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金
國
の
正
旦
・
�
�
の
儀
禮
と
外
國
	
�

古

松

崇

志

は

じ

め

に

十
二
世
紀


�
︑
契
丹
の
東
北
邊
境
に
位
置
す
る
松
花
江
液
域
に
お
い
て
︑
按
出
虎

ア
ル
チ
ュ
カ

水
完
顏

ワ
ン
ヤ
ン

部
と
呼
ば
れ
る

女
ジ
ュ
ル

眞チ
ン

族
の
部
族
集
團
が
中
核

と
な
っ
て
大
金
國
を
樹
立
し
た
︒
金
國
は
東
北
ア
ジ
ア
の
女
眞
・
非
女
眞
集
團
を
廣
く
瓜
合
し
て
勢
力
を
擴
大
し
︑
円
國
か
ら
十
年
�
度
で
契

丹
と
北
宋
の
二
大
國
を
滅
ぼ
す
に
至
っ
た
︒
そ
の
後
︑
金
國
は
軍
事
力
を
背
景
に
西
夏
・
高
麗
・
南
宋
と
い
っ
た
周
邊
國
を
臣
從
さ
せ
︑
契
丹

に
と
っ
て
か
わ
っ
て
︑
ユ
ー
ラ
シ
ア
東
方
に
お
け
る
事
實
上
の
�
�
と
な
っ
た
︒
�
目
す
べ
き
は
︑
金
國
が
こ
れ
ら
三
國
と
�
�
を
閲
結
し
て

�
好
關
係
を
樹
立
し
た
こ
と
で
あ
る
︒
�
�
の
閲
結
じ
た
い
は
︑
十
一
世
紀
初
頭
の
契
丹
・
北
宋
閒
の
澶
淵
の
�
に
由
來
す
る
が
︑
こ
の
兩
國

が
對
等
な
關
係
で
あ
っ
た
の
に
た
い
し
︑
金
と
三
國
の
閒
の
關
係
は
い
ず
れ
も
君
臣
關
係
で
あ
り
︑
�
確
な
上
下
關
係
に
あ
っ
た
點
に
大
き
な

 
い
が
あ
る
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
澶
淵
の
�
以
後
︑
十
三
世
紀
の
モ
ン
ゴ
ル
瓜
合
以


に
至
る
ま
で
の
ユ
ー
ラ
シ
ア
東
方
は
︑
�
�
の
時
代
と

呼
ぶ
べ
き
時
代
で
あ
り
︑
澶
淵
の
�
を
ひ
と
つ
の
!
と
し
た
十
一
世
紀
の
多
國
體
制
が
︑
十
二
世
紀
に
も
形
を
變
え
て
存
續
し
た
の
で
あ
る(1

)

︒

金
國
を
中
心
と
す
る
國
際
關
係
に
つ
い
て
は
︑
"
年
日
中
兩
國
で
#
$
に
硏
究
が
&
展
し
て
き
て
い
る
が
︑
依
然
と
し
て
硏
究
の
手
'
な
分
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野
で
あ
り
︑
檢
討
す
べ
き
問
題
は
多
く
殘
さ
れ
て
い
る(2

)

︒
本
稿
で
は
︑
金
國
が
正
旦
と
�
�

(皇
+
の
生
日
)

に
擧
行
し
た
儀
禮
制
度
を
と
り

あ
げ
︑
金
國
皇
+
が
外
國
	
�
と
對
面
す
る
儀
禮
で
あ
る
入
見
儀
お
よ
び
,
辭
儀
と
︑
正
旦
・
�
�
に
擧
行
す
る
,
賀
儀
禮

(稱
賀
儀
)

の
各

種
儀
禮
制
度
に
つ
い
て
檢
討
す
る
︒

具
體
-
に
は
︑
第
一
に
︑
阿
骨
打

(太
祖
)

の
円
國
以
來
の
時
系
列
に
沿
っ
て
正
旦
・
�
�
儀
禮
の
沿
革
を
整
理
す
る
︒
と
り
わ
け
太
宗
・

熙
宗
,
に
お
け
る
對
外
關
係
の
展
開
お
よ
び
儀
禮
が
お
こ
な
わ
れ
る
空
閒

(帳
幕
や
宮
殿
)

の
變
�
に
着
目
し
て
檢
討
を
く
わ
え
て
い
く
︒
第

二
に
︑
世
宗

(烏
祿
)

の
大
定
年
閒
に
中
都
で
擧
行
さ
れ
た
儀
禮
に
つ
い
て
は
︑﹃
大
金
集
禮
﹄
や
﹃
金
1
﹄
な
ど
の
典
籍
�
獻
に
︑
儀
禮
制

度
の
詳
細
な
規
定
が
記
さ
れ
て
い
る
ほ
か
︑
南
宋
の
	
�
が
殘
し
た
各
種
典
籍
�
獻
の
記
営
が
比
�
-
豐
富
に
殘
っ
て
い
る
︒
本
稿
で
は
こ
れ

ら
の
�
獻
1
料
を
利
用
し
て
︑
儀
禮
の
詳
細
を
復
元
し
︑
各
種
儀
禮
の
も
つ
2
味
と
特
徵
を
檢
討
し
て
い
く
︒
こ
う
し
た
儀
禮
の
硏
究
を
つ
う

じ
て
︑
金
國
の
版
圖
擴
大
に
と
も
な
う
周
邊
諸
國
と
の
外
5
關
係
の
6
築
が
金
國
の
王
權
の
變
容
7
�
と
い
か
に
か
か
わ
る
か
を
檢
討
す
る
と

と
も
に
︑
十
二
世
紀
ユ
ー
ラ
シ
ア
東
方
に
お
け
る
金
國
の
8
權
の
特
質
を
�
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
︒

一

御
寨
・
上
京
に
お
け
る
儀
禮

(
一
)
金
國
草
創
�
の
儀
禮

天
慶
四
年

(一
一
一
四
)
︑
阿
骨
打
9
い
る
女
眞
集
團
は
︑
契
丹
に
對
し
て
擧
兵
し
︑
:
年
正
;
に
は
阿
骨
打
が
皇
+
に
卽
位
し
て
大
金
國
を

円
國
す
る
︒
金
國
は
南
方
の
契
丹
國
東
部
地
區
へ
=
攻
し
︑
天
輔
元
年

(一
一
一
七
)

に
は
遼
東
・
遼
西
一
帶
を
>
定
し
︑
も
と
も
と
契
丹
の

荏
�
下
に
あ
っ
た
女
眞
人

(熟
女
眞
)
・
渤
海
人
勢
力
を
ほ
ぼ
瓜
一
し
た
︒
阿
骨
打
以
下
の
金
國
の
女
眞
荏
�
者
層
は
︑
か
つ
て
契
丹
政
府
に
任

官
し
て
い
た
遼
東
の
渤
海
人
や
漢
人
を
つ
う
じ
て
契
丹
と
周
邊
諸
國
の
あ
い
だ
の
外
5
關
係
の
規
範
と
そ
の
2
味
を
學
ん
で
い
っ
た
︒
:
天
輔

二
年
に
は
︑
契
丹
が
金
に
對
し
て
C
和
を
提
D
し
︑
兩
國
は
和
>
5
涉
を
開
始
す
る
︒
阿
骨
打
は
自
ら
を
皇
+
に
册
封
す
る
こ
と
を
契
丹
に
求
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め
た
が
︑
そ
の
い
っ
ぽ
う
で
軍
事
力
の
優
勢
を
背
景
に
し
て
强
硬
な
態
度
を
と
り
︑
十
項
目
か
ら
成
る
I
求
を
提
示
す
る(3

)

︒
そ
の
な
か
に
は

﹁
以
弟
兄
�
問
﹂
と
﹁
生
辰
正
旦
J
	
﹂
の
二
つ
が
含
ま
れ
て
お
り
︑
�
ら
か
に
金
が
契
丹
・
宋
閒
に
準
ず
る
關
係
を
契
丹
と
の
閒
に
求
め
て

い
た
こ
と
が
分
か
る(

4
)

︒
當
時
の
阿
骨
打
と
そ
の
側
"
か
ら
成
る
金
國
中
樞
の
女
眞
荏
�
者
層
は
ま
だ
質
朴
で
あ
っ
た
が
︑
す
で
に
周
邊
諸
國
と

の
外
5
關
係
の
2
味
を
理
解
し
は
じ
め
て
い
た
︒
と
く
に
外
5
�
書
に
つ
い
て
言
え
ば
︑
和
>
5
涉
の
7
�
で
契
丹
の
	
者
に
宋
・
西
夏
・
高

麗
と
の
あ
い
だ
で
K
L
し
た
�
書

(國
書
・
詔
・
表
・
牒
)

を
提
出
さ
せ
て
お
り
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
︑
書
式
を
含
め
た
漢
語
外
5
�
書
の
含
2
す

る
と
こ
ろ
を
�
確
に
理
解
す
る
よ
う
に
な
っ
た(5

)

︒

阿
骨
打
が
円
國
し
て
か
ら
第
三
代
皇
+
の
熙
宗
が
上
京
城
を
円
設
す
る
ま
で
は
︑
金
國
の
中
樞
據
點
は
︑
漢
語
で
﹁
御
寨
﹂
あ
る
い
は
﹁
皇

+
寨
﹂︑
女
眞
語
で
﹁
冒
離
N
鉢
﹂
と
呼
ば
れ
た(6

)

︒
そ
の
具
體
-
な
位
置
は
︑
の
ち
の
上
京
と
重
な
る
場
O
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る(7

)

︒
金
宋

同
�
の
閲
結
に
至
る
5
涉
7
�
で
︑
宣
和
二
年

(天
輔
四
年
︑
一
一
二
〇
)
︑
宋
,
は
	
者
と
し
て
馬
政
を
金
國
,
廷
へ
と
P
J
し
た
が
︑
こ
の

と
き
隨
行
し
た
そ
の
子
馬
擴
が
︑
自
ら
目
睹
し
た
御
寨
お
よ
び
金
國
君
臣
の
樣
子
を
克
�
に
記
錄
し
て
い
る
︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑
當
時
の
御
寨

に
宮
殿
円
築
は
な
く
︑
:
年
の
元
日
に
宋
	
馬
政
が
阿
骨
打
に
拜
謁
し
た
さ
い
に
は
︑
帳
幕
の
な
か
に
炕

(オ
ン
ド
ル
)

を
設
け
︑
阿
骨
打
と

﹁
大
夫
人
﹂
と
呼
ば
れ
る
皇
后
の
二
人
が
そ
の
上
に
竝
ん
で
座
し
て
い
た
︒
阿
骨
打
は
宴
會
の
さ
い
に
臣
僚
や
	
者
か
ら
の
獻
杯
を
T
け
る
と
︑

み
ず
か
ら
U
杯
し
︑
	
者
に
は
親
し
く
直
接
語
り
か
け
て
い
る(8

)

︒
こ
の


後
に
馬
政
は
兩
國
の
政
府
閒
5
涉
に
か
か
わ
る
國
書
の
V
T
を
お
こ

な
っ
て
い
る
は
ず
だ
が
︑
儀
禮
の
內
容
は
不
�
で
あ
る
︒

そ
の
後
︑
天
輔
六
年
︑
契
丹
の
中
京
を
陷
落
さ
せ
た
金
軍
は
︑
燕
京
か
ら
X
れ
て
鴛
鴦
泊

(河
北
省
張
北
縣
ア
ン
ギ
ル
=
ノ
ー
ル
)

に
滯
在
し
て

い
た
契
丹
皇
+
の
天
祚
+
を
そ
の
西
方
の
白
水
泊

(
內
モ
ン
ゴ
ル
察
哈
爾

チ

ャ

ハ

ル

右
\


旗
黃
旗
海
)

ま
で
^
擊
し
た
︒
#
襲
を
T
け
た
天
祚
+
は
︑
み
ず

か
ら
の
行
帳
を
放
棄
し
て
︑
陰
山
方
面
へ
X
げ
`
び
た
︒
こ
の
と
き
金
軍
は
天
祚
+
よ
り
行
帳
群
と
大
量
の
財
寶
を
奪
取
し
て
い
る(9

)

︒
天
祚
+

の
行
帳
は
宋
人
の
記
錄
に
よ
れ
ば
︑
﹁
放
鵝
行
帳
﹂
あ
る
い
は
﹁
契
丹
N
拔

(
N
跋
)

行
帳
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
た
︒﹁
放
鵝
行
帳
﹂
の
﹁
放
鵝
﹂

金國の正旦・��の儀禮と外國	�
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は
︑
字
義
�
り
に
は
契
丹
皇
+
が
每
年
春
に
お
こ
な
っ
て
い
た
天
鵝

(白
鳥
)

狩
り
を
指
す
が
︑
春
捺
鉢
に
用
い
ら
れ
た
帳
幕
に
限
定
さ
れ
る

わ
け
で
な
く
︑
契
丹
皇
+
の
季
�
移
動
の
さ
い
に
用
い
ら
れ
た
帳
幕
を
指
す
と
思
わ
れ
る
︒
同
じ
帳
幕
を
別
の
箇
O
で
は
﹁
契
丹
N
拔

(
N

跋
)

行
帳
﹂
と
も
呼
ん
で
い
る
が
︑
﹁
N
拔

(
N
跋
)
﹂
は
皇
+
の
行
營
地
︑
宿
營
地
を
2
味
す
る
契
丹
語

*n
a
d
b
o
の
i
譯
で
︑﹃
遼
1
﹄
で
は

ふ
つ
う
﹁
捺
鉢
﹂
と
表
記
さ
れ
る
︒
I
す
る
に
︑
契
丹
皇
+
專
用
の
帳
幕
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
︒
阿
骨
打
が
御
寨
を
出
發
し
て
︑
同
年
八
;

に
鴛
鴦
泊
ま
で
到
j
し
た
さ
い
に
︑
天
祚
+
の
^
擊
軍
を
9
い
た
都
瓜
の
杲

(女
眞
名
は
k
也
︑
阿
骨
打
の
同
母
弟
)

が
阿
骨
打
を
出
l
え
て
い
る

が(
10
)

︑
お
そ
ら
く
こ
の
と
き
に
︑
白
水
泊
で
奪
取
し
た
契
丹
皇
+
の
行
帳
を
獻
じ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
︒
そ
の
後
︑
十
二
;
に
居
庸
關
を
越
え

て
燕
京
へ
親
征
し
た
阿
骨
打
は
︑
燕
京
を
無
血
開
城
す
る
こ
と
に
成
功
す
る
︒
そ
し
て
︑
燕
京
の
契
丹
政
府
官
僚
の
投
影
を
T
け
て
城
內
の
宮

殿

(
德
n
殿
)

に
臨
御
し
︑
群
臣
の
,
賀
を
T
け
て
い
る
︒
そ
の
あ
と
阿
骨
打
は
燕
京
に
五
ヶ
;
閒
と
ど
ま
っ
た
が
︑
城
內
の
宮
殿
に
は
入
ら

ず
︑
城
外
に
立
て
た
﹁
契
丹
N
拔
行
帳
﹂
に
滯
在
し
た
︒
阿
骨
打
は
こ
の
帳
幕
で
宋
,
か
ら
の
	
者
を
接
見
し
た
が
︑
對
面
儀
禮
の
內
容
は
契

丹
皇
+
が
宋
,
の
國
信
	
を
接
見
す
る
,
見
・
,
辭
儀
を
再
現
し
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
儀
禮
を
&
行
す
る
閤
門
官
︑
歌
舞
を
演
じ
散
樂
を
奏
で

る
敎
坊
の
樂
工
は
︑
い
ず
れ
も
か
つ
て
契
丹
の
行
宮
に
祗
候
し
た
人
び
と
で
あ
っ
た(11

)

︒
阿
骨
打
は
︑
こ
と
さ
ら
に
契
丹
皇
+
よ
り
奪
取
し
た

﹁
契
丹
N
拔
行
帳
﹂
お
よ
び
そ
の
人
員
を
用
い
て
臣
僚
や
外
國
	
者
を
接
見
す
る
こ
と
で
︑
み
ず
か
ら
が
契
丹
皇
+
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
こ
と

を
人
び
と
に
顯
示
し
た
の
で
あ
る(

12
)

︒

(
二
)
太
宗

(
吳
乞
買
)
�
の
對
外
關
係
と
宮
殿
円
設

天
輔
七
年

(一
一
二
三
)

に
阿
骨
打
が
q
く
な
る
と
︑
弟
の
吳
乞
買

(太
宗
)

が
皇
位
を
繼
承
す
る
︒
太
宗
の
卽
位
後
︑
金
國
は
北
宋
・
西

夏
・
高
麗
・
齊
と
立
て
續
け
に
�
好
關
係
を
樹
立
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
王
,
は
正
旦

(元
日
)

と
金
國
皇
+
の
�
�
を
祝
賀
す
る
た
め
に
︑
金
國

,
廷
へ
每
年
定
t
-
に
	
�
を
P
J
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
の
ほ
か
︑
皇
+
が
卽
位
し
た
り
︑
u
じ
た
さ
い
に
は
︑
臨
時
に
祝
賀
や
弔
慰
の
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た
め
の
	
�
を
P
J
し
た
︒
各
王
,
の
金
國
へ
の
定
t
-
な
	
�
P
J
の
具
體
-
な
狀
況
は
x
の
よ
う
で
あ
る
︒

北
宋
と
の
閒
で
は
︑
天
輔
七
年
四
;
に
�
�
を
閲
結
し
︑
澶
淵
の
�
以
來
の
契
丹
・
宋
閒
と
同
樣
の
對
等
な
關
係
と
な
っ
た
︒
每
年
の
正
旦

と
�
�
に
は
兩
國
が
た
が
い
に
國
信
	
の
	
�
團
を
P
J
し
︑
	
者
の
接
待
と
儀
禮
の
細
部
の
規
定
は
す
べ
て
契
丹
・
宋
閒
で
定
め
ら
れ
た
國

信
	
制
度
を
踏
襲
し
た(

13
)

︒
た
だ
し
︑
周
知
の
と
お
り
︑
こ
の
關
係
は
長
く
は
つ
づ
か
ず
︑
天
會
三
年

(一
一
二
五
)

十
;
に
太
宗
が
﹁
伐
宋
﹂

の
詔
を
下
し
て
北
宋
と
斷
5
し
︑
:
年
に
は
北
宋
を
滅
ぼ
す
こ
と
に
な
る

(
靖
康
の
變
)
︒

つ
ぎ
に
西
夏
で
あ
る
が
︑
天
會
二
年
正
;
に
︑
西
夏
が
金
國
に
た
い
し
﹁
奉
表
稱
藩
﹂
し
て
い
る
︒
西
夏
は
先
に
金
國
に
﹁
誓
表
﹂
を
提
出

し
︑
金
國
は
こ
れ
に
た
い
し
て
﹁
誓
詔
﹂
を
下
し
︑
兩
國
は
�
�
を
閲
結
し
た
︒
兩
國
の
外
5
關
係
は
︑
基
本
-
に
契
丹
・
西
夏
關
係
を
踏
襲

し
︑
金
國
の
,
廷
で
西
夏
の
	
�
が
參
加
す
る
儀
禮
は
︑
契
丹
の
儀
禮
制
度
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
︒
し
か
し
︑
金
と
西
夏
の
關
係
は
君
臣
關
係

で
あ
り
︑
�
婚
關
係
を
結
ん
だ
契
丹
と
西
夏
が
舅
甥
關
係
で
あ
っ
た
の
と
は
衣
な
る
︒
そ
の
た
め
︑
西
夏
皇
+

(夏
國
王
)

と
金
	
が
對
面
す

る
場
合
に
は
︑
金
	
が
北
面
し
て
西
夏
皇
+
を
拜
し
た
も
の
の
︑
西
夏
皇
+
は
必
ず
立
ち
上
が
っ
て
み
ず
か
ら
金
	
よ
り
詔
書
を
T
け
取
ら
ね

ば
な
ら
な
く
な
っ
た(

14
)

︒
こ
れ
は
の
ち
に
南
宋
皇
+
が
金
國
よ
り
P
J
さ
れ
た
國
信
	
副
と
對
面
す
る
儀
禮
の
淵
源
と
な
る
も
の
で
︑
重
I
な
2

義
を
も
つ(

15
)

︒

高
麗
に
つ
い
て
は
︑
天
會
六
年
六
;
に
︑
高
麗
が
金
國
に
た
い
し
﹁
奉
表
稱
藩
﹂
し
て
い
る
︒
兩
國
閒
關
係
は
︑
契
丹
・
高
麗
關
係
を
踏
襲

し
︑
	
�
の
5
奄
も
同
樣
で
あ
っ
た(16

)

︒
高
麗
國
王
が
契
丹
	
を
l
接
す
る
儀
禮
の
な
か
で
︑
兩
者
が
對
面
す
る
さ
い
に
︑
契
丹
	
は
南
を
向
き
︑

高
麗
國
王
は
西
を
向
く
︒
こ
れ
は
︑
契
丹
と
高
麗
の
閒
の
君
臣
關
係
を
象
徵
す
る(17

)

︒
金
國
の
	
者
を
l
接
す
る
儀
禮
も
こ
れ
と
ま
っ
た
く
同
じ

で
あ
っ
た
︒
の
ち
に
金
の
世
宗
は
︑
こ
の
儀
禮
を
﹁
抗
禮
﹂
と
み
な
す
が(18

)

︑
儀
禮
中
に
高
麗
國
王
が
北
面
せ
ず
西
面
し
て
對
す
る
部
分
を
そ
う

解
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒

齊
は
天
會
八
年
に
太
宗
が
劉
豫
を
﹁
大
齊
皇
+
﹂
に
册
封
し
︑
黃
河
以
南
の
地
の
瓜
治
を
委
任
し
た
こ
と
で
成
立
し
た
︒
金
と
齊
の
閒
の
名
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分
關
係
は
︑
君
臣
關
係
で
あ
り
か
つ
父
子
關
係
で
も
あ
っ
た
︒
齊
+
の
劉
豫
が
金
	
と
對
面
す
る
儀
禮
の
詳
細
は
分
か
っ
て
い
な
い
が
︑﹃
金

1
﹄
劉
豫
傳
の
記
載
に
よ
れ
ば
︑
入
見
儀
と
,
辭
儀
で
︑
齊
の
皇
+
が
金
	
の
面


で
金
皇
+
へ
の
傳
言
を
つ
た
え
る
さ
い
に
︑
か
な
ら
ず
立

ち
上
が
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
︑
そ
れ
以
外
は
﹁
皇
+
禮
﹂
を
行
う
こ
と
が
許
さ
れ
た(19

)

︒﹁
皇
+
禮
﹂
の
記
営
よ
り
︑
齊
皇
+
が
金
	
と
對

面
す
る
と
き
に
ず
っ
と
南
面
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
儀
禮
は
︑
西
夏
皇
+
と
金
	
の
對
面
儀
禮
と
同
じ
で
あ
っ
た

可
能
性
が
高
く
︑
こ
れ
は
ま
た
皇
瓜
和
議

(紹
興
和
議
)

以
後
の
南
宋
皇
+
と
金
	
が
對
面
す
る
儀
禮
と
類
似
し
た
も
の
で
も
あ
っ
た
︒

『金
1
﹄
太
宗
本
紀

(卷
四
)

と
5
聘
表

(卷
六
〇
)

に
み
え
る
正
旦
と
天
淸
�

(太
宗
�
�
︑
十
;
十
五
日

(
20
)

)

の
﹁
J
	
來
賀
﹂
の
記
事
に
も
と

づ
き
︑
太
宗
時
代
に
お
け
る
正
旦
・
�
�
來
賀
の
た
め
に
金
國
へ
や
っ
て
く
る
外
國
	
�
の
變
�
7
�
を
ま
と
め
る
と
︑
x
の
よ
う
に
な
る
︒

①
北
宋
・
西
夏
の
二
國
：
天
會
二
年
�
�
︑
天
會
三
年
正
旦
・
�
�

②
西
夏
の
み
：
天
會
四
年
正
旦

③
高
麗
・
西
夏
の
二
國
：
天
會
四
年
�
�
︑
天
會
五
年
正
旦
～
天
會
八
年
正
旦

④
齊
・
高
麗
・
西
夏
の
三
國
：
天
會
八
年
�
�
︑
天
會
九
年
正
旦
～
天
會
十
二
年
�
�

(天
會
十
三
年
正
;
に
太
宗
が
u
ず
る
)

金
國
は
︑
北
宋
と
の
あ
い
だ
で
は
每
年
正
旦
と
�
�
を
祝
賀
す
る
國
信
	
を
相
互
に
P
J
し
︑
齊
・
高
麗
・
西
夏
へ
は
皇
+
・
國
王
の
生
辰

を
祝
う
生
日
	
を
P
J
し
︑
各
國
か
ら
は
答
禮
の
た
め
に
謝
禮
	
を
P
J
し
た
︒
以
後
︑
高
麗
・
西
夏
と
の
生
日
	
・
謝
禮
	
5
奄
は
金
末
ま

で
續
く
こ
と
に
な
る
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
太
宗
時
代
に
金
國
と
い
く
つ
か
の
政
權
の
あ
い
だ
で
外
5
關
係
が
は
じ
ま
り
︑
外
國
	
�
が
定
t
-
に
金
國
の
,
廷
に

や
っ
て
來
て
︑
金
國
皇
+
に
拜
謁
し
︑
正
旦
や
�
�
を
祝
賀
す
る
儀
禮
に
參
加
す
る
よ
う
に
な
る
︒
つ
づ
い
て
︑
太
宗
,
で
儀
禮
を
擧
行
し
た

具
體
-
な
場
O
に
つ
い
て
檢
討
し
よ
う
︒

天
會
二
年

(一
一
二
四
)

よ
り
金
國
で
は
︑
も
と
の
御
寨
あ
る
い
は
そ
の
"
邊
に
︑
乾
元
殿
と
呼
ば
れ
る
宮
殿
の
創
円
を
開
始
し
︑
以
後
こ
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こ
が
儀
禮
や
宴
會
を
擧
行
す
る
場
と
な
っ
た
︒
:
年

(宣
和
七
年
)

正
;
に
北
宋
で
太
宗
の
卽
位
を
祝
賀
す
る
﹁
賀
大
金
皇
+
登
寶
位
國
信
	
﹂

に
任
じ
ら
れ
た
許
亢
宗
は
︑
按
出
虎
水
ち
か
く
の
金
國
,
廷
の
O
在
地
で
あ
る
冒
離
N
鉢

(御
寨
を
指
す
)

に
j
す
る
︒
隨
員
の
鐘
邦
直
が
著

し
た
﹃
宣
和
乙
巳
奉
	
金
國
行
�
錄
﹄
に
は
︑
彼
ら
	
�
團
が
目
睹
し
た
冒
離
N
鉢
の
�
景
が
詳
し
く
描
か
れ
る
︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑
太
宗
は

ち
ょ
う
ど
円
設
中
だ
っ
た
正
殿
乾
元
殿
で
宋
か
ら
の
	
�
團
と
對
面
し
て
い
る(21

)

︒
宣
和
年
閒
に
拉
致
さ
れ
て
以
後
︑
一
五
年
あ
ま
り
を
金
國
で

7
ご
し
︑
紹
興
十
年

(一
一
四
〇
)

に
南
宋
へ
歸
,
し
た
張
匯
の
�
営
に
か
か
る
﹃
金
虜
�
I
﹄
に
よ
れ
ば
︑
乾
元
殿
は
︑
冒
離
N
鉢
の
な
か

で
唯
一
の
宮
殿
で
あ
っ
た
が
︑
ま
わ
り
を
圍
む
城
壁
も
な
く
︑
た
だ
柳
の
木
を
一
列
に
�
え
て
圍
い
と
す
る
の
み
で
あ
っ
た
︒
乾
元
殿
は
>
時

に
は
閉
じ
ら
れ
て
い
て
︑
儀
禮
や
宴
會
を
擧
行
す
る
と
き
に
の
み
開
か
れ
た
︒
そ
こ
に
は
當
時
の
金
國
の
君
臣
關
係
が
詳
細
に
描
か
れ
て
い
る

が
︑
皇
+
と
そ
の
ま
わ
り
を
取
り
卷
く
臣
下
の
あ
い
だ
に
�
確
な
�
卑
の
區
別
が
な
い
こ
と
を
强
�
し
て
い
る(22

)

︒

こ
う
し
た
太
宗
時
代
の
橫
竝
び
に
"
い
君
臣
關
係
よ
り
見
れ
ば
︑
當
時
の
金
國
國
內
政
治
の
�
�
に
お
い
て
︑
ま
だ
宮
殿
を
円
設
す
る
必
I

性
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
そ
れ
で
は
︑
何
の
た
め
に
正
殿
乾
元
殿
を
円
設
し
た
の
か
︒
こ
こ
で
︑
こ
れ
ま
で
営
べ
て
き
た
當
時
の
金
國
の

對
外
關
係
に
�
目
し
た
い
︒
す
な
わ
ち
︑
乾
元
殿
の
創
円
に
着
手
し
た
天
會
二
年
と
は
︑
ち
ょ
う
ど
北
宋
と
西
夏
が
初
め
て
	
�
團
を
P
J
し

て
き
て
,
賀
儀
禮
に
參
加
し
た
年
に
當
た
る
の
で
あ
る
︒
お
そ
ら
く
︑
金
國
,
廷
で
は
每
年
外
國
	
�
を
l
え
て
儀
禮
や
宴
會
を
擧
行
す
る
た

め
の
あ
ら
た
な
場
O
を
設
け
る
と
と
も
に
︑
あ
わ
せ
て
王
,
の
威
儀
を
顯
示
し
よ
う
と
︑
正
殿
乾
元
殿
を
創
円
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
る
︒
こ
う
し
て
︑
金
國
の
政
治
中
樞
に
︑
x
の
熙
宗
時
代
に
円
設
さ
れ
る
上
京
城
內
城
の
基
礎
と
な
る
宮
殿
空
閒
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

(
三
)
熙
宗
�
の
儀
禮
の
變
�

周
知
の
よ
う
に
︑
第
三
代
皇
+
の
熙
宗

(合
剌
・
亶
)

が
卽
位
す
る
と
︑
金
國
で
は
王
,
と
し
て
の
荏
�
體
制
を
確
立
し
よ
う
と
︑
集
權
�

政
策
を
推
&
し
︑
中
原
王
,
の
制
度
典
違
を
大
幅
に
�
入
し
て
い
く(23

)

︒
と
く
に
重
I
な
の
は
︑
皇
+
・
群
臣
閒
の
地
位
の
區
別
を
�
確
に
す
べ
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く
︑
皇
+
權
力
・
權
威
の
强
�
を
目
指
し
た
こ
と
で
あ
る
︒
そ
う
し
た
方
向
性
を
も
つ
�
も
顯
著
な
事
業
が
︑
怨
し
い
都
城
で
あ
る
上
京
城
の

�
營
で
あ
る
︒
上
京
城
�
營
の
7
�
は
︑
天
眷
元
年

(一
一
三
八
)

と
皇
瓜
六
年

(一
一
四
六
)

の
二
段
階
に
分
け
ら
れ
る
︒
こ
れ
を
經
て
︑
皇

宮
內
で
宮
殿
を
擴
張
円
設
し
︑
皇
城
城
壁
を
築
�
し
︑
あ
ら
た
に
都
城
を
整
備
し
て
南
城
・
北
城
の
二
つ
の
外
城
を
�
營
し
︑
太
�
や
社
稷
な

ど
の
祭
祀
施
設
を
創
円
し
た
の
で
あ
る(24

)

︒

つ
づ
い
て
︑
熙
宗
,
の
對
外
關
係
を
整
理
し
て
お
こ
う
︒
熙
宗
,
は
太
宗
,
末
t
の
對
外
關
係
を
踏
襲
し
︑
齊
・
高
麗
・
西
夏
の
三
國
と
定

t
-
に
	
�
を
5
奄
し
た
︒
そ
し
て
︑
熙
宗
の
卽
位
後
よ
り
閒
も
な
い
天
會
十
三
年

(一
一
三
五
)

二
;
︑
三
國
	
�
の
參
加
す
る
,
賀
・
宴

會
・
入
見
・
,
辭
儀
と
い
っ
た
儀
禮
制
度
が
定
め
ら
れ
た(25

)

︒
こ
れ
は
三
國
の
	
者
が
共
々
參
加
す
る
儀
禮
を
制
度
�
し
た
こ
と
を
2
味
し
︑
後

営
す
る
の
ち
の
南
宋
・
高
麗
・
西
夏
の
三
國
	
�
が
お
こ
な
う
儀
禮
の
祖
型
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

齊
・
高
麗
・
西
夏
の
三
國
	
�
の
來
,
は
天
會
十
五
年
ま
で
續
く
が
︑
同
年
十
一
;
の
齊
國
廢
國
に
よ
り
︑
天
眷
元
年
か
ら
皇
瓜
二
年

(一

一
四
二
)

ま
で
は
高
麗
と
西
夏
の
二
國
の
	
�
が
來
,
し
た
︒
そ
し
て
︑
紆
餘
曲
折
を
經
て
皇
瓜
二
年
二
;
に
金
と
南
宋
の
あ
い
だ
で
和
議

(い
わ
ゆ
る
皇
瓜
和
議
︑
紹
興
和
議
)

が
閲
結
さ
れ
る
と
︑
周
知
の
�
り
︑
南
宋
が
金
國
に
た
い
し
て
表
を
奉
じ
て
臣
を
稱
し
︑
每
年
銀
二
十
五
萬

兩
︑
絹
二
十
五
萬
�
を
歲
貢
と
し
て
獻
じ
︑
金
國
は
趙
6

(高
宗
)

を
宋
+
に
册
封
し
た
︒
同
じ
年
の
六
;
に
は
︑
南
宋
・
高
麗
・
西
夏
の
三

國
	
�
が
參
加
す
る
入
見
・
,
辭
の
儀
禮
制
度
が
制
定
さ
れ(26

)

︑
:
皇
瓜
三
年
以
後
︑
こ
の
規
定
に
し
た
が
っ
て
︑
南
宋
・
高
麗
・
西
夏
の
三
國

	
�
を
l
え
て
の
儀
禮
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
な
お
︑
皇
瓜
五
年


後
よ
り
︑
金
國
か
ら
高
麗
と
西
夏
に
向
け
て
︑
三
年
に

一
度
橫
宣
	
を
P
J
し
︑
兩
國
か
ら
は
U
禮
と
し
て
謝
禮
	
を
P
J
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
の
ほ
か
皇
瓜
二
年
以
後
に
は
︑
高
麗
か
ら
賀
正

	
と
賀
�
�
	
の
ほ
か
に
&
方
物
	
と
い
う
名
目
の
	
�
も
P
J
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た(27

)

︒
十
二
世
紀
の
金
國
霸
權
下
の
ユ
ー
ラ
シ
ア
東
方
で

は
︑


代
に
ひ
き
つ
づ
き
衣
な
る
政
權
閒
の
	
�
の
K
來
は
非
常
に
頻
繁
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

皇
瓜
和
議
成
立
後
に
金
國
へ
P
J
さ
れ
た
南
宋
	
�
に
つ
い
て
は
︑
"
年
︑
浙
江
省
溫
州
の
民
國
t
の
地
方
志
で
あ
る
﹃
>
陽
縣
志
﹄
の
中
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か
ら
﹁
	
金
賀
生
辰
L
復
命
表
﹂
と
呼
ば
れ
る
�
獻
1
料
が
發
見
さ
れ
た(28

)

︒
こ
の
�
獻
は
︑
南
宋
の
宋
之
才
な
る
人
物
が
皇
瓜
五
年

(一
一
四

五
)

正
;
十
七
日
の
萬
壽
�

(
熙
宗
の
�
�
)

を
祝
賀
す
る
た
め
の
大
金
賀
生
辰
	
に
任
じ
ら
れ
て
金
國
へ
P
J
さ
れ
︑
歸
國
後
に
南
宋
皇
+
へ

提
出
し
た
歸
,
報
吿
の
一
部
で
あ
る(29

)

︒
皇
瓜
和
議
成
立
後
閒
も
な
い
時
t
に
金
國
へ
P
J
さ
れ
た
南
宋
	
�
の
記
錄
は
從
來
ま
っ
た
く
知
ら
れ

て
お
ら
ず
︑﹁
	
金
賀
生
辰
L
復
命
表
﹂
の
出
現
は
︑
當
該
時
t
の
金
宋
關
係
1
硏
究
の
空
白
を
埋
め
る
2
義
を
持
つ
︒
こ
の
怨
1
料
に
も
と

づ
き
︑
宋
之
才
の
金
國
へ
の
奉
	
に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
︒

皇
瓜
五
年
正
;
︑
熙
宗
は
東
京
遼
陽
府
に
滯
在
し
て
お
り
︑
こ
の
年
の
正
旦
・
�
�
の
祝
賀
儀
禮
は
東
京
で
擧
行
さ
れ
た
︒
宋
之
才
ら
南
宋

の
	
�
團
は
東
京
に
合
計
十
日
閒
滯
在
し
た
︒
十
日
閒
の
日
ご
と
の
具
體
-
な
活
動
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る(30

)

︒

①
館
に
入
る

②
？

(入
見
儀
を
�
う

(31
)

)

③
入
見

④
館
で
賜
宴

⑤
�
�
,
賀

(宗
弼
が
百
官
・
	
�
を
9
い
て
上
壽
)

⑥
館
で
酒
果
賜
る

⑦
花
宴

(=

曲
宴
)

⑧
射
弓
宴

⑨
,
辭

⑩
館
を
出
て
出
發

こ
の
行
事
日
�
は
︑
樓
鑰
﹃
北
行
日
錄
﹄
な
ど
よ
り
�
�
す
る
大
定
和
議
以
後
の
南
宋
國
信
	
一
行
の
中
都
に
お
け
る
そ
れ
と
完
�
に
一
致

す
る(

32
)

︒
そ
し
て
︑
こ
れ
は
契
丹
・
宋
閒
の
國
信
	
の
活
動
日
�
と
類
似
し
て
お
り
︑
契
丹
・
宋
閒
の
制
度
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分

か
る(

33
)

︒
そ
れ
で
は
︑
こ
の
と
き
の
南
宋
	
�
の
入
見
儀
と
,
辭
儀
の
手
順
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
︒
宋
之
才
一
行
は
︑
東
京
滯
在
三
日

目
の
正
;
十
五
日
に
南
宋
皇
+
か
ら
金
皇
+
に
宛
て
た
國
書
を
奉
じ
て
入
見
儀
を
︑
九
日
目
の
二
十
一
日
に
,
辭
儀
を
お
こ
な
っ
て
い
る
︒
こ

こ
に
は
儀
禮
の
手
順
が
詳
し
く
記
さ
れ
て
は
い
な
い
︒﹃
金
1
﹄
禮
志
に
み
え
る
皇
瓜
和
議
後
の
儀
禮
の
規
定
に
よ
れ
ば
︑
南
宋
・
高
麗
・
西

夏
の
三
國
	
�
が
同
じ
宮
殿
で
同
時
に
入
見
儀
・
,
辭
儀
に
參
加
し
た
︒
儀
禮
を
お
こ
な
う
順
序
は
︑
入
見
儀
で
は
宋
・
西
夏
・
高
麗
︑
,
辭

儀
で
は
西
夏
・
高
麗
・
宋
で
あ
っ
た
︒
入
見
儀
で
は
先
に
入
場
す
る
國
が
︑
,
辭
儀
で
は
後
に
入
場
す
る
國
が
そ
れ
ぞ
れ
名
分
上
の
地
位
が
上

位
と
さ
れ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
三
國
の
な
か
で
は
南
宋
が
も
っ
と
も
上
位
と
さ
れ
︑
高
麗
と
西
夏
の
二
國
が
同
等
に
�
わ
れ
た
こ
と
が
分
か
る(34

)

︒
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同
じ
時
閒
︑
同
じ
場
O
で
︑
連
續
し
て
三
國
	
�
の
入
見
・
,
辭
儀
を
お
こ
な
う
こ
と
は
︑
契
丹
の
儀
禮
制
度
と
は
衣
な
る
金
國
,
廷
の
儀
禮

の
顯
著
な
特
徵
で
︑
金
國
が
こ
の
三
國
を
す
べ
て
臣
屬
國
と
し
て
�
っ
た
こ
と
を
反
映
す
る
制
度
で
あ
っ
た
︒

｢
	
金
賀
生
辰
L
復
命
表
﹂
に
よ
れ
ば
︑
入
見
儀
の
さ
い
に
︑
	
者
が
皇
+
に
拜
謁
し
た
あ
と
︑
殿
上
で
茶
酒
五
盞
を
賜
り
︑
あ
わ
せ
て

﹁
對
衣
・
金
帶
﹂
を
賜
っ
て
い
る
︒
,
辭
儀
の
さ
い
に
は
︑
皇
+
に
拜
謁
す
る


に
︑
殿
上
で
茶
湯
五
盞
を
賜
っ
て
い
る
︒
,
辭
儀
に
つ
い
て

は
︑﹁
國
書
を
V
け
て
言
葉
を
傳
え
た

(
V
國
書
傳
語
)
﹂
と
い
う
儀
禮
の
內
容
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
�
目
す
べ
き
な
の
は
︑
,
辭
儀
が
�
わ
っ

た
直
後
に
接
待
役
の
館
�
	
で
あ
る
張
浩
と
の
閒
で
お
こ
な
っ
た
x
の
よ
う
な
や
り
と
り
を
宋
之
才
が
書
き
留
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒

浩
が
言
う
に
は
︑﹁
さ
き
ほ
ど
の
殿
上
の
儀
禮
は
︑
敵
國
の
禮
で
あ
り
︑
高
麗
や
河
西

(=

西
夏
)

な
ど
に
は
み
な
無
い
も
の
で
す
﹂
と
︒

臣わ
た
し

が
答
え
て
言
う
に
は
︑﹁
上
國
の
厚
い
待
�
を
こ
う
む
っ
て
お
り
ま
す
﹂
と(35

)

︒

張
浩(

36
)

が
言
う
﹁
早
來
殿
上
禮
數
﹂
と
は
︑
,
辭
儀
に
お
い
て
宋
	
が
殿
上
で
金
皇
+
の
國
書

(詔
書
)

を
T
け
取
り
︑
金
國
皇
+
よ
り
南
宋

皇
+
へ
と
賜
っ
た
傳
言
を
聽
く
と
い
う
儀
禮
の
一
部
分
を
指
す
︒
張
浩
は
こ
れ
を
﹁
敵
國
之
禮
﹂
す
な
わ
ち
對
等
國
の
儀
禮
で
あ
る
と
み
な
し

て
い
た
の
で
あ
り
︑
こ
れ
は
高
麗
や
西
夏
に
は
許
さ
れ
ず
︑
宋
	
の
み
が
許
さ
れ
た
特
別
の
禮
�
な
の
で
あ
っ
た
︒
こ
の
こ
と
が
2
味
す
る
の

は
︑
金
宋
兩
國
は
君
臣
關
係
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
契
丹
・
北
宋
閒
の
對
等
な
關
係
に
由
來
す
る
儀
禮
制
度
の
 
制
を
殘
し
て
い
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
︒
宋
之
才
の
U
答
は
︑
南
宋
,
廷
を
代
表
し
て
︑
金
國
の
こ
の
恩
寵
に
對
し
て
謝
2
を
示
す
內
容
で
あ
る
︒
こ
の
宋
之
才
の

歸
,
報
吿
に
み
え
る
記
営
よ
り
︑
金
國
,
廷
で
宋
	
が
殿
上
で
お
こ
な
っ
た
儀
禮
は
︑
宋
人
に
と
っ
て
特
筆
す
る
に
足
る
積
極
-
な
2
味
を

持
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒

い
っ
ぽ
う
︑﹁
	
金
賀
生
辰
L
復
命
表
﹂
の
入
見
儀
に
つ
い
て
の
記
載
は
︑﹁
奉
國
書
入
見
﹂
と
あ
る
の
み
で
︑
儀
禮
の
詳
細
は
不
�
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
,
辭
儀
の
記
営
よ
り
推
測
す
れ
ば
︑
入
見
儀
に
も
殿
上
で
擧
行
さ
れ
る
﹁
敵
國
之
禮
﹂
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
入
見
儀
で
あ
れ
ば
︑

契
丹
・
宋
閒
の
國
信
	
制
度
に
由
來
す
る
儀
禮
と
し
て(37

)

︑
宋
	
が
殿
上
で
金
國
皇
+
に
宋
,
皇
+
か
ら
¡
息
を
問
う
傳
言
を
傳
え
︑
宋
,
皇
+
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の
代
理
で
金
國
皇
+
と
T
け
答
え
す
る
儀
禮
が
あ
っ
た
と
想
定
で
き
る
︒

宋
之
才
ら
一
行
が
儀
禮
に
參
加
し
た
場
O
は
︑
そ
の


年
の
皇
瓜
四
年
二
;
に
円
て
ら
れ
た
ば
か
り
の
東
京
の
怨
宮
で
あ
っ
た
︒
宋
之
才
は

儀
禮
空
閒
に
つ
い
て
具
體
-
な
記
営
を
殘
し
て
い
な
い
が
︑
入
見
儀
の
さ
い
の
﹁
殿
上
茶
酒
﹂
や
︑
上
壽
儀
の
さ
い
の
﹁
同
百
官
升
殿
赴
坐
﹂

や
︑
,
辭
儀
の
さ
い
の
﹁
殿
上
禮
數
﹂
と
い
っ
た
記
載
よ
り
み
れ
ば
︑
臺
階
を
設
け
た
宮
殿
で
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
︒﹃
金
1
﹄

地
理
志
に
よ
れ
ば
︑
東
京
怨
宮
に
は
寢
殿
の
保
寧
殿
と
宴
殿
の
嘉
惠
殿
が
あ
り
︑
儀
禮
が
お
こ
な
わ
れ
た
場
O
は
ど
ち
ら
か
の
宮
殿
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う(

38
)

︒
皇
瓜
四
年
か
ら
五
年
に
か
け
て
の
熙
宗
の
東
京
行
幸
は
︑
こ
の
宮
殿
創
円
と
お
そ
ら
く
關
連
す
る
も
の
で
︑
東
京
で
の
儀
禮
擧

行
は
例
外
-
な
も
の
だ
っ
た
︒
熙
宗
,
の
正
旦
・
�
�
の
T
禮
場
O
は
基
本
-
に
は
上
京
の
皇
宮
で
あ
り
︑
具
體
-
な
場
O
は
皇
城
の
�


方

に
位
置
す
る
正
殿
の
皇
極
殿

(も
と
の
乾
元
殿
︑
天
眷
元
年
に
改
稱
)

だ
っ
た
は
ず
で
あ
る(39

)

︒
熙
宗
は
し
ば
し
ば
春
水

(春
捺
鉢
)

へ
出
か
け
た
が
︑

だ
い
た
い
正
;
下
旬
か
ら
二
;
に
か
け
て
の
時
t
に
出
發
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
契
丹
皇
+
の
春
捺
鉢
へ
の
出
發
と
同
樣
で
あ
り
︑
正
旦
・
�
�

の
儀
禮
を
�
わ
ら
せ
て
か
ら
出
發
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

な
お
︑
從
來
の
硏
究
で
は
熙
宗
時
代
の
女
眞
荏
�
者
層
の
漢
�
が
强
�
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
が
︑
そ
の
內
實
に
つ
い
て
は
︑
あ
ら
た
め
て

檢
討
す
る
必
I
が
あ
る
︒
金
國
皇
+
が
こ
の
﹁
春
水
﹂
の
ほ
か
﹁
秋
山
﹂
と
呼
ば
れ
る
季
�
移
動
生
活
を
一
貫
し
て
保
持
し
て
い
た
こ
と
に
も

顯
著
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
︑
當
時
の
女
眞
荏
�
者
層
の
あ
い
だ
で
は
︑
金
初
以
來
の
女
眞
の
�
俗
が
少
な
か
ら
ず
保
持
さ
れ
て
い
た
︒﹁
春
水

秋
山
﹂
は
︑
�
ら
か
に
契
丹
の
四
時
捺
鉢
と
同
樣
に
︑
狩
獵
¤
牧
民
の
風
�
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
る(40

)

︒

こ
の
ほ
か
︑
皇
瓜
和
議
以
後
の
金
宋
關
係
の
特
質
を
�
確
に
す
る
た
め
に
︑
先
行
硏
究
に
從
っ
て
︑
金
	
が
臨
安
の
南
宋
,
廷
で
お
こ
な
っ

た
儀
禮
に
つ
い
て
も
若
干
見
て
お
こ
う
︒
と
く
に
重
I
な
の
は
︑
金
	
の
入
見
儀
の
さ
い
に
︑
南
宋
皇
+
が
金
國
皇
+
の
國
書

(詔
書
)

を
T

け
取
る
儀
禮
で
あ
る
︒
兩
國
の
�
獻
の
記
載
に
よ
れ
ば
︑
南
宋
皇
+
は
︑
北
面
す
る
金
	
と
南
面
し
て
向
き
合
う
こ
と
を
許
さ
れ
た
も
の
の
︑

御
座
よ
り
立
ち
上
が
っ
て
殿
上
で
み
ず
か
ら
金
	
よ
り
跪
い
て
國
書
を
T
け
取
り
︑
そ
れ
を
宰
相
に
宣
讀
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
そ
の
あ
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と
金
	
は
金
國
皇
+
か
ら
南
宋
皇
+
へ
の
傳
言
を
傳
え
︑
南
宋
皇
+
は
こ
れ
に
對
し
て
答
え
︑
金
國
皇
+
の
¡
息
を
問
う
︒
こ
の
閒
︑
皇
+
は

ず
っ
と
D
立
し
た
ま
ま
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た(41

)

︒
こ
の
儀
禮
は
︑
金
國
が
南
宋
皇
+
の
皇
+
と
し
て
の
地
位
を
¥
め
な
が
ら
も
︑
い
っ

ぽ
う
で
は
南
宋
皇
+
の
金
國
皇
+
へ
の
臣
從
を
儀
禮
の
う
え
で
�
示
し
た
こ
と
を
2
味
し
て
い
る
︒
い
っ
た
ん
は
王
,
存
q
の
危
機
に
瀕
し
た

經
驗
を
も
つ
南
宋
の
高
宗
は
︑
金
國
の
一
定
の
讓
步
を
得
て
︑
み
ず
か
ら
が
皇
+
と
し
て
¥
め
ら
れ
た
こ
と
に
滿
足
し
て
い
た
も
の
の
︑
こ
の

よ
う
な
儀
禮
は
中
華
王
,
の
皇
+
に
と
っ
て
は
本
來
T
け
入
れ
が
た
い
屈
辱
-
な
儀
禮
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
後
営
す
る
よ
う

に
︑
代
が
替
わ
っ
て
孝
宗

(趙
眘
)

が
卽
位
す
る
と
︑
金
側
に
た
い
し
執
拗
に
こ
の
儀
禮
の
改
訂
を
求
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒

二

中
都
に
お
け
る
儀
禮

(
一
)
海
陵
王
の
中
都
円
設

貞
元
元
年

(一
一
五
三
)
︑
第
四
代
皇
+
の
海
陵
王

(�
古
乃
・
亮
)

が
︑
上
京
よ
り
燕
京
へ
の
�
都
を
敢
行
し
︑
名
を
中
都
と
改
め
た
︒
熙
宗

,
の
金
國
中
樞
は
依
然
と
し
て
女
眞
皇
族
の
重
臣
が
大
き
な
力
を
持
っ
て
い
て
︑
集
權
改
革
は
不
十
分
な
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
︒
熙
宗
を

殺
¨
し
て
卽
位
し
た
海
陵
王
に
と
り
︑
さ
ら
に
漢
�
政
策
を
貫
園
し
て
中
央
集
權
�
策
を
お
し
す
す
め
る
な
か
で
︑
�
都
は
改
革
の
重
I
な
部

分
を
占
め
て
い
た
︒
海
陵
王
は
自
ら
の
君
�
權
を
よ
り
强
固
な
も
の
と
す
べ
く
︑
多
く
の
女
眞
貴
族
の
政
敵
を
殺
¨
し
︑
�
都
の
後
に
は
上
京

の
宮
殿
と
女
眞
貴
族
の
邸
宅
を
園
底
-
に
破
壞
し
た
︒
そ
の
ほ
か
︑
中
原
王
,
の
政
治
體
制
に
傾
倒
し
て
︑
多
く
の
典
違
制
度
を
�
入
し
た(42

)

︒

天
德
三
年

(一
一
五
一
)

に
海
陵
王
は
燕
京
へ
の
�
都
の
命
令
を
發
し
︑
北
宋
の
國
都
開
封
に
範
を
と
っ
た
大
規
模
な
�
營
事
業
を
開
始
し
︑

外
城
を
擴
張
し
︑
あ
ら
た
に
皇
城
・
宮
城
を
円
設
し
た
︒
あ
た
ら
し
い
宮
城
は
周
長
九
里
三
十
步

(
�
五
･
五
㎞
)

で
︑
そ
の
面
積
は
�
淸
北
京

の
紫
禁
城
に
�
敵
す
る
︒
こ
れ
を
周
長
二
㎞


後
の
上
京
舊
城
と
比
�
す
れ
ば
︑
そ
の
規
模
を
大
幅
に
擴
大
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
�
瞭

で
あ
る(

43
)

︒
中
都
城
の
規
模
に
つ
い
て
は
︑
大
定
年
閒
の
宋
人
の
奉
	
錄

(樓
鑰
﹃
北
行
日
錄
﹄︑
范
成
大
﹃
攬
轡
錄
﹄︑
周
煇
﹃
北
轅
錄
﹄
な
ど
)

と
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い
っ
た
�
獻
1
料
か
ら
詳
細
な
狀
況
を
知
り
う
る
︒
な
お
︑
海
陵
王
の
�
都
に
は
當
初
よ
り
南
方
へ
の
積
極
-
な
對
外
擴
張
戰
略
が
內
«
さ
れ

て
い
た(

44
)

︒
周
知
の
よ
う
に
︑
の
ち
に
は
中
國
を
瓜
一
し
よ
う
と
い
う
6
想
の
も
と
︑
南
宋
に
=
攻
す
る
戰
爭
を
發
動
し
て
︑
�
�
-
に
は
お
お

き
な
挫
折
を
餘
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒

(
二
)
大
定
和
議
の
成
立

海
陵
王
の
宋
,
南
伐
に
と
も
な
っ
て
︑
金
國
の
西
北
邊
境
を
守
る
契
丹
軍
團
の
¬
亂
が
D
こ
り
︑
金
國
北
邊
は
大
混
亂
に
陷
っ
た
︒
當
時
︑

東
京
留
守
の
任
に
あ
っ
た
阿
骨
打
の
嫡
孫
の
烏
祿

(雍
)

は
︑
こ
の
よ
う
な
危
機
に
直
面
し
て
︑
東
京
遼
陽
府
で
擧
兵
し
て
皇
+
に
卽
位
す
る

(�
號
世
宗
)
︒
そ
の
後
︑
無
理
に
南
&
を
つ
づ
け
た
海
陵
王
が
�
下
に
殺
¨
さ
れ
︑
中
都
に
入
城
し
た
世
宗
は
積
極
-
に
契
丹
人
の
¬
亂
を
>

定
し
︑
事
態
の
收
拾
に
乘
り
出
す
︒
こ
の
と
き
世
宗
に
と
っ
て
︑
國
內
の
政
局
を
安
定
�
す
る
こ
と
が
�
優
先
の
課
題
で
あ
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑

金
國
は
南
宋
と
の
あ
い
だ
の
和
>
協
議
を
&
め
︑
5
涉
の
7
�
で
讓
步
す
る
︒
大
定
五
年

(一
一
六
五
)

正
;
︑
兩
國
閒
で
�
�
が
成
立
し
︑

海
陵
王
の
南
=
で
は
じ
ま
っ
た
戰
爭
が
よ
う
や
く
正
式
に
�
結
し
た
︒
い
わ
ゆ
る
﹁
大
定
和
議

(
隆
興
和
議
)
﹂
で
あ
る
︒
金
國
が
南
宋
に
た
い

し
て
大
幅
に
讓
步
し
て
︑
金
宋
皇
+
閒
の
關
係
は
君
臣
關
係
か
ら
叔
姪
關
係
へ
と
變
®
さ
れ
︑
南
宋
か
ら
金
國
に
¯
ら
れ
る
每
年
の
歲
貢
は
歲

°
と
改
稱
さ
れ
︑
そ
の
額
は
銀
二
十
萬
兩
︑
絹
二
十
萬
�
と
各
五
萬
ず
つ
減
額
さ
れ
た
︒
こ
の
�
�
に
よ
っ
て
︑
兩
國
の
君
臣
關
係
は
解
¡
し
︑

南
宋
の
地
位
が
そ
れ
以


に
く
ら
べ
て
�
ら
か
に
上
昇
し
た
︒
た
だ
し
︑
金
國
と
南
宋
の
あ
い
だ
の
上
下
關
係
じ
た
い
は
維
持
さ
れ
︑
叔
姪
關

係
と
い
っ
て
も
︑
そ
れ
は
南
宋
が
﹁
世
爲
姪
國

(代
々
姪
國
と
な
る
)
﹂
と
い
う
永
久
に
固
定
さ
れ
た
關
係
で
あ
り
︑
契
丹
・
北
宋
閒
の
代
に
應

じ
て
關
係
が
變
�
す
る
擬
制
親
族
關
係
と
は
根
本
-
に
衣
な
る
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た(45

)

︒

ま
た
︑
兩
國
皇
+
閒
で
5
奄
す
る
�
書
に
つ
い
て
は
︑
君
臣
關
係
に
も
と
づ
く
詔
と
表
か
ら
書
鯵
形
式
の
國
書
へ
と
變
®
さ
れ
た
︒
具
體
-

に
は
︑
金
國
皇
+
よ
り
南
宋
皇
+
に
宛
て
た
國
書
は
﹁
致
書
﹂
形
式
で
あ
る
の
に
對
し
︑
南
宋
皇
+
よ
り
金
國
皇
+
へ
宛
て
た
國
書
は
﹁
奉
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書
﹂
形
式
で
あ
っ
た
︒
國
書
正
�
の
句
數
に
も
�
確
な
規
定
が
あ
り
︑
金
國
皇
+
の
國
書
が
八
句
で
あ
る
の
に
た
い
し
︑
南
宋
皇
+
の
國
書
は

十
句
で
︑
南
宋
皇
+
の
ほ
う
が
金
國
皇
+
よ
り
二
句
多
か
っ
た
︒
南
宋
皇
+
が
金
國
皇
+
に
た
い
し
て
よ
り
±
っ
て
い
た
の
で
あ
る(46

)

︒

每
年
の
正
旦
と
�
�
に
P
J
さ
れ
る
	
�
が
お
こ
な
う
儀
禮
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
基
本
6
�
に
變
�
は
な
か
っ
た
︒
南
宋
,
廷
で
の
儀
禮
に

つ
い
て
言
え
ば
︑
南
宋
皇
+
は
D
立
し
て
自
ら
金
	
よ
り
國
書
を
T
け
取
る
こ
と
に
變
�
は
な
く
︑
と
き
の
皇
+
孝
宗
は
こ
の
屈
辱
-
な
儀
禮

を
Ò
い
︑
和
議
が
成
立
し
た
あ
と
も
︑
そ
の
改
變
と
契
丹
・
宋
閒
の
儀
禮

(﹁
東
京
舊
儀
﹂
)

の
復
活
を
I
求
し
續
け
た
︒
兩
國
閒
で
こ
の
﹁
T

書
禮
﹂
を
め
ぐ
る
爭
論
が
展
開
さ
れ
た
が
︑
金
國
は
南
宋
側
の
I
求
に
斷
固
同
2
せ
ず
︑
結
局
の
と
こ
ろ
こ
の
儀
禮
は
︑
モ
ン
ゴ
ル
勃
興
を
背

景
に
金
宋
兩
國
が
斷
5
す
る
一
三
世
紀
初
頭
ま
で
維
持
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た(47

)

︒

(
三
)
﹃
大
金
集
禮
﹄
・
﹃
金
�
﹄
禮
志
に
見
え
る
宋
・
高
麗
・
西
夏
三
國
�

の
入
見
儀
・
�
辭
儀

す
で
に
営
べ
た
よ
う
に
︑
大
定
和
議
以
後
の
金
國
,
廷
に
お
け
る
南
宋
・
高
麗
・
西
夏
の
三
國
	
�
の
入
見
儀
・
,
辭
儀
は
基
本
-
に
變
�

が
な
か
っ
た
︒
大
定
年
閒
の
儀
禮
制
度
に
つ
い
て
は
︑﹃
大
金
集
禮
﹄
と
﹃
金
1
﹄
禮
志
に
比
�
-
詳
細
な
儀
式
x
第
を
記
し
た
�
違
が
殘
さ

れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
︑
こ
れ
を
基
礎
に
︑
金
國
で
正
旦
・
�
�
に
お
こ
な
わ
れ
る
儀
禮
の
問
題
に
つ
い
て
檢
討
し
て
い
く
︒
ま
ず
︑
南
宋
・

高
麗
・
西
夏
の
三
國
	
�
の
入
見
儀
と
,
辭
儀
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
く

(
表
1
)
︒

こ
の
表
に
も
と
づ
い
て
︑
入
見
儀
・
,
辭
儀
の
基
本
6
�
と
細
部
の
特
徵
に
つ
い
て
︑
契
丹
・
宋
閒
の
國
信
	
の
儀
禮
と
比
�
し
な
が
ら
分

析
し
た
い
︒
儀
禮
�
體
は
︑
十
一
世
紀
の
契
丹
國
,
廷
に
お
け
る
宋
	
・
高
麗
	
・
西
夏
	
が
契
丹
皇
+
に
拜
謁
す
る
儀
禮
を
基
礎
に
し
て
制

定
さ
れ
て
い
る
︒
契
丹
の
儀
禮
は
各
國
の
	
�
ご
と
に
單
獨
で
擧
行
さ
れ
た
︒
宋
	
の
儀
禮
は
契
丹
,
廷
で
儀
禮
の
場
が
特
別
に
準
備
さ
れ
て

擧
行
さ
れ
た
の
に
た
い
し
︑
高
麗
と
西
夏
の
	
�
の
儀
禮
は
﹁
常
,
﹂
が
�
わ
っ
た
あ
と
に
つ
づ
け
て
擧
行
さ
れ
た(48

)

︒
し
か
し
︑
金
代
の
南

宋
・
高
麗
・
西
夏
三
國
	
�
の
入
見
儀
・
,
辭
儀
は
こ
れ
と
は
�
確
に
衣
な
り
︑
三
國
	
�
が
同
じ
時
閒
・
場
O
で
連
續
し
て
と
り
お
こ
な
う
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一
つ
の
儀
禮
と
な
っ
た
︒
連
續
し

て
儀
禮
を
お
こ
な
う
と
は
い
え
︑

宋
	
と
高
麗
・
西
夏
	
と
の
あ
い

だ
に
は
禮
�
上
�
確
な
格
差
が
設

け
ら
れ
て
い
た
︒
入
見
儀
と
,
辭

儀
を
擧
行
す
る
場
O
は
中
都
の
大

內
の
常
,
殿
で
あ
る
仁
政
殿
で

あ
っ
た(49

)

︒

以
下
に
ま
ず
宋
	
に
か
ん
す
る

儀
禮
を
見
て
い
く
︒
入
見
儀
と
,

辭
儀
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
の
部
分

に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
︒
第
一

に
國
信
	
副
が
南
宋
皇
+
の
代
理

と
し
て
儀
禮
を
お
こ
な
う
部
分
で

(
表
1
Ⅰ
(2
)
(3
)︑
Ⅱ
(5
)
)
︑
第
二

に
國
信
	
副
が
金
國
皇
+
の
臣
僚

と
し
て
ふ
る
ま
う
部
分
で
あ
る

(
表

1
Ⅰ
(5
)︑
Ⅱ
(4
)
)
︒
こ
の
よ
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表 1 金國における外國�入見儀・�辭儀

Ⅰ 入 見 儀

( 1 ) 皇�・臣僚入場：①皇+出御 ②臣僚入場、宰執は上殿、それ以外の臣僚は班に分かれて²出

( 2 ) 宋�の國書奉�：①宋の國信	副が國書を持って入場 ②國信	が丹墀で跪いて國書を閤門
	にVけ、閤門	が殿上の欄內で宣讀

( 3 ) 宋�と皇�の對面問答：①國信	副が上殿 ②欄內に入り、國信	が皇+と問答 (先に宋,
皇+から金國皇+へ安否を問う傳言を上奏 *1、金國皇+が宋,皇+の安否を問い、國信	が
これに答える) ③國信	副は階を下り、丹墀で殿を向いて立つ

( 4 ) 宋�の禮物奉�：①西より禮物搬入、殿庭に陳列 ②東より禮物搬出

( 5 ) 宋�の謝辭奉�と皇�からの賜物：①國信	副が丹墀に至り、舞踏・五拜 ②「�躬萬福」
を奏し、兩拜 ③對面を謝し、舞踏・五拜 ④接�	のPJと湯藥などの賜與を謝し、舞踏・
五拜 ⑤國信	副が²出 ⑥皇+より衣¶の賜與 ⑦從人 (隨行員) が入場、兩拜を二度お
こない²出

( 6 ) 高麗�の對面問答：①高麗	入場、丹墀より露階を上る ②露階で皇+と問答 (高麗王の傳
言を上奏、皇+が高麗王の安否を問い、	者がこれに答える) ③階を下り、丹墀で殿に向い
て立つ

( 7 ) 高麗�の禮物奉�：①西より禮物搬入、殿庭に陳列 ②東より禮物搬出

( 8 ) 高麗�の謝辭奉�：①丹墀に至り十七拜 *2 ②²出

( 9 )〜(11) 夏國�の對面問答と禮物奉�、禮物奉�、謝辭奉� (高麗	と同じ、²出せず)

(12) 賜宴の�知：①宋	、丹墀で恩を謝し、舞踏・五拜 ②高麗	、夏國	 (同樣) ③三國	
者、酒食を賜うことを傳える敕旨を聞き、舞踏・五拜 ④²場 ⑤宰執は殿を下りる

Ⅱ � 辭 儀

( 1 ) 皇�・臣僚入場：①皇+出御 ②臣僚入場、宰執は上殿、それ以外の臣僚は班に分かれて²出

( 2 ) 夏國�の�辭：①夏國	入場 ②丹墀に至り、再拜 ③「�躬萬福」を奏し、再拜 ④戀闕
致詞 (別れのあいさつ)、再拜 ⑤²出

( 3 ) 高麗�の�辭 (夏國	と同じ)

( 4 ) 宋�の謝辭奉�と賜與：①宋	入場 ②丹墀に至り、戀闕致詞 *3 ③衣と馬を賜與、再拜
④別錄物を賜與 ⑤恩を謝し、舞踏・五拜 ⑥酒食を賜うことを傳える敕旨、舞踏・五拜

( 5 ) 宋�と皇�の對面問答と國書�與：①國信	副が上殿 ②欄內に入り、國信	が跪いて國書
をTける ③皇+より傳言をTける ④殿を下り、²出 ⑤宰執、殿を下りる

典據：『大金集禮』(中國國家圖書館藏淸鈔本 (2017年中華書局景印本)) 卷三九、,會上、人	辭見儀、『金1』卷

三八、禮志一一、外國	入見儀・,辭儀

� *1 原�には「附奏」とあって、宋	の奏上の內容は分からない。契丹・宋閒の國信	儀禮より、この部分は宋

,皇+の金國皇+へのあいさつを傳える內容であると推測しうる (『太常因革禮』卷八三、怨禮、契丹國信

	副元正�節,見宴、『遼1』卷五一、禮志四、賓儀、宋	見皇太后儀)。

� *2 拜數が合計十七拜で宋	と同數で、儀禮の內容も同樣のはずである。

� *3 拜數が合計六拜で夏	・高麗	と同數で、儀禮の內容も同樣のはずである。



う
な
儀
禮
の
基
本
6
�
は
︑
契
丹
・
宋
閒
の
國
信
	
の
儀
禮
に
由
來
す
る(50

)

︒
第
一
の
部
分
に
つ
い
て
︑
入
見
儀
で
は
︑
國
信
	
が
殿
下
で
國
書

を
奉
¹
し
︑
そ
れ
を
T
け
取
る
閤
門
	
が
殿
上
欄
內
で
國
書
を
宣
讀
し

(
表
1
Ⅰ
(2
)
)
︑
つ
づ
い
て
國
信
	
が
殿
上
欄
內
に
至
っ
て
南
面
す
る

金
國
皇
+
と
對
面
し
︑
雙
方
の
皇
+
の
安
否
を
た
が
い
に
問
う
や
り
と
り
を
お
こ
な
う

(
表
1
Ⅰ
(3
)
)
︒
,
辭
儀
で
は
︑
國
信
	
が
殿
上
欄
內

で
金
國
皇
+
の
國
書
を
T
け
取
り
︑
金
國
皇
+
か
ら
南
宋
皇
+
に
傳
え
る
言
葉
を
聞
く

(
表
1
Ⅱ
(5
)
)
︒
こ
う
し
た
儀
禮
は
宋
	
の
み
が
行
う

こ
と
を
許
さ
れ
て
い
た
︒
高
麗
	
と
西
夏
	
が
皇
+
に
對
面
し
て
雙
方
の
君
�
の
安
否
を
º
ね
合
う
や
り
と
り
は
︑
露
階
で
お
こ
な
わ
れ
た

(
表
1
Ⅰ
(6
)
(9
)
)
︒
欄
內
の
位
置
は
露
階
よ
り
も
皇
+
と
の
»
離
が
"
く(51

)

︑
宋
	
と
高
麗
	
・
西
夏
	
の
立
ち
位
置
の
ち
が
い
は
︑


者
と
後

者
の
禮
�
上
の
差
衣
を
�
確
に
示
す
も
の
で
あ
っ
た
︒
當
時
の
人
び
と
は
こ
れ
ら
の
宋
	
の
み
に
許
さ
れ
た
儀
禮
を
﹁
敵
國
之
禮
﹂
と
み
な
し

て
い
た
︒
す
で
に
営
べ
た
よ
う
に
︑
皇
瓜
和
議
の
あ
と
の
儀
禮
で
金
國
は
契
丹
・
宋
閒
の
儀
禮
に
由
來
す
る
﹁
敵
國
之
禮
﹂
を
用
い
て
宋
	
を

禮
�
し
て
お
り(

52
)

︑
こ
れ
ら
の
儀
禮
が
皇
瓜
和
議
成
立
後
に
定
め
ら
れ
た
制
度
を
踏
襲
す
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︒

入
見
儀
を
お
こ
な
う
と
き
に
︑
金
國
,
廷
の
閤
門
	
は
︑
南
宋
皇
+
の
國
書
を
宣
讀
す
る
こ
と
を
擔
當
す
る
が
︑
こ
れ
は
︑
宰
相
が
宣
讀
す

る
契
丹
・
宋
閒
の
國
信
	
の
儀
禮
と
は
衣
な
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
︒
南
宋
,
廷
で
お
こ
な
わ
れ
る
金
	
の
入
見
儀
で
あ
れ
ば
︑
宋
,
皇
+
が
み

ず
か
ら
金
國
皇
+
か
ら
の
書
匣

(國
書
の
入
っ
た
函
)

を
T
け
取
り
︑
そ
れ
を
內
侍
都
知

(宦
官
)

に
V
け
︑
內
侍
都
知
が
書
匣
を
開
い
て
國
書

を
取
り
出
し
て
宰
相
に
渡
し
︑
�
後
に
宰
相
が
殿
上
で
金
國
皇
+
の
國
書
を
讀
み
上
げ
る(53

)

︒
宰
相
が
國
書
を
宣
讀
す
る
部
分
は
︑
契
丹
・
宋
閒

の
儀
禮
に
由
來
し
︑
そ
れ
は
相
手
國
皇
+
に
た
い
す
る
�
重
を
表
し
て
い
る
︒
國
書
を
宣
讀
す
る
官
員
の
身
分
の
 
い
も
ま
た
︑
兩
國
閒
の
上

下
�
卑
を
象
徵
す
る
2
味
を
持
っ
て
い
た
︒

,
辭
儀
で
は
︑
金
國
皇
+
か
ら
の
賜
物
を
T
け
取
る
場
O
に
ち
が
い
が
あ
っ
た
︒
宋
	
は
殿
庭
で
衣
と
馬
を
T
け
取
る
が

(﹁
庭
T
﹂︑
表
1
Ⅱ

(4
)
)
︑
高
麗
	
・
西
夏
	
は
す
べ
て
の
儀
禮
が
�
了
し
た
後
で
︑
殿
外
で
T
け
取
っ
た
︒
こ
の
部
分
の
ち
が
い
は
す
で
に
皇
瓜
和
議
後
に
制

定
さ
れ
た
儀
禮
中
に
現
れ
て
お
り(

54
)

︑
そ
の
D
源
は
や
は
り
契
丹
に
�
る(55

)

︒
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皇
瓜
和
議
が
成
立
し
た
後
の
儀
禮
の
規
定
で
は
︑
入
見
儀
の
後
お
よ
び
,
辭
儀
の


に
︑
そ
れ
ぞ
れ
殿
上
で
宴
を
賜
る(56

)

︒
こ
の
方
式
も
ま
た

契
丹
の
儀
禮
を
踏
襲
し
た
も
の
だ
っ
た(57

)

︒
大
定
和
議
の
あ
と
︑
殿
上
賜
宴
を
廢
止
し
︑
こ
れ
に
代
わ
り
	
�
團
が
滯
在
す
る
客
館
で
酒
食
を
賜

る
よ
う
に
な
っ
た
︒
入
見
儀
で
は
︑
高
麗
	
・
西
夏
	
の
入
見
が
�
わ
っ
た
後
︑
三
國
	
�
が
再
び
殿
庭
に
入
り
︑
金
國
皇
+
の
酒
食
を
賜
う

と
の
敕
旨
を
聽
い
て
か
ら

(
表
1
Ⅰ
(12
)
)
︑
各
國
の
	
�
團
が
客
館
で
そ
れ
ぞ
れ
酒
食
の
�
應
を
T
け
た
︒
,
辭
儀
で
は
︑
宋
	
が
賜
物
を
T

け
取
っ
た
あ
と
︑
金
國
皇
+
の
酒
食
を
賜
う
と
の
敕
旨
を
聽
き

(
表
1
Ⅱ
(4
)
)
︑
宋
	
の
,
辭
儀
が
�
わ
っ
た
あ
と
で
︑
各
國
の
	
�
團
が
客

館
で
酒
食
の
�
應
を
T
け
た
︒

高
麗
・
西
夏
兩
國
の
	
�
の
儀
禮
は
基
本
-
に
同
じ
だ
っ
た
︒
入
見
儀
で
は
︑
第
一
に
︑
殿
上
の
露
階
で
金
國
皇
+
と
相
互
に
君
�
の
安
否

を
º
ね
合
い
︑
第
二
に
︑
殿
庭
で
禮
物
を
奉
獻
し
︑
第
三
に
︑
¼
中
の
接
待
に
た
い
す
る
謝
辭
を
奉
¹
し
た

(
表
1
Ⅰ
(6
)
-
(8
)・
(9
)
-
(11
)
)
︒

,
辭
儀
で
は
︑﹁
�
躬
萬
福
﹂
と
奏
上
し
︑
別
れ
の
あ
い
さ
つ
を
發
す
る
の
み
で
あ
る

(
表
1
Ⅱ
(2
)・
(3
)
)
︒
入
見
儀
・
,
辭
儀
に
は
︑
表
を

獻
¹
し
詔
を
拜
T
す
る
と
い
う
�
書
を
V
T
す
る
儀
禮
が
存
在
し
な
い
︒
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
契
丹
皇
+
が
高
麗
・
西
夏
	
を
接
見
す
る
儀
禮

を
踏
襲
し
て
い
る(

58
)

︒
契
丹
で
の
,
見
儀
で
は
︑
高
麗
・
西
夏
	
が
契
丹
皇
+
に
﹁
私
獻
﹂
を
お
こ
な
っ
た
︒
金
で
は
︑
大
定
五
年

(一
一
六
五
)

に
高
麗
	
の
﹁
私
獻
﹂
を
廢
止
し
て
い
る
が
︑
そ
れ
は
宋
	
と
西
夏
	
に
こ
の
制
度
が
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
︒
皇
瓜
年
閒
の
段
階
で
は
︑
入

見
儀
は
西
夏
・
高
麗
の
順
で
︑
,
辭
儀
が
西
夏
・
高
麗
の
順
で
︑
高
麗
と
西
夏
の
地
位
が
儀
禮
上
>
等
だ
っ
た
が
︑
大
定
年
閒
の
儀
禮
で
は
︑

入
見
儀
の
順
番
が
高
麗
・
西
夏
に
變
�
し
て
お
り
︑
高
麗
が
は
っ
き
り
と
西
夏
の
上
位
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒

(
四
)
�
賀
儀
禮

(
稱
賀
儀
︑
上
壽
儀
)
と
曲
宴
儀

金
國
の
正
旦
・
�
�
の
�
も
重
I
な
儀
禮
は
︑
君
臣
が
と
も
に
祝
賀
す
る
稱
賀
儀

(上
壽
儀
)

で
あ
っ
た
︒
稱
賀
儀
は
太
宗
,
よ
り
始
ま
っ

た
は
ず
だ
が
︑
熙
宗
,
の
初
め
に
齊
・
高
麗
・
西
夏
の
三
國
が
參
加
す
る
,
賀
儀
禮
の
儀
�
が
定
め
ら
れ
た(

59
)

︒
儀
�
に
は
ど
の
殿
で
お
こ
な
わ
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れ
る
か
が
�
記
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
宋
人
の
記
錄
よ
り
︑
中
都
の
正
殿
大
安
殿
で
擧
行
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る(60

)

︒
世
宗
,
大
定
年
閒
に
制
定

さ
れ
た
こ
の
儀
禮
の
規
定
は
︑
金
國
の
禮
書
﹃
大
金
集
禮
﹄
が
﹁
元
日
稱
賀
儀
﹂﹁
�
�
稱
賀
儀
﹂
と
し
て
詳
細
な
規
定
を
載
錄
す
る
︒
こ
れ

に
も
と
づ
き
︑
儀
禮
の
具
體
-
な
內
容
を
整
理
し
て
お
き
た
い

(
表
2
)
︒

表
に
ま
と
め
た
よ
う
に
︑
稱
賀
儀
は
四
つ
の
部
分
か
ら
6
成
さ
れ
る
︒
第
一
が
,
賀
で
︑
皇
太
子
が
群
臣
と
三
國
	
�
團
を
代
表
し
て
殿
上

欄
內
に
昇
り
︑
皇
+
に
賀
詞
を
奉
¹
し
︑
皇
+
が
こ
れ
に
た
い
し
て
宣
答
す
る
︒
第
二
が
諸
¼
表
目
の
奏
上
で
︑
每
年
正
旦
・
�
�
に
地
方
政

府
よ
り
上
表
�
を
皇
+
に
奉
¹
し
て
稱
賀
す
る
も
の
で
あ
る
︒﹁
諸
¼
表
目
﹂
と
は
︑
諸
¼
の
表
�
の
目
錄
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
內
外
の

百
官
は
本
來
︑
正
旦
と
�
�
に
皇
+
に
禮
物
を
奉
獻
す
る
が
︑
大
定
四
年

(一
一
六
四
)

に
世
宗
が
敕
旨
を
下
し
︑
正
旦
・
�
�
の
禮
物
を
獻

上
す
る
こ
と
を
免
除
し
︑
表
を
奉
じ
て
稱
賀
す
れ
ば
よ
い
こ
と
と
し
た(61

)

︒
第
三
が
上
壽
で
︑
皇
太
子
が
群
臣
と
三
國
	
�
團
を
代
表
し
て
殿
上

の
欄
內
に
昇
り
︑
皇
+
に
壽
酒
を
た
て
ま
つ
り
賀
詞
を
奉
¹
す
る
︒
皇
+
は
酒
杯
を
T
け
取
っ
て
︑
列
席
の
群
臣
・
	
�
に
向
け
て
賀
詞
に
宣

答
し
︑
つ
づ
い
て
壽
酒
を
飮
み
干
す
︒
第
四
が
宴
會
で
︑
百
官
と
三
國
	
�
團
が
宴
會
に
參
加
し
︑
臣
僚
と
	
�
が
殿
上
に
座
し
︑
	
�
團
隨

行
員
が
兩
¾
に
座
す
︒
酒
が
合
計
七
¿
す
る
と
︑
食
事
が
振
る
舞
わ
れ
る
︒
こ
れ
は
皇
+
が
臨
御
す
る
宴
會
で
︑
君
臣
・
	
�
團
が
と
も
に
酒

を
飮
み
食
事
を
と
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
儀
禮
は
︑
直
接
に
は
契
丹
の
﹁
正
旦
,
賀
儀
﹂
と
﹁
皇
+
生
辰
,
賀
儀
﹂
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
︒﹃
遼
1
﹄
禮
志
に
お
さ
め
る
儀

禮
は
一
一
世
紀
�
ば
の
興
宗
,
に
制
定
し
た
制
度
で
あ
り
︑
皇
太
后
が
參
加
す
る
儀
禮
の
部
分
が
目
立
つ
が
︑
こ
れ
は
興
宗

(夷
不
菫
)

の
生

母
の
違
�
皇
太
后

(
�
宗
の
欽
愛
皇
后
)

の
地
位
が
︑
國
母
と
し
て
儀
禮
上
皇
+
よ
り
高
く
な
っ
た
政
治
狀
況
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
の

點
は
金
代
の
儀
禮
と
衣
な
る
︒
し
か
し
︑
﹃
遼
1
﹄
に
み
え
る
﹁
正
旦
,
賀
儀
﹂
も
ま
た
︑
,
賀
︑
諸
¼
表
目
の
奏
上
︑
上
壽
︑
宴
會
の
部
分

か
ら
成
り
︑
契
丹
と
金
の
,
賀
儀

(稱
賀
儀
)

の
基
本
6
�
は
一
致
し
て
い
る
︒

つ
と
に
島
田
正
郞
は
︑
契
丹
の
正
旦
,
賀
儀
が
Á
禮
に
も
と
づ
い
て
定
め
ら
れ
た
と
斷
定
し
た
が
︑
こ
の
Á
禮
と
は
元
會
儀
禮
を
指
す(62

)

︒
元
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會
儀
禮
の
も
っ
と
も
詳
細
な
儀
�
は
﹃
大
Á
開
元
禮
﹄
卷
九
七
﹁
皇
+
元
正
冬
至
T

群
臣
賀
,
賀
幷
會
﹂
に
見
え
る
︒
渡
邊
信
一
郞
の
硏
究
に
よ
れ
ば
︑
Á
代
の
元
會
儀

禮
は
﹁
,
賀
﹂
と
﹁
會
﹂
の
二
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
る
︒


�
の
﹁
,
賀
﹂
の
�

な
內
容
は
︑
①
上
公
一
人
が
參
列
者
を
代
表
し
て
殿
上
で
皇
+
に
賀
詞
を
言
上
し
︑

皇
+
が
答
禮
の
制
詔
を
宣
言
す
る
こ
と
︑
②
諸
州
か
ら
の
上
表
�
・
瑞
祥
物
を
奏
上

す
る
こ
と
︑
③
諸
州
貢
物
・
諸
蕃
貢
物
を
獻
上
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒
後
�
の

﹁
會
﹂
の
�
I
な
內
容
は
︑﹁
上
壽
酒
禮
﹂
と
宴
會
で
あ
る(63

)

︒
金
代
の
稱
賀
儀
の
う
ち
︑

表
2
(2
)
(3
)
に
み
え
る
部
分
は
︑
Á
代
元
會
の


�
の
,
賀
に
相
當
し
︑
表
2

(4
)
(5
)
に
み
え
る
部
分
は
︑
Á
代
元
會
の
後
�
の
會
︑
す
な
わ
ち
宴
會
に
相
當
す

る
︒
Á
代
の
元
會
儀
禮
で
は
︑
諸
州
・
諸
蕃
が
獻
上
し
た
貢
物
を
陳
列
し
て
そ
の
政

治
-
從
屬
を
象
徵
す
る
こ
と
が
︑
非
常
に
重
I
な
2
味
を
持
っ
て
い
た(64

)

︒
契
丹
の
正

旦
,
賀
儀
で
は
す
で
に
貢
物
を
陳
列
す
る
部
分
が
省
略
さ
れ
た
が
︑
�
�
,
賀
の
儀

禮
で
は
依
然
と
し
て
臣
僚
や
諸
國

(高
麗
・
西
夏
)
︑
諸
¼
が
獻
上
す
る
&
奉
物

(貢

物
)

を
陳
列
す
る
部
分
が
殘
さ
れ
て
い
て(65

)

︑
こ
れ
は
�
ら
か
に
Á
制
を
繼
承
し
た
も

の
で
あ
る
︒
金
代
の
正
旦
と
�
�
の
稱
賀
儀
か
ら
は
︑
貢
物
を
陳
列
す
る
部
分
が
な

く
な
り
︑﹁
諸
¼
表
目
﹂
を
奏
上
す
る
と
い
う
部
分
の
み
が
あ
る
︒
諸
國

(南
宋
・
高

麗
・
西
夏
)

の
獻
じ
た
禮
物
は
入
見
儀
を
擧
行
す
る
さ
い
に
殿
庭
に
陳
列
さ
れ
︑
,

賀
儀
禮
で
再
度
陳
列
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
Á
代
の
元
會
儀
禮
と
比
�
す
る
な
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表 2 金國における正旦・�の�賀儀禮

( 1 ) 皇�・臣僚入場：①皇+出御 ②殿
班入場 ③皇太子・臣僚・三國	�入場、丹墀で舞
踏・五拜

( 2 ) 賀詞の奉�とこれに對する皇�の言葉 (�賀)：①皇太子が露階に登り、欄內で跪いて賀詞言
上 ②殿を下りて丹墀に戾り、舞踏・五拜 ③兩拜、皇+からの宣制、舞踏・五拜

( 3 ) 諸�表目の奏上：Å司が諸¼表目を奏上、壽酒を奉り、兩拜

( 4 ) 祝賀の酒の上� (上壽)：①皇太子が殿上の褥位にのぼり、杯を載せた臺を捧げ持ち *1、皇+
に酒を&め、皇+は杯をTけ取る ②皇太子が欄內に入り、跪いて賀詞を言上、褥位に戾り、
殿下の臣僚とともに兩拜 ③兩拜、皇+からの宣制、舞踏・五拜 ④敎坊が樂を奏し、皇+
が酒を飮み、臣僚・侍立官が兩拜 ⑤樂が止み、皇太子が杯をTけ取り、殿を下りて丹墀に
戾り、兩拜

( 5 ) 宴：①宴に預かる官 (三國	副を含む) が上殿 ②宋の從人が入場、丹墀で兩拜、「�躬萬
福」を奏し、兩拜、左¾に立つ ③高麗・西夏從人入場、左右¾に分かれて立つ ④官が酒
を&め、皇+が飮み、坐宴官・侍立官兩拜 ⑤坐宴官が兩拜、酒がつがれ、皇+の宣が傳え
られて、立って飮み、兩拜して座る ⑥酒三¿、臣僚・	副・從人が立ち、口號 (皇+に獻
ずる頌詩) を唱え、坐宴官・侍立官兩拜、從人兩拜。食事が入る ⑦酒七¿、從人が兩拜し
て²場。臣僚・	副は兩拜して殿を下り、丹墀で宴を謝し、舞踏・五拜

典據：『大金集禮』卷三九、,會上、元日稱賀儀、��稱賀儀

� *1 原�は「接檯」、この「檯」は酒杯を置く木盤のようなものであると考えられる。『大金集禮』「今減定拜數」

以下に見える儀禮では、「檯」が酒盞を置く盤たる「盞盤」に改められている。



ら
ば
︑
金
代
の
稱
賀
儀
か
ら
は
︑
貢
物
陳
列
に
よ
っ
て
天
下
の
荏
�
を
象
徵
す
る
2
義
は
失
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
金
代
稱
賀
儀
の
�
I
部

分
は
﹁
,
賀
﹂﹁
上
壽
﹂﹁
宴
會
﹂
で
あ
り
︑
そ
の
2
味
で
君
臣
和
睦
を
强
�
す
る
儀
禮
と
な
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

大
定
年
閒
に
定
め
ら
れ
た
稱
賀
儀
の
特
徵
と
し
て
︑
皇
太
子
が
皇
+
に
賀
詞
を
言
上
し
た
り
酒
を
&
め
た
り
す
る
な
ど
︑
儀
禮
の
&
行
7
�

に
お
い
て
重
I
な
役
割
を
果
た
し
︑
百
官
を
代
表
し
て
儀
禮
を
と
り
行
う
こ
と
が
擧
げ
ら
れ
る
︒
大
定
二
年

(一
一
六
二
)

に
世
宗
は
皇
子
の

允
�

(の
ち
に
允
恭
と
改
名
︑
女
眞
名
は
胡
土
瓦
)

を
皇
太
子
に
立
て
た
︒
世
宗
は
後
繼
者
と
し
て
皇
太
子
に
目
を
か
け
て
お
り
︑
そ
の
地
位
を
重

視
し
て
い
た
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
大
定
二
十
五
年
に
皇
太
子
が
q
く
な
る
ま
で
︑
各
種
の
儀
禮
に
お
い
て
皇
太
子
に
重
I
な
役
割
を
果
た
さ
せ
た(66

)

︒

じ
つ
は
︑
契
丹
の
,
賀
儀
禮
で
は
親
王
が
儀
禮
を
�
�
し
て
お
り
︑
金
代
の
太
宗
,
に
お
い
て
,
賀
儀
禮
を
開
始
し
た
さ
い
に
は
︑
契
丹
の
制

度
を
踏
襲
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒


違
で
取
り
上
げ
た
宋
之
才
の
記
錄
に
よ
れ
ば
皇
瓜
五
年
正
;
十
七
日
に
東
京
遼
陽
府
の
怨
し
い
宮
殿
で
お

こ
な
わ
れ
た
熙
宗
皇
+
の
�
�
の
稱
賀
儀
で
は
︑
當
時
の
宗
室
の
な
か
で
�
Å
力
者
の
宗
弼

(女
眞
名
兀
朮
︒
太
祖
阿
骨
打
の
第
四
子
︑
熙
宗
の
叔

父
)

が
儀
禮
に
參
列
す
る
百
官
班
の
班
首
と
な
り
︑
百
官
を
代
表
し
て
皇
+
に
﹁
上
壽
﹂
し
て
い
る(67

)

︒
宗
弼
は
︑
こ
れ
に
先
立
つ
天
眷
三
年

(一
一
四
〇
)

の
對
南
宋
戰
爭
で
は
都
元
帥
と
し
て
南
征
軍
を
9
い
︑
そ
の
後
は
南
宋
と
の
皇
瓜
和
議
を
�
�
し
︑
皇
瓜
八
年
に
q
く
な
る
ま
で
︑

金
國
,
廷
に
お
け
る
事
實
上
の
�
高
實
力
者
で
あ
っ
た
︒
お
そ
ら
く
契
丹
の
制
度
を
ふ
ま
え
て
︑
宗
弼
が
宗
室
の
�
高
實
力
者
の
親
王
と
し
て

稱
賀
儀
に
お
い
て
儀
禮
の
�
�
役
を
つ
と
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
の
ち
の
世
宗
,
で
は
︑
皇
太
子
が
宗
室
中
の
�
高
地
位
に
�
せ
ら
れ
て

儀
禮
を
�
�
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒

『大
金
集
禮
﹄
O
收
の
﹁
元
日
稱
賀
儀
﹂
﹁
�
�
稱
賀
儀
﹂
の
後
ろ
に
は
︑﹁
今
減
定
拜
數
﹂
の
儀
�
の
記
載
が
附
加
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑

の
ち
に
一
部
の
儀
禮
を
鯵
略
に
し
て
改
定
し
た
儀
�
で
あ
る
︒
な
お
︑﹃
金
1
﹄
卷
三
六

(禮
志
九
)

に
收
め
ら
れ
る
﹁
元
日
�
È
上
壽
儀
﹂
は

こ
の
﹁
今
減
定
拜
數
﹂
の
儀
禮
と
基
本
-
に
一
致
し
て
お
り
︑
改
定
後
の
儀
�
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る(68

)

︒
こ
の
改
訂
後
の
儀
�
は
︑
,
賀
の
部

分

(
表
2
(2
)
)

を
廢
止
し
て
︑
儀
禮
の
合
理
�
を
お
こ
な
っ
て
い
る
︒
結
果
-
に
︑
稱
賀
儀
か
ら
Á
代
の
元
會
儀
禮
に
由
來
す
る
﹁
,
賀
﹂
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儀
と
﹁
會
﹂
儀
の
二
重
6
�
が
失
わ
れ
︑
Á
制
の
﹁
會
﹂
す
な
わ
ち
宴
會
の
部
分
を
中
心
と
す
る
儀
禮
に
變
�
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
大
定
十

年
に
金
國
,
廷
へ
正
旦
の
祝
賀
に
や
っ
て
來
た
宋
	
の
隨
員
樓
鑰
﹃
北
行
日
錄
﹄
に
よ
れ
ば
︑
元
日
の
﹁
入
賀
﹂
儀
禮

(=

﹁
元
日
稱
賀
儀
﹂
)

に
つ
い
て
︑﹁
訖
事
凡
五
十
七
拜
︑
五
x
舞
踏
︑
二
十
五
拜
︒﹂
と
あ
り(69

)

︑
こ
こ
に
み
え
る
舞
踏(70

)

の
囘
數
と
拜
數
は
︑
﹃
大
金
集
禮
﹄
の
改
定
以



の
儀
禮
と
完
�
に
一
致
す
る
︒
こ
れ
よ
り
︑﹁
減
定
拜
數
﹂
の
改
定
は
︑
大
定
十
一
年
以
後
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
︒
く
わ
え
て
︑﹁
減
定
拜

數
﹂
以
後
の
儀
禮
は
︑
依
然
と
し
て
皇
太
子
が
�
�
し
て
い
る
︒
皇
太
子
は
大
定
二
十
五
年
六
;
に
な
く
な
っ
て
い
て
︑
:
年
に
允
恭
の
子
璟

(の
ち
の
違
宗
)

が
皇
太
孫
に
立
て
ら
れ
て
い
る
︒﹃
大
金
集
禮
﹄
が
大
定
年
閒
に
成
立
し
た
こ
と
は
確
實
で
あ
る
か
ら(71

)

︑﹁
今
減
定
拜
數
﹂
の
儀

禮
は
︑
大
定
十
一
年
か
ら
二
十
四
年
の
閒
に
改
定
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

正
旦
・
�
�
稱
賀
儀
の
賀
詞
に
つ
い
て
は
︑﹃
大
金
集
禮
﹄
に
は
改
定
後
の
も
の
の
み
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
正
旦
稱
賀
儀
に
お
け
る
皇
太
子

の
賀
詞
は
︑﹁
元
正
啟
祚
︑
品
物
咸
怨
︑
恭
惟
皇
+
陛
下
與
天
同
休
﹂
と
い
う
も
の
で
︑
皇
+
が
こ
れ
に
對
し
て
﹁
履
怨
上
壽
︑
與
卿
等
內
外

同
慶
﹂
と
宣
答
す
る
︒
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
Á
代
元
會
儀
禮
の
,
賀
の
賀
詞
と
宣
答
に
あ
た
る
︒
�
�
の
儀
禮
で
は
︑
皇
太
子
よ
り
﹁
萬
春
令

�
︑
謹
上
壽
巵
︑
伏
願
皇
+
陛
下
萬
歲
萬
萬
歲
﹂
と
い
う
賀
詞
が
言
上
さ
れ
︑
そ
れ
に
對
し
皇
+
が
﹁
得
卿
等
壽
酒
︑
與
卿
等
內
外
同
慶
﹂
と

答
え
る
︒
こ
の
賀
詞
は
Á
代
の
�
�
,
賀
儀
禮
の
上
壽
の
賀
詞
と
宣
答
に
對
應
す
る(72

)

︒﹃
遼
1
﹄﹁
正
旦
,
賀
儀
﹂
の
�
中
に
は
臣
僚
の
賀
詞
の

記
載
は
省
略
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
︑
,
賀
賀
詞
に
對
す
る
皇
+
の
﹁
履
怨
之
慶
︑
與
公
等
同
之
﹂
と
い
う
宣
答
と
︑
壽
酒
の
&
上
に
た
い

す
る
皇
+
の
﹁
飮
公
等
壽
酒
︑
與
公
等
內
外
同
慶
﹂
と
い
う
宣
答
が
載
せ
ら
れ
て
い
る(73

)

︒
こ
れ
ら
の
皇
+
の
宣
答
は
基
本
-
に
Á
制
と
同
じ
で

あ
り
︑
こ
れ
よ
り
金
代
の
稱
賀
儀
の
賀
詞
と
宣
答
は
Á
制
に
由
來
す
る
契
丹
の
儀
禮
制
度
を
踏
襲
し
て
い
る
も
の
と
推
測
し
う
る
︒

そ
の
ほ
か
︑
正
旦
稱
賀
儀
を
擧
行
す
る
直


に
︑
金
國
皇
+
は
太
陽
を
崇
拜
す
る
儀
禮
で
あ
る
﹁
,
日
儀
﹂
を
と
り
お
こ
な
う
︒
こ
の
儀
禮

は
︑
金
初
以
來
つ
た
え
ら
れ
て
き
た
﹁
本
國
禮
﹂
で
あ
り
︑
女
眞
獨
特
の
儀
禮
で
あ
る(74

)

︒

	
�
團
が
中
都
に
滯
在
中
の
七
日
目
に
︑
金
國
皇
+
は
三
國
	
�
團
を
歡
待
す
る
た
め
に
正
殿
の
大
安
殿
で
﹁
曲
宴
儀
﹂
を
�
催
し
た
︒
宴

金國の正旦・��の儀禮と外國	�
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會
の
&
行
は
正
旦
・
�
�
に
擧
行
さ
れ
る
宴
會

(
表
2
(5
)
)

と
お
お
よ
そ
は
同
樣
で
︑
た
だ
酒
を
九
¿
ま
で
飮
む
と
い
う
數
の
 
い
が
あ
っ

た
︒
こ
れ
よ
り
曲
宴
儀
は
︑
稱
賀
儀
中
の
宴
會
に
比
べ
よ
り
B
重
に
も
て
な
す
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︒
酒
が
五
¿
し
た
と
こ
ろ
で
︑
し

ば
ら
く
休
憩
し
て
︑
宴
會
に
參
加
す
る
群
臣
は
み
な
い
っ
た
ん
²
場
す
る
︒
つ
づ
い
て
︑
賜
っ
た
花
を
頭
上
に
さ
し
て
︑
殿
庭
內
に
再
度
入
場

し
た
︒
そ
の
た
め
こ
の
宴
會
は
﹁
花
宴
﹂
と
も
呼
ば
れ
る(75

)

︒
宋
之
才
は
﹁
簪
花
﹂
の
宴
會
を
記
載
し
て
お
り
︑
熙
宗
,
の
皇
瓜
和
議
の
成
立
後

に
︑
す
で
に
外
國
	
�
が
參
加
す
る
曲
宴
儀
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る(76

)

︒
曲
宴
儀
は
契
丹
の
﹁
曲
宴
宋
	
儀
﹂
の
制
度
を
踏
襲
し

た
も
の
だ
っ
た
︒﹃
遼
1
﹄
禮
志
に
は
ほ
か
に
﹁
曲
宴
高
麗
	
儀
﹂
も
收
め
ら
れ
て
い
て
︑
こ
の
こ
と
よ
り
︑
契
丹
,
廷
で
は
宋
	
を
歡
待
す

る
曲
宴
と
高
麗
	
を
歡
待
す
る
曲
宴
を
別
個
に
開
催
し
た
こ
と
が
分
か
る
︒
澶
淵
の
�
の
成
立
後
︑
契
丹
・
宋
兩
國
は
每
年
定
t
-
に
國
信
	

を
5
奄
し
︑
兩
國
,
廷
で
そ
れ
ぞ
れ
曲
宴
を
準
備
し
︑
相
手
國
の
國
信
	
	
�
團
を
招
待
し
た
︒
金
代
の
外
國
	
�
を
招
く
曲
宴
は
︑
隨
員
も

含
め
た
三
國
の
す
べ
て
の
	
�
團
が
こ
ぞ
っ
て
參
加
す
る
宴
で
︑
中
都
の
正
殿
大
安
殿
で
盛
大
に
擧
行
さ
れ
た
︒
曲
宴
は
宋
,
,
廷
で
盛
ん
に

開
か
れ
た
が
︑
も
と
も
と
は
皇
+
が
隨
時
に
さ
ま
ざ
ま
な
場
O
で
"
臣
と
と
も
に
樂
し
む
宴
會
で
あ
っ
た(77

)

︒
國
信
	
制
度
を
つ
う
じ
て
︑
こ
れ

が
契
丹
へ
傳
わ
り
︑
の
ち
に
宋
,
と
高
麗
の
兩
國
の
	
�
團
を
も
て
な
す
た
め
の
曲
宴
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
金
國
は
契
丹
の
制

度
を
踏
襲
し
︑
も
と
も
と
宋
制
に
由
來
す
る
曲
宴
儀
を
Ì
收
し
︑
あ
ら
た
に
三
國
の
	
�
團
を
ま
と
め
て
接
待
す
る
宴
會
儀
禮
を
創
設
し
た
︒

こ
の
よ
う
な
宴
會
儀
禮
は
︑
金
國
皇
+
と
群
臣
︑
三
國
	
�
團
が
と
も
に
飮
食
を
樂
し
む
こ
と
を
つ
う
じ
て
彼
ら
の
あ
い
だ
の
親
密
な
關
係
を

築
く
こ
と
を
象
徵
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

お

わ

り

に

こ
こ
ま
で
営
べ
て
き
た
こ
と
に
も
と
づ
い
て
︑
金
代
の
正
旦
・
�
�
儀
禮
の
形
成
と
變
�
の
7
�
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
︒
,
賀
儀
禮
は
漢
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儀
で
あ
り
︑
太
祖
阿
骨
打
の
円
國
後
の
金
國
初
t
に
は
こ
の
よ
う
な
儀
禮
は
存
在
し
な
か
っ
た
︒
太
宗
,
よ
り
金
國
が
周
邊
の
政
權
と
�
好
關

係
を
樹
立
す
る
と
︑
外
國
	
�
の
入
見
儀
・
,
辭
儀
だ
け
で
な
く
︑
,
賀
儀
を
と
り
お
こ
な
う
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
し
て
︑
熙
宗
の
卽
位
直
後

に
は
︑
齊
・
高
麗
・
西
夏
の
三
國
	
�
が
參
加
す
る
,
賀
・
賜
宴
・
入
見
・
,
辭
儀
禮
が
定
め
ら
れ
︑
臣
從
す
る
三
國
の
	
者
が
共
同
で
金
國

皇
+
に
謁
見
す
る
儀
禮

(入
見
・
,
辭
儀
)

が
創
設
さ
れ
た
︒
そ
の
後
︑
齊
國
の
廢
止
と
皇
瓜
和
議
の
成
立
を
經
て
︑
當
初
の
三
國
の
う
ち
齊
が

南
宋
へ
と
代
わ
っ
た
が
︑
三
國
を
一
組
に
す
る
枠
組
に
變
�
は
な
か
っ
た
︒
こ
の
皇
瓜
和
議
後
の
儀
禮
制
度
は
決
定
-
な
2
味
を
も
っ
て
お
り
︑

海
陵
王
の
南
征
と
金
宋
閒
の
斷
5
を
經
て
︑
大
定
和
議
の
成
立
以
後
も
基
本
-
に
踏
襲
さ
れ
て
い
っ
た
︒

そ
の
い
っ
ぽ
う
で
︑
金
國
は
南
宋
に
た
い
し
て
︑
一
貫
し
て
契
丹
・
宋
閒
の
對
等
な
關
係
に
由
來
す
る
﹁
敵
國
之
禮
﹂
を
維
持
す
る
こ
と
を

¥
め
て
お
り
︑
そ
れ
は
宋
	
の
入
見
儀
・
,
辭
儀
の
儀
禮
の
中
核
部
分
を
6
成
し
て
い
た
︒
金
國
は
ユ
ー
ラ
シ
ア
東
方
に
お
い
て
霸
權
を
確
立

し
︑
南
宋
・
高
麗
・
西
夏
の
三
國
を
臣
事
さ
せ
た
と
は
い
え
︑
臣
屬
國
の
南
宋
に
特
別
な
禮
�
を
¥
め
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
原
因
を
考
究
す
れ

ば
︑
金
國
は
太
祖
阿
骨
打
の
時
代
よ
り
契
丹
の
後
繼
者
を
も
っ
て
自
¥
し
て
お
り
︑
外
國
	
�
の
參
加
す
る
儀
禮
制
度
は
ほ
ぼ
す
べ
て
契
丹
の

舊
制
を
下
Í
き
に
し
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
た
め
︑
宋
,
と
の
名
分
關
係
が
變
�
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
金
國
の
荏
�
者
層
に
と
っ
て
契
丹
以

來
の
﹁
敵
國
之
禮
﹂
を
踏
襲
す
る
こ
と
に
た
い
す
る
抵
抗
が
少
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
︒
こ
の
よ
う
な
﹁
敵
國
之
禮
﹂
は
︑
ユ
ー
ラ
シ

ア
東
方
の
多
國
體
制
下
な
ら
で
は
の
儀
禮
で
あ
り
︑
モ
ン
ゴ
ル
時
代
以
後
に
は
︑
も
は
や
現
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒

つ
ぎ
に
︑
儀
禮
制
度
の
�
入
と
展
開
︑
儀
禮
空
閒
の
變
�
に
つ
い
て
︑
金
國
の
政
治
體
制
や
外
5
關
係
の
變
容
7
�
の
な
か
で
檢
討
し
て
お

き
た
い
︒
,
賀
儀
禮

(﹃
大
金
集
禮
﹄
の
い
わ
ゆ
る
﹁
稱
賀
儀
﹂
)

は
︑
Á
代
の
元
會
儀
禮
に
淵
源
す
る
︒
元
會
儀
禮
は
魏
晉
南
北
,
時
代
以
來
の
中

原
王
,
の
禮
制
で
あ
り
︑
Á
代
の
そ
れ
は
︑
皇
+
と
內
外
の
百
官
・
蕃
夷
の
あ
い
だ
の
君
臣
關
係
を
象
徵
す
る
儀
禮
で
あ
っ
た(78

)

︒
金
國
の
初
t

(太
祖
阿
骨
打
～
太
宗
吳
乞
買
t
)

に
は
︑
荏
�
者
集
團
の
政
治
權
力
6
�
は
︑
數
人
の
宗
室
Å
力
者
に
よ
る
合
議
體
制
に
も
と
づ
き
︑
按
出
虎
水

完
顏
部
を
中
核
と
す
る
生
女
眞
の
部
族
連
合
體
で
あ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
部
族
制
を
基
礎
と
す
る
政
治
權
力
6
�
よ
り
見
れ
ば
︑
當
時
の
金
國
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政
府
は
Á
代
の
元
會
儀
禮
の
よ
う
な
儀
禮
を
必
I
と
し
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
金
國
は
太
宗
,
に
な
っ
て
は
じ
め
て
円
國
以
來
の
根
據
地
の

御
寨
に
正
殿
の
乾
元
殿
を
円
設
し
︑
契
丹
制
に
も
と
づ
く
正
旦
・
�
�
の
,
賀
儀
禮
を
�
入
し
て
乾
元
殿
で
擧
行
し
た
わ
け
だ
が
︑
そ
れ
は
金

國
が
周
邊
諸
國
と
�
好
關
係
を
樹
立
し
た
こ
と
を
契
機
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒

x
の
熙
宗
,
は
金
國
の
政
治
改
革
の
重
I
な
轉
奄
t
で
あ
り
︑
中
原
王
,
の
制
度
典
違
を
Ì
收
し
︑
一
連
の
改
革
を
つ
う
じ
て
集
權
�
を
推

し
&
め
た
︒


の
太
宗
,
で
は
︑
金
國
の
荏
�
者
層
は
依
然
と
し
て
生
女
眞
の
部
族
社
會
以
來
の
政
治
形
態
を
保
持
し
て
お
り
︑
政
治
合
議
や

宴
會
な
ど
の
場
面
で
君
臣
關
係
の
區
別
が
さ
ほ
ど
嚴
格
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
︑
金
國
皇
+
の
權
力
・
權
威
が
限
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
熙
宗
,
に
な
っ
て
︑
金
國
は
と
く
に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
改
革
を
&
め
た
が
︑
上
京
城
の
�
營
と
宮
殿
の
擴
張
工
事
は

そ
の
�
も
重
I
な
事
業
で
あ
り
︑
國
內
外
の
人
び
と
に
皇
+
の
權
威
と
君
臣
の
別
の
存
在
を
直
觀
-
に
�
示
し
た
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
每
年

正
旦
・
�
�
に
お
こ
な
わ
れ
る
,
賀
儀
禮

(稱
賀
儀
)

は
︑
君
臣
和
睦
を
强
�
す
る
儀
禮
と
し
て
重
I
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
︑
と
り
わ
け

儀
禮
を
擧
行
す
る
さ
い
に
は
︑
外
國
	
�
の
參
加
が
缺
か
せ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
︒
熙
宗
の
卽
位
後
す
ぐ
に
齊
・
高
麗
・
西
夏
の
三
國
	
�
が

參
加
す
る
,
賀
等
の
儀
禮
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
︑
正
旦
・
�
�
の
,
賀
儀
禮
が
外
國
	
�
と
不
可
分
の
關
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︒

海
陵
王
が
�
都
し
て
以
後
は
︑
十
三
世
紀
の
貞
祐
南
�

(開
封
�
都
)

に
至
る
ま
で
︑
中
都
の
宮
殿
が
儀
禮
の
擧
行
場
O
と
な
る
︒
中
都
城

は
北
宋
の
東
京
開
封
城
に
な
ら
っ
て
�
營
さ
れ
た
が
︑
そ
の
宮
城
の
規
模
は
開
封
に
劣
ら
ず
︑
�
淸
の
紫
禁
城
と
ほ
ぼ
同
じ
で
︑
狹
小
な
上
京

宮
城
と
は
ま
っ
た
く
比
べ
も
の
に
な
ら
な
か
っ
た
︒
と
り
わ
け
正
殿
の
大
安
殿
は
︑
巨
大
か
つ
壯
麗
な
宮
殿
円
築
で
あ
り
︑
ユ
ー
ラ
シ
ア
東
方

に
君
臨
し
た
金
國
に
ふ
さ
わ
し
い
國
都
の
宮
殿
で
あ
っ
た
︒
1
料
の
缺
乏
に
よ
っ
て
海
陵
王
時
代
の
�
況
は
分
か
ら
な
い
が
︑
比
�
-
豐
富
に

殘
る
世
宗
時
代
の
記
錄
よ
り
︑
中
都
の
儀
禮
空
閒
の
具
體
-
な
樣
相
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑
巨
大
な
宮
殿
殿
庭
に
︑
多
く

の
儀
仗
兵
が
立
ち
竝
び
︑
金
國
國
內
の
百
官
の
み
な
ら
ず
數
百
人
規
模
の
南
宋
・
高
麗
・
西
夏
の
三
國
	
�
團

(隨
行
員
を
含
む
)

が
一
堂
に
會

し
︑
彼
ら
が
と
も
に
每
年
定
t
-
に
お
こ
な
わ
れ
る
稱
賀
儀

(
,
賀
儀
)

と
曲
宴
儀
に
參
加
し
た
の
で
あ
る(79

)

︒
こ
れ
ら
の
儀
禮
は
多
國
體
制
下
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に
お
け
る
天
下
の
�
�
と
し
て
金
國
皇
+
の
權
威
を
莊
嚴
し
誇
示
す
る
儀
禮
で
あ
り
︑
さ
ら
に
は
從
屬
す
る
諸
國

(南
宋
・
高
麗
・
西
夏
)

を
含

め
た
金
國
內
外
の
君
臣
融
和
を
象
徵
す
る
2
義
も
持
っ
て
い
た
︒
中
都
宮
城
の
儀
禮
空
閒
の
大
き
さ
や
參
加
人
數
な
ど
︑
儀
禮
の
規
模
は
の
ち

の
元
・
�
・
淸
の
大
都
宮
城
・
北
京
紫
禁
城
で
擧
行
さ
れ
る
儀
禮
制
度
に
比
Ï
し
う
る
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
歷
1
上
の
重
I
性
が
う
か
が
え
る
︒

�
後
に
︑
金
代
の
,
賀
儀
禮
の
顯
著
な
特
質
と
し
て
︑
外
國
か
ら
の
參
加
者
が
南
宋
・
高
麗
・
西
夏
の
三
國
か
ら
の
	
者
に
固
定
さ
れ
て
い

て
︑
Á
代
の
元
會
儀
禮
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
﹁
蕃
國
﹂
か
ら
の
	
者
の
參
加
が
ほ
ぼ
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
︒

﹃
金
1
﹄
本
紀
や
屬
國
表
に
よ
れ
ば
︑
金
國
,
廷
へ
定
t
-
に
	
者
を
¯
っ
て
き
た
の
は
こ
の
三
國
の
み
で
︑
記
錄
の
缺
落
の
可
能
性
も
あ
る

が
︑
そ
の
ほ
か
の
國
か
ら
の
,
貢
の
記
錄
は
︑
ウ
イ
グ
ル

(囘
鶻
・
囘
紇
)

が
數
度
と
タ
タ
ル

(阻
䪁
)

が
一
度
の
み
で
あ
る(80

)

︒
そ
の
背
景
に
は
︑

金
國
の
版
圖
の
北
方
に
鄰
接
す
る
モ
ン
ゴ
ル
高
原
の
¤
牧
勢
力

(タ
タ
ル
︑
コ
ン
ギ
ラ
ト
︑
オ
ン
グ
ト
な
ど
)

と
の
5
液
の
方
式
が
あ
っ
た
︒
す
な

わ
ち
︑
と
く
に
世
宗
,
以
後
に
つ
い
て
言
え
ば
︑
違
宗
,
の
一
時
-
な
例
外
を
の
ぞ
き
︑
金
國
は
大
興
安
嶺
山
�
の
東
側
に
防
衞
線
を
引
い
て

¡
極
-
な
防
衞
體
制
を
し
く
の
が
基
本
方
針
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
金
と
友
好
-
な
¤
牧
勢
力
と
接
觸
す
る
場
合
も
︑
北
邊
に
設
け
た
榷
場
で

5
易
を
お
こ
な
い
︑
彼
ら
が
,
貢
に
や
っ
て
來
る
と
き
も
國
境
"
く
で
T
け
取
り
︑
U
禮
の
囘
賜
・
宴
會
も
そ
こ
で
お
こ
な
う
ば
か
り
で
︑
基

本
-
に
は
中
都
の
,
廷
ま
で
や
っ
て
來
る
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た(81

)

︒
そ
の
理
由
と
し
て
は
︑
國
防
上
の
機
密
保
護
と
財
政
難
の
雙
方
が
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
︒
南
宋
・
高
麗
・
西
夏
の
三
國
	
�
團
に
限
っ
て
參
加
さ
せ
る
正
旦
・
�
�
の
儀
禮
は
︑
金
國
の
霸
權
の
限
界
を
示
す
も
の
で

も
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

註(1
)

井
黑
忍
﹁
金
初
の
外
5
1
料
に
見
る
ユ
ー
ラ
シ
ア
東
方
の
國
際
關
係

︱
︱
﹃
大

金
弔
伐
錄
﹄
の
檢
討
を
中
心
に
︱
︱
﹂﹃
遼
金
西
夏
硏
究
の
現
在
﹄
(3
)︑
東
京

外
國
語
大
學
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
言
語
�
�
硏
究
O
︑
二
〇
一
〇
年
︑
古
松
崇
志

﹁
一
〇
～
一
三
世
紀
多
國
竝
存
時
代
の
ユ
ー
ラ
シ
ア
東
方
に
お
け
る
國
際
關
係
﹂

﹃
中
國
1
學
﹄
二
一
卷
︑
二
〇
一
一
年
︒

(2
)

紙
幅
の
都
合
で
︑
硏
究
1
の
ま
と
め
は
別
の
機
會
に
讓
る
︒

(3
)

汪
藻
﹃
裔
夷
謀
夏
錄
﹄
(
靜
嘉
堂
�
庫
藏
鈔
本
)
卷
一
︑
徐
夢
莘
﹃
三
,
北
�
會
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Ö
﹄
(中
國
國
家
圖
書
館
藏
�
鈔
本

(二
〇
一
三
年
國
家
圖
書
館
出
版
社

(中
華

再
�
善
本
)
景
印
本
)︑
以
下
﹃
會
Ö
﹄
と
略
稱
)
卷
三
︒

(4
)

た
だ
し
︑
阿
骨
打
は
契
丹
に
み
ず
か
ら
の
皇
+
册
封
を
求
め
て
お
り
︑
契
丹
皇
+

を
自
分
よ
り
も
上
位
の
存
在
と
み
な
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑

こ
の
時
點
で
は
金
國
は
契
丹
皇
+
の
權
威
を
¥
め
︑
そ
れ
を
利
用
し
よ
う
と
し
な

が
ら
も
︑
い
っ
ぽ
う
で
契
丹
・
北
宋
關
係
を
ふ
ま
え
た
對
等
な
關
係
を
求
め
た
と

い
う
こ
と
に
な
り
︑
そ
れ
は


例
の
な
い
關
係
で
あ
っ
た
︒
な
お
︑﹃
金
1
﹄
で

は
︑
金
國
が
當
初
契
丹
に
册
封
を
求
め
た
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
不
都
合
な
こ
と
と

し
て
一
切
觸
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
︒

(5
)

古
松
崇
志
﹁
契
丹
・
宋
閒
に
お
け
る
外
5
�
書
と
し
て
の
牒
﹂﹃
東
方
學
報

京

都
﹄
八
五
册
︑
二
〇
一
〇
年
︑
二
九
三
頁
︑


揭
�

(1
)
井
黑
論
�
三
四
頁
︒

(6
)

『會
Ö
﹄
卷
二
〇
︑
宣
和
七
年
正
;
二
十
日
O
引
鐘
邦
直
﹃
宣
和
乙
巳
奉
	
金
國

行
�
錄
﹄
に
﹁
今
D
自
白
�
契
丹
舊
界
︑
止
於
虜
庭
冒
離
N
鉢
︑
三
千
一
百
二
十

里
︑
計
三
十
九
�
︒﹂
と
見
え
︑
の
ち
に
上
京
城
が
�
ら
れ
る
宮
殿
O
在
の
地
が
︑

す
な
わ
ち
阿
骨
打
時
代
の
﹁
御
寨
﹂
が
︑
女
眞
語
で
は
﹁
冒
離
N
鉢
﹂
と
呼
ば
れ

て
い
た
︒﹁
冒
離
﹂
が
何
を
2
味
す
る
か
不
�
だ
が
︑﹁
N
鉢
﹂
は
皇
+
の
宿
營
地

を
2
味
す
る
契
丹
語
に
由
來
す
る

(
176
頁
參
照
)︒

(7
)

金
初
の
御
寨
に
つ
い
て
は
︑
劉
浦
江
﹁
金
,
初
葉
-
國
都
問
題
﹂
﹃
中
國
社
會
科

學
﹄
二
〇
一
三
年
三
t
︑
の
ち
同
﹃
宋
遼
金
1
論
集
﹄
中
華
書
局
︑
二
〇
一
七
年

O
收
︑
四
三
～
九
頁
參
照
︒

(8
)

『會
Ö
﹄
卷
四
︑
宣
和
二
年
十
一
;
二
十
九
日
O
引
馬
擴
﹃
茆
齋
自
敍
﹄︒

(9
)

『金
1
﹄
卷
二
︑
太
祖
本
紀
︑
天
輔
六
年
三
;
︑
お
よ
び
﹃
裔
夷
謀
夏
錄
﹄
卷
二
︑

﹃
會
Ö
﹄
卷
五
︑
宣
和
四
年
三
;
に
引
く
金
の
頴
國
軍

(應
州
)
が
宋
の
代
州
に

宛
て
た
牒
を
參
照
︒

(10
)

『金
1
﹄
卷
二
︑
天
輔
六
年
八
;
己
丑
︒

(11
)



揭
�

(8
)﹃
會
Ö
﹄
卷
四
O
引
﹃
茆
齋
自
敍
﹄︑
同
卷
一
四
︑
宣
和
五
年
二
;

一
日
O
引
﹃
茆
齋
自
敍
﹄︑
同
書
卷
一
五
︑
宣
和
五
年
四
;
十
一
日
O
引
﹃
茆
齋

自
敍
﹄︒

(12
)

古
松
崇
志
﹁
契
丹
・
宋
閒
の
國
信
	
と
儀
禮
﹂﹃
東
洋
1
硏
究
﹄
七
三
卷
二
號
︑

二
〇
一
四
年
︑
八
七
～
九
頁
︒

(13
)



揭
�

(6
)﹃
會
Ö
﹄
卷
二
〇
O
引
﹃
宣
和
乙
巳
奉
	
金
國
行
�
錄
﹄︒

(14
)

『金
1
﹄
卷
一
三
四
︑
西
夏
傳
︒

(15
)

井
黑
忍
﹁
T
書
禮
に
見
る
十
二
～
十
三
世
紀
ユ
ー
ラ
シ
ア
東
方
の
國
際
秩
序
﹂
>

田
茂
樹
・
Û
Ü
隆
俊
Ö
﹃
外
5
1
料
か
ら
十
～
十
四
世
紀
を
探
る
﹄
汲
古
書
院
︑

二
〇
一
三
年
︑
二
二
六
～
七
頁
︒

(16
)

『金
1
﹄
卷
一
三
五
︑
高
麗
傳
︑
﹃
高
麗
1
﹄
卷
一
五
︑
仁
宗
世
家
一
︑
四
年
九
;

辛
未
︑
同
書
同
卷
︑
同
年
十
;
戊
戌
︒

(17
)

奧
村
周
司
﹁
	
�
l
接
禮
よ
り
見
た
高
麗
の
外
5
Ý
勢

︱
︱
十
一
︑
二
世
紀
に

お
け
る
對
中
關
係
の
一
面
︱
︱
﹂﹃
1
觀
﹄
一
一
〇
號
︑
一
九
八
四
年
︒

(18
)

『金
1
﹄
卷
八
三
︑
張
汝
弼
傳
︒

(19
)

『金
1
﹄
卷
七
七
︑
劉
豫
傳
﹁
詔
曰
︑
今
立
豫
爲
子
皇
+
︑
旣
爲
鄰
國
之
君
︑
印

爲
大
,
之
子
︒
其
見
大
,
	
介
︑
惟
	
者
始
見
躬
問
D
居
與
面
辭
Å
奏
則
立
︑
其

餘
竝
行
皇
+
禮
︒﹂

(20
)

金
代
の
�
�
に
つ
い
て
は
︑
周
峰
﹁
金
代
-
�
�
﹂
﹃
北
方
�
物
﹄
二
〇
〇
二
年

四
t
參
照
︒

(21
)



揭
�

(6
)﹃
會
Ö
﹄
卷
二
〇
O
引
﹃
宣
和
乙
巳
奉
	
金
國
行
�
錄
﹄︒

(22
)

『會
Ö
﹄
卷
一
六
六
︑
紹
興
五
年
正
;
O
引
張
匯
﹃
金
虜
�
I
﹄︒
當
時
の
宮
殿
に

つ
い
て
は
︑
景
愛
﹃
金
上
京
﹄
生
活
・
讀
書
・
怨
知
三
聯
書
店
︑
一
九
九
一
年
︑

一
七
頁
參
照
︒

(23
)

T
a
o
Jin
g
-
sh
e
n
,
T
h
e
Ju
rch
en
in
T
w
elfth
-C
en
tu
ry
C
h
in
a
:
A
S
tu
d
y
o
f

S
in
iciza
tio
n
,
S
e
a
ttle
:
U
n
iv
e
rsity
o
f
W
a
sh
in
g
to
n
P
re
ss,
1
9
7
6
,
p
p
.4
1
-
4
2
.

劉
浦
江
﹁
女
眞
-
漢
�
¼
路
與
大
金
+
國
-
�
q
﹂
﹃
國
學
硏
究
﹄
七
卷
︑
北
京

大
學
出
版
社
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
の
ち
同
﹃
松
漠
之
閒
︱
契
丹
遼
金
女
眞
1
硏
究
﹄

中
華
書
局
︑
二
〇
〇
八
年
O
收
︑
二
四
三
～
四
頁
︒

(24
)



揭
�

(22
)
景
愛
書
一
八
～
九
頁
︒

(25
)

『金
1
﹄
卷
四
︑
熙
宗
本
紀
︑
天
會
十
三
年
十
二
;
癸
亥
﹁
始
定
齊
・
高
麗
・
夏

東 方 學 報
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,
賀
・
賜
宴
・
,
辭
儀
︒﹂
本
來
は
﹁
,
辭
﹂
の


に
﹁
入
見
﹂
の
二
字
が
あ
っ

た
は
ず
で
あ
る
︒

(26
)

『金
1
﹄
卷
三
八
︑
禮
志
一
一
﹁
熙
宗
時
︑
⁝
⁝
定
制
以
宋
	
列
於
三
品
班
︑
高

麗
・
夏
列
於
五
品
班
︒
皇
瓜
二
年
六
;
︑
定
臣
	
辭
見
︒
臣
僚
¶
色
拜
數
止
從
常

,
D
居
︑
三
國
	
班
品
如
舊
︒
俟
殿


班
�
臣
僚
小
D
居
畢
︑
宰
執
升
殿
︑
餘
臣

分
班
畢
︑
乃
令
行
入
見
�
,
辭
之
禮
︒
凡
入
見
則
宋
	
先
︑
禮
畢
夏
	
入
︑
禮
畢

而
高
麗
	
入
︒
其
,
辭
則
夏
	
先
︑
禮
畢
而
高
麗
	
入
︑
禮
畢
而
宋
	
入
︒
夏
・

高
麗
,
辭
之
賜
︑
則
J
	
就
賜
於
會
同
館
︑
惟
宋
	
之
賜
則
庭
V
︒﹂

(27
)

豐
島
悠
果
﹁
金
,
の
外
5
制
度
と
高
麗
	
�

︱
︱
一
二
〇
四
年
賀
正
	
�
行
�

の
復
元
試
案
︱
︱
﹂﹃
東
洋
1
硏
究
﹄
七
三
卷
三
號
︑
二
〇
一
四
年
︑
四
〇
頁
︒

(28
)

周
立
志
﹁
宋
金
5
聘
-
怨
�
獻
︽
	
金
復
命
表
︾
硏
究
﹂﹃
北
方
�
物
﹄
二
〇
一

三
年
一
t
︑
同
﹁
論
宋
金
5
聘
-
�
作
液
�

︱
︱
以
宋
之
才
︽
	
金
賀
生
辰
L

復
命
表
︾
爲
中
心
-
考
察
﹂﹃
東
北
1
地
﹄
二
〇
一
五
年
二
t
︒

(29
)

熙
宗
の
�
�
萬
壽
�
は
本
來
七
;
七
日
だ
が
︑
儀
禮
の
效
9
�
の
目
-
で
︑
正
旦

祝
賀
の
儀
禮
と
つ
づ
け
て
擧
行
で
き
る
よ
う
に
︑
外
國
	
�
向
け
の
萬
壽
�
の
祝

賀
儀
禮
が
正
;
十
七
日
に
變
®
さ
れ
た
︒
こ
れ
は
正
旦
・
�
�
の
儀
禮
を
冬
捺
鉢

で
"
い
時
t
に
ま
と
め
て
擧
行
し
た
契
丹
の
制
度
に
由
來
す
る
も
の
で
あ
る
︒
傅

樂
煥
﹁
宋
遼
聘
	
表
稿
﹂
附
考
丙
﹁
遼
+
后
生
辰
改
t
T
賀
考
﹂
同
﹃
遼
1
叢

考
﹄
中
華
書
局
︑
一
九
八
四
年
︑
二
四
二
～
三
頁
︒

(30
)

民
國
﹃
>
陽
縣
志
﹄
卷
六
三
︑
�
徵
內
Ö
︑
宋
之
才
﹁
	
金
賀
生
辰
L
復
命
表
﹂

(31
)

�
違
が
缺
け
て
い
る
が
︑
他
�
獻
よ
り
館
に
お
い
て
:
日
の
入
見
儀
を
�
っ
た
と

推
測
で
き
る
︒

(32
)



揭
�

(27
)
豐
島
論
�
五
二
～
四
頁
︒

(33
)



揭
�

(12
)
古
松
論
�
六
八
～
七
一
頁
︒

(34
)



揭
�

(27
)
豐
島
論
�
五
一
頁
︒

(35
)



揭
�

(30
)﹁
	
金
賀
生
辰
L
復
命
表
﹂﹁
二
十
一
日
︑
,
辭
行
x
︑
⁝
⁝
,
辭

茶
酒
五
盞
︑
罷
︑
V
國
書
傳
語
︑
而
²
出
幕
x
︒
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
︒﹂
(傍
線
部
が

本
�
の
引
用
部
分
)

(36
)

張
浩
は
遼
陽
の
渤
海
人
で
︑
太
祖

(
阿
骨
打
)
以
來
世
宗
に
至
る
ま
で
五
,
に
わ

た
っ
て
仕
え
︑
太
宗
時
代
に
は
東
京
遼
陽
府
の
﹁
大
內
﹂
を
円
設
す
る
と
と
も
に
︑

,
儀
を
制
定
し
︑
熙
宗
時
代
に
は
﹁
內
外
の
儀
式
を
詳
定
﹂
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら

の
事
績
よ
り
︑
儀
禮
制
度
に
精
�
し
た
人
物
で
︑
皇
瓜
和
議
成
立
後
も
金
宋
閒
	

�
の
儀
禮
の
制
定
に
參
畫
し
た
可
能
性
が
高
い
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
彼
の
宋
	
の

儀
禮
に
か
ん
す
る
言
論
は
信
憑
性
あ
る
も
の
と
み
て
よ
い
︒
な
お
︑
海
陵
王
時
代

に
は
の
ち
の
中
都
と
な
る
燕
京
城
の
擴
張
円
設
事
業
を
擔
當
し
て
い
る
︒﹃
金
1
﹄

卷
八
三
︑
張
浩
傳
參
照
︒

(37
)

契
丹
・
宋
閒
の
國
信
	
の
禮
制
に
つ
い
て
は
︑


揭
�

(
12
)
古
松
論
�
七
二
～

八
一
頁
參
照
︒

(38
)

『金
1
﹄
卷
二
四
︑
地
理
志
上
︑
東
京
路
の
雙
行
�
に
﹁
皇
瓜
四
年
二
;
︑
立
東

京
怨
宮
︑
寢
殿
曰
保
寧
︑
宴
殿
曰
嘉
惠
︑


後
正
門
曰
天
華
︑
曰
乾
貞
︒﹂
と
あ

る
︒
宋
之
才
一
行
が
入
見
儀
の


に
南
正
門
の
天
華
門
よ
り
宮
殿
に
入
っ
た
こ
と

が
︑﹁
	
金
賀
生
辰
L
復
命
表
﹂
に
�
記
さ
れ
て
い
る
︒

(39
)



揭
�

(22
)
景
愛
書
五
四
頁
︒﹃
金
1
﹄
卷
四
︑
熙
宗
本
紀
︑
皇
瓜
三
年
正
;

己
丑
朔
﹁
以
皇
太
子
喪
不
御
正
殿
︑
羣
臣
詣
�
殿
稱
賀
︒
宋
・
高
麗
・
夏
	
詣
皇

極
殿
遙
賀
︒﹂
と
あ
り
︑
皇
極
殿
が
正
殿
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒

(40
)

熊
克
﹃
中
興
小
紀
﹄
(﹃
中
興
小
曆
﹄
)
卷
二
七
︑
紹
興
九
年
十
一
;
︑﹃
皇
,
中
興

紀
事
本
末
﹄
(中
國
國
家
圖
書
館
藏
淸
鈔
本

(二
〇
〇
五
年
北
京
圖
書
館
出
版
社

景
印
本
)
)
卷
五
〇
︑
紹
興
九
年
十
一
;
︒
金
代
の
捺
鉢
に
つ
い
て
は
︑
劉
浦
江

﹁
春
水
秋
山

︱
︱
金
代
捺
鉢
硏
究
﹂
同
﹃
松
漠
之
閒
：
遼
金
契
丹
女
眞
1
硏
究
﹄

中
華
書
局
︑
二
〇
〇
八
年
O
收

(初
出
一
九
九
九
年
)
參
照
︒

(41
)

金
宋
閒
の
T
書
禮
の
問
題
に
つ
い
て
は
︑
趙
永
春
﹃
金
宋
關
係
1
﹄
人
民
出
版
社
︑

二
〇
〇
五
年
︑
二
四
九
～
五
四
頁
︑


揭
�

(15
)
井
黑
論
�
を
參
照
︒

(42
)



揭
�

(23
)
T
a
o
Jin
g
-
sh
e
n
,
o
p
.
cit.,
p
p
.4
2
-
4
5
.

(43
)

于
杰
・
于
光
度
﹃
金
中
都
﹄
北
京
出
版
社
︑
一
九
八
九
年
︒

(44
)

余
蔚
﹁
完
顏
亮
�
都
燕
京
與
金
,
-
北
境
危
機

︱
︱
�
都
O
涉
之
政
治
地
理
問

金國の正旦・��の儀禮と外國	�
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題
﹂﹃
�
1
哲
﹄
二
〇
一
三
年
五
t
︑
一
二
四
～
一
三
九
頁
︒

(45
)



揭
�

(15
)
井
黑
論
�
二
二
一
頁
︒

(46
)

毛
利
英
介
﹁
大
定
和
議
t
に
お
け
る
金
・
南
宋
閒
の
國
書
に
つ
い
て
﹂﹃
東
洋
1

硏
究
﹄
七
五
卷
三
號
︑
二
〇
一
六
年
︑
八
五
～
九
〇
頁
︒

(47
)



揭
�

(15
)
井
黑
論
�
二
一
九
～
二
八
頁
︒

(48
)

『遼
1
﹄
卷
五
一
︑
禮
志
四
︑
賓
儀
に
載
錄
さ
れ
る
各
國
の
儀
禮
を
參
照
︒

(49
)

樓
鑰
﹃
北
行
日
錄
﹄
卷
上

(﹃
攻
媿
集
﹄
卷
一
一
一
O
收
)︑
乾
¼
五
年
十
二
;
二

十
九
日
︑
范
成
大
﹃
攬
轡
錄
﹄
乾
¼
六
年
八
;

(九
;
)
戊
子
︑
周
煇
﹃
北
轅

錄
﹄
淳
熙
五
年
二
;
二
十
九
日
な
ど
を
參
照
︒

(50
)

金
成
奎
﹁
契
丹
의

國
信
	
가

宋
의

황
제
를

알
현
히
는

의
례
﹂﹃
歷
1
學
報
﹄

二
一
四
輯
︑
二
〇
一
二
年
︑
一
一
五
頁
︑


揭
�

(12
)
古
松
論
�
七
二
～
四
頁
︒

(51
)

『三
,
北
�
會
Ö
﹄
卷
二
四
五
︑
紹
興
三
十
一
年
十
一
;
二
十
八
日
O
引
范
成
大

﹃
攬
轡
錄
﹄
に
﹁
	
人
由
殿
下
東
行
︑
上
東
階
︑
却
轉
南
︑
繇
露
臺
北
行
入
殿
閾
︑

謂
之
欄
子
︒﹂
と
あ
り
︑
欄
內
は
こ
の
欄
子
の
內
側
で
︑
殿
上
の
皇
+
の
御
座
か

ら
も
っ
と
も
"
い
位
置
を
指
す
︒

(52
)



揭
182
頁
︒

(53
)

李
心
傳
﹃
円
炎
以
來
繫
年
I
錄
﹄
卷
一
八
四
︑
紹
興
三
十
年
二
;
乙
卯
︒

(54
)



揭
�

(26
)︒

(55
)

『遼
1
﹄
卷
五
一
︑
禮
志
四
︑
賓
儀
︒

(56
)



揭
182
頁
宋
之
才
﹁
	
金
賀
生
辰
L
復
命
表
﹂︒

(57
)

『遼
1
﹄
卷
五
一
︑
禮
志
四
︑
賓
儀
︑
高
麗
	
入
見
儀
︑
高
麗
	
,
辭
儀
︑
西
夏

國
&
奉
	
,
見
儀
︑
西
夏
	
,
辭
儀
︒

(58
)



�
︒

(59
)



揭
�

(25
)︒

(60
)

樓
鑰
﹃
北
行
日
錄
﹄
卷
下

(﹃
攻
媿
集
﹄
卷
一
一
二
O
收
)︑
乾
¼
六
年
正
;
一
日
︑

�
卓
﹃
	
金
錄
﹄
嘉
定
五
年
正
;
一
日
な
ど
︒

(61
)

『大
金
集
禮
﹄
卷
二
三
︑
�
�
︑
大
定
四
年
正
;
︑﹃
金
1
﹄
卷
六
︑
世
宗
本
紀
上
︑

大
定
四
年
正
;
戊
子
︒

(62
)

島
田
正
郞
﹃
遼
制
之
硏
究
﹄
中
澤
印
刷
︑
一
九
五
四
年
︑
六
九
四
頁
︒

(63
)

『大
Á
開
元
禮
﹄
卷
九
七
︑
嘉
禮
︑
皇
+
元
正
冬
至
T
羣
臣
,
賀
幷
會
︒
渡
邊
信

一
郞
﹃
天
空
の
玉
座

︱
︱
中
國
古
代
+
國
の
,
政
と
儀
禮
﹄
柏
書
 
︑
一
九
九

六
年
︑
一
六
三
～
九
頁
︒

(64
)



�
渡
邊
書
二
三
七
～
六
一
頁
︒

(65
)

『遼
1
﹄
卷
五
三
︑
禮
志
六
︑
嘉
儀
下
︑
皇
太
后
生
辰
,
賀
儀
︑
皇
+
生
辰
,
賀

儀
︒

(66
)

『金
1
﹄
卷
一
九
︑
世
紀
補
︑
顯
宗
紀
﹁
+
事
世
宗
︑
凡
¿
倖
西
京
・
涼
陘
︑
�

上
陵
・
祭
�
︑
謁
衍
慶
宮
︑
田
獵
觀
稼
︑
拜
天
射
柳
︑
未
嘗
去
左
右
︒
上
Å
事
于

圓
丘
︑
�
親
享
于
太
�
︑
則
行
亞
獻
禮
︑
不
親
祀
則
攝
行
祀
事
︒
國
Å
大
慶
則
9

百
官
上
表
賀
︒
正
旦
︑
萬
春
�
則
總
班
上
壽
︒
﹂

(67
)



揭
�

(30
)﹁
	
金
賀
生
辰
L
復
命
表
﹂﹁
(紹
興
十
五
年
正
;
)
十
七
日
︑
隨

班
入
賀
︑
班
首
太
傅
�
□
□
宗
弼
上
壽
訖
︑
同
百
官
升
殿
赴
坐
︑
酒
七
盞
罷
︑
歸

館
︒﹂

(68
)

こ
の
點
︑
つ
と
に
施
國
ð
が
﹃
金
1
詳
校
﹄
の
な
か
で
﹁
元
日
�
È
上
壽
儀

案

集
禮
︑
此
爲
今
減
定
拜
數
儀
︒
﹂
(卷
三
下
︑
卷
三
六

(禮
志
九
)
)
と
指
摘
し
て

い
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
︑
復
旦
大
學
の
陳
曉
洩
氏
の
示
敎
を
得
た
こ
と
︑
深
謝

し
た
い
︒

(69
)



揭
�

(60
)﹃
北
行
日
錄
﹄︒

(70
)

舞
踏
は
Á
代
の
元
會
儀
禮
中
に
も
み
ら
れ
︑
皇
+
の
恩
惠
に
た
い
し
︑
手
足
を
動

か
し
︑
臣
と
し
て
無
上
の
喜
び
を
表
現
す
る
O
作
を
指
す
︒


揭
�

(
63
)
渡
邊

書
一
七
〇
～
六
頁
︒

(71
)

錢
大
昕
﹃
潛
硏
堂
�
集
﹄
卷
二
八
︑
跋
大
金
集
禮
︒
�
"
の
硏
究
と
し
て
︑
任
�

彪
﹁︽
大
金
集
禮
︾
纂
修
怨
論

︱
︱
#
�
︽
四
庫
提
I
︾
形
成
之
個
案
分
析
﹂

﹃
國
學
硏
究
﹄
三
五
卷
︑
北
京
大
學
出
版
社
︑
二
〇
一
五
年
︒

(72
)

『大
金
集
禮
﹄
卷
三
九
︑
,
會
上
︑
元
日
稱
賀
儀
︑
�
�
稱
賀
儀

(い
ず
れ
も

﹁
今
減
定
拜
數
﹂
以
下
の
儀
�
の
記
事
)︒﹃
大
Á
開
元
禮
﹄
卷
九
七
︑
嘉
禮
︑
皇

+
元
正
冬
至
T
羣
臣
,
賀
幷
會
︑
皇
+
千
秋
�
御
樓
T
羣
臣
,
賀
︒
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(73
)

『遼
1
﹄
卷
五
三
︑
禮
志
六
︑
嘉
儀
下
︑
正
旦
,
賀
儀
︒

(74
)

儀
禮
の
內
容
に
つ
い
て
は
︑﹃
金
1
﹄
卷
二
九
︑
禮
志
二
︑
,
日
夕
;
儀
︑﹃
北
行

日
錄
﹄
卷
下
︑
乾
¼
六
年
正
;
一
日
參
照
︒
紙
幅
の
都
合
で
內
容
の
紹
介
は
省
略

す
る
︒

(75
)

『大
金
集
禮
﹄
卷
三
九
︑
,
會
︑
曲
宴
儀
︑﹃
金
1
﹄
卷
三
八
︑
禮
志
一
一
︑
曲
宴

儀
︑﹃
北
行
日
錄
﹄
卷
下
︑
乾
¼
六
年
正
;
三
日
な
ど
︒

(76
)



揭
�

(30
)
宋
之
才
﹁
	
金
賀
生
辰
L
復
命
表
﹂﹁
(紹
興
十
五
年
正
;
)
十
九

日
︑
赴
宴
︒
入
太
和
門
︑
隨
班
升
殿
赴
坐
︒
酒
五
行
︑
簪
花
︑
再
赴
坐
︒
酒
宴
禮

如


︒﹂

(77
)

宋
代
の
曲
宴
に
つ
い
て
は
︑
陳
峰
﹁
宋
太
祖
,
-
曲
宴
�
其
政
治
功
用
﹂﹃
歷
1

硏
究
﹄
二
〇
一
八
年
四
t
參
照
︒

(78
)



揭
�

(63
)
渡
邊
著
書
︑
二
〇
四
頁
︒

(79
)

宋
	
の
記
錄
を
參
照
す
れ
ば
︑
円
築
・
�
度
品
を
含
め
た
儀
禮
空
閒
や
列
席
者
︑

儀
仗
︑
さ
ら
に
は
儀
禮
に
た
い
す
る
宋
人
の
¥
識
な
ど
多
方
面
に
わ
た
る
詳
細
な

檢
討
が
可
能
で
あ
る
が
︑
紙
幅
の
都
合
で
別
の
機
會
に
讓
る
︒

(80
)

『金
1
﹄
で
確
¥
し
う
る
か
ぎ
り
︑
正
旦
・
�
�
の
,
賀
に
三
國
以
外
の
國
か
ら

の
	
者
が
參
加
し
よ
う
と
し
た
の
は
︑
貞
元
元
年

(一
一
五
三
)
正
旦
の
ウ
イ
グ

ル
が
唯
一
の
事
例
で
あ
る
︒﹃
金
1
﹄
卷
五
︑
海
陵
本
紀
︑
貞
元
元
年
正
;
辛
卯

朔
︑
同
書
卷
七
六
︑
兗
傳
︒

(81
)

賈
敬
顏
﹁
從
金
,
-
北
征
︑
界
壕
︑
榷
場
和
宴
賜
看
蒙
古
-
興
D
﹂
﹃
元
1
�
北

方
民
族
1
硏
究
集
刊
﹄
九
t
︑
一
九
八
五
年
︑
�
尼
娜
﹁
金
,
與
北
方
¤
牧
部
落

-
羈
縻
關
係
﹂﹃
吉
林
大
學
社
會
科
學
學
報
﹄
五
六
卷
一
號
︑
二
〇
一
六
年
︒

〔
附
記
︺

本
硏
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
硏
費

JP
1
8
K
0
0
9
9
5
の
助
成
を
T
け
た
︒
な
お
本
稿
は
︑

第
一
八
囘
遼
金
西
夏
1
硏
究
會
大
會

(二
〇
一
八
年
三
;
一
八
日
︑
早
稻
田
大

學
)︑
〝
10
至
13
世
紀
不
同
政
權
閒
信
息
液
�
�
其
政
治
功
能
〟
工
作
坊

(二
〇
一

八
年
一
〇
;
二
〇
日
︑
北
京
大
學
)
に
お
い
て
お
こ
な
っ
た
口
頭
發
表
を
ふ
ま
え

て
改
訂
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
︒
會
議
の
席
上
で
コ
メ
ン
ト
を
寄
せ
て
下
さ
っ
た

各
位
に
感
謝
申
し
上
げ
た
い
︒

金國の正旦・��の儀禮と外國	�
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