に
つ
い
て
は
︑﹃
東
京
夢
華
錄
﹄

卷
九
︑
宰
執
親
王
宗
室
百
官
入
內
上
壽
が
詳
し
い
︒

(42
)

『宋
會
�
輯
稿
﹄
禮
四
五
之
五
︑
禮
五
七
之
一
六
︑
景
德
二
年
十

二
d
五
日
︒

(43
)

契
丹
國
信
Ö
は
︑
�
�
閲
結
以
後
︑
垂
拱
殿
の
宴
で
は
親
王
・
'

度
使
位
の
や
や
後
ろ
︑
集
英
殿
大
宴
で
は
Ê
林
學
士
の
や
や
後
ろ
に

座
を
占
め
た
が
︑
歲
�
の
增
額
を
め
ぐ
る
�
涉
を
f
え
た
慶
曆
二
年

(一
〇
四
二
)
以
後
︑
あ
ら
ゆ
る
宴
會
で
官
位
と
無
關
係
に
皇
�
の

%
く
に
座
を
占
め
る
と
い
う
一
層
の
特
別
待
�
を
�
け
る
よ
う
に

な
っ
た

(﹃
長
i
﹄
卷
一
三
八
︑
慶
曆
二
年
十
一
d
壬
申
)︒
そ
の
ほ

か
に
﹃
政
和
五
禮
怨
儀
﹄
卷
一
五
一
︑
賓
禮
︑
紫
宸
殿
正
旦
宴
大
遼

使
儀
︑﹃
東
京
夢
華
錄
﹄
卷
九
︑
宰
執
親
王
宗
室
百
官
入
內
上
壽
︑

﹃
太
常
因
革
禮
﹄
卷
八
三
︑
怨
禮
一
六
︑
契
丹
國
信
使
副
元
正
*
'

見
宴
・
契
丹
國
信
使
副
辭
な
ど
を
參
照
︒

(44
)

『使
遼
語
錄
﹄
六
d
十
七
日
︒
詳
し
い
儀
:
は
﹃
遼
3
﹄
卷
五
一
︑

禮
志
四
︑
賓
儀
︑
曲
宴
宋
使
儀
を
參
照
︒

(45
)

王
安
石
﹃
臨
川
先
生
�
集
﹄
卷
四
八
︑
就
驛
賜
大
遼
賀
同
天
'
人

使
却
迴
�
辭
訖
酒
果
口
宣
な
ど
︑
宋
人
�
集
に
み
え
る
口
宣
よ
り
W

�
す
る
︒

(46
)

『使
遼
語
錄
﹄
六
d
二
十
一
日
︒

(47
)

『長
i
﹄
卷
六
〇
︑
景
德
二
年
五
d
乙
亥
︒

(48
)

『宋
會
�
﹄
職
官
五
一
之
四
五
︑
景
德
元
年
十
一
d
︒

(49
)

『使
遼
語
錄
﹄
六
d
二
十
二
日
︒

(50
)

『
宋
會
�
﹄
職
官
三
六
之
三
三
︑
景
德
三
年
十
一
d
﹁
�
以
使
臣

奉
命
外
境
︑
慮
其
事
體
不
一
︑
令
�
司
︑
每
奉
使
以
%
年
體
例
諭
之
︑

令
其
�
行
︑
無
輒
改
易
︒﹂

(51
)

宋
で
の
契
丹
國
信
使
の
�
見
・
�
辭
儀
の
儀
:
は
︑
治
�
二
年

(一
〇
六
五
)
成
立
の
﹃
太
常
因
革
禮
﹄
卷
八
三
に
﹁
契
丹
國
信
使

副
元
正
*
'
見
宴
﹂
﹁
契
丹
國
信
使
副
辭
﹂
と
し
て
載
錄
さ
れ
る
︒

こ
れ
は
︑
澶
淵
の
�
以
後
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
儀
禮
に
も
と
づ
き

大
中
祥
符
九
年

(一
〇
一
六
)
に
制
定
さ
れ
た
も
の
で
︑
天
*
五
年

(一
〇
二
七
)
に
成
立
し
た
﹃
禮
閣
怨
i
﹄
六
〇
卷
の
な
か
に
收
錄

さ
れ
︑
そ
れ
が
引
用
さ
れ
る
か
た
ち
で
﹃
太
常
因
革
禮
﹄
の
な
か
の

﹁
怨
禮
﹂
と
し
て
收
め
ら
れ
た
︒
元
代
i
纂
の
﹃
宋
3
﹄
卷
一
一
九
︑

禮
志
二
二
︑
賓
禮
四
に
收
め
ら
れ
る
﹁
契
丹
國
Ö
入
聘
見
辭
儀
﹂
は
︑

こ
れ
を
'
略
載
錄
し
た
も
の
で
あ
る
︒
契
丹
で
の
宋
�
國
信
使
の
儀

禮
は
︑
﹃
遼
3
﹄
卷
五
一
︑
禮
志
四
︑
賓
儀
に
載
錄
さ
れ
る
が
︑
興

宗
夷
不
菫
と
そ
の
母
違
*

(
法
天
)
皇
太
后
が
竝
び
立
っ
た
時
代
に

定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
點
に
つ
い
て
は
若
干
の
考
證
を
�

す
る
が
︑
紙
幅
の
都
合
で
別
稿
に
讓
る
︒

(52
)

衣
同
に
つ
い
て
の
分
析
は
︑
E
揭
:
(
6
)
の
金
論
�
②
③
が
詳

し
い
︒
筆
者
も
儀
:
の
�
獻
硏
究
を
お
こ
な
う
別
稿
に
て
あ
ら
た
め

て
檢
討
し
た
い
︒

(53
)

こ
の
點
︑
宋
�
へ
の
外
國
使
'
の
入
�
に
つ
い
て
鯵
Ú
に
ま
と
め

た
記
錄
で
あ
る
李
攸
﹃
宋
�
事
實
﹄
卷
一
二
︑
儀
:
二
︑
諸
蕃
入
�

皇
�
之
制
に
﹁
契
丹
使
⁝
⁝
�
事
舍
人
¡
使
者
升
殿
︑
代﹅

其﹅

<﹅

跪
問

*
躬
︑
上
令
內
侍
都
知
報
問
之
︑
皆
�
事
傳
譯
︒
⁝
⁝
﹂
と
�
記
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
�
ら
か
で
あ
る
︒
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(54
)

以
上
︑
筆
者
は
儀
禮
を
皇
�
の
代
理
と
し
て
振
る
舞
う
部
分
と
相

手
國
の
臣
僚
と
し
て
振
る
舞
う
部
分
の
二
つ
に
分
割
し
た
が
︑
こ
れ

に
つ
い
て
金
成
奎
も
E
者
を
﹁
國
家
ま
た
は
皇
�
に
關
聯
﹂
す
る
と

い
う
�
味
で
﹁
公
式
儀
禮
﹂︑
後
者
を
﹁
使
'
個
人

(あ
る
い
は
團

體
)
と
直
結
﹂
す
る
と
い
う
�
味
で
﹁
使
'
團
儀
禮
﹂
と
呼
ん
で
�

確
に
區
別
し
て
い
る

(E
揭
:
(6
)金
論
�
②
一
一
五
頁
)︒

(55
)

舞
踏
に
つ
い
て
は
︑
渡
邊
信
一
郞
﹃
天
空
の
玉
座
：
中
國
古
代
�

國
の
�
政
と
儀
禮
﹄
柏
書
Ý
︑
一
九
九
六
年
︑
一
七
〇
～
六
頁
︒

(56
)

國
書
は
對
等
な
個
人
閒
で
や
り
と
り
さ
れ
る
﹁
致
書
﹂
�
書
と
呼

ば
れ
る
書
狀
で
あ
り
︑
本
�
は
八
句
G
度
の
短
い
も
の
で
︑
時
'

に
應
じ
て
兩
國
皇
�
閒
の
友
好
關
係
を
稱
揚
す
る
美
辭
麗
句
が
連
ね

ら
れ
た
︒
E
揭
:
(3
)聶
論
�
︑
中
西
�
美
﹁
五
代
北
宋
に
お
け
る

國
書
の
形
式
に
つ
い
て

︱
︱
｢致
書
﹂
�
書
の
使
用
狀
況
を
中
心

に
︱
︱
﹂﹃
九
州
大
學
東
洋
3
論
集
﹄
三
三
號
︑
二
〇
〇
五
年
參
照
︒

(57
)

石
見
淸
裕
﹁
外
�
使
'
の
皇
�
謁
見
儀
式
復
元
﹂
同
﹃
D
の
北
方

問
題
と
國
際
秩
序
﹄
汲
古
書
院
︑
一
九
九
八
年
︒

(58
)

『太
常
因
革
禮
﹄
卷
八
四
︑
怨
禮
一
七
︑
高
麗
國
使
副
見
辭
・
�

州
使
副
見
辭
・
宜
州
西
南
蕃
黎
州
等
處
蠻
王
子
見
辭
・
海
外
;
奉
蕃

客
見
辭
︒

(59
)

D
代
後
j
に
︑
禮
物
の
奉
h
は
皇
�
と
使
者
の
對
面
儀
禮

(對

見
)
に
先
立
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
︒
廣
瀨
憲
雄
が
�
ら
か
に
し
た
よ

う
に
︑
宋
�
に
お
け
る
契
丹
以
外
の
使
'
が
皇
�
と
對
面
す
る
儀
禮

は
︑
こ
の
對
見
の
儀
禮
に
由
來
す
る

(E
揭
:
(6
)廣
瀨
論
�
)︒

(60
)

『遼
3
﹄
卷
五
一
︑
禮
志
四
︑
賓
儀
︑
高
麗
使
入
見
儀
︑
西
夏
國

;
奉
使
�
見
儀
︒

(61
)

古
瀨
奈
津
子
﹃
)
D
使
の
見
た
中
國
﹄
吉
川
弘
�
館
︑
二
〇
〇
三

年
︑
一
四
七
～
九
頁
︒

(62
)

E
揭
:
(53
)
﹃
宋
�
事
實
﹄
卷
一
二
﹁
其
契
丹
使
召
升
殿
�
書
︑

他
國
書
皆
�
司
付
之
︒﹂

(63
)

『遼
史
﹄
卷
五
一
︑
賓
儀
︑
高
麗
Ö
�
辭
儀
︑
西
夏
Ö
�
辭
儀
︒

(64
)

殿
上
の
儀
禮
に
つ
い
て
は
︑
金
・
南
宋
閒
で
も
踏
襲
さ
れ
︑
一
一

四
五
年

(金
・
皇
瓜
五
年
︑
宋
・
紹
興
一
五
年
)
に
東
京
遼
陽
府
の

金
國
�
廷
を
訪
れ
た
南
宋
の
生
辰
國
信
使
の
記
錄
で
あ
る
宋
之
才

﹁
使
金
賀
生
辰
F
復
命
表
﹂
(民
國
﹃
�
陽
縣
志
﹄
卷
六
三
︑
�
^
內

i
�
收
)
に
︑
@
の
よ
う
に
記
す
︒﹁
(
正
d
)
二
十
一
日
︑
⁝
⁝
�

辭
︑
茶
酒
五
盞
罷
︑
�
國
書
傳
語
︑
而
|
出
幕
@
︒
浩

(=

金
國
館

J
使
張
浩
)
云
︑
早﹅

來﹅

殿﹅

上﹅

禮﹅

數﹅

︑
乃﹅

敵﹅

國﹅

之﹅

禮﹅

︑
如﹅

高﹅

麗﹅

・
河﹅

西﹅

皆﹅

無﹅

此﹅

︒
臣
答
云
︑
荷
上
國
待
�
之
厚
︒﹂
な
お
︑
こ
の
3
料
に
つ

い
て
は
︑
周
立
志
﹁
宋
金
�
聘
"
怨
�
獻
︽
使
金
復
命
表
︾
硏
究
﹂

﹃
北
方
�
物
﹄
二
〇
一
三
年
一
9
參
照
︒

(65
)

E
揭
:
(58
)
︒
た
だ
し
︑
皇
�
と
外
國
使
の
對
面
問
答
は
ま
っ
た

く
廢
止
さ
れ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
皇
�
は
必
�
に
お
う
じ

て
︑
�
見
儀
の
あ
と
に
改
め
て
使
者
を
內
�
後
殿

(崇
政
殿
な
ど
)

に
招
い
て
對
面
す
る
こ
と
も
あ
っ
た

(﹃
太
常
因
革
禮
﹄
卷
八
四
︑

海
外
;
奉
蕃
客
見
辭
︑
E
揭
:
(53
)
﹃
宋
�
事
實
﹄
卷
一
二
な
ど
)︒

(66
)

E
揭
:
(60
)
︒

(67
)

『
長
i
﹄
卷
六
一
︑
景
德
二
年
十
一
d
癸
酉
︑﹃
宋
會
�
﹄
蕃
夷
一

之
三
五
︑
景
德
二
年
十
一
月
二
十
九
日
︒
な
お
︑
契
丹
國
信
使
一
行

の
み
に
�
め
ら
れ
た
從
人
入
場
と
い
う
特
別
待
�
は
︑
の
ち
に
西
夏

と
高
麗
の
;
奉
使
一
行
に
も
擴
大
�
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

(﹃
政
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和
五
禮
怨
儀
﹄
卷
一
五
五
︑
賓
禮
︑
夏
國
;
奉
使
見
辭
儀
・
高
麗
國

;
奉
使
見
辭
儀
)︒

(68
)

E
揭
:
(53
)﹃
宋
�
事
實
﹄
卷
一
二
︑
E
揭
:
(58
)﹃
太
常
因
革

禮
﹄
卷
八
四
︒

(69
)

『遼
3
﹄
卷
五
一
︑
禮
志
四
︑
賓
儀
︑
宋
使
見
皇
太
后
儀
︑
宋
使

見
皇
�
儀
︒
�
見
儀
の
當
日
に
宋
の
國
信
使
が
夜
�
け
E
に
館

(會

同
館
)
を
出
發
し
た
こ
と
は
︑
彭
汝
礪
﹃
鄱
陽
先
生
�
集
﹄
(中
國

國
家
圖
書
館
藏
淸
抄
本
)
卷
八
︑
律
詩
︑
廣
�
甸
の
冒
頭
二
句
に

﹁
四
m
起
趂
廣
�
�
︑
上
下
沙
陁
>
路
遙
︒﹂
と
あ
る
の
を
參
照
︒

(70
)

E
揭
:
(60
)(63
)︒

(71
)

國
信
使
儀
禮
の
整
備
の
過
G
と
そ
の
起
源
に
つ
い
て
は
紙
幅
の
都

合
で
省
略
し
︑
別
の
機
會
に
讓
る
︒

(72
)

『遼
3
﹄
卷
五
一
︑
禮
志
四
︑
賓
儀
︑
臣
僚
接
見
儀
︒
閤
門
官
が

謁
見
者
を
皇
�
へ
紹
介
す
る
�
名
を
お
こ
な
っ
た
あ
と
に
起
居
禮
を

お
こ
な
っ
て
七
拜
し
︑
謁
見
者
が
拜
顏
を
謝
し
て
か
ら
舞
踏
禮
を
お

こ
な
っ
て
五
拜
し
︑
皇
�
が
謁
見
者
に
問
答
を
お
こ
な
う
宣
を
傳
え

る
と
二
拜
し
︑
皇
�
か
ら
の
言
葉
が
下
さ
れ
て

(宣
)
五
拜
す
る
と

い
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
に
た
い
し
︑
宋
�
國
信
使
の
場
合
は
︑

閤
門
官
に
よ
る
�
名
の
あ
と
に
起
居
禮
を
お
こ
な
い
七
拜
し
︑
拜
顏

を
謝
し
て
舞
踏
禮
を
お
こ
な
い
五
拜
し
︑
T
接
・
御
筵
・
撫
問
・
湯

藥
を
謝
し
て
舞
踏
禮
を
お
こ
な
い
五
拜
す
る
と
い
う
も
の
で
︑
兩
者

が
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒

(73
)

韓
琦
の
七
言
律
詩
﹁
使
回
戲
成
﹂
(﹃
安
陽
集
﹄
卷
四
�
收
)
の
第

三
句
に
﹁
禮
煩
C
苦
元
正
拜
﹂
と
あ
り
︑
そ
の
原
:
に
﹁
虜
廷
元
日

拜
禮
�
煩
︒﹂
と
述
べ
る
︒
元
日
�
賀
の
儀
:
は
︑﹃
遼
3
﹄
卷
五
三
︑

禮
志
六
︑
嘉
儀
下
︑
正
旦
�
賀
儀
を
參
照
︒

(74
)

余
靖
﹃
武
溪
集
﹄
卷
一
八
︑
契
丹
官
儀
﹁
胡
人
之
官
領
番
中
職
事

者
︑
皆
胡
x
︑
謂
之
契
丹
官
︒
⁝
⁝
領
燕
中
職
事
者
︑
雖
胡
人
亦
漢

x
︑
謂
之
漢
官
︒
﹂
そ
の
ほ
か
︑
E
揭
:
(18
)﹃
乘
軺
錄
﹄
十
二
d

二
十
六
日
な
ど
も
參
照
︒
な
お
︑﹁
契
丹
官
儀
﹂
の
記
事
か
ら
も
�

ら
か
な
よ
う
に
︑
契
丹
x
・
漢
x
を
そ
れ
ぞ
れ
身
に
着
け
た
契
丹

官
・
漢
官
の
]
い
は
必
ず
し
も
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
]
い
に
よ
る
と
は

か
ぎ
ら
な
い
こ
と
に
:
�
せ
ね
ば
な
ら
な
い
︒

(75
)

『宋
會
�
﹄
蕃
夷
一
之
三
五
︑
景
德
二
年
十
一
d
二
十
九
日
︒

(76
)

E
揭
:
(
23
)﹃
太
常
因
革
禮
﹄
卷
八
三
︒
た
だ
し
︑
�
初
に
宋
�

廷
を
訪
れ
た
契
丹
人
國
信
大
使
に
賜
っ
た
冠
は
︑﹁
氈
冠
﹂
だ
っ
た

(E
:
﹃
宋
會
�
﹄
蕃
夷
一
之
三
五
)︒

(77
)

沈
括
﹃
夢
溪
筆
談
﹄
卷
一
︑
故
事
一
︒

(78
)

E
:
︒
契
丹
の
蹀
躞
子
は
內
モ
ン
ゴ
ル
や
遼
寧
省
な
ど
の
墓
葬
か

ら
實
物
が
數
多
く
發
見
さ
れ
て
い
る
︒
考
古
學
の
硏
究
と
し
て
馮
恩

學
﹁
蹀
躞
帶

︱
︱
契
丹
�
N
中
"
突
厥
因
素
﹂﹃
�
物
季
刊
﹄
一

九
九
八
年
一
9
な
ど
を
參
照
︒

(79
)

E
揭
:
(
23
)﹃
太
常
因
革
禮
﹄
卷
八
三
︑
契
丹
國
信
大
使
の
拜
禮

に
つ
い
て
記
し
た
雙
行
:
に
﹁
其
拜
S
舞
蹈
竝
依
本﹅

國﹅

儀﹅

︒﹂
と
あ

る
︒
從
人

(
舍
利
)
の
部
分
の
儀
禮
に
附
し
た
雙
行
:
に
も
同
樣
の

記
載
が
み
え
る
︒
﹃
東
京
夢
華
錄
﹄
卷
六
︑
元
旦
�
會
﹁
諸
國
使
人
︑

大
遼
⁝
⁝
大
使
拜
則
立
左
足
︑
跪
右
足
︑
以
兩
手
着
右
�
爲
一
拜
︑

副
使
拜
如
漢
儀
︒﹂
そ
の
ほ
か
洪
Z
﹃
松
漠
紀
聞
﹄
も
參
照
︒

(80
)

大
使
の
帶
刀
を
�
め
た
こ
と
に
つ
い
て
は
︑﹃
宋
會
�
﹄
蕃
夷
一

之
三
五
︑
景
德
二
年
十
一
d
二
十
九
日
﹁
初

(
耶
律
)
留
寧
等
將
見
︑
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接
J
李
宗
諤
引
令
式
︑
不
許
佩
刀
至
上
閤
門
︑
留
寧
等
欣
然
解
之
︒

旣
而
曹
利
用
以
聞
︑
�
曰
︑
戎
人
佩
刀
︑
是
其
常
禮
︑
不
須
以
此
禁

之
︒
卽
詔
其
自
�
︒
留
寧
甚
喜
︑
劉
經
等
謂
宗
諤
曰
︑
*
上
推
心
置

人
腹
中
︑
足
以
示
信
遐
邇
也
︒﹂

(81
)

『宋
會
�
﹄
蕃
夷
一
之
三
八
︑
景
德
三
年
十
二
d
﹁
契
丹
使
蕭
漢

寧
至
︑
時
元
日
會
�
賀
︑
漢
寧
自
言
不
B
漢
儀
︑
願
不
給
�
x
︑
副

使
吳
克
昌
等
亦
言
與
大
使
同
敘
班
︑
難
衣
�
x
︒
詔
聽
自
�
︒﹂

(82
)

E
揭
:
(79
)﹃
東
京
夢
華
錄
﹄
卷
六
︒
そ
の
ほ
か
西
夏
や
ウ
イ
グ

ル
・
コ
ー
タ
ン
な
ど
の
外
國
使
'
は
み
な
自
國
の
x
裝
で
參
列
し
た

と
い
う
︒
拜
禮
に
つ
い
て
は
︑
高
麗
・
南
番
・
�
趾

(大
越
)
の
使

'
の
�
作
が
漢
儀
だ
っ
た
の
に
た
い
し
︑
西
夏
使
は
手
を
�
叉
し
て

地
に
伏
す
こ
と
が
特
記
さ
れ
て
お
り
︑
契
丹
使
と
竝
び
自
國
の
拜
禮

を
�
め
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
︒
西
夏
の
外
�
儀
禮
に
つ
い
て
は
︑
皇

�
を
自
稱
し
た
李
元
昊
が
一
〇
四
四
年
に
宋
と
�
�
を
結
ん
で
﹁
夏

國
<
﹂
に
册
命
さ
れ
て
以
後
︑
名
分
上
は
宋
�
に
た
い
し
臣
を
稱
し

な
が
ら
も
︑
宋
�
皇
�
と
や
り
取
り
す
る
國
書
で
國
<
の
名
を
稱
さ

な
い
こ
と
︑
使
'
團
が
宋
の
都
の
館
で
�
易
す
る
こ
と
︑
;
奉
使
が

宋
の
�
廷
で
の
宴
會
で
朶
殿

(大
殿
の
東
西
兩
脇
の
殿
)
の
上
に
座

す
こ
と
︑
國
<
が
宋
か
ら
(
)
さ
れ
た
使
者
と
賓
客
の
禮
に
よ
っ
て

對
面
す
る
こ
と
が
�
め
ら
れ
る
な
ど
︑
�
ら
か
に
�
常
の
�
貢
國
よ

り
優
�
さ
れ
た

(﹃
長
i
﹄
卷
一
五
三
︑
慶
曆
四
年
十
二
d
乙
未
な

ど
參
照
)︒
北
宋
末
に
定
め
ら
れ
た
儀
:
に
は
�
記
さ
れ
て
い
な
い

が

(﹃
政
和
五
禮
怨
儀
﹄
卷
一
五
五
︑
賓
禮
︑
夏
國
;
奉
使
見
辭
儀
)︑

宋
の
�
廷
で
の
儀
禮
に
お
い
て
;
奉
使
が
自
國
の
拜
禮
を
お
こ
な
っ

た
の
も
︑
契
丹
國
信
使
に
準
じ
て
�
め
ら
れ
た
特
別
待
�
だ
っ
た
と

推
測
さ
れ
る
︒

(83
)

北
宋
末
徽
宗
の
*
'
天
寧
'
を
祝
賀
す
る
集
英
殿
で
の
大
宴
で
は
︑

大
遼

(契
丹
)・
高
麗
・
西
夏
三
國
の
使
'
が
宰
相
以
下
の
宋
�
高

官
に
連
な
っ
て
殿
上
に
座
席
を
占
め
た
が
︑
契
丹
使
'
の
み
に
豚
・

羊
・
雞
・
鵝
・
兎
の
﹁
連
骨
熟
肉
﹂
と
呼
ば
れ
る
肉
料
理
の
﹁
看

盤
﹂
が
特
別
に
供
さ
れ
た

(﹃
東
京
夢
華
錄
﹄
卷
九
︑
宰
執
親
王
宗

室
百
官
入
內
上
壽
)︒
宴
會
の
席
上
で
契
丹
へ
の
待
�
が
別
格
で
あ

る
こ
と
を
列
席
者
に
�
示
し
た
の
で
あ
る
︒

(84
)

E
揭
:
(74
)
︒

(85
)

陶
晉
生
﹁
北
宋
�
野
人
士
對
於
契
丹
"
看
法
﹂
同
﹃
宋
遼
關
係
3

硏
究
﹄
聯
經
出
版
事
業
公
司
︑
一
九
八
四
年

(初
出
一
九
八
三
年
)︒

(86
)

『
長
i
﹄
卷
六
〇
︑
景
德
二
年
五
d
乙
亥
﹁
初
命
內
侍
右
班
副
都

知
閻
承
Ê
排
辦
禮
信
︑
議
者
欲
以
漢
衣
冠
賜
契
丹
使
者
︒
承
Ê
曰
︑

南
北
衣
宜
︑
各
從
其
土
俗
可
也
︒
上
從
承
Ê
�
議
︒
﹂
そ
の
ほ
か
︑

E
揭
:
(80
)
・
(81
)
﹃
宋
會
�
﹄
蕃
夷
の
記
事
も
參
照
︒

(87
)

一
一
世
紀
に
契
丹
國
の
荏
配
者
層
が
A
牧
民
た
る
﹁
契
丹
﹂
と
し

て
の
自
己
同
一
性
を
強
固
に
持
っ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
皇
�

の
喪
葬
儀
禮
を
題
材
に
論
じ
た
拙
稿
﹁
契
丹
皇
�
の
喪
葬
儀
禮
﹂

﹃
遼
�
N
・
慶
陵
一
帶
O
査
報
吿
書
二
〇
一
一
﹄
京
都
大
學
大
學
院

�
學
硏
究
科
︑
二
〇
一
一
年
參
照
︒

(88
)

北
宋
皇
�
の
行
幸
に
つ
い
て
は
︑
久
保
田
和
男
﹁
北
宋
の
皇
�
行

幸
に
つ
い
て

︱
︱
首
都
空
閒
を
中
心
と
し
て
︱
︱
﹂
同
﹃
宋
代
開

封
の
硏
究
﹄
汲
古
書
院
︑
二
〇
〇
七
年
�
收

(初
出
二
〇
〇
六
年
)︒

(89
)

『使
遼
語
錄
﹄
五
d
十
一
日
︒

(90
)

�
禮
時
の
皇
�
居
�
に
つ
い
て
は
︑
傅
樂
煥
﹁
遼
代
四
時
捺
鉢
考
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五
æ
﹂
(E
揭
:
(4
)﹃
遼
3
叢
考
﹄︑
初
出
一
九
四
二
年
)
�
收
の

﹁
遼
3
A
幸
表
證
補
﹂
を
參
照
︒

(91
)

E
揭
:
(4
)傅
﹁
宋
遼
聘
使
表
稿
﹂
�
收
の
﹁
遼
�
后
生
辰
改
9

�
賀
考
﹂
二
四
五
・
八
頁
參
照
︒

(92
)

E
揭
:
(90
)傅
﹁
遼
3
A
幸
表
證
補
﹂
一
二
九
～
三
〇
頁
參
照
︒

(93
)

E
揭
:
(91
)傅
﹁
遼
�
后
生
辰
改
9
�
賀
考
﹂
二
四
八
頁
︒

(94
)

不
完
H
な
記
錄
な
が
ら
︑
E
揭
:
(90
)
傅
﹁
遼
3
A
幸
表
證
補
﹂

を
�
覽
す
る
と
︑
興
宗
・
>
宗
・
天
祚
�
の
三
皇
�
の
時
代
︑
廣
�

淀
で
皇
�
が
冬
を
過
ご
し
た
回
數
は
四
七
回
に
S
び
︑
他
の
場
�
に

比
べ
て
群
を
拔
い
て
多
い
︒

(95
)

E
:
(90
)
傅
﹁
遼
代
四
時
捺
鉢
考
五
æ
﹂
�
收
の
﹁
廣
�
淀
考
﹂

﹁
廣
�
淀
續
考
﹂
參
照
︒

(96
)

E
揭
:
(69
)﹃
鄱
陽
先
生
�
集
﹄
卷
八
︑
律
詩
︑
廣
�
甸
︒

(97
)

契
丹
か
ら
宋
へ
�
命
し
た
漢
人

(歸
�
人
)
の
武
珪
な
る
人
物
は
︑

契
丹
事
�
に
�
じ
て
お
り
︑
嘉
祐
六
年

(一
〇
六
一
)
に
宋
の
�
廷

に
﹁
契
丹
廣
�
淀
�
禮
圖
﹂
と
い
う
繪
圖
を
獻
上
し
て
い
る

(﹃
長

i
﹄
卷
一
九
三
︑
嘉
祐
六
年
三
d
戊
戌
︑﹃
宋
會
�
﹄
蕃
夷
二
之
一

九
︑
嘉
祐
六
年
三
d
)︒

(98
)

E
揭
:
(91
)傅
﹁
遼
�
后
生
辰
改
9
�
賀
考
﹂
二
四
三
頁
︒

(99
)

E
揭
:
(18
)﹃
乘
軺
錄
﹄
十
二
d
二
十
六
日
︒

(100
)

『宋
會
�
﹄
蕃
夷
一
之
三
八
︑
景
德
四
年
﹁
是
歲
︑
戶
部
員
外
郞

直
集
賢
院
李
維
等
使
契
丹
F
︑
上
虜
中
事
︒
且
言
︑
虜
<
見
漢
使
︑

強
x
衣
冠
︑
事
已
幅
巾
︑
雜
胡
騎
出
射
獵
︒﹂

(101
)

E
揭
:
(18
)﹃
乘
軺
錄
﹄
十
二
d
二
十
四
日

(日
附
は
﹃
續
談

助
﹄
本

(﹃
十
萬
卷
樓
叢
書
�
収
)
に
よ
る
)﹁
自
�
天
舘
東
北
行
至

契
丹
國

(=

中
京
)
三
十
里
︒
⁝
⁝
(里
民
)
印
曰
︑
虜
�
止
之
處
︑

官
屬
皆
從
︑
城
中
無
舘
舍
︑
但
於
城
外
就
車
帳
而
居
焉
︒﹂

(102
)

E
:
﹃
乘
軺
錄
﹄
﹁
內
城
中
止
�
�
N
・
武
功
二
殿
︑
後
�
宮
室
︑

但
穹
廬
毳
幕
︒
﹂

(103
)

こ
の
﹁
氈
屋
﹂
に
つ
い
て
は
︑
臺
灣
故
宮
è
物
院
藏
傳
李
D
﹁
�

姫
歸
漢
圖
﹂
第
一
三
拍

(圖
版
は
﹃
宋
代
書
畫
册
頁
名
品
特
展
﹄
國

立
故
宮
è
物
院
︑
一
九
九
五
年
︑
一
六
六
～
八
頁
參
照
)
に
み
え
る
︑

規
模
は
小
さ
す
ぎ
る
も
の
の
中
國
風
の
屋
根
を
備
え
た
鯵
易
式
の
木

�
円
築
の
よ
う
な
も
の
を
想
宴
す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
︒
こ
の
繪
に
描

か
れ
る
人
物
の
頭
髮
や
x
裝
︑
�
持
品
や
︑
駱
駝
が
引
く
車
な
ど
︑

契
丹
墓
か
ら
陸
續
と
發
見
さ
れ
て
い
る
壁
畫
に
描
か
れ
る
契
丹
人
の

風
俗
と
一
致
し
て
お
り
︑
現
存
す
る
繪
畫
じ
た
い
は
南
宋
以
後
に
下

る
も
の
の
︑
畫
題
は
契
丹
と
密
接
な
�
液
が
あ
っ
た
北
宋
時
代
の
畫

家
が
描
い
た
繪
畫
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
︒
つ
と
に
鳥
居
龍
藏

は
︑
ボ
ス
ト
ン
美
é
館
�
藏
の
﹁
�
姫
歸
漢
圖
﹂
を
と
り
あ
げ
て
︑

こ
の
繪
が
契
丹
の
風
俗
を
基
礎
と
し
て
︑
�
姫
漢
土
歸
來
の
故
事
を

描
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

(同
﹁
﹃
�
姫
歸
漢
圖
﹄

に
就
て
﹂
﹃
東
方
學
報

東
京
﹄
第
六
册
︑
一
九
三
六
年
)︒

(104
)

『遼
3
﹄
卷
三
二
︑
營
衞
志
中
︑
行
營
︒

(105
)

E
揭
:
(
69
)﹃
鄱
陽
先
生
�
集
﹄
卷
八
︑
律
詩
︑
廣
�
甸
﹁
廣
�

甸
謂
虜
地
險
至
此
廣
大
而
�
易
云
︒
初
至
單
于
行
在
︑
其
門
以
籚
箔

爲
藩
垣
︑
上
不
去
其
花
以
爲
�
︑
其
上
謂
之
羊
箔
︒
門
作
山
 
︑
以

木
爲
牌
︑
左
曰
紫
府
洞
︑
右
曰
桃
源
洞
︒
總
謂
之
�
萊
宮
︑
殿
曰
省

方
殿
︒
其
左
金
冠
・
紫
袍
而
立
者
數
百
人
︑
問
之
︑
多
¢
豪
︒
其
右

靑
紫
而
立
者
數
十
人
︒
山
 
之
E
作
花
檻
︑
�
桃
杏
楊
柳
之
類
︒
E
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謂
丹
墀
︑
自
丹
墀
十
步
︑
謂
之
龍
墀
︒
殿
皆
設
靑
花
氊
︑
其
階
高
二

三
尺
︑
濶
三
�
︑
縱
殺
其
j
︒
由
階
而
登
︑
謂
之
御
座
︒﹂

(106
)

『長
i
﹄
卷
九
七
︑
天
禧
五
年
九
d
甲
申
﹁
印
歷
荊
榛
荒
草
︑
復

渡
土
河
︑
至
木
葉
山
︑
本
阿
保
機
葬
處
︒
印
云
祭
天
之
地
︒
東
向
設

氊
屋
︑
署
曰
省
方
殿
︑
無
階
︑
以
氊
藉
地
︑
後
�
二
大
帳
︒
@
北
︑

印
設
氊
屋
︑
曰
慶
壽
殿
︑
去
山
尙
T
︒
國
<
帳
在
氊
屋
西
北
︑
î
之

不
見
︒﹂

(107
)

E
揭
:
(104
)︒

(108
)

宋
�
國
信
使
が
皇
�
か
ら
賜
る
宴
に
つ
い
て
は
︑
蘇
頌
﹃
蘇
魏
公

�
集
﹄
卷
一
三
︑
後
使
遼
詩
︑
廣
�
宴
會
︒

(109
)

『永
樂
大
典
﹄
卷
一
〇
八
七
七
︑
虜
�
引
沈
存
中
﹃
西
溪
集
﹄
(正

し
く
は
﹃
長
興
集
﹄)
熙
寧
使
虜
圖
抄
﹁
⁝
⁝
至
單
于
庭
︒
�
屋
單

于
之
�
寢
・
后
蕭

(﹁
蕭
后
﹂
の
ï
)
之
�
凡
三
︑
其
餘
皆
氈
廬
︑

不
過
數
十
︑
悉
東
向
︒
庭
以
松
幹
表
其
E
︑
一
人
持
牌
立
松
幹
之
閒
︑

曰
閣

(﹁
閤
﹂
の
ï
)
門
︒
其
東
相
向
六
七
帳
︑
曰
中
書
・
樞
密

院
・
客
省
︒
印
東
氈
廬
一
︑
旁
²
氈
車
六
︑
E
ð
纛
︑
曰
太
±
︒
皆

草
厭
之
中
︒﹂﹁
熙
寧
使
虜
圖
抄
﹂
に
つ
い
て
は
︑
王
民
信
﹃
沈
括
熙

寧
使
虜
圖
抄
箋
證
﹄
學
海
出
版
社
︑
一
九
七
六
年
參
照
︒

(110
)

陳
襄
﹃
使
遼
語
錄
﹄
六
d
十
五
日
︑
二
十
一
日
︒

(111
)

『會
i
﹄
卷
一
四
︑
宣
和
五
年
二
d
一
日
�
引
馬
擴
﹃
茆
齋
自
敘
﹄

﹁
@
日
︑
就
營
拜
辭
︒
是
日
︑
已
立
契
丹
拔
�

(﹁
�
拔
﹂
の
ï
)
行

帳
︑
E
列
契
丹
舊
閤
門
官
ñ
︑
皆
具
�
x
︑
引
唱
舞
蹈
︑
大
作
�
見

禮
儀
︒
每
入
帳
門
︑
謂
之
上
殿
︒﹂
同
書
卷
一
五
︑
同
年
四
d
十
一

日
�
引
﹃
茆
齋
自
敘
﹄﹁
辭
�
︒
阿
骨
打
坐
�
得
契
丹
�
跋
行
帳
︑

E
列
契
丹
舊
敎
坊
樂
工
︑
作
花
宴
︒
宰
執
左
企
弓
以
@
搢
笏
捧
觴
爲

壽
︒
是
時
阿
骨
打
形
神
已
病
矣
︒﹂

(112
)

E
:
︒

(113
)

『
會
i
﹄
卷
一
五
︑
宣
和
五
年
三
d
十
八
日
�
引
﹃
燕
雲
奉
使
錄
﹄︒

こ
こ
に
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
の
は
�
見
儀
の
み
で
︑
�
辭
儀
に
つ

い
て
は
詳
し
い
記
述
は
な
い
︒
こ
の
と
き
の
宋
使
の
禮
物
奉
h
が
國

信
使
一
行
の
謝
辭
奉
h
の
後
に
お
こ
な
わ
れ
る
點
は
︑
契
丹
に
お
け

る
宋
使
の
�
見
儀
と
手
順
を
衣
に
し
て
い
る

(表
2
參
照
)︒

(114
)

『會
i
﹄
卷
九
︑
宣
和
四
年
九
d
十
一
日
︒

(115
)

そ
も
そ
も
︑
K
M
の
使
'
の
(
)
︑
君
<
と
使
者
の
對
面
儀
禮
︑

國
書
と
禮
物
の
�
奄
︑
君
<
臨
席
の
も
と
で
の
宴
會
な
ど
と
い
っ
た

D
制
に
由
來
す
る
と
さ
れ
る
國
信
使
制
度
の
諸
�
素
は
︑
ユ
ー
ラ
シ

ア
各
地
で
�
!
"
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
う
し
た
使
'
�

奄
を
め
ぐ
る
諸
制
度
は
︑
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
A
牧
民
の
政
治
權
力
の

あ
い
だ
で
も
︑
D
制
の
影
�
と
關
係
な
く
�
�
に
お
こ
な
わ
れ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
點
︑
D
代
E
j
の
外
�
儀
禮
を
同
時
代
の

突
厥
・
ビ
ザ
ン
ツ
・
サ
サ
ン
�
ペ
ル
シ
ア
な
ど
と
比
�
・
檢
討
し
た

Skaff
の
硏
究
が
參
考
に
な
ろ
う
︒
Jonathan
K
aram
Skaff,S
u
i-

T
an
g
C
h
in
a
an
d
its
T
u
rko-M
on
gol
N
eigh
bors
:
C
u
ltu
re,

P
ow
er,
an
d
C
on
n
ection
s,
5
8
0
-8
0
0
,O
xford,2012,pp.134
-

168.

(116
)

皇
�
の
相
互
承
�
に
つ
い
て
は
︑
一
〇
世
紀
E
j
の
契
丹
と
沙
陀

政
權
の
關
係
に
す
で
に
先
例
が
あ
り
︑
ま
た
契
丹
・
宋
閒
で
は
九
七

〇
年
代
の
�
和
9
に
す
で
に
見
ら
れ
る
が
︑
一
〇
〇
年
を
越
え
る
安

定
し
た
友
好
關
係
を
確
立
し
た
點
で
︑
澶
淵
の
�
の
閲
結
は
時
代
を

劃
す
る
出
來
事
で
あ
っ
た
︒
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(117
)

た
と
え
ば
︑
河
東
の
國
境
を
め
ぐ
る
�
涉
の
さ
い
に
宋
か
ら
契
丹

へ
宛
て
た
國
書
に
は
﹁
兩
�
撫
�
萬
宇
﹂
と
記
さ
れ
て
い
た

(﹃
長

i
﹄
卷
二
五
一
︑
熙
寧
七
年
三
d
癸
亥
)︒

(118
)

『使
遼
語
錄
﹄
五
d
十
五
日

(2
路
燕
京
で
の
宴
︑
契
丹
接
J
使

劉
雲
と
宋
使
陳
襄
の
問
答
)﹁
雲
勞
臣
等
云
︑
盛
暑
>
T
︑
衝
涉
不

易
︒
再
三
勸
臣
等
飮
酒
︑
稱
兩
�
�
好
多
年
︑
國
信
使
副
與
接
J
使

副
相
見
︑
如
同
一
家
︒
臣
襄
答
云
︑
�
謂
南
北
一
家
︑
自
古
兩
�
歡

好
︑
未
�
如
此
︒﹂

(119
)

宋
�
で
の
人
w
に
つ
い
て
は
︑﹃
長
i
﹄
卷
六
四
︑
景
德
三
年
十

一
d
丙
午
︑
契
丹
で
の
人
w
に
つ
い
て
は
︑
E
揭
:
(18
)﹃
乘
軺

錄
﹄﹁
自
與
�
廷
�
好
已
來
︑
歲
w
人
材
尤
衣
聰
敏
知
�
3
者
︑
以

備
南
使
︒﹂
參
照
︒
後
者
に
つ
い
て
は
︑
�
%
增
加
し
て
い
る
石
刻

3
料
か
ら
集
め
ら
れ
る
事
例
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
記
述
で
あ
る
︒

(120
)

『大
金
集
禮
﹄
卷
三
九
︑
�
會
上
︑
人
使
辭
見
儀
︑
﹃
金
3
﹄
卷
三

八
︑
禮
志
一
一
︑
外
國
使
入
見
儀
・
�
辭
儀
︒

(121
)

『�
錄
﹄
卷
一
五
〇
︑
紹
興
十
三
年
十
二
d
己
酉
︒
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Shenzong. However, during the reign of Huizong, some stores stayed open all

through the night as a consequence of the weakening of the prohibition on night

businesses in concert with a change in lifestyles, and such a situation was inherited

in Linʼan during the Southern Song dynasty. In the third section, the author exam-

ines the status of the food culture in the night markets of the Tang and Song eras.

A “Tang-era type” was a saloon-oriented (酒樓・酒肆) night market that was en-

joyed by the upper class, such as bureaucrats, scholar-officials and wealthy mer-

chants. At that time, tearooms (茶肆) and restaurants (食店) complemented the

night market, but the foods and drinks that were sold were of poor quality and

meager quantity. On the other hand, at the “the Song-era type” night market not

only saloons but also tearooms and restaurants evolved in terms of both in quantity

and quality ; this contributed to the flourishing of the restaurant business during the

Song era. At this market, a wide variety of foods, such as wheat products, meats,

seafoods, vegetables, fruits, alcoholic drinks, tea and juices, were actively traded. In

this fashion, city dwellers during the Song era enjoyed a rich food culture.

ENVOYS FOR STATE LETTERS EXCHANGED BETWEEN

THE KHITAN AND THE SONG DYNASTIES

AND ASSOCIATED RITES

FURUMATSU Takashi

Following the conclusion of the Chanyuan 澶淵 treaty in 1004, the Khitan and

the Song dynasties maintained peaceful coexistence for 120 years. In this article,

I examine the envoys for state letters (guoxin shi 國信使) who, following the

Chanyuan treaty, were sent annually between the two countries to offer congratu-

lations at the New Year, on imperial birthdays, etc. I also show that by delivering

state letters and conveying verbal messages of the emperors these envoys served

as intermediaries between the emperors of both countries and played an important

role in maintaining and renewing amicable relations between the two dynasties.

I first clarify details concerning the journeys made by the envoys. An embassy

was composed of more than one hundred people, and once they crossed the border

between the two countries and made their way to the place of residence of the

emperor of the host country, the latter lavished hospitality on them at considerable

expense. At the emperorʼs place of residence, the envoy and his party attended
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various prearranged events, including ceremonies and banquets.

Next, I examine the most important of the ceremonies attended by the envoys,

such as the audiences with the emperor on their arrival and before their departure.

During these ceremonies, the envoy would be received by the emperor of the host

country and would exchange state letters and gifts with him. These ceremonies

were newly created with reference to the “guest rites” (binli 賓禮) prescribed in

the Da Tang Kaiyuan li 大�開元禮, but they were adapted to suit the relationship

of equality that obtained between the two countries. This equality was manifested

in the delivery and receipt of state letters and verbal exchanges during audiences

with the emperor, the participation by the envoyʼs entire entourage in the ceremo-

nies, the provision of a separate venue for the ceremonies, and so on. However, at

ceremonies performed in the Song capital, the Khitans among the embassies from

the Khitan dynasty were permitted to wear their nomadic clothing, to bow to the

emperor in Khitan style, kneeling with one knee bent, and to use the Khitan lan-

guage during the ceremonies. These were concessions made by the Song to the

Khitan, which was militarily superior to the Song at the time of the conclusion of the

Chanyuan treaty.

Lastly, I consider the places where the ceremonies were held. Whereas the

Song emperor always resided in the capital Kaifeng, the places where the Khitan

emperors primarily received Song envoys were often cities such as Zhongjing

during the reign of Shengzong, but during the reigns of Xingzong and Daozong the

meeting place was moved to Guangpingdian 廣�淀, the winter quarters of the

Khitan court. Among the tents standing in rows in the winter quarters, compara-

tively large tents with a roof and poles were called dian 殿, or “palace” in Chinese.

All manner of court ceremonies, including those for receiving foreign envoys, were

performed in a dian provided with corridors and space for several hundred people.

The system for exchanging envoys between the Khitan and the Song can be

regarded as one in which elements deriving from the traditions of both the Chinese

dynasty and the nomadic dynasty intermingled.
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