
135

真宗総合研究所研究紀要　第31号

隋
唐
時
代
に
お
け
る
道
教
・
仏
教
と
国
家
祭
祀

─
皇
帝
の
図
像
と
宗
教
祭
祀
を
中
心
に
─

雷　

聞　

著

浅
見
直
一
郎 

訳

　
訳
者
は
し
が
き

　

本
稿
は
︑
雷
聞
著
﹃
郊
廟
之
外—

隋
唐
国
家
祭
祀
与
宗
教
﹄︵
北
京　

生
活
・
読
書
・
新
知
三
聯
書
店　

二
〇
〇
九
年
九
月
︶
の
抄
訳
で
あ
る
︒
原

著
の
本
文
は
導
言
︑
全
四
章
一
一
節
の
本
論
︑
お
よ
び
結
論
か
ら
成
る
が
︑
こ
こ
で
は
そ
の
中
か
ら
﹁
第
二
章　

道
教
︑
仏
教
与
国
家
祭
祀
﹂

の
前
半
︑﹁
第
一
節　

皇
帝
図
像
与
宗
教
祭
祀
﹂
の
部
分
を
翻
訳
し
た
︒
頁
数
で
見
れ
ば
全
体
の
一
割
弱
に
あ
た
る
︒
な
お
本
稿
の
題
名
は
︑

原
著
の
章
・
節
の
タ
イ
ト
ル
を
も
と
に
訳
者
が
付
し
た
︒

　

雷
聞
氏
は
一
九
七
二
年
生
ま
れ
で
︑
現
在
は
中
国
社
会
科
学
院
歴
史
研
究
所
の
研
究
員
で
あ
る
︒
大
谷
大
学
真
宗
総
合
研
究
所
は
︑
二
〇

一
〇
年
以
来
︑
歴
史
研
究
所
と
学
術
交
流
協
定
を
結
ん
で
い
る
︒
訳
者
は
そ
の
御
縁
で
雷
聞
氏
と
そ
の
著
書
を
知
り
︑
中
国
史
の
専
門
家
に

限
ら
ず
︑
幅
広
い
分
野
の
研
究
者
に
参
照
さ
れ
る
べ
き
内
容
を
含
ん
で
い
る
と
考
え
︑
日
本
語
訳
と
い
う
形
で
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
︒

　

翻
訳
に
あ
た
っ
て
︑
次
の
よ
う
な
変
更
を
お
こ
な
っ
た
︒
原
著
者
な
ら
び
に
読
者
の
御
海
容
を
乞
う
次
第
で
あ
る
︒

　

一
︑
原
著
の
横
組
を
縦
組
に
改
め
た
︒
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二
︑
原
著
は
頁
ご
と
に
豊
富
な
脚
注
が
つ
い
て
い
る
が
︑
訳
文
で
は
︑
ス
ペ
ー
ス
の
都
合
上
︑
史
料
の
出
典
を
示
す
注
は
本
文
中
に
組
み

込
み
︑
先
行
研
究
を
示
す
注
は
︑
本
文
中
に
言
及
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
け
を
最
後
に
一
括
し
て
掲
げ
︑
そ
の
他
は
割
愛
し
た
︒

　

三
︑
原
著
で
引
用
さ
れ
て
い
る
史
料
は
︑
訳
者
に
お
い
て
訓
読
し
︑
書
き
下
し
文
に
改
め
た
︒
訓
読
に
は
解
釈
が
入
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
︑

こ
の
点
に
つ
い
て
の
責
任
は
訳
者
に
あ
る
︒
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は
じ
め
に

　

中
国
史
上
︑
漢
か
ら
唐
に
至
る
時
期
に
︑
社
会
に
起
こ
っ
た
重
大
な
変
化
の
一
つ
が
︑
宗
教
の
勃
興
で
あ
る
︒
仏
教
と
道
教
が
大
い
に
発

展
し
︑
こ
の
時
期
の
歴
史
の
発
展
に
深
い
影
響
を
与
え
た
だ
け
で
な
く
︑
儒
教
理
論
を
基
礎
と
す
る
国
家
祭
祀
の
上
に
も
そ
の
烙
印
を
記
し

た
︒
そ
れ
と
同
時
に
︑
国
家
祭
祀
は
宗
教
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
た
こ
と
で
︑
民
衆
と
意
思
を
疎
通
す
る
可
能
性
を
得
た
︒
た
と
え
︑D

avid 

M

1

cM
ullen

が
説
く
よ
う
に
︑
唐
代
の
国
家
儀
礼
の
特
色
が
そ
の
実
践
性
に
あ
り
︑
国
家
儀
礼
と
仏
・
道
二
教
お
よ
び
各
種
の
民
間
信
仰
と

の
関
係
に
対
し
て
唐
代
の
人
が
ほ
と
ん
ど
理
論
的
な
探
討
を
お
こ
な
わ
な
か
っ
た
と
し
て
も
︑
こ
の
現
象
自
体
は
非
常
に
注
意
す
べ
き
も
の

で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
本
章
で
は
二
つ
の
具
体
的
な
側
面2

か
ら
︑
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
︒

　

郊
廟
の
礼
制
は
︑
前
漢
末
以
来
の
国
家
祭
祀
の
中
で
儒
家
化
が
か
な
り
徹
底
し
た
部
分
で
あ
る
︒
儒
家
の
理
論
の
中
で
は
︑
宗
廟
祭
祀
の

対
象
は
木も

く

主し
ゅ

で
あ
る
︒
王
充
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
︒

　
﹁
礼
と
し
て
︑
宗
廟
に
入
る
に
︑
主
意
す
る
所
無
く
︑
尺
二
寸
の
木
を
斬
り
︑
こ
れ
を
名
づ
け
て
主
と
い
う
︒
主
は
こ
れ
に
心
事
し
︑

人
像
と
為
さ
ず
︒
︙
︙
神
は
荒
忽
と
し
て
形
無
く
︑
出
入
す
る
に
門
な
し
︑
故
に
こ
れ
を
神
と
い
う
︒
今
形
像
を
作
る
は
︑
礼
と
相
違

す
︒
神
の
実
を
失
い
︑
も
と
よ
り
そ
の
非
な
る
を
知
る
︒﹂︵﹃
論
衡
﹄
巻
二
五　

解
除
篇
︶

唐
代
の
法
典
と
礼
典
の
中
で
︑
宗
廟
祭
祀
は
儒
家
の
理
論
を
出
発
点
と
し
て
い
る
︒
た
と
え
ば
︑﹃
唐
律
疏
議
﹄
巻
一
﹁
謀
毀
宗
廟
・
山
陵
及

宮
闕
﹂
条
の
疏
議
に
い
う
︒﹁
宗
と
は
尊
な
り
︒
廟
と
は
貌
な
り
︒
木
を
刻
し
て
主
と
為
し
︑
尊
容
を
敬
象
す
︒
こ
れ
を
宮
室
に
置
き
て
︑
時

を
以
て
祭
享
す
︒
故
に
宗
廟
と
い
う
︒﹂
こ
こ
で
言
う
﹁
木
を
刻
し
て
主
と
為
し
︑
尊
容
を
敬
象
す
﹂
と
は
︑
即
ち
木
主
を
以
て
尊
者
の
貌
を

象
徴
す
る
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
唐
代
︑
法
典
上
で
は
宗
廟
祭
祀
の
対
象
が
依
然
と
し
て
木
主
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
︒

　

し
か
し
︑
隋
唐
時
期
の
宗
廟
祭
祀
の
実
践
に
お
い
て
は
︑
偶
像
崇
拝
の
色
彩
が
非
常
に
濃
厚
で
あ
っ
た
︒
各
種
の
図
像
が
そ
の
中
で
重
要

な
役
割
を
演
じ
て
い
た
︒
こ
の
情
況
は
宋
代
に
な
る
と
さ
ら
に
一
般
的
に
な
っ
た
︒Patricia E

3

brey

女
史
は
︑
か
つ
て
宋
代
の
宗
廟
儀
礼
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中
の
図
像
問
題
を
研
究
し
た
専
論
を
発
表
し
︑
大
い
に
人
々
を
啓
発
し
た
︒
し
か
し
女
史
は
こ
れ
を
宋
朝
に
な
っ
て
新
た
に
出
現
し
た
現
象

と
み
な
し
︑﹁
唐
朝
の
皇
帝
が
︑
そ
の
先
祖
の
図
像
の
前
で
献
祭
し
た
こ
と
を
示
す
い
か
な
る
証
拠
も
な
い
﹂
と
述
べ
た
︒
我
々
は
︑
こ
の
結

論
は
唐
朝
の
実
際
と
符
合
し
な
い
と
考
え
る
︒
事
実
︑
肖
像
画
・
塑
像
な
ど
︑
祖
先
の
図
像
の
前
で
献
祭
す
る
こ
と
は
唐
朝
に
流
行
し
た
一

種
の
習
慣
で
あ
り
︑
皇
室
も
ま
た
例
外
で
は
な
い
︒
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
︑
こ
れ
ら
の
図
像
は
通
常
仏
寺
・
道
観
の
中
で
供
奉
さ
れ
た
の

で
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
祭
祀
方
式
が
組
織
宗
教
と
た
が
い
に
結
合
し
︑
長
安
か
ら
地
方
ま
で
︑
官
民
祭
祀
の
崇
拝
の
対
象
と
な
っ
た
の
で

あ
る
︒
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
大
村
西
崖
が
﹃
支
那
美
術
史
彫
塑
篇4

﹄
で
簡
単
に
論
及
し
︑Edw

ard S

5

chafer

に
も
唐
代
皇
帝
の
図
像

を
研
究
し
た
短
文
が
一
篇
あ
る
が
︑
そ
の
宗
教
性
の
含
義
に
つ
い
て
は
注
意
を
払
っ
て
い
な
い
︒
那
波
利
貞6

は
︑
皇
帝
の
誕
生
日
と
国
忌
日

に
寺
観
が
行
香
な
ど
を
行
な
っ
た
現
象
を
研
究
し
た
際
︑
附
帯
し
て
唐
代
皇
帝
の
銅
像
の
建
設
に
つ
い
て
検
討
し
︑
こ
れ
ら
の
要
素
が
開

元
・
天
宝
の
際
の
君
主
独
裁
の
発
展
を
反
映
し
た
も
の
だ
と
認
め
た
が
︑
し
か
し
那
波
が
挙
げ
た
材
料
は
ご
く
少
な
く
︑
ま
た
誤
解
し
て
い

る
箇
所
も
か
な
り
あ
る
︒
最
近
︑
柳
楊7

は
唐
代
の
道
教
芸
術
と
皇
室
の
賛
助
を
研
究
し
た
文
章
の
中
で
︑
皇
帝
の
図
像
が
道
観
に
置
か
れ
た

現
象
に
注
意
し
︑
こ
の
こ
と
が
唐
代
の
道
教
芸
術
の
変
革
を
大
い
に
促
進
し
た
︑
と
認
め
て
い
る
︒
た
だ
︑
論
旨
の
制
約
上
︑
柳
楊
は
仏
寺

が
皇
帝
の
図
像
を
供
奉
し
た
現
象
な
ど
︑
関
連
す
る
多
く
の
問
題
に
つ
い
て
は
関
心
を
も
っ
て
お
ら
ず
︑
材
料
の
点
に
お
い
て
充
実
す
べ
き

余
地
が
か
な
り
あ
る
︒
そ
の
ほ
か
︑
肥
田
路
美8

も
ま
た
唐
代
皇
帝
の
雕
像
を
研
究
し
た
が
︑
そ
の
主
た
る
着
眼
点
は
い
わ
ゆ
る
﹁
等
身
の
仏

像
﹂
を
制
作
し
た
意
図
を
検
討
す
る
こ
と
に
あ
り
︑
真
正
の
皇
帝
図
像
と
︑
図
像
と
宗
廟
祭
祀
の
関
係
な
ど
の
問
題
に
対
し
て
は
︑
ほ
と
ん

ど
論
及
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
我
々
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
細
か
い
分
析
を
全
面
的
に
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

一　

図
像
と
祭
祀

　

儒
家
が
死
者
の
霊
魂
を
祭
る
と
き
は
神し
ん

主し
ゅ

を
対
象
と
す
る
の
が
伝
統
で
あ
る
が
︑
し
か
し
図
像
を
奉
祀
す
る
こ
と
も
古
く
か
ら
民
間
の
習

俗
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い
て
︑
す
で
に
漢
代
に
は
そ
の
先
例
が
あ
る
︒
た
と
え
ば
﹃
初
学
記
﹄
巻
一
七
﹁
陳
紀
画
像　

丁
蘭
図
形
﹂
の
条
に
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は
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
︒

﹃
海
内
先
賢
伝
﹄
に
曰
く
﹁
陳
寔
の
子
︑
故
大
鴻
臚
紀
︑
字
は
元
方
︑
至
徳
俗
を
絶
し
︑
才
達
人
を
過
ぐ
る
有
り
︒
烝
烝
と
色
養
し
︑
左

右
を
離
れ
ず
︒
豫
州
刺
史
そ
の
至
行
を
嘉
し
︑
表
し
て
尚
書
に
上
し
︑
百
城
に
図
像
し
︑
も
っ
て
風
俗
を
厲み

が

く
﹂
と
︒

孫
盛
の
﹃
逸
人
伝
﹄
に
曰
く
﹁
丁
蘭
は
河
内
の
人
な
り
︒
少
く
し
て
考
妣
を
喪
い
︑
供
養
に
及
ば
ず
︒
乃
ち
木
を
刻
み
て
人
と
為
し
︑
親

形
を
髣
髴
と
せ
し
め
︑
こ
れ
に
事
え
る
こ
と
生
き
る
が
若ご

と

く
︑
朝
夕
定
省
す
︒
そ
の
後
︑
隣
人
張
叔
の
妻
︑
蘭
の
妻
よ
り
借
り
ん
と
す

る
と
こ
ろ
あ
る
に
︑
妻
跪ひ

ざ
ま
ずき
て
木
人
に
報
ず
れ
ば
︑
木
人
悦
ば
ず
︑
以
て
こ
れ
に
借
さ
ず
︒
叔
酔
い
︑
疾
来
し
て
木
人
を
誶
罵
し
︑
杖

を
以
て
そ
の
頭
を
敲
く
︒
蘭
還
り
︑
木
人
の
色
懌よ

ろ
こば
ざ
る
を
見
︑
乃
ち
そ
の
妻
に
問
う
︒
妻
具つ
ぶ
さに
も
っ
て
こ
れ
に
告
ぐ
る
に
︑
即
ち
剣

を
奮
い
て
張
叔
を
殺
す
︒
吏　

蘭
を
捕
ら
え
︑
蘭　

木
人
に
辞
し
て
去
る
︒
木
人　

蘭
を
見
︑
こ
れ
が
為
に
涙
を
垂
る
︒
郡
県
そ
の
至

孝
の
神
明
に
通
ず
る
を
嘉
し
︑
そ
の
形
像
を
雲
臺
に
図
く
な
り
﹂
と
︒

　

豫
州
刺
史
が
陳
紀
の
画
像
を
各
地
に
頒
布
し
た
の
は
風
俗
を
戒
励
す
る
た
め
で
あ
り
︑
丁
蘭
が
木
を
刻
ん
で
母
親
の
姿
を
作
っ
た
の
は
純

粋
に
祭
祀
の
目
的
か
ら
出
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
北
朝
に
な
る
と
︑
民
衆
は
人
々
に
慕
わ
れ
た
地
方
官
の
た
め
に
塑
像
を
作
る
よ
う
に
な
る
︒

た
と
え
ば
︑
北
魏
の
と
き
︑
光
州
刺
史
の
崔
挺
は
善
政
を
お
こ
な
っ
て
い
た
が
︑
彼
が
亡
く
な
る
と
︑﹁
光
州
の
故
吏
︑
凶
問
を
聞
き
て
悲
感

せ
ざ
る
な
く
︑
共
に
八
尺
の
銅
像
を
城
東
の
広
因
寺
に
鋳
︑
八
関
斎
を
起
し
て
冥
福
を
追
奉
す
︒
そ
の
遺
愛
せ
ら
る
こ
と
︑
か
く
の
若
し
﹂

︵﹃
魏
書
﹄
巻
五
七 

崔
挺
伝
︶︒
ま
た
︑
劉
道
斌
は
恒
農
太
守
に
任
ぜ
ら
れ
る
と
︑﹁
学
館
を
修
立
し
︑
孔
子
の
廟
堂
を
建
て
︑
形
像
を
図
画
す
︒

郡
を
去
る
の
後
︑
民
は
故
に
こ
れ
を
追
思
し
︑
乃
ち
復
た
道
斌
の
形
を
孔
子
像
の
西
に
画
き
て
こ
れ
に
拝
謁
す
﹂︵﹃
魏
書
﹄
巻
七
九 

劉
道
斌
伝
︶︒

こ
こ
で
注
意
に
値
す
る
の
は
︑
光
州
の
故
吏
が
崔
挺
の
た
め
に
鋳
造
し
た
銅
像
は
仏
寺
の
中
に
立
て
ら
れ
︑
追
善
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
の
に
対
し
︑
恒
農
の
人
々
が
劉
道
斌
の
た
め
に
描
い
た
図
像
は
孔
子
廟
の
中
に
あ
り
︑
道
斌
は
当
時
な
お
存
命
だ
っ
た
の
だ
か
ら
︑
彼

を
拝
謁
し
追
慕
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
︑
と
い
う
点
で
あ
る
︒
図
像
の
前
で
先
人
や
良
吏
を
祀
る
こ
と
は
︑
す
で
に
漢
魏
以
来
一
種
の

風
俗
と
な
っ
て
い
た
が
︑
こ
の
風
俗
は
皇
室
の
宗
廟
祭
祀
の
方
法
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
さ
え
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
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現
在
ま
で
に
知
ら
れ
て
い
る
材
料
か
ら
判
断
す
る
限
り
︑
太
廟
中
に
先
帝
の
図
像
を
設
置
す
る
の
は
︑
劉
宋
の
前
廃
帝
劉
子
業
の
時
期
に

最
初
に
あ
ら
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
︒﹃
魏
書
﹄
巻
九
七 

島
夷
劉
裕
伝
に
は
︑
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
︒﹁
子
業
み
な
廟
を
し
て
別わ

け
て

そ
の
祖
・
父
の
形
像
を
画
か
し
む
︒
か
つ
て
裕
の
廟
に
入
る
に
︑
裕
の
像
を
差
し
て
曰
く
﹃
此か

渠れ

は
大
英
雄
な
り
︒
数
々
の
天
子
を
生
擒
す
﹄

と
︒
次
に
義
隆
の
廟
に
入
り
︑
義
隆
の
像
を
指
し
て
曰
く
﹃
此
渠
も
ま
た
悪
か
ら
ず
︑
た
だ
暮
年
中
︑
児
に
頭
を
斫
去
さ
る
る
を
免
れ
ず
﹄

と
︒
次
に
そ
の
父
駿
の
廟
に
入
り
︑
駿
の
像
を
指
し
て
曰
く
﹃
此
渠
は
大
い
に
色
を
好
み
︑
尊
卑
を
択
ば
ず
﹄
と
︒
顧
り
み
て
左
右
に
謂
い

て
曰
く
﹃
渠
は
大
齄
鼻
な
り
︑
如
何
ぞ
こ
れ
を
齄
と
せ
ざ
ら
ん
﹄
と
︒
即
ち
画
工
を
し
て
駿
像
の
鼻
を
齄
と
せ
し
む
︒﹂
こ
の
劉
駿
と
は
劉
子

業
の
父
の
孝
武
帝
で
あ
る
︒
劉
子
業
が
画
工
に
父
の
図
像
を
改
修
さ
せ
た
こ
と
か
ら
み
て
︑
明
ら
か
に
︑
太
廟
中
の
画
像
は
歴
代
皇
帝
の
体

貌
の
特
徴
を
十
分
に
表
現
し
て
い
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
﹃
南
史
﹄
巻
八 

梁
本
紀
下
の
記
載
に
よ
る
と
︑
梁
の
元
帝

は
﹁
始
め
文
宣
太
后
の
憂
に
居
る
に
︑
丁
蘭
に
依
り
て
木
母
を
作
る
︒
武
帝
の
崩
ず
る
に
及
び
︑
喪
を
秘
し
て
年
を
逾
し
︑
乃
ち
凶
問
を
発

し
︑
方
に
檀
を
刻
し
て
像
を
為つ

く

り
︑
百
福
殿
内
に
置
き
て
︑
こ
れ
に
事
え
る
こ
と
甚
だ
謹
む
︒
朝
夕
に
蔬
食
を
進
め
︑
動
静
必
ず
啓
聞
す
︒

そ
の
虚
矯
を
迹あ

と
おう

こ
と
此
の
如
し
︒﹂
梁
の
元
帝
は
木
を
彫
刻
し
て
父
母
の
像
を
造
り
︑
宮
中
に
供
奉
し
た
の
で
あ
っ
た
が
︑
こ
れ
は
太
廟
の

祭
祀
体
系
と
は
別
に
︑
先
代
の
皇
帝
・
皇
后
を
記
念
す
る
新
た
な
道
筋
を
開
い
た
も
の
で
あ
る
︒

　

北
周
の
宗
廟
の
中
で
も
︑
歴
代
皇
帝
の
図
像
が
祀
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒﹃
続
高
僧
伝
﹄
巻
八 

隋
京
師
浄
影
寺
釈
慧
遠
伝
︵
大
正
蔵
五

〇
┣
四
九
〇
︶
の
記
載
に
よ
る
と
︑
北
周
の
武
帝
は
北
斉
を
平
定
し
た
後
︑
北
斉
領
内
の
高
僧
大
徳
た
ち
を
招
い
て
廃
教
の
こ
と
を
暁
諭
し
た
︒

﹁
且
つ
真
仏
は
無
像
な
る
よ
り
︑
則
ち
太
虚
に
在
り
て
遥
敬
し
て
心
を
表
せ
ん
︒
仏
経
は
広
嘆
に
し
て
図
塔
の
崇
麗
な
る
有
り
︑
こ
れ
を
造

れ
ば
福
を
致
す
と
す
︒
こ
れ
実
に
情
無
し
︑
何
ぞ
能
く
恩
恵
あ
ら
ん
︒
愚
民
嚮
信
し
︑
珍
材
を
傾
竭
し
︑
広
く
寺
塔
を
興
す
︒
既
に
虚
し
く

費
を
引
き
︑
以
て
留
む
る
に
足
ら
ず
︒
凡
そ
是
の
経
像
︑
尽
く
皆
廃
滅
せ
よ
︒﹂
慧
遠
は
こ
れ
に
反
駁
し
て
言
う
︒﹁
も
し
形
像
に
情
無
く
︑

こ
れ
に
事
え
る
も
福
無
き
を
以
て
︑
故
に
須
ら
く
廃
す
べ
し
と
せ
ば
︑
国
家
の
七
廟
の
像
︑
豈
こ
れ
情
有
り
て
妄
り
に
相
い
尊
事
せ
ん
や
︒﹂

武
帝
は
混
乱
し
て
し
ま
っ
て
﹁
七
廟
は
上
代
の
立
つ
る
所
︑
朕
も
ま
た
以
て
是
と
為
さ
ず
︒
将
に
同
じ
く
こ
れ
を
廃
せ
ん
と
す
﹂
と
答
え
る
︒
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慧
遠
は
ま
た
反
駁
し
て
︑﹁
ま
た
七
廟
以
て
を
非
と
為
し
︑
将
に
廃
せ
ん
と
欲
せ
ば
︑
則
ち
こ
れ
祖
考
を
尊
ば
ざ
る
な
り
︒
祖
考
を
尊
ば
ざ
れ

ば
則
ち
昭
穆
序
を
失
う
︒
昭
穆
序
を
失
え
ば
則
ち
五
経
は
用
い
る
無
し
︒
前
に
儒
教
を
存
す
︑
そ
の
義
い
ず
く
に
か
在
る
︒
若
し
爾
ら
ば
則

ち
三
教
は
同
じ
く
廃
す
︒
何
を
も
っ
て
国
を
治
め
ん
︒﹂
こ
の
問
答
は
非
常
に
お
も
し
ろ
い
︒
慧
遠
の
た
く
み
な
弁
論
に
︑
武
帝
は
い
さ
さ
か

進
退
窮
ま
っ
て
い
る
︒
も
と
も
と
慧
遠
は
︑
た
だ
国
家
の
宗
廟
に
祀
っ
て
い
る
七
廟
の
像
を
反
証
と
し
て
仏
像
の
存
在
意
義
を
説
明
し
よ
う

と
し
た
だ
け
で
︑
廟
制
度
自
体
を
否
定
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
が
︑
武
帝
が
う
っ
か
り
廃
廟
と
い
う
言
葉
を
口
に
し
た
の
で
︑
ま

た
慧
遠
に
急
所
を
衝
か
れ
︑
痛
切
な
反
駁
を
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒
明
ら
か
に
北
周
の
宗
廟
に
は
先
祖
の
﹁
像
﹂
が
祀
っ
て
あ
っ
た
の
で
︑

こ
れ
は
武
帝
が
否
認
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
︒

　

我
々
が
第
一
章
で
指
摘
し
た
よ
う
に9

︑
唐
代
で
は
︑
先
聖
孔
子
︑
先
代
の
帝
王
︑
及
び
岳
瀆
神
・
風
伯
・
雨
師
な
ど
多
く
の
自
然
神
の
祭

祀
に
︑
す
べ
て
偶
像
崇
拝
と
い
う
方
法
を
採
用
し
て
い
た
︒
そ
の
た
め
︑
図
像
と
祭
祀
の
関
係
は
さ
ら
に
緊
密
の
度
を
加
え
た
の
で
あ
る
︒

﹃
旧
唐
書
﹄
巻
七
六 

太
宗
諸
子 

恒
山
王
承
乾
伝
に
﹁
太
常
に
楽
人
あ
り
︑
年
は
十
余
歳
︑
姿
容
美
に
し
て
歌
舞
を
善
く
す
︒
承
乾
特
に
寵

幸
を
加
え
︑
号
し
て
称
心
と
い
う
︒
太
宗
知
り
て
大
い
に
怒
り
︑
称
心
を
収
め
て
こ
れ
を
殺
す
︒
称
心
に
坐
し
て
死
す
者
ま
た
数
人
︒
承
乾
︑

泰
そ
の
事
を
告
訐
す
と
意
い
︑
怨
心
い
よ
い
よ
甚
だ
し
︒
称
心
を
痛
悼
し
て
や
ま
ず
︑
宮
中
に
室
を
構
え
て
そ
の
形
像
を
立
て
︑
偶
人
・
車

馬
を
前
に
列
し
︑
宮
人
を
し
て
朝
暮
に
奠
祭
せ
し
む
︒
承
乾
し
ば
し
ば
そ
の
処
に
至
り
︑
徘
徊
流
涕
す
︒﹂
承
乾
が
東
宮
で
称
心
を
祭
っ
た
方

法
は
﹁
そ
の
形
像
を
立
て
る
﹂
こ
と
で
あ
っ
た
︒
玄
宗
の
時
に
な
る
と
︑
こ
の
風
潮
は
ま
す
ま
す
盛
ん
に
な
っ
た
︒
た
と
え
ば
︑
天
宝
四
載

︵
七
四
五
︶
三
月
︑﹁
陳
留
郡
封
丘
の
人
楊
嵩
珪
の
母
亡
く
な
り
︑
土
を
負
い
て
坟
を
成
し
︑
居
る
所
に
別
に
霊
机
を
立
て
︑
父
母
の
形
貌
を

画
き
︑
享
祀
す
る
こ
と
十
有
余
載
﹂︵﹃
冊
府
元
亀
﹄
巻
一
三
九 

帝
王
部
旌
表
三
︶︒
同
年
四
月
﹁
冀
州
の
人
燕
遺
倩
す
で
に
孤
と
な
り
︑
堂
中
に

木
を
刻
み
て
父
母
の
形
象
を
為
り
︑
帷
帳
衣
服
を
施
す
こ
と
存
す
る
が
如
く
し
︑
朝
夕
に
奠
祭
す
︒
郷
閭
甚
だ
こ
れ
を
敬
異
す
﹂︵
同
前
︶︒
政

治
上
顕
著
な
治
績
を
あ
げ
た
官
員
の
場
合
︑
そ
の
図
像
は
常
に
民
衆
の
供
養
祭
祀
の
対
象
と
な
っ
た
︒
例
え
ば
︑﹁
姚
元
崇
宰
相
と
な
り
︑
国

を
憂
え
る
こ
と
家
の
如
く
︑
民
を
愛
す
る
こ
と
子
の
如
し
︒
未
だ
か
つ
て
喜
怒
を
私
せ
ず
︑
た
だ
忠
孝
を
以
て
意
と
為
す
︒
四
方
の
民
︑
皆
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元
崇
の
真
を
画
が
き
て
こ
れ
に
神
事
し
︑
こ
れ
に
福
あ
ら
ん
こ
と
を
求
む
﹂︵﹃
開
元
天
宝
遺
事
﹄
巻
上 

四
方
神
事
条
︶︒
こ
こ
で
︑
姚
崇
の
画
像

は
民
衆
が
幸
福
を
祈
っ
て
祭
る
対
象
に
な
っ
て
い
る
︒
中
唐
の
時
︑
韋
皋
が
死
ん
だ
後
︑﹁
蜀
人
こ
れ
を
徳
と
し
︑
そ
の
遺
象
を
見
れ
ば
必
ず

拝
す
︒
凡
そ
刻
石
で
皋
の
名
を
著
す
も
の
は
︑
皆
そ
の
文
を
鑱
し
︑
尊
び
て
こ
れ
を
諱
む
﹂︵﹃
新
唐
書
﹄
巻
一
五
八 

韋
皋
伝
︶︒
こ
れ
は
一
層
恭

敬
の
度
が
深
ま
っ
て
い
る
︒

　

唐
代
で
は
︑
太
廟
の
中
に
先
帝
の
図
像
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
︑
史
に
明
文
が
な
い
︒
し
か
し
︑
開
元
八
年
︵
七
二
〇
︶
城
門
郎
独
孤
晏

の
上
奏
に
︑﹁
伏
し
て
見
る
に
︑
聖
上
は
別
殿
に
太
宗
・
高
宗
・
睿
宗
の
聖
容
を
安
置
し
︑
毎
日
侵
早
に
服
を
具
し
て
朝
謁
す
︒
昔
︑
周
公
は

文
王
を
明
堂
に
宗
祀
し
︑
以
て
上
帝
に
配
す
︒
蓋
し
有
国
の
常
祀
な
り
︒
聖
上
の
朝
夕
に
粛
恭
す
る
は
︑
こ
れ
周
公
を
過
ぐ
る
こ
と
遠
し
﹂

︵﹃
冊
府
元
亀
﹄
巻
三
七 

帝
王
部
頌
徳
︶
と
あ
っ
て
︑
開
元
年
間
に
大
明
宮
の
別
殿
に
数
体
の
先
帝
の
聖
容
︵
肖
像
画
で
あ
っ
た
可
能
性
が
大
き
い
︶

が
祀
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
一
方
で
は
梁
の
元
帝
が
父
母
を
祀
っ
て
い
た
方
法
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
り
︑
他
方

で
は
︑
宋
朝
の
神
御
殿
の
制
度
の
起
こ
り
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
れ
ら
の
史
料
がEbrey

の
重
視
す
る
と
こ
ろ
と
な
ら
な
か
っ
た
の

は
残
念
な
こ
と
で
あ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
祭
祀
の
方
法
に
つ
い
て
︑
唐
代
の
人
は
悪
い
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
が
︑
か
え
っ
て
後
世
の
儒

者
か
ら
非
難
を
受
け
た
︒
顧
炎
武
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
﹁
こ
れ
今
日
の
奉
先
殿
の
こ
こ
よ
り
立
つ
る
所
な
り
︒
宗
廟
の
礼
は
︑
人
臣
あ
え

て
軽
議
す
べ
か
ら
ず
︒
然
る
に
︑
窃
か
に
お
も
う
に
︑
両
廟
二
主
は
厳
敬
の
義
に
非
ず
︒
蓋
し
﹃
唐
書
﹄
の
い
わ
ゆ
る
王
璵
は
生
に
縁
り
て

亡
き
に
事
う
︵
韋
彤
伝
︶︑
未
だ
神
人
の
道
を
察
せ
ざ
ら
ん
か
﹂
と
論
じ
た
︵﹃
日
知
録
集
釈
﹄
巻
一
四 

御
容
︶︒

　

宮
廷
の
外
で
は
さ
ら
に
顕
著
な
例
と
し
て
昭
武
廟
が
あ
る
︒
唐
の
太
宗
が
竇
建
徳
を
大
破
し
た
汜
水
の
虎
牢
関
に
は
高
祖
・
太
宗
の
塑
像

が
立
て
ら
れ
て
い
た
が
︑
武
宗
の
会
昌
五
年
︵
八
四
五
︶
に
は
重
建
が
な
さ
れ
︑﹁
昭
武
廟
﹂
と
名
付
け
ら
れ
た
︒﹃
冊
府
元
亀
﹄
に
よ
る
と
︑

会
昌
五
年
十
月
︑
中
書
が
上
奏
し
て
言
う
︑﹁
汜
水
武
牢
関
は
︑
太
宗
の
王
世
充
・
竇
建
徳
を
擒
う
る
地
な
り
︒
関
城
の
東
峰
に
二
聖
の
塑
像

あ
り
て
︑
一
堂
の
内
に
在
り
︒
伏
し
て
以
う
に
山
河
は
旧
の
如
く
︑
城
塁
は
猶
お
存
し
︑
威
霊
は
み
な
軒
台
に
畏
れ
︑
風
雲
は
凝
り
て
豊
沛

に
還
る
︒
誠
に
百
代
の
厳
奉
︑
万
邦
の
瞻
る
所
に
宜
し
︒
西
漢
の
故
事
に
︑
祖
宗
の
か
つ
て
行
幸
せ
る
所
は
︑
み
な
郡
国
を
し
て
廟
を
立
て
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し
む
︒
今
︑
定
覚
寺
は
例
と
し
て
合
に
毀
拆
す
べ
き
に
縁
り
︑
望
む
ら
く
は
寺
中
の
大
殿
の
材
木
を
取
り
︑
東
峰
に
改
め
て
一
殿
を
造
り
︑

四
面
に
兼
ね
て
宮
監
を
置
か
ん
︒
伏
し
て
望
む
ら
く
号
し
て
昭
武
廟
と
為
し
︑
以
て
聖
祖
武
功
の
盛
を
昭
ら
か
に
せ
ん
︒
望
む
ら
く
は
孟
懐

節
度
使
に
委
ね
︑
干
事
判
官
一
人
を
差
し
て
修
建
を
勾
当
せ
し
め
よ
︒
然
し
て
聖
像
頗
る
既
に
故
暗
な
れ
ば
︑
望
む
ら
く
は
李
石
を
し
て
東

都
に
て
絶
好
の
画
手
を
揀
び
︑
就
き
て
厳
飾
を
加
え
よ
︒
初
め
て
功
を
興
す
の
日
︑
望
む
ら
く
は
東
都
を
し
て
分
司
の
郎
官
一
人
を
差
し
て

薦
告
せ
し
め
︑
畢
る
の
日
︑
別
に
官
を
差
し
て
展
敬
せ
し
め
よ
﹂︵
巻
三
一 

帝
王
部
奉
先
︶︒
武
宗
が
昭
武
廟
を
修
建
し
た
の
は
︑
前
漢
の
郡
国

原
廟
を
手
本
と
し
た
も
の
で
︑
か
つ
高
祖
・
太
宗
の
塑
像
を
奉
祀
の
対
象
と
し
て
い
て
︑
儒
家
の
礼
制
と
は
合
わ
ず
︑
濃
厚
な
神
祠
の
色
彩

を
帯
び
た
も
の
で
あ
っ
た
︒

　

さ
ら
に
重
要
な
こ
と
に
は
︑
隋
唐
の
皇
帝
に
つ
い
て
言
え
ば
︑
こ
の
よ
う
な
祭
祀
の
方
法
は
︑
宗
教
的
要
素
と
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
た

の
で
あ
る
︒
ま
ず
第
一
に
︑
唐
代
の
皇
室
は
老
子
を
そ
の
先
祖
と
し
て
い
た
か
ら
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
国
家
の
宗
廟
祭
祀
は
道
教
と
緊
密
に
結

び
つ
い
て
い
た
︒
そ
の
こ
と
は
玄
宗
朝
に
最
も
は
っ
き
り
と
表
れ
て
い
て
︑
両
京
に
太
清
宮
と
太
微
宮
を
設
立
し
た
だ
け
で
な
く
︑
い
く
つ

か
の
特
定
の
地
点
の
道
観
で
は
歴
代
皇
帝
の
図
像
を
祀
っ
て
︑
寝
廟
を
奉
祀
す
る
意
味
を
持
た
せ
て
い
た
︒
第
二
に
︑
当
代
の
皇
帝
本
人
の

肖
像
が
神
聖
な
宗
教
的
意
義
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
︒
隋
の
文
帝
以
来
︑
仏
教
寺
院
は
皇
帝
の
肖
像
を
作
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
の
後
︑
こ

の
よ
う
な
聖
像
は
し
だ
い
に
増
加
し
︑
ま
た
そ
れ
が
存
在
す
る
範
囲
も
拡
大
し
て
︑
道
観
や
景
教
寺
院
に
ま
で
及
ん
だ
︒
唐
の
玄
宗
の
時
に

は
︑
国
家
の
制
度
と
な
っ
て
全
国
に
あ
ま
ね
く
分
布
す
る
に
至
っ
た
︒
宗
教
の
影
響
力
に
よ
っ
て
︑
皇
帝
崇
拝
は
さ
ら
に
深
く
人
々
の
心
に

浸
透
し
て
い
っ
た
︒
こ
の
こ
と
は
︑
唐
代
の
礼
制
が
人
と
神
と
の
関
係
を
調
整
し
︑
皇
帝
の
神
聖
性
を
一
段
と
強
め
た
こ
と
と
軌
を
一
に
す

る
の
で
あ
る
︒

二　

道
教
と
地
方
寝
廟

　

貞
観
九
年
︵
六
三
五
︶︑
唐
の
太
宗
は
王
朝
創
業
の
地
で
あ
る
太
原
に
高
祖
を
祀
る
寝
廟
を
設
立
し
よ
う
と
し
た
が
︑
儒
臣
の
反
対
に
あ
っ
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て
中
止
し
た
︒
顔
師
古
の
議
に
言
う
︒

伏
し
て
詔
旨
を
奉
る
に
︑﹁
太
原
に
高
祖
の
寝
廟
を
立
て
ん
と
欲
す
︒
博
く
卿
士
に
達
し
て
詳
悉
し
︑
議
を
も
っ
て
聞
せ
﹂
と
あ
り
︒
伏

し
て
惟
う
に
聖
情
感
切
︑
永
く
纏
慕
を
懐
き
︑
思
い
は
蒸
嘗
に
広
く
︑
事
は
追
遠
に
深
し
︒
た
だ
祭
典
を
究
観
し
︑
礼
経
を
考
験
す
る

に
︑
宗
廟
は
み
な
京
師
に
在
り
て
︑
下
土
に
別
置
す
る
を
欲
せ
ず
︒
周
の
豊
鎬
の
若
く
︑
幷
び
に
遷
都
を
為
す
に
至
り
て
は
︑
乃
ち
是

れ
事
に
因
り
て
更
営
し
︑
一
時
に
俱
に
立
つ
る
と
云
う
に
非
ず
︒
其
れ
郡
国
に
廟
を
造
る
は
︑
爰
に
漢
初
に
起
こ
り
︑
率
意
に
行
い
︑

事
は
稽
古
せ
ず
︑
源
流
漸
く
広
く
︑
大
い
に
典
制
に
違
う
︒
是
を
以
て
貢
禹
・
韋
玄
成
・
匡
衡
等
︑
儒
学
を
招
聚
し
︑
博
く
廷
議
に
謀

り
︑
此
の
陳
奏
に
拠
り
て
遂
に
廃
毀
に
従
う
︒
斯
れ
よ
り
以
後
︑
弥い

よ

い
よ
年
代
を
歴
︑
輟
め
て
為
ら
ず
︑
今
に
迄
び
て
永
く
久
し
︒
按

ず
る
に
﹃
礼
記
﹄
に
曰
く
﹁
祭
は
瀆
を
欲
せ
ず
︑
瀆
な
れ
ば
則
ち
敬
な
ら
ず
﹂
と
︒﹃
書
﹄
に
云
う
﹁
礼
煩
な
れ
ば
則
ち
乱
る
︑
神
に
事

う
る
は
則
ち
難
し
﹂
と
︒
斯
れ
幷
び
に
睿
哲
の
格
言
︑
皇
王
の
通
訓
な
り
︒
況
ん
や
復
た
尋
い
で
素
志
を
揚
げ
︑
実
に
㦤
則
を
招
く
︵
昭

ら
か
に
す
︶︒
倹
約
に
遵
い
︑
豊
殷
を
取
る
無
か
ら
し
む
︒
今
若
し
寝
廟
を
増
立
し
︑
別
に
主
佑
を
安
ん
ず
る
は
︑
先
古
︵
旨
︶
に
乖
く

有
り
て
旧
章
に
率
が
う
靡
し
︒
後
昆
に
垂
稽
す
る
は
︑
理
と
し
て
不
可
と
謂
う
︒
誠
に
天
衷
遺
さ
ず
︑
至
性
極
ま
り
罔
き
を
以
て
︑
固

よ
り
宜
し
く
深
衷
に
勉
め
︑
俯
し
て
大
礼
に
従
う
︒
さ
す
れ
ば
則
ち
四
海
に
刑た

だ

し
︑
式
て
万
代
に
光
り
︑
列
采
の
縉
紳
僉
な
惟
だ
允
と

い
わ
ん
︒
謹
ん
で
議
す
︵﹃
文
苑
英
華
﹄
巻
七
六
三 
顔
師
古
﹁
太
原
寝
廟
議
﹂︶︒

太
宗
は
﹁
其
の
奏
を
許
し
︑
即
日
に
し
て
停
ど
む
﹂︵﹃
唐
会
要
﹄
巻
一
六 

廟
議
下
︶︒
見
ら
れ
る
よ
う
に
︑
漢
代
の
韋
玄
成
た
ち
が
宗
廟
祭
祀

を
改
革
し
た
故
事
が
︑
後
世
に
な
っ
て
地
方
に
皇
帝
の
寝
廟
を
立
て
る
こ
と
に
対
し
︑
儒
者
が
違
礼
を
名
目
と
し
て
反
対
す
る
際
の
有
力
な

根
拠
と
な
っ
て
お
り
︑
一
般
に
皇
帝
は
反
駁
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
唐
初
に
太
宗
が
実
現
で
き
な
か
っ
た
計
画
が
︑
の
ち

に
別
の
方
法
で
︑
す
な
わ
ち
宗
教
と
り
わ
け
道
教
と
の
結
合
に
よ
っ
て
︑
部
分
的
に
実
現
す
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
し
か
も
︑
寝
廟
を
立
て
た

場
所
は
太
原
一
カ
所
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
祀
ら
れ
た
の
も
高
祖
一
人
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

　

道
教
と
国
家
祭
祀
と
の
結
合
の
問
題
に
つ
い
て
は
︑
す
で
に
研
究
者
の
重
視
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
︒
例
え
ば
︑T

. H
. B

11

arrett

は
︑
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顕
慶
元
年
︵
六
五
六
︶
高
宗
が
太
宗
を
追
善
す
る
た
め
に
長
安
に
建
立
し
た
昊
天
観
に
つ
い
て
考
察
し
︑﹁
昊
天
﹂
と
い
う
語
は
道
教
の
術
語

で
は
な
く
︑
国
家
祭
祀
の
最
高
神
で
あ
る
昊
天
上
帝
の
名
で
あ
っ
て
︑
昊
天
観
の
設
立
は
︑
高
宗
が
そ
の
統
治
の
初
め
に
あ
た
っ
て
︑
道

観
・
国
家
祭
祀
・
皇
室
帝
系
の
三
者
を
象
徴
的
に
関
連
づ
け
よ
う
と
し
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
︑
と
認
め
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
さ
ら
に
多
く

の
研
究
が
太
清
宮
の
制
度
に
つ
い
て
集
中
的
に
な
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
は
太
清
宮
が
道
教
と
国
家
祭
祀
と
の
結
合
を
最
も
集
中
的
に
反
映

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
太
清
宮
の
前
身
は
玄
元
皇
帝
廟
で
あ
り
︑
玄
宗
の
開
元
二
十
九
年
︵
七
四
一
︶
春
正
月
に
︑
両
京
及
び
諸
州
に
制
し

て
そ
れ
ぞ
れ
玄
元
皇
帝
廟
一
所
を
置
い
て
い
る
︵﹃
旧
唐
書
﹄
巻
九 

玄
宗
本
紀
下
︶︒
天
宝
元
年
︵
七
四
二
︶
正
月
︑
陳
王
府
参
軍
の
田
同
秀
が
︑

玄
元
皇
帝
の
お
告
げ
に
よ
れ
ば
︑
そ
の
霊
符
が
尹
喜
の
故
宅
に
蔵
さ
れ
て
い
る
︑
と
上
言
し
て
き
た
の
で
︑
玄
宗
は
人
を
遣
わ
し
て
探
さ
せ
︑

霊
符
を
得
た
︒
そ
こ
で
新
た
に
玄
元
皇
帝
廟
を
大
寧
坊
の
西
南
の
角
に
建
て
︑﹁
二
月
︑
辛
卯
︑
上　

玄
元
皇
帝
を
新
廟
に
享ま
つ

る
﹂︵﹃
資
治
通

鑑
﹄
巻
二
一
五
︶︒
二
年
三
月
に
は
︑
西
京
の
玄
元
宮
を
正
式
に
太
清
宮
と
名
づ
け
た
︵﹃
唐
会
要
﹄
巻
五
〇 

尊
崇
道
教
︶︒
太
清
宮
の
建
立
は
玄

宗
朝
の
道
教
崇
拝
を
示
す
重
要
な
政
策
の
一
つ
で
あ
り
︑
こ
れ
ま
で
も
注
目
を
集
め
て
き
た
︒
一
九
七
九
～
一
九
八
〇
年
に
丁
煌
が
発
表
し

た
﹁
唐
代
道
教
太
清
宮
制
度
考
︵
上
・
下11
︶﹂
は
︑
太
清
宮
の
具
体
的
な
制
度
の
各
方
面
に
つ
い
て
論
じ
て
お
り
︑
こ
の
課
題
の
基
礎
を
定
め

た
も
の
で
あ
る
︒
一
九
八
七
年
︑Charles B

12

enn
は
︑
そ
の
論
文
の
中
で
︑
玄
宗
の
道
教
崇
拝
運
動
に
は
︑
太
清
宮
の
制
度
も
含
め
て
︑
す

べ
て
政
治
と
意
識
形
態
の
目
的
が
あ
る
︑
と
述
べ
た
︒
熊
存
瑞13

は
︑
太
清
宮
の
設
立
は
︑
玄
宗
の
長
生
を
求
め
る
願
望
と
関
係
し
て
い
る
︑

と
強
調
し
た
︒
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
︑
太
清
宮
の
中
で
︑
老
君
像
の
両
側
に
玄
宗
と
粛
宗
の
石
像
が
祀
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

﹁
大
聖
祖
の
真
容
︑
扆
に
当
た
り
て
南
面
し
て
坐
し
︑
衣き

る
に
王
者
衮
冕
の
服
を
以
て
し
︑
繒
綵
珠
玉
を
以
て
こ
れ
を
為つ
く

る
︒
玄
宗
・
粛
宗

の
真
容
左
右
に
侍
立
し
︑
み
な
衣
る
に
通
天
冠
・
絳
紗
袍
を
以
て
す
︒
案
ず
る
に
太
清
宮
初
め
て
成
り
︑
詔
し
て
工
人
を
し
て
太
白
に
て
白

石
を
采
り
真
像
を
為
ら
し
む
︒
後
ま
た
図
も
て
粛
宗
の
真
容
を
右
に
列
し
︑
事
生
の
礼
の
若
く
す
﹂︵﹃
大
唐
郊
祀
録
﹄
巻
九 

薦
献
太
清
宮
︶︒
と

に
か
く
︑
太
清
宮
の
制
度
が
国
家
の
礼
典
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
大
祀
と
さ
れ
︑
そ
の
位
は
宗
廟
の
前
に
あ
り
︑
そ
の
性
質
は
道
教
の
宮
観
と

皇
室
の
宗
廟
と
を
兼
ね
た
二
重
の
性
質
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
太
廟
と
同
様
に
﹁
禘
祫
に
至
る
ご
と
に
︑
幷
び
に
太
清
宮
聖
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祖
の
前
に
位
を
設
け
昭
穆
を
序
す
︒﹂
そ
の
祭
祀
は
則
ち
﹁
朝
献
﹂︵
皇
帝
が
親
祭
す
る
と
き
︶
或
い
は
﹁
薦
献
﹂︵
有
司
が
行
事
す
る
と
き
︶
と
呼

ば
れ
た
︵﹃
旧
唐
書
﹄
巻
二
四 

礼
儀
志
四
︶︒

　

太
清
宮
の
ほ
か
に
︑
い
く
つ
か
の
地
点
で
も
皇
帝
の
肖
像
や
塑
像
が
存
在
し
て
お
り
︑
そ
の
中
に
は
﹁
五
聖
﹂﹁
六
聖
﹂﹁
七
聖
﹂
の
多
数

を
数
え
る
も
の
も
あ
っ
た
︒
主
要
な
も
の
を
挙
げ
れ
ば
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒

⑴
洛
陽
北
邙
山
老
君
廟
の
五
聖
真
容
図
像
︑
呉
道
子
画
︒﹃
劇
談
録
﹄
に
い
う
︒﹁
東
都
北
邙
山
に
玄
元
観
あ
り
︒
南
に
老
君
廟
あ
り
︑
台
殿

高
敞
︑
下
に
伊
洛
を
瞰
る
︒
神
仙
泥
塑
の
像
は
み
な
開
元
中
楊
恵
の
制
る
所
︑
奇
巧
精
厳
︑
見
る
者
は
敬
し
み
を
増
す
︒
壁
に
呉
道
玄
の
五

聖
真
容
お
よ
び
老
子
化
胡
経
の
事
を
画
く
あ
り
︑
丹
青
絶
妙
︑
古
今
に
比
無
し
﹂︵﹃
劇
談
録
﹄
巻
下 

老
君
廟
画
︶︒
杜
甫
は
朝
謁
し
た
時
に
実

見
し
︑
詩
で
賛
美
し
て
い
る
︒﹁
画
手
前
輩
を
看
る
に
︑
呉
生
は
遠
く
場
を
擅
に
す
︒
森
羅
地
軸
を
移
し
︑
妙
絶
宮
墻
に
動
く
︒
五
聖
龍
衮
を

聯
ね
︑
千
官
雁
行
に
列
す
︒
冕
旈
俱
に
秀
発
し
︑
旌
旆
尽
く
飛
揚
す
﹂︵
杜
甫
﹁
冬
日
洛
城
北
謁
玄
元
皇
帝
廟
﹂﹃
全
唐
詩
﹄
巻
二
二
四
︶︒
呉
道
子

が
制
作
し
た
五
聖
の
真
容
と
は
︑
高
祖
・
太
宗
・
高
宗
・
中
宗
・
睿
宗
を
指
し
て
い
る
に
違
い
な
い
︒

⑵
忻
州
に
﹁
七
聖
廟
﹂
が
あ
る
︒
代
宗
の
大
暦
七
年
︵
七
七
二
︶
五
月
︑
廟
内
の
七
聖
の
真
容
を
太
原
の
紫
極
宮
に
移
し
て
供
養
し
た
︵﹃
冊

府
元
亀
﹄
巻
三
〇 

帝
王
部
奉
先
三
︶︒
当
時
の
宰
相
︑
常
衮
の
作
っ
た
﹁
中
書
門
下
︑
太
原
に
紫
雲
見
︵
現
︶
わ
る
る
を
賀
す
る
の
表
﹂
に
言
う
︒

﹁
臣
等
言
う
︒
伏
し
て
見
る
に
︑
太
原
尹
北
都
留
守
検
校
工
部
尚
書
薛
兼
訓
奏
す
ら
く
︑
忻
州
の
七
聖
廟
内
の
尊
容
︑
勅
を
奉
じ
て
太
原
府

紫
微
︵
極
︶
宮
に
移
し
て
安
置
す
︒
昨
正
月
二
十
九
日
啓
告
し
︑
其
の
と
き
紫
雲
見あ
ら
われ
︑
兼
ね
て
金
奏
の
声
を
聞
く
こ
と
あ
り
︒
臣
聞
く
︑
廟

貌
厳
奉
︑
追
孝
す
る
所
以
︑
天
地
明
察
す
れ
ば
︑
則
ち
必
ず
祥
を
垂
れ
ん
︒
伏
し
て
惟
う
に
皇
帝
陛
下
聖
人
の
至
徳
を
全
う
し
︑
神
道
の
設

教
を
合
し
︑
天
の
命
を
受
け
︑
厳
恭
奉
先
す
︒
明
発
懐
有
り
︑
載
に
文
武
に
感
じ
︑
菲
食
美
を
致
し
︑
必
ず
宗
廟
に
誠
な
り
︒
五
位
を
序
し

て
周
順
し
︑
四
海
を
刑
し
て
化
光
す
︒
玆
に
聖
霊
天
に
在
り
︑
緬
暮
︵
慕
︶
増
惕
す
る
を
以
て
︑
是
に
象
設
あ
り
て
哀
矜
を
忘
れ
ず
︒
永
く

興
王
の
地
を
念
い
︑
楽
沛
の
言
を
聞
く
が
如
し
︒
遠
く
方
州
よ
り
京
邑
に
遷
り
︑
克
く
上
帝
に
配
し
︑
高
く
紫
微
に
居
る
︒
︙
︙
用
て
莫
大

の
孝
を
彰
ら
か
に
し
︑
以
て
無
疆
の
暦
を
嗣
が
ん
﹂︵﹃
文
苑
英
華
﹄
巻
五
六
二
︶︒
代
宗
の
時
の
﹁
七
聖
﹂
と
は
︑
高
祖
・
太
宗
・
高
宗
・
中
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宗
・
睿
宗
・
玄
宗
・
粛
宗
の
七
人
で
あ
ろ
う
︒
賀
表
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
︑
当
時
の
人
々
は
七
聖
の
真
容
を
祀
る
紫
微
宮
を
寝
廟
と
み
な
し

て
い
た
︒
太
原
に
高
祖
を
祀
る
た
め
の
廟
を
立
て
た
い
と
い
う
太
宗
の
願
望
は
︑
こ
こ
に
至
っ
て
道
教
と
結
合
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
図
像
の

形
式
を
以
て
実
現
し
た
の
で
あ
る
︒

⑶
河
東
神
山
県
慶
唐
観
に
六
代
の
皇
帝
の
寝
廟
が
あ
る
︒
徳
宗
建
中
三
年
︵
七
八
二
︶
三
月
に
建
て
ら
れ
た
﹃
慶
唐
観
李
寰
謁
真
廟
題
記
﹄
に

よ
る
と
︑﹁
皇
上
御
宇
の
三
祀
︑
春
三
月
︑
旬
有
八
日
︑
晋
慈
等
州
都
団
練
観
察
処
置
等
使
・
検
校
左
散
騎
常
侍
・
兼
御
史
大
夫
賜
紫
金
魚
袋

李
寰
︑
斎
沐
虔
潔
し
︑
神
山
慶
唐
観
聖
祖
元
︵
玄
︶
元
皇
帝
を
祠
る
︒
礼
成
り
︑
高
祖
・
太
宗
・
高
宗
・
中
宗
・
睿
宗
・
元
︵
玄
︶
宗
の
真
廟

に
謁
す
﹂︵﹃
八
瓊
室
金
石
補
正
﹄
巻
六
五
︶︒
晋
州
神
山
県
は
も
と
も
と
は
浮
山
県
と
い
う
名
で
あ
っ
た
が
︑
武
徳
四
年
︵
六
二
一
︶
に
太
上
老
君

が
県
の
東
南
の
羊
角
山
に
出
現
し
た
こ
と
に
ち
な
ん
で
改
名
し
た
の
で
あ
る
︵﹃
旧
唐
書
﹄
巻
三
九 

地
理
志
二
︶︒
開
国
伝
説
と
の
関
連
に
よ
り
︑

遂
に
唐
朝
の
聖
地
の
一
つ
と
な
り
︑
道
教
と
切
っ
て
も
切
れ
な
い
縁
を
結
ん
だ
︒
先
天
二
年
︵
七
一
三
︶
七
月
五
日
︑﹁
奉
誥
投
龍
修
功
徳
使

道
士
楊
太
希
︑
勅
賜
の
玄
元
皇
帝
の
法
服
を
此
の
廟
に
齎
送
す
︒
設
け
る
所
の
斎
醮
︑
行
道
五
日
︑
便
ち
五
方
鎮
綵
・
本
命
文
繒
・
銭
絹
等

の
物
を
回
ら
し
︑
敬
し
み
て
金
闕
天
尊
像
一
所
を
造
り
︑
奉
じ
て
太
上
皇
と
為
す
︒
元
始
天
尊
像
一
所
は
奉
じ
て
皇
帝
と
為
す
︒
二
真
人
は

侍
者
と
為
し
︑
奉
じ
て
金
仙
・
玉
真
二
公
主
師
と
為
す
﹂︵﹁
龍
角
山
記
﹂﹃
道
蔵
﹄
第
一
九
冊
︶︒
玄
宗
が
帝
位
を
継
い
だ
当
初
か
ら
こ
の
廟
を
非

常
に
重
視
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
開
元
十
七
年
︵
七
二
九
︶
九
月
に
な
っ
て
︑
玄
宗
は
自
ら
碑
文
を
撰
し
︑
王
朝
の
創
建
と
こ
の
山
の
道

教
と
の
関
係
を
宣
揚
し
た
︵﹁
龍
角
山
慶
唐
観
紀
聖
銘
﹂﹃
八
瓊
室
金
石
補
正
﹄
巻
五
三
︶︒
中
唐
時
期
に
は
︑
慶
唐
観
の
中
で
︑
玄
元
皇
帝
を
祀
る

以
外
に
も
︑
六
代
の
皇
帝
の
寝
廟
を
立
て
た
が
︑
こ
れ
は
地
方
政
府
の
祭
祀
の
対
象
と
な
っ
た
︒
碑
文
に
言
う
﹁
真
廟
﹂
に
は
︑
忻
州
の
七

聖
廟
と
同
様
︑
先
帝
の
塑
像
を
祀
っ
て
い
た
に
相
違
な
く
︑
文
中
に
﹁
首
択
吉
日
﹂﹁
礼
祈
尊
像
﹂
の
語
が
見
ら
れ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
ろ

う
︒
注
意
に
値
す
る
の
は
︑
こ
の
碑
に
は
︑
観
察
使
李
寰
︑
監
軍
使
呉
再
和
と
大
勢
の
使
府
の
僚
佐
や
州
県
の
官
員
だ
け
で
は
な
く
︑
地
方

勢
力
の
代
表—

す
な
わ
ち
﹁
郷
貢
進
士
方
郢
・
前
郷
貢
明
経
方
回
・
前
郷
貢
明
経
方
参
﹂
等—

の
名
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
︒
彼
ら
は
同

一
の
家
族
︵
方
氏
︶
に
属
し
︑
か
つ
い
ず
れ
も
科
挙
の
称
号
を
も
っ
て
い
る
の
で
︑
呉
宗
国
先
生
の
い
う
﹁
挙
人
層14

﹂
に
属
し
て
お
り
︑
当
地
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の
大
族
の
代
表
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
彼
ら
が
地
方
官
と
と
も
に
慶
唐
観
の
宗
廟
を
拝
謁
し
て
い
る
こ
と
は
︑
道
教
を
媒
介
と
し
て
︑
皇

室
の
宗
廟
祭
祀
が
地
域
社
会
と
結
合
し
て
い
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒

⑷
杜
光
庭
の
﹃
道
教
霊
験
記
﹄
亳
州
太
清
宮
老
君
挫
賊
験
の
条
に
﹁
亳
州
真
源
県
太
清
宮
は
︑
聖
祖
老
君
降
生
の
宅
地
な
り
︒
︙
︙
唐
の
高

祖
・
太
宗
・
高
宗
・
中
宗
・
睿
宗
・
明
皇
六
聖
の
御
容
︑
老
君
の
左
右
に
列
侍
す
﹂
と
の
記
載
が
あ
る
︵﹃
雲
笈
七
籤
﹄
巻
一
一
七
︶︒
亳
州
は

老
子
の
故
里
で
あ
り
︑
こ
こ
の
太
清
宮
に
唐
代
六
帝
の
塑
像
が
立
て
ら
れ
る
の
は
不
思
議
で
は
な
い
︒

⑸
王
仁
裕
﹃
入
洛
記
﹄
に
﹁
華
清
宮
の
温
泉
に
七
聖
堂
あ
り
︑
当
堂
に
元
︵
玄
︶
元
皇
帝
を
塑
し
︑
太
宗
・
高
・
中
・
睿
・
玄
・
粛
お
よ
び

竇
太
后
を
以
て
両
面
に
行
列
し
て
侍
立
す
︒
冠
剣
衮
冕
を
具
え
︑
洒
掃
甚
だ
厳
か
な
り
﹂
と
記
す
︵
程
大
昌
﹃
程
氏
考
古
編
﹄
巻
七 

昭
武
廟
立

像
︶︒
仁
裕
が
記
録
し
た
の
は
五
代
の
時
の
状
況
で
あ
る
か
ら
︑
華
清
宮
の
七
聖
堂
は
当
時
な
お
存
在
し
て
お
り
︑
こ
の
七
聖
堂
も
老
君
像
の

両
側
に
並
ん
で
い
た
の
で
あ
る
︒
宋
代
に
な
る
と
︑
唐
代
の
皇
帝
は
す
べ
て
先
代
の
帝
王
と
な
り
︑
華
清
宮
の
七
聖
堂
は
そ
の
祭
祀
の
場
所

と
な
っ
た
︒
北
宋
﹃
礼
閣
新
編
﹄
の
記
載
に
よ
る
と
︑﹁
大
中
祥
符
六
年
︵
一
〇
一
三
︶
五
月
日
︑
兵
部
郎
中
・
龍
図
閣
制
判
礼
院
孫
奭
等
の

奏
に
︑﹃
勅
に
准
う
に
︑
内
臣
朱
允
中
の
奏
状
に
拠
る
に
︑﹁
宣
を
奉
じ
︑
永
興
軍
に
命
じ
て
唐
七
聖
帝
殿
に
上
り
︑
朔
日
︑
乞
う
ら
く
は
礼

に
依
り
て
降
香
せ
よ
︒
仍
お
令
佐
一
員
に
委
ね
て
躬
ず
か
ら
親
し
く
焼
爇
し
︑
幷
び
に
永
興
軍
の
古
の
聖
帝
の
陵
廟
の
例
に
依
り
︑
春
秋
の

二
時
に
中
祠
の
礼
料
を
用
っ
て
官
を
差
し
て
祭
を
致
さ
ん
こ
と
を
乞
う
︒
勅
あ
り
︑
依
れ
﹂
と
あ
り
︒
ま
た
七
聖
を
勘
会
す
る
に
︑
高
祖
よ

り
明
皇
に
至
る
六
帝
な
ら
び
に
太
穆
皇
后
竇
氏
︑
こ
れ
を
七
聖
と
謂
う
︒
一
例
の
若
く
春
秋
の
二
時
に
祭
を
致
す
は
︑
実
に
礼
典
に
乖
け
り
︒

︙
︙
其
の
朱
允
中
の
乞
う
所
の
唐
の
七
聖
帝
に
令
佐
一
員
を
し
て
躬
ず
か
ら
親
し
く
焼
香
す
る
は
︑
前
勅
に
依
り
て
施
行
せ
ん
こ
と
を
望
む
︒

乞
う
所
の
春
秋
の
二
時
に
中
祠
の
礼
料
を
用
っ
て
官
を
差
し
祭
を
致
す
は
︑
伏
し
て
行
な
わ
ざ
ら
ん
こ
と
を
乞
い
︑
礼
意
に
合
わ
さ
ん
こ
と

を
庶
う
︒﹄
勅
下
り
︑
孫
奭
の
奏
す
る
所
に
依
ら
し
む
﹂︵
欧
陽
修
等
編
﹃
太
常
因
革
礼
﹄
巻
八
〇
︶︒
北
宋
の
時
の
七
聖
堂
の
祭
儀
は
︑
か
え
っ

て
争
議
を
引
き
起
こ
し
た
が
︑
最
後
は
孫
奭
の
意
見
が
採
用
さ
れ
︑
七
聖
堂
の
祭
儀
に
つ
い
て
は
陵
廟
の
中
祠
の
礼
料
を
採
用
せ
ず
︑
た
だ

人
を
派
遣
し
て
焼
香
供
養
す
る
だ
け
と
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
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以
上
の
例
か
ら
︑
唐
朝
の
皇
室
は
︑
老
子
と
の
関
係
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
道
観
に
特
殊
な
地
位
を
与
え
た
こ
と
が
容
易
に
見
て

取
れ
る
︒
特
別
な
意
義
を
持
つ
い
く
つ
か
の
場
所
に
あ
る
宮
観
に
は
︑
さ
ら
に
各
代
皇
帝
の
図
像
︵
肖
像
あ
る
い
は
塑
像
︶
が
立
て
ら
れ
て
い

る
︒
こ
れ
ら
の
図
像
は
︑
そ
れ
自
体
が
特
殊
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
︑
民
間
の
絵
師
や
匠
人
が
意
の
ま
ま
に
制
作
す
る
こ
と
は
で
き
ず
︑
政

府
側
が
建
立
す
る
必
要
が
あ
っ
た
︒
両
京
で
は
︑
洛
陽
の
玄
元
観
の
よ
う
に
︑
呉
道
子
の
よ
う
な
宮
廷
画
家
が
直
接
筆
を
執
っ
た
可
能
性
が

あ
る
し
︑
そ
の
他
の
場
所
で
も
少
な
く
と
も
宮
廷
か
ら
出
た
手
本
に
も
と
づ
い
て
作
ら
れ
た
に
違
い
な
い
︒
な
ぜ
な
ら
︑
地
方
の
絵
師
は
皇

帝
を
見
る
機
会
を
も
て
な
か
っ
た
の
が
普
通
で
あ
っ
た
し
︑
自
分
の
想
像
に
よ
っ
て
描
く
こ
と
は
絶
対
に
不
可
能
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒

性
質
に
つ
い
て
言
え
ば
︑
こ
れ
ら
の
聖
像
の
存
在
に
よ
っ
て
︑
こ
れ
ら
の
宮
観
は
多
少
と
も
皇
室
の
宗
廟
の
色
彩
を
帯
び
た
︒
し
か
し
︑
時

間
の
推
移
に
し
た
が
っ
て
︑
こ
の
色
彩
は
日
増
し
に
淡
く
な
り
︑
そ
れ
ら
の
宮
観
は
地
方
政
府
と
民
衆
の
祭
祀
の
場
所
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

あ
る
種
の
程
度
以
上
︑
中
に
は
何
か
し
ら
神
祠
の
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
も
の
も
あ
る
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
皇
帝
個
人
と
そ
の
世
系
が
神

聖
化
さ
れ
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
我
々
が
唐
代
の
国
家
祭
祀
を
研
究
す
る
に
あ
た
っ
て
︑
軽
視
で
き
な
い
現
象
で
あ
る
︒

　

道
観
の
他
︑
唐
代
の
そ
の
他
の
宗
教
の
寺
院
に
も
︑
皇
帝
の
図
像
を
祀
る
現
象
が
あ
っ
た
︒
た
と
え
ば
仏
教
で
は
︑
開
元
の
時
︑
趙
州
象

城
県
光
業
寺
に
は
景
皇
帝
の
石
像
が
祀
ら
れ
て
い
た
︒﹁
然
し
て
︑
寺
に
阿
育
王
の
素
像
一
鋪
︑
景
皇
帝
の
玉
石
真
容
一
鋪
あ
り
︑
銘
勒
在
す

が
如
し
︒
故
に
総
章
の
勅
に
云
え
ら
く
︑﹃
像
を
つ
く
り
陵
を
つ
く
り
寺
を
置
く
﹄
と
︒
︙
︙
是
を
以
て
育
王
の
申
願
︑
果
見
と
し
て
軀
を
分

け
︑
景
帝
の
帰
依
︑
湛
然
と
し
て
常
に
楽
し
む
︵
楊
晋
﹁
大
唐
開
元
十
三
年
歳
次
乙
丑
六
月
癸
丑
朔
二
日
甲
寅
趙
州
象
城
県
光
業
寺
碑
﹂　

陳
尚
君
輯
﹃
全

唐
文
補
編
﹄
巻
三
〇
︶︒
ま
た
﹃
新
唐
書
﹄
巻
一
八
一 

欧
陽
修
の
賛
に
い
う
︒﹁
初
め
︑
宰
相
王
縉
︑
縁
業
の
事
を
以
て
代
宗
を
佐
け
︑
是
に
お

い
て
始
め
て
内
道
場
を
作
り
︑
昼
夜
梵
唄
し
︑
寇
戎
を
禳
わ
ん
こ
と
を
冀
い
︑
お
お
い
に
盂
蘭
を
作
り
︑
祖
宗
の
像
を
肖か

た
どり
︑
塔
廟
を
分
供

し
︑
賊
臣
の
嘻
笑
す
る
と
こ
ろ
と
な
る
﹂︵﹃
新
唐
書
﹄
巻
一
八
一 

陳
夷
行
等
伝
賛
︶︒
則
ち
代
宗
の
時
︑
先
帝
の
図
像
を
京
師
の
仏
寺
の
中
で
分

供
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
ほ
か
︑
宣
宗
も
ま
た
憲
宗
の
御
像
を
報
聖
寺
の
介
福
堂
中
に
祀
っ
た
︵﹃
唐
語
林
校
証
﹄
巻
一
︶︒
注
意
に
値
す

る
の
は
︑
天
宝
初
年
︑
玄
宗
が
長
安
の
義
寧
坊
に
あ
っ
た
景
教
の
大
秦
寺
の
中
に
さ
え
︑
五
聖
の
真
容
を
安
置
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
︒
景
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浄
の
﹁
大
秦
景
教
流
行
中
国
碑
幷
序15

﹂
の
記
載
に
拠
る
と
︑﹁
天
宝
初
め
︑
大
将
軍
高
力
士
を
し
て
五
聖
の
写
真
を
送
り
︑
寺
内
に
安
置
せ
し

む
︒
絹
百
匹
を
賜
い
︑
睿
図
を
奉
慶
す
︒
龍
髯
遠
し
と
い
え
ど
も
弓
剣
攀
る
べ
く
︑
日
角
光
を
舒
べ
︑
天
顔
咫
尺
た
り
︒﹂
し
か
し
︑
前
述
の

多
数
の
道
観
と
比
較
す
れ
ば
︑
一
部
の
仏
教
・
景
教
寺
院
に
皇
帝
の
図
像
を
祀
っ
て
い
た
と
は
い
え
︑
李
唐
の
皇
室
が
老
子
を
追
尊
し
て

﹁
太
上
玄
元
皇
帝
﹂﹁
大
聖
祖
﹂
と
し
た
こ
と
を
背
景
と
し
て
︑
仏
教
・
景
教
の
場
合
︑
基
本
的
に
は
皇
室
の
寝
廟
祭
礼
の
意
味
を
備
え
て
い

た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
︒

三　

当
代
の
皇
帝
の
図
像
と
寺
観

　

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
︑
皇
帝
家
の
宗
廟
の
色
彩
を
帯
び
た
宮
観
で
皇
帝
の
肖
像
を
供
奉
し
て
い
た
こ
と
と
は
別
に
︑
隋
唐
時
期

に
は
︑
皇
帝
が
在
世
中
に
自
分
自
身
の
肖
像
を
寺
観
に
賜
給
し
て
供
養
と
祭
祀
を
行
な
わ
せ
る
︑
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
︒
現
存
の
資
料
に

よ
る
限
り
︑
こ
の
現
象
は
隋
の
文
帝
の
時
に
始
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒﹃
宝
刻
叢
編
﹄
巻
六
に
収
め
る
﹁
隋
恒
岳
寺
舎
利
塔
碑
﹂
の
跋
文
に
い

う
︒﹁
隷
書
︒
書
撰
人
の
名
氏
を
著
録
せ
ず
︒
隋
文
帝
の
仁
寿
元
年
︵
六
〇
一
︶︑
舎
利
塔
を
恒
岳
寺
に
建
て
︑
詔
し
て
吏
民
み
な
行
道
す
る
こ

と
七
日
︑
人
ご
と
に
十
銭
を
施
し
︑
ま
た
自
ら
帝
の
形
像
を
寺
中
に
写
す
︒
大
業
元
年
︑
長
史
張
果
等
碑
を
立
つ
﹂︵﹃
石
刻
史
料
新
編
﹄
第
一

輯
第
二
四
冊
︶︒
こ
の
史
料
に
つ
い
て
は
︑
大
村
西
崖16

が
す
で
に
注
意
を
払
っ
て
い
る
が
︑
し
か
し
深
い
検
討
を
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
︒

仁
寿
年
間
︑
天
下
に
広
く
舎
利
塔
を
立
て
た
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
学
界
に
深
く
掘
り
下
げ
た
諸
研
究
が
あ
る
が
︑
私
が
注
意
し
た
い
の
は
︑

恒
岳
寺
に
は
文
帝
の
生
存
中
す
で
に
彼
の
肖
像
が
祀
ら
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
り
︑
し
か
も
そ
れ
は
文
帝
自
身
が
﹁
自
ら
写
す
﹂
こ
と

を
命
じ
た
可
能
性
が
大
き
い
こ
と
で
あ
る
︒

　

四
年
後
︑
文
帝
の
銅
像
は
全
国
の
仏
寺
に
広
汎
に
建
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒﹁
大
隋
河
東
郡
首
山
栖
岩
道
場
舎
利
塔
之
碑
﹂
に
い
う
︒

﹁
文
帝
ま
さ
に
鼎
湖
に
昇
り
︑
こ
こ
に
震
旦
を
違さ

り
︑
紫
極
に
垂
拱
し
︑
蒼
生
を
遺
愛
し
︑
乃
ち
匠
人
を
召
し
て
等
身
の
像
を
鋳
せ
し
め
︑

幷
せ
て
仙
尼
を
図
き
て
帝
の
側
に
置
く
︒
こ
こ
を
も
っ
て
三
宝
を
紹
隆
し
︑
こ
れ
を
四
方
に
頒
布
す
︒
率
土
の
上
︑
み
な
日
角
を
瞻
︑
普
天
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の
下
︑
咸
な
龍
顔
を
識
ら
し
め
ん
と
欲
す
︒
仁
寿
四
年
歳
は
甲
子
に
在
り
︑
鎬
京
よ
り
発
し
︑
河
曲
に
降
臨
す
︒
風
伯
前
駆
し
︑
雨
師
清
道

し
︑
紺
馬
日
を
逐
い
︑
王
︵
玉
︶
女
香
を
焚
く
︒
忉
利
の
宮
に
昇
る
が
若
く
︑
須
弥
の
座
に
上
る
が
如
し
︒
尋
い
で
洮と
う

頮か
い

大
漸
し
︑
厭
世
登

遐
す
︒
故
に
聖
智
機
を
見
︑
冥
兆
先
に
覚
る
︒
昔
︑
法
王
ま
さ
に
逝
か
ん
と
す
る
に
︑
化
仏
花
台
に
遍
ね
く
︑
金
棺
す
で
に
掩
わ
れ
︑
見
影

石
室
に
留
ま
る
︒
玆
を
以
て
古
に
方し

た

が
い
︑
世
を
異
に
す
る
も
符
を
同
じ
う
す
﹂︵﹃
八
瓊
室
金
石
補
正
﹄
巻
二
六
︶︒

　

こ
の
碑
文
は
︑
き
わ
め
て
重
要
な
歴
史
上
の
情
報
を
含
ん
で
お
り
︑
重
視
す
る
に
値
す
る
︒
仁
寿
四
年
︵
六
〇
四
︶
世
を
去
る
前
︑
文
帝
は

工
匠
に
自
分
の
等
身
大
の
銅
像
を
鋳
造
さ
せ
︑
中
央
か
ら
全
国
の
仏
寺
に
頒
布
さ
せ
た
が
︑
そ
の
目
的
は
﹁
率
土
の
上
︑
み
な
日
角
を
瞻
︑

普
天
の
下
︑
咸
な
龍
顔
を
識
ら
し
め
ん
と
欲
し
た
︵
天
下
万
民
に
皇
帝
の
顔
を
周
知
さ
せ
よ
う
と
し
た
︶﹂
こ
と
で
あ
り
︑
か
つ
文
帝
の
塑
像
の
傍

ら
に
は
神
尼
智
仙
の
肖
像
が
描
か
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
︒
ま
た
﹃
続
高
僧
伝
﹄
巻
一
〇 

隋
西
京
真
寂
道
場
釈
法
彦
伝
に
﹁
仁
寿
の
造
塔
に
︑

ま
た
召
さ
れ
て
舎
利
を
汝
州
に
送
る
︒
四
年
︑
ま
た
勅
あ
り
て
沂
州
善
応
寺
に
送
る
︒
基
を
掘
る
こ
と
深
丈
︑
乃
ち
金
沙
を
得
︑
濤
汰
し
て

純
と
成
す
に
︑
凡
そ
二
升
許
り
︑
光
耀
目
を
奪
う
︒
ま
た
黄
牛
を
感
ぜ
し
む
る
に
︑︵
黄
牛
︶
み
ず
か
ら
塔
前
に
至
り
︑
膝
を
屈
し
足
を
す
す

め
︑
両
拝
し
て
止
ま
り
︑
身
を
回
ら
し
て
ま
た
文
帝
の
比
景
象
に
礼
す
る
こ
と
一
拝
﹂
と
あ
る
︒﹁
比
景
象
﹂
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
︑
し
か

し
沂
州
の
善
応
寺
に
文
帝
の
図
像
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
︑
ま
さ
し
く
﹁
大
隋
河
東
郡
首
山
栖
岩
道
場
舎
利
塔
之
碑
﹂
の
記
載
と
相

互
に
裏
付
け
あ
う
の
で
あ
る
︒
こ
の
ほ
か
︑﹃
宝
刻
叢
編
﹄
巻
一
に
は
梓
州
の
碑
が
一
つ
収
め
ら
れ
て
い
る
︒
そ
れ
は
大
業
六
年
正
月
十
七
日

に
作
ら
れ
た
﹁
福
会
道
場
造
隋
文
皇
帝
像
碑
﹂
で
︑
元
武
令
の
柳
無
辺
が
撰
な
ら
び
に
書
し
た
も
の
で
あ
る
︵﹃
石
刻
史
料
新
編
﹄
第
一
輯
第
二

四
冊
︶︒
こ
れ
は
︑
文
帝
の
造
像
が
間
違
い
な
く
全
国
各
地
の
仏
寺
で
広
汎
に
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
文
帝
の
造
像
は
︑
中

唐
以
後
の
い
わ
ゆ
る
﹁
影
堂
﹂
の
先
駆
け
で
あ
り
︑
そ
こ
に
反
映
さ
れ
て
い
る
祭
祀
の
観
念
は
重
視
す
る
に
値
す
る
︒

　

中
国
の
伝
統
に
照
ら
せ
ば
︑
人
は
死
ん
だ
後
で
初
め
て
祭
祀
の
対
象
と
な
る
︒
ゆ
え
に
文
帝
の
こ
の
行
為
は
重
大
な
観
念
の
変
化
を
反
映

し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
変
化
が
仏
教
の
造
像
の
影
響
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
︒
道
世
の
﹃
法
苑
珠
林
﹄
巻
三
三
に
﹃
観

音
三
昧
経
﹄
を
引
き
︑
次
の
よ
う
な
故
事
を
述
べ
て
い
る
︒
釈
迦
牟
尼
の
在
世
時
︑
優
塡
王
は
﹁
世
尊
を
恋
慕
し
︑
金
を
鋳
て
像
を
為
る
︒﹂
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の
ち
釈
迦
は
金
像
と
互
い
に
礼
を
致
し
︑
入
滅
後
の
こ
と
を
委
ね
た
︑
と
︒
ま
た
﹃
外
国
記
﹄
を
引
き
︑
波
斯
匿
王
が
﹁
牛
頭
栴
檀
を
刻
ん

で
如
来
像
を
作
り
﹂︑
仏
陀
は
帰
来
の
の
ち
彫
像
に
対
し
て
付
嘱
を
行
な
っ
た
︑
と
い
う
類
似
の
故
事
を
述
べ
る
︒
こ
の
二
つ
の
造
像
の
物

語
は
︑
い
ず
れ
も
仏
陀
入
滅
の
前
に
起
こ
っ
た
こ
と
と
な
っ
て
い
る
︒
平
生
仏
教
を
篤
く
信
じ
て
い
た
隋
の
文
帝
が
︑
こ
れ
ら
の
話
に
不
案

内
で
あ
っ
た
は
ず
は
な
く
︑
彼
が
臨
終
の
前
に
︑
自
己
の
銅
像
を
全
国
の
仏
寺
に
頒
賜
し
た
こ
と
は
︑
ち
ょ
う
ど
こ
の
模
倣
で
あ
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
︒

　

唐
初
に
な
る
と
︑
皇
帝
の
肖
像
の
頒
発
範
囲
は
道
教
に
ま
で
拡
大
さ
れ
た
︒
閻
立
本
は
詔
を
奉
じ
て
太
宗
の
御
容
を
写
し
た
が
︑﹁
の
ち

に
佳
手
あ
り
て
玄
都
観
の
東
殿
前
間
に
伝
写
し
︑
以
て
九
崗
の
気
を
鎮
む
︒
な
お
神
武
の
英
威
を
仰
ぐ
が
ご
と
き
な
り
﹂︵
唐
・
朱
景
玄
﹃
唐

朝
名
画
録
﹄
神
品
下　
﹃
景
印
文
淵
閣
四
庫
全
書
﹄
第
八
一
二
冊
︶︒
玄
都
観
は
長
安
城
で
最
も
大
き
く
︑
ま
た
最
も
有
名
な
道
観
の
一
つ
で
あ
り
︑

朱
雀
門
街
街
西
の
北
か
ら
南
に
向
か
っ
て
第
五
番
目
の
坊
︑
崇
業
坊
に
位
置
し
て
い
た
︒
そ
の
地
理
上
の
位
置
は
き
わ
め
て
特
別
で
あ
っ
て
︑

﹃
唐
会
要
﹄
に
よ
る
と
﹁
初
め
宇
文
愷
︑
都
を
置
く
に
︑
朱
雀
門
街
の
南
北
は
尽
く
の
郭
に
六
条
の
高
坡
あ
り
て
乾
の
卦
に
象
る
を
以
て
︑

故
に
九
二
に
宮
闕
を
置
き
以
て
帝
の
居
に
当
つ
︒
九
三
に
百
司
を
立
て
︑
も
っ
て
君
子
の
数
に
応
じ
︑
九
五
は
貴
位
な
れ
ば
常
人
の
こ
れ
に

居
る
を
欲
せ
ず
︑
故
に
玄
都
観
・
興
善
寺
を
置
き
︑
以
て
こ
れ
を
鎮
む
﹂︵﹃
唐
会
要
﹄
巻
五
〇 

観
︶︒
当
時
の
人
の
目
に
は
︑
太
宗
の
図
像
を

玄
都
観
に
模
写
す
る
こ
と
も
︑﹁
九
崗
の
気
を
鎮
め
る
﹂
作
用
を
発
揮
さ
せ
る
よ
う
に
見
え
た
︒
景
教
寺
院
で
さ
え
も
太
宗
の
真
容
を
頒
賜
さ

れ
る
に
至
っ
て
い
る
︒﹁
大
秦
景
教
流
行
中
国
碑
﹂
に
い
う
︒﹁
貞
観
十
有
二
年
秋
七
月
︑
詔
し
て
曰
く
︙
︙
所
司
は
即
ち
京
の
義
寧
坊
に
大

秦
寺
一
所
を
造
り
︑
僧
二
十
一
人
を
度
す
︒
宗
周
徳
喪
わ
れ
︑
青
駕
西
に
升
り
︑
巨
唐
道
光
り
︑
景
風
東
に
扇
す
︒
旋
い
で
有
司
を
し
て
帝

の
写
真
を
も
っ
て
寺
壁
に
転
摸
せ
し
む
︒
天
資
泛
彩
に
し
て
景
門
に
英
朗
た
り
︑
聖
迹
騰
祥
に
し
て
永
く
法
界
に
輝
か
ん17

﹂︵
朱
謙
之
﹃
中
国

景
教
﹄
付
録
一
︶︒
新
た
に
建
て
ら
れ
た
景
教
寺
院
︵
当
時
は
波
斯
胡
寺
と
称
し
︑
天
宝
四
載
に
大
秦
寺
と
改
名
さ
れ
る
︶
が
太
宗
の
肖
像
を
頒
賜
さ

れ
た
こ
と
は
︑
そ
の
寺
院
が
国
家
の
承
認
を
得
た
こ
と
の
象
徴
で
あ
る
︒
そ
の
壁
画
中
の
太
宗
の
肖
像
は
︑
官
本
か
ら
﹁
転
摸
﹂
し
て
で
き

た
も
の
で
︑
玄
都
観
東
殿
に
描
か
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
も
の
と
同
一
の
底
本
︑
す
な
わ
ち
閻
立
本
の
作
品
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
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い
か
︒

　

高
宗
が
在
世
中
に
寺
観
に
聖
容
を
安
置
し
た
記
録
は
今
の
と
こ
ろ
見
当
た
ら
な
い
が
︑
逝
去
後
に
立
て
ら
れ
た
も
の
な
ら
ば
あ
る
︒
王
象

之
﹃
輿
地
紀
勝
﹄
巻
三
〇
に
︑
天
授
年
間
に
狄
仁
傑
が
彭
沢
県
令
に
左
遷
さ
れ
た
事
件
を
記
す
と
こ
ろ
で
﹃
生
祠
記
﹄
を
引
用
し
て
言
う
︒

﹁
武
氏
︑
唐
を
革
め
て
周
と
為
し
︑
公
︵
仁
傑
︶︑
邑
︵
彭
沢
県
︶
に
至
り
︑
高
宗
の
聖
像
を
修
真
観
に
塑
し
︑
朔
望
に
朝
拝
す
﹂︵﹃
輿
地
紀
勝
﹄

巻
三
〇 

江
州 
官
吏
︶︒
地
方
官
が
先
代
皇
帝
を
祀
る
際
に
も
道
観
中
に
塑
像
を
置
く
方
法
を
採
用
し
て
行
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
ま
た
蘇

頲
の
﹃
高
安
長
公
主
神
道
碑
﹄
に
よ
る
と
︑﹁
公
主
︑
頃
歳
奉
じ
て
嘗
に
高
宗
の
画
像
を
睹
る
に
︑
光
霊
天
に
あ
る
と
雖
も
︑
見
て
目
瞿
す
る

に
似
た
り
︑
地
に
感
咽
し
︑
つ
い
に
心
疾
を
成
す
︒
名
医
を
し
て
萃
止
し
︑
御
薬
相
望
ま
し
む
る
に
至
る
も
︑
孝
に
し
て
終
る
﹂︵﹃
全
唐
文
﹄

巻
二
五
七
︶︒
高
安
公
主
は
高
宗
の
画
像
を
見
て
懐
か
し
く
思
う
あ
ま
り
に
病
気
に
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
︑
そ
の
画
像
は
迫
真
の
も
の
で
あ

っ
た
に
違
い
な
い
︒

　

武
則
天　
﹃
歴
代
名
画
記
﹄
巻
三
の
記
載
に
よ
る
と
︑
洛
陽
敬
愛
寺
の
仏
殿
上
に
武
静
蔵
の
描
い
た
武
則
天
の
肖
像
が
あ
っ
た
︵﹃
歴
代
名
画

記
﹄
巻
三 

記
両
京
外
州
寺
観
画
壁
︶︒
こ
の
寺
は
中
宗
が
父
母
を
追
念
す
る
た
め
に
建
て
た
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
則
天
の
画
像
を
祭
る
の
は
人
情

と
し
て
自
然
で
あ
る
︒
四
川
省
広
元
︵
唐
の
利
州
︶
の
皇
沢
寺
に
武
則
天
の
塑
像
が
あ
っ
た
︒
た
だ
︑
そ
の
具
体
的
な
状
況
は
各
種
史
料
の
記

載
に
食
い
違
い
が
多
い
︒
李
之
勤18

は
後
蜀
広
政
二
十
二
年
︵
九
五
九
︶﹁
利
州
都
督
府
皇
沢
寺
唐
則
天
皇
后
武
氏
新
廟
記
﹂
残
碑
に
よ
っ
て
こ

の
問
題
を
検
討
し
た
が
︑
い
ま
だ
に
定
論
は
な
い
︒
こ
の
碑
に
よ
る
と
︑
こ
の
と
き
修
建
さ
れ
た
新
廟
に
は
﹁
大
殿
四
間
︑
対
廊
四
間
︑
幷

び
に
四
廊
お
よ
び
別
塑
の
神
像
﹂
が
あ
っ
た
︒
そ
れ
以
前
の
も
の
が
画
像
な
の
か
塑
像
な
の
か
が
は
っ
き
り
し
な
い
が
︑
し
か
し
い
ず
れ
に

せ
よ
︑
五
代
の
と
き
に
新
た
に
立
て
ら
れ
た
の
が
彫
塑
で
あ
っ
た
こ
と
は
こ
と
は
疑
い
な
く
︑
し
か
も
こ
の
碑
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
︑
五

代
時
期
の
則
天
廟
は
す
で
に
当
地
の
官
・
民
の
信
仰
と
祭
祀
の
中
心
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
利
州
に
は
︑
他
に
も
武
則
天
と
唐
高
宗
の

肖
像
が
あ
っ
た
︒﹃
輿
地
紀
勝
﹄
の
記
載
に
よ
る
と
︑﹁
天
后
の
梳
洗
楼
︑
州
城
の
西
北
︑
渡
江
し
て
二
里
の
告
成
寺
の
外
に
あ
り
︒
唐
の
高

宗
・
則
天
の
真
容
あ
り
︒
岩
に
倚
り
て
楼
を
つ
く
る
︒
俗
に
伝
え
て
阿
婆
の
梳
洗
楼
と
為
す
﹂︵﹃
輿
地
紀
勝
﹄
巻
一
八
四 

利
州
路 

利
州 

古
迹
︶︒
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こ
の
ほ
か
︑﹃
広
清
涼
伝
﹄
巻
上
に
は
︑﹁
長
安
二
年
︵
七
〇
二
︶
︙
︙
仍
お
左
庶
子
侯
知
一
・
御
史
大
夫
魏
元
忠
に
勅
し
︑
工
に
命
じ
て
玉

を
御
容
に
琢
か
し
め
︑
五
台
山
に
入
り
て
菩
薩
に
礼
拝
せ
し
め
ん
と
す
︒
長
安
三
載
に
至
り
︑
清
涼
山
に
送
向
し
て
安
置
す
︒
こ
こ
に
お
い

て
国
を
傾
け
て
僧
尼
奏
し
て
こ
れ
を
送
ら
ん
こ
と
を
乞
う
も
︑
帝
許
さ
ず
︒
雁
門
は
地
獫
狁
に
連
な
る
を
以
て
︑
但
だ
御
容
を
太
原
崇
福
寺

中
間
に
留
め
て
供
養
し
︑
五
台
山
に
塔
を
造
り
碑
を
建
て
︑
設
斎
供
養
す
︒
こ
れ
知
る
︑
真
境
は
菩
薩
の
居
る
と
こ
ろ
︑
帝
王
は
日
に
万
機

の
務
め
あ
る
も
︑
猶
お
玉
身
を
造
り
︑
来
た
り
て
大
聖
に
礼
す
︒
矧い

わ

ん
や
余
の
凡
庶
︑
豈
に
風
に
従
わ
ざ
ら
ん
︒
一
た
び
浄
域
に
游
べ
ば
累

劫
の
殃
い
消
え
︑
暫
く
霊
峰
に
陟
れ
ば
多
生
の
障
い
滅
す
︑
と
﹂︵﹃
広
清
涼
伝
﹄
巻
上
釈
五
台
諸
寺
方
所
七　

清
涼
寺
条
﹃
大
正
蔵
﹄
巻
五
一
︶︒
こ

れ
に
よ
れ
ば
︑
武
則
天
は
自
分
の
玉
石
の
彫
像
を
五
台
山
に
送
っ
て
文
殊
菩
薩
に
礼
拝
し
よ
う
と
し
た
が
︑
こ
の
彫
像
は
最
終
的
に
太
原
の

崇
福
寺
に
留
め
ら
れ
︑
そ
こ
で
祀
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

　

さ
ら
に
取
り
上
げ
る
べ
き
も
の
と
し
て
︑
河
南
省
滑
県
牛
屯
郷
の
白
馬
寺
に
は
︑
今
で
も
﹁
武
后
殿
﹂
が
あ
る
︒﹃
中
国
文
物
地
図
集
・
河

南
分
冊19

﹄
で
は
︑﹁
唐
の
光
宅
元
年
︵
六
八
四
︶
に
建
て
ら
れ
︑
明
・
清
代
に
重
修
さ
れ
た
︒
原
名
は
聖
寿
院
で
あ
る
︒
現
在
︑
大
殿
一
座
を

存
す
︒
大
殿
は
間
口
五
間
︑
奥
行
三
間
︑
瓦
葺
き
の
切
妻
屋
根
で
あ
る
︒
殿
内
に
は
武
后
の
金
の
身
像
が
あ
る
︒
そ
の
他
の
建
物
は
︑
す
で

に
改
築
さ
れ
た
も
の
が
多
い
︒
殿
内
に
清
代
の
重
修
碑
記
が
四
通
あ
る
﹂
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
武
則
天
の
金
の
身
像
は
︑

恐
ら
く
唐
代
の
も
の
で
は
あ
る
ま
い
︒

　

中
宗　

上
節
で
挙
げ
た
道
観
に
建
て
ら
れ
た
﹁
五
聖
﹂﹁
七
聖
﹂
な
ど
の
真
容
の
中
に
中
宗
の
像
が
含
ま
れ
て
い
る
の
を
除
く
と
︑
こ
れ
ま

で
の
と
こ
ろ
︑
中
宗
個
人
の
塑
像
や
肖
像
が
寺
観
中
に
単
独
で
祀
ら
れ
て
い
る
例
は
見
な
い
︒

　

睿
宗　

段
成
式
の
﹃
寺
塔
記
﹄
下
に
︑
長
安
崇
義
坊
の
招
福
寺
は
﹁
も
と
正
覚
と
い
う
︒
国
初
こ
れ
を
毀
ち
︑
そ
の
地
に
第
を
立
て
以
て

諸
王
に
賜
う
︒
睿
宗
藩
に
在
る
に
こ
れ
に
居
る
︒
︙
︙
景
龍
二
年
︑
ま
た
真
容
の
坐
像
を
賜
い
︑
詔
し
て
寺
中
に
別
に
聖
容
院
を
建
つ
︒
こ

れ
玄
︵
睿
︶
宗
の
春
宮
に
在
り
し
真
容
な
り
︒
先
天
二
年
︑
勅
し
て
内
庫
銭
二
千
万
を
出
し
︑
巧
匠
一
千
人
に
て
こ
れ
を
重
修
す
︒
睿
宗
の

聖
容
院
︑
門
外
の
鬼
神
数
壁
︑
内
よ
り
移
来
し
︑
画
迹
は
な
は
だ
異
な
り
﹂︵﹃
酉
陽
雑
俎
続
集
﹄
巻
六
︶︒
こ
の
記
載
に
は
時
間
の
上
で
か
な
り
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錯
乱
し
た
箇
所
が
あ
る
が
︑
し
か
し
こ
の
寺
に
睿
宗
の
聖
容
院
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
全
く
疑
問
の
余
地
が
な
い
︒

　

玄
宗　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
天
宝
元
年
に
建
て
ら
れ
た
長
安
太
清
宮
の
中
に
は
︑
玄
元
皇
帝
像
の
前
に
玄
宗
の
石
像
が
立
て
ら
れ
て
い

た
︒
そ
の
後
︑
玄
宗
の
図
像
は
全
国
の
多
く
の
寺
観
の
中
に
幅
広
く
分
布
し
て
い
っ
た
︒
関
連
史
料
を
表
に
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
︒

表　

玄
宗
図
像
分
布
表

地
　
点

内
　
　
　
容

出
　
　
典

形
式

長
安
咸
宜
観

　

親
仁
坊
咸
宜
観
﹁
殿
外
東
頭
東
西
二
神
︑
西
頭
東
西
壁
︐
呉
生
幷
楊
廷
光
画
︐
驄
間

写
真
及
明
皇
帝
︑
上
仏
公
主
等
図
︐
陳
閎
画
︒﹂

﹃
歴
代
名
画
記
﹄
巻
三

画
像

長
安
興
唐
寺

　

大
寧
坊
東
南
隅
︐﹁
神
龍
元
年
︐
太
平
公
主
為
武
太
后
立
為
罔
極
寺
︐
︙
︙
︙
開
元

二
十
年
︐
改
為
興
唐
寺
︐
明
皇
御
容
在
焉
︒

﹃
唐
両
京
城
坊
考
﹄
巻
三

？

厔
修
真
観

　
﹁
玄
宗
皇
帝
御
容
︐
夾
紵
作
︐
本
在

厔
修
真
観
中
︒
忽
有
僧
如
狂
︐
負
之
置
于
武
功

龍
潜
宮
︐
宮
即
神
堯
故
第
也
︐
今
為
仏
寺
︒
御
容
唯
衣
絳
紗
衣
幅
巾
而
已
︒﹂

﹃
太
平
広
記
﹄
巻
三
七
四
玄
宗
聖
容

塑
像

西
岳
金
天
王
廟
　
﹃
雲
台
観
三
方
功
徳
頌
﹄﹁
拠
碑

：

天
宝
中
詔
書
功
徳
于
華
山
雲
台
宮
︐
幷
安
御
容
重

飾
金
天
王
廟
前
︐
御
制
碑
而
作
此
頌
︒﹂

﹃
集
古
録
目
﹄
巻
七

？

潞
州
啓
聖
宮

　

天
宝
八
載
十
二
月
︐﹁
啓
聖
宮
琢
玉
造
聖
祖
玄
元
皇
帝
及
帝
真
容
︒﹂

﹃
冊
府
﹄
巻
五
四

玉
像

恒
州

　
﹁
初
︐
天
宝
中
︐
天
下
州
郡
皆
鋳
銅
為
玄
宗
真
容
︐
擬
仏
之
制
︒
及
安
︑
史
之
乱
︐
賊

之
所
部
︐
悉
鎔
毀
之
︐
而
恒
州
独
存
︐
由
是
実
封
百
戸
︒﹂

﹃
旧
唐
書
﹄
巻
一
四
二
李
宝
臣
伝

銅
像

沙
州
開
元
寺

　
﹁
尚
書
授
︵
受
︶
勅
已
訖
︐
即
引
天
使
入
開
元
寺
︐
親
拝
我
玄
宗
聖
容
︒
天
使
睹
往
年

御
座
︐
儼
若
生
前
︒
嘆
念
敦
煌
雖
百
年
阻
漢
︐
没
落
西
戎
︐
尚
敬
本
朝
︐
余
留
帝
像
︒

其
于
︵
余
︶
四
郡
︐
悉
莫
能
存
︒﹂

黄
徴
・
張
涌
泉
﹃
敦
煌
変
文
校
注
﹄
巻

一P3451

﹁
張
淮
深
変
文
﹂

銅
像
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蘇
州
開
元
寺

　
﹁
開
元
中
︐
詔
天
下
置
開
元
寺
︐
遂
改
名
開
元
︐
金
書
額
以
賜
之
︒
寺
中
有
金
銅
玄
宗

聖
容
︐
当
天
下
升
平
︐
富
商
大
賈
遠
以
財
施
︐
日
或
有
数
千
緡
︒﹂

﹃
呉
郡
図
経
続
記
﹄
巻
中
三
二
頁

銅
像

衢
州

　
﹁
光
啓
三
年
︐
︙
︙
衢
州
知
州
元
泰
迎
于
郊
︐︵
陳
︶
儒
詰
之
曰

：﹃
元
︵
玄
︶
宗
御
容

安
在
？
﹄
泰
泣
曰

：﹃
使
君
不
見
容
矣
︒﹄
時
信
安
有
元
︵
玄
︶
宗
銅
容
︐
泰
毀
之
︐
故

以
是
為
責
︐
遂
斬
之
而
自
拠
焉
︒﹂

﹃
呉
越
備
史
﹄
巻
一　

六
一
九
二
頁

銅
像

汀
州
開
元
宮

　
﹁
至
道
宮
︒﹃
九
域
志
﹄
云

：

本
名
開
元
宮
︐
開
元
二
十
四
年
置
︐
内
有
明
皇
真
容
︒

皇
朝
改
今
額
︒﹂

﹃
輿
地
紀
勝
﹄
巻
一
三
二
福
建
路
・
汀

州
・
景
物　

下

銅
像

歙
州
開
元
寺

　
﹁
穆
宗
以
元
和
十
五
年
正
月
即
位
︐
︙
︙
七
月
︐
歙
州
奏

：

当
州
有
玄
宗
皇
帝
真
容
︐

在
開
元
寺
︐
去
城
十
里
︐
今
請
移
于
郭
内
龍
興
寺
︐
仍
交
換
寺
額
︒
制
可
之
︒﹂

﹃
冊
府
﹄
巻
三
〇

銅
像

池
州
銅
陵
県

　
﹁
有
廟
在
銅
陵
県
東
︒
旧
経
云

：
開
元
末
︐
有
黒
雲
出
其
上
︐
中
有
道
士
幷
仙
童
二
人
︒

詔
令
置
廟
︐
而
廟
像
有
明
皇
︐
太
真
妃
云
︒﹂

﹃
輿
地
紀
勝
﹄
巻
二
二
池
州
仙
釈

塑
像

洪
州
開
元
寺

　
﹁
明
皇
銅
像
︐
在
城
東
開
元
寺
︒﹂

﹃
輿
地
紀
勝
﹄
巻
二
六　

江
南
西
路
隆

興
府
古
迹

銅
像

廬
山
法
華
寺

　
﹁
法
華
資
聖
院
牌
︐
僧
斉
己
書
︒
又
有
明
皇
銅
像
︐
李
通
玄
長
者
写
真
︐
皆
前
世
故

物
︒﹂

﹃
廬
山
記
﹄
巻
二　
﹃
四
庫
﹄
五
八
五
冊

二
四
頁

銅
像

江
州
開
元
観

　
﹁
在
子
城
東
二
里
︐
本
晋
昭
隠
観
︒
内
有
玄
宗
金
銅
御
容
︒﹂

﹃
輿
地
紀
勝
﹄
巻
三
〇
江
南
西
路
江
州

景
物
下

銅
像

江
州
紫
極
観

　
﹁
去
州
二
里
︐
今
天
慶
観
乃
其
旧
宮
︒
唐
塑
老
君
像
及
玄
宗
金
銅
御
容
在
焉
︒﹂

同
右

銅
像

永
州
紫
極
観

　
﹁
在
州
南
五
里
︐
与
開
元
観
相
幷
開
元
置
︒
有
明
皇
金
銅
御
容
︒
父
老
云
︐
当
時
刺
史

朔
望
皆
先
朝
御
容
︐
乃
見
僚
属
︒﹂

﹃
輿
地
紀
勝
﹄
巻
五
六
荆
湖
南
路
永
州

景
物
下

銅
像

万
州
開
元
観

　
﹁
寿
寧
観
唐
明
皇
像
︒
在
西
南
三
里
︒
開
宝
六
年
︐
移
開
元
観
唐
太
宗
︑
明
皇
御
容
銅

像
︐
奉
安
于
此
︒﹂

﹃
輿
地
紀
勝
﹄
巻
一
七
七
夔
州
路
万
州

古
迹

銅
像
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利
州
浮
雲
観

　
﹁
浮
雲
観
唐
明
皇
銅
像
︒
在
葭
萌
県
一
百
六
十
歩
︐
有
唐
明
皇
御
容
在
焉
︒﹂

﹃
輿
地
紀
勝
﹄
巻
一
八
四
利
州
路
利
州

古
迹

銅
像

利
州

　
﹁
又
天
慶
観
亦
有
明
皇
御
容
銅
像
︒﹂

同
右

銅
像

蓬
州
紫
極
宮

　
﹁
在
城
南
泮
宮
之
側
東
岩
中
︑
峰
巍
然
峙
︑
其
后
殿
上
有
金
鋳
明
皇
像
︒﹂

﹃
輿
地
紀
勝
﹄
巻
一
八
八
利
州
路
蓬
州

景
物
下

銅
像

閬
州
太
霄
観

　
﹁
唐
明
皇
像
︒
在
本
州
島
者
二
︑
一
在
太
霄
観
︑
一
在
開
元
寺
也
︒﹂

﹃
輿
地
紀
勝
﹄
巻
一
八
五
利
州
路
閬
州

古
迹

銅
像
？

閬
州
開
元
寺

　

同
右

同
右

銅
像
？

益
州

　
﹁
玄
宗
幸
蜀
時
旧
宮
︐
置
為
道
士
観
︐
内
有
玄
宗
鋳
金
真
容
及
乗
輿
侍
衛
図
画
︒
先
是
︐

節
度
使
毎
至
︐
皆
先
拝
而
后
視
事
︒
英
乂
以
観
地
形
勝
︐
乃
入
居
之
︐
其
真
容
図
画
︐

悉
遭
毀
壊
︒﹂

﹃
旧
唐
書
﹄
巻
一
一
七
郭
英
乂
伝

銅
像

益
州
興
聖
観

　
﹁
王
氏
永
平
︐
廃
興
聖
観
為
軍
営
︐
其
観
有
五
金
鋳
天
尊
形
明
皇
御
容
一
軀
︐
移
在

大
聖
慈
寺
御
容
院
供
養
︒﹂

﹃
益
州
名
画
録
﹄
巻
下
陳
若
愚
条

銅
像

青
城
山
儲
福
観
　
﹁
今
儲
福
観
有
銅
鋳
明
皇
︑︵
玉
真
︶
公
主
二
像
︒﹂

﹃
輿
地
紀
勝
﹄
巻
一
五
一
永
康
軍
仙
釈

銅
像

青
城
山

　
﹁
誓
鬼
台
︒
在
丈
人
峰
下
︐
旧
有
龍
穴
出
水
︐
暴
害
禾
稼
︐
天
師
立
石
台
于
其
上
以
鎮

之
︒
開
元
中
︐
刺
史
楊
励
本
刻
一
面
為
玄
宗
真
容
︐
一
面
為
仏
︐
一
面
為
天
師
像
︒﹂

﹃
輿
地
紀
勝
﹄
巻
一
五
一
永
康
軍
古
迹

石
像

青
城
山

　
﹁
六
時
水
︒
青
城
山
宗
玄
観
南
二
里
已
来
︐
有
峭
壁
面
対
観
中
︐
︙
︙
下
㵎
底
有
石
龕
︐

玄
宗
皇
帝
御
真
︐
毎
日
六
時
︐
従
崖
上
自
然
有
水
出
︐
至
今
不
絶
︒﹂

杜
光
庭
﹃
録
異
記
﹄
巻
七
異
水

石
像

簡
州

　
﹁
天
慶
観
唐
明
皇
像
︒﹂

﹃
輿
地
紀
勝
﹄
巻
一
四
五
成
都
府
路
簡

州
古
迹

銅
像
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戎
州
開
元
寺

　

武
宗
元
年
︐
戎
州
水
漲
︐
浮
木
塞
江
︐
刺
史
趙
士
宗
召
水
軍
接
木
︐
修
官
署
︐
幷
修

開
元
寺
︒
次
年
大
水
︐﹁
惟
開
元
寺
玄
宗
真
容
閣
去
本
処
十
余
歩
︐
卓
立
沙
上
︐
其
它
鉄

石
像
︐
無
一
存
者
︒﹂

﹃
酉
陽
雑
俎
続
集
﹄
巻
三

銅
像

遂
州

　
﹁
集
虚
観
︐
在
小
渓
県
東
八
里
之
広
山
︒
山
極
孤
峭
︐
斗
入
江
心
︒
涪
江
︑

水
会
其

下
︐
下
有
龍
潭
山
︐
常
動
揺
︒
有
銅
鋳
明
皇
像
︒﹂

﹃
輿
地
紀
勝
﹄
巻
一
五
五
潼
州
府
路
遂

寧
府
景
物
下

銅
像

遂
州

﹁
護
国
寺
︐
去
小
渓
県
西
一
里
︒
寺
有
五
百
羅
漢
及
唐
明
皇
画
像
︒﹂

同
右

画
像

業
州

　
﹁
唐
明
皇
御
像
︐
在
峨
山
︒
天
宝
中
范
銅
為
鎔
︐
黄
金
為
飾
︒
旧
伝
逐
州
観
冬
賜
一
軀
︐

此
則
当
時
奨
州
者
︒
煕
寧
七
年
自
峨
山
載
至
州
︐
今
在
天
慶
観
︒﹂

﹃
輿
地
紀
勝
﹄
巻
七
一
荆
湖
北
路
沅
州

古
迹

銅
像

巫
州

　
﹁
黔
陽
県
普
明
寺
︐
亦
有
唐
賜
叙
州
唐
明
皇
銅
像
︒﹂

同
右

銅
像

辰
州

　
﹁
唐
明
皇
像
︐
在
天
慶
観
︒﹂

﹃
輿
地
紀
勝
﹄
巻
七
五
荆
湖
北
路
辰
州

古
迹

銅
像

潘
州

　
﹁
玄
宗
聖
容

：

郡
按
郡
即
故
右
武
衛
大
将
軍
高
力
士
旧
郷
︐
郡
有
驃
騎
館
︐
相
伝
皆

因
力
士
之
名
︒
開
元
中
詔
天
下
鋳
聖
像
︐
郡
皆
一
而
潘
独
二
︐
力
士
以
其
本
郷
︐
故
自

鋳
其
一
也
︒﹂

﹃
太
平
寰
宇
記
﹄
巻
一
六
一　
﹃
四
庫
﹄

四
七
〇
冊
五
二
〇
頁

銅
像

□
州
龍
興
観

　

咸
通
二
年
七
月
︐﹁
︙
︙
昨
到
郡
莅
事
三
日
︐
謁
先
師
廟
︐
朝
紫
微
宮
︐
回
車
抵
観
︐

荒
涼
擁
穢
︐
不
可
以
前
︒
︙
︙
我
国
家
老
氏
之
枝
葉
︐
況
又
玄
宗
皇
帝
金
真
居
于
殿
内
︐

凡
曰
臣
下
︐
得
不
展
敬
？
﹂

崔
雄
﹁
新
修
龍
興
観
記
﹂　
﹃
文
苑
英

華
﹄
巻
八
二
二

銅
像

　

こ
の
表
に
列
記
し
た
史
料
は
︑
半
数
以
上
が
南
宋
の
王
象
之
が
著
し
た
﹃
輿
地
紀
勝
﹄
か
ら
引
い
た
も
の
で
あ
る
︒﹃
輿
地
紀
勝
﹄
の
成
立

時
期
は
唐
代
と
は
や
や
隔
た
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
︑
作
者
の
著
述
態
度
は
き
わ
め
て
厳
謹
で
あ
っ
て
︑
記
述
に
は
作
者
自
身
の
考
察
を
経
た

も
の
が
多
く
︑
そ
の
土
地
の
伝
説
を
安
易
に
信
用
す
る
よ
う
な
こ
と
は
し
て
い
な
い
︒
た
と
え
ば
︑
剣
南
道
合
州
に
唐
の
玄
宗
の
銅
像
が
一

体
あ
る
こ
と
を
記
載
し
た
箇
所
で
は
︑﹁
天
慶
観
に
鋳
造
の
銅
像
が
あ
り
︑
玄
宗
の
像
で
あ
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
天
慶
観
は
長
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興
二
年
に
置
か
れ
た
と
古
書
に
あ
り
︑
長
興
は
後
唐
の
明
宗
の
年
号
で
あ
る
か
ら
︑
恐
ら
く
玄
宗
の
像
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
﹂
と
指
摘
し
て

い
る
︵﹃
輿
地
紀
勝
﹄
巻
一
五
九 

潼
州
府
路 

合
州 

古
迹
︶︒
本
書
の
記
載
は
基
本
的
に
信
用
で
き
る
と
考
え
る
所
以
で
あ
る
︒

　
﹃
旧
唐
書
﹄
巻
一
四
二 

李
宝
臣
伝
に
﹁
初
め
︑
天
宝
中
︑
天
下
の
州
郡
み
な
銅
を
鋳
て
玄
宗
の
真
容
を
為
る
︒
仏
の
制
に
擬
す
︒
安
史
の

乱
に
及
び
︑
賊
の
部
す
る
所
は
悉
く
こ
れ
を
鎔
毀
す
る
も
︑
恒
州
の
み
独
り
存
す
︒
是
に
よ
り
て
百
戸
を
実
封
せ
ら
る
︒﹂
こ
れ
は
玄
宗
の
鋳

像
を
仏
教
の
影
響
を
受
け
た
結
果
だ
と
し
て
い
る
が
︑
し
か
し
こ
れ
ま
で
に
把
握
し
た
史
料
に
よ
っ
て
見
る
か
ぎ
り
︑
玄
宗
の
図
像
は
道
教

と
の
関
係
が
さ
ら
に
密
接
で
あ
る
︒
上
表
の
三
十
七
例
中
︑
玄
宗
の
図
像
を
仏
寺
に
置
い
た
こ
と
が
確
実
な
も
の
が
十
例
︵
う
ち
開
元
寺
に
置

い
た
も
の
が
六
例
︶︑
道
観
に
置
い
た
こ
と
が
確
実
な
も
の
が
二
十
一
例
︵
う
ち
開
元
観
と
紫
極
宮
が
そ
れ
ぞ
れ
三
例
︶︑
と
な
っ
て
い
る
︒
道
観
に

置
か
れ
た
も
の
の
数
が
仏
寺
に
祀
ら
れ
た
も
の
よ
り
も
は
る
か
に
多
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
︑
こ
れ
に
長
安
の
太
清
宮
と
洛
陽
の
太
微
宮

の
玄
宗
の
玉
石
の
彫
像
を
加
え
れ
ば
︑
そ
の
比
率
は
さ
ら
に
大
き
く
な
る
︒
こ
の
こ
と
が
玄
宗
朝
の
道
教
崇
拝
政
策
と
完
全
に
一
致
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
︒
そ
の
一
方
で
︑
寺
院
に
銅
像
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
玄
宗
の
道
教
崇
拝
が
︑
同
時
に
仏
教
に
対
す

る
抑
圧
と
な
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
も
わ
か
る
︒
山
南
西
道
の
閬
州
と
剣
南
道
の
遂
州
に
は
︑
玄
宗
の
銅
像
が
そ
れ
ぞ
れ
二
体
あ
り
︑

し
か
も
そ
れ
が
仏
寺
と
道
観
に
一
体
ず
つ
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
︒

　

地
域
分
布
か
ら
見
る
と
︑
玄
宗
の
図
像
の
記
載
が
あ
る
場
所
は
十
一
道
の
二
十
五
州
に
及
ぶ
︒
具
体
的
に
挙
げ
れ
ば
︑
関
内
道
の
雍
州
・

華
州
︑
河
東
道
の
潞
州
︑
河
北
道
の
恒
州
︑
隴
右
道
の
沙
州
︑
江
南
東
道
の
蘇
州
・
衢
州
・
汀
州
︑
江
南
西
道
の
歙
州
・
池
州
・
洪
州
・
江

州
・
永
州
︑
山
南
東
道
の
万
州
︑
山
南
西
道
の
利
州
・
蓬
州
・
閬
州
︑
剣
南
道
の
益
州
・
簡
州
・
戎
州
・
遂
州
︑
黔
中
道
の
業
州
・
巫
州
・

辰
州
︑
嶺
南
道
の
潘
州
な
ど
で
あ
る
︒
玄
宗
の
図
像
が
全
国
各
地
に
幅
広
く
分
布
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

　

粛
宗　

天
宝
年
間
︑
粛
宗
の
石
像
が
玄
宗
と
一
緒
に
太
清
宮
と
太
微
宮
の
玄
元
皇
帝
の
傍
ら
に
立
て
ら
れ
た
︒
乾
元
元
年
︵
七
五
八
︶
四
月

丁
未
に
は
︑
ま
た
﹁
内
よ
り
皇
帝
の
写
真
図
を
出
し
︑
光
順
門
か
ら
太
清
宮
に
送
っ
た
︒
諸
観
の
道
士
・
都
人
は
皆
︑
棚
車
・
幡
花
・
鼓
楽

に
よ
り
迎
送
し
た
﹂︵﹃
冊
府
元
亀
﹄
巻
五
四 

帝
王
部
尚
黄
老
二
︶︒
こ
れ
は
︑
粛
宗
が
太
清
宮
の
自
己
の
肖
像
画
を
新
た
に
賜
給
し
た
も
の
で
︑
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陳
閎
の
自
筆
で
あ
っ
た
可
能
性
が
大
き
い
︵﹃
太
平
広
記
﹄
巻
二
一
二　

陳
閎
︶︒
剣
南
道
資
州
の
応
真
観
に
も
粛
宗
の
御
容
が
あ
っ
た
︒﹃
輿
地

紀
勝
﹄
巻
一
五
七 

潼
州
府
路 

資
州 

景
物
下
に
は
﹁
崇
寿
観
︒
唐
代
に
は
応
真
観
で
あ
っ
た
が
︑
大
中
祥
符
年
間
に
今
の
名
額
を
賜
っ
た
︒

︙
︙
唐
玄
宗
御
書
の
観
額
・
鉄
の
老
君
像
・
唐
粛
宗
の
御
容
あ
り
﹂
ま
た
同
書
同
巻
の
古
迹
門
に
﹁
唐
粛
宗
の
御
容
︑
崇
寿
聖
観
老
君
殿
の

右
に
在
り
︒
蓋
し
唐
の
至
徳
初
に
降
到
せ
り
﹂
と
あ
る
の
で
︑
粛
宗
の
こ
の
御
容
も
ま
た
中
央
か
ら
頒
下
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
ほ
か
︑

五
代
宋
初
の
人
︑
徐
鉉
の
﹃
騎
省
集
﹄
巻
二
六
﹁
洪
州
西
山
重
建
応
聖
宮
碑
銘
﹂
に
︑﹁
唐
の
乾
元
の
初
め
︑
山
人
申
太
之
︑
そ
の
地
に
異
気

あ
り
と
上
言
す
︒
詔
あ
り
て
こ
こ
に
応
聖
の
宮
を
立
て
︑
玄
元
正
殿
を
そ
の
前
に
抗
し
︑
粛
宗
の
聖
容
を
そ
の
上
に
塑
す
︒
垣
を
観
闕
に
繚め

ぐ

ら
せ
︑
法
を
紫
宮
に
仰
ぎ
︑
路
門
納
階
︑
規
を
丹
禁
に
取
る
︒
光
霊
煥
爛
︑
薦
献
精
厳
な
り
︒
上
士
は
行
に
勤
め
︑
守
臣
は
職
に
莅
む
︒
秩

祀
の
盛
ん
な
る
こ
と
︑
京
の
与
る
な
し
︒
広
明
已
に
還
り
︑
三
災
運
に
あ
り
︑
望
拝
の
池
︑
闕
け
て
修
む
る
な
し
﹂︵﹃
景
印
文
淵
閣
四
庫
全
書
﹄

第
一
〇
八
五
冊
︶
と
あ
る
︒
洪
州
西
山
は
唐
代
道
教
の
重
要
地
区
の
一
つ
で
あ
り
︑
浄
明
道
の
発
祥
の
地
で
あ
る
︒
粛
宗
が
こ
こ
に
応
聖
宮
を

建
て
︑
さ
ら
に
自
分
の
塑
像
を
こ
の
観
に
立
て
て
︑
道
俗
共
同
の
祭
祀
の
処
と
し
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
︒
そ
の
香
火
が
盛
ん
で
あ
っ
た

こ
と
は
︑﹁
秩
祀
の
盛
ん
な
る
こ
と
︑
京
の
与
る
な
し
﹂
の
語
か
ら
わ
か
る
︒

　

代
宗　

杜
光
庭
の
﹃
道
教
霊
験
記
﹄﹁
黒
髭
老
君
召
代
宗
游
十
洲
三
島
験
﹂
条
に
よ
る
と
︑
代
宗
は
老
君
に
随
っ
て
十
洲
三
島
を
遊
歴
す
る

夢
を
見
た
が
︑﹁
既
に
覚
め
︑
画
工
に
命
じ
て
こ
れ
を
図
か
し
め
︑
京
師
に
宣
示
す
︒
そ
の
像
を
訪
求
す
る
に
︑
光
天
観
に
験
す
る
と
こ
ろ
の

部
杖
の
人
物
︑
夢
み
る
と
こ
ろ
と
同
じ
︒
勅
あ
り
︑
御
容
を
塑
し
て
五
色
雲
に
乗
せ
︑
老
君
の
後
に
従
い
て
立
た
し
む
︒
高
徳
の
道
士
七
人

を
選
び
︑
焚
修
住
持
せ
し
む
﹂︵﹃
雲
笈
七
籤
﹄
巻
一
一
八
︶︒
按
ず
る
に
光
天
観
は
長
安
の
街
東
︑
務
本
坊
に
在
り
︑
も
と
も
と
は
房
玄
齢
の
邸

宅
で
あ
っ
た
が
︑
景
龍
三
年
︵
七
〇
九
︶
韋
庶
人
が
翊
聖
女
冠
観
と
し
︑
景
雲
元
年
︵
七
一
〇
︶
に
景
雲
観
と
改
め
︑
天
宝
八
載
︵
七
四
九
︶
龍

興
道
士
観
と
改
め
︑
至
徳
三
載
︵
七
五
八
︶
に
初
め
て
光
天
観
と
改
名
さ
れ
た
︒
す
な
わ
ち
代
宗
も
自
分
の
塑
像
を
長
安
の
道
観
の
中
に
祀
ら

せ
た
の
で
あ
る
︒

　

中
唐
の
後
︑
こ
の
風
潮
は
し
だ
い
に
な
く
な
り
︑
武
宗
・
僖
宗
に
は
な
お
依
然
と
し
て
写
真
と
塑
像
を
寺
観
に
祀
ら
せ
る
こ
と
が
あ
っ
た
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も
の
の
︑
そ
れ
は
も
は
や
残
響
と
い
う
べ
き
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
︒﹃
旧
唐
書
﹄
巻
一
八
上 

武
宗
本
紀
に
︑
会
昌
六
年
︵
八
四
六
︶
正
月

﹁
東
都
太
微
宮
︑
玄
元
皇
帝
・
玄
宗
・
粛
宗
の
三
聖
容
を
修
成
し
︑
右
散
騎
常
侍
裴
章
を
遣
わ
し
東
都
に
往
き
て
薦
献
せ
し
む
﹂
と
あ
る
︒

晩
唐
時
期
︑
洛
陽
太
微
宮
の
こ
れ
ら
の
彫
像
が
重
修
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
武
宗
本
人
の
真
容
に
つ
い
て
は
︑
李
徳
裕
の
﹁
仁
聖
文

武
至
神
大
孝
皇
帝
真
容
賛
﹂
に
﹁
是
に
お
い
て
軽
素
に
図
き
︑
良
金
を
写
し
︑
形
を
止
水
に
鑑
み
ん
こ
と
を
擬
し
︑
清
鏡
を
凝
視
す
る
若
し
︒

五
彩
既
に
彰
ら
か
に
し
て
穆
穆
皇
皇
た
り
︒
列
仙
の
館
に
居
り
︑
玄
祖
の
光
に
近
し
︒
蓋
し
以
て
燕
翼
の
謀
を
昭
ら
か
に
し
︑
丕
承
の
徳
を

顕
わ
さ
ん
﹂︵﹃
李
徳
裕
文
集
校
箋
﹄
巻
一
︶
と
あ
る
︒
肖
像
が
あ
り
︑
ま
た
鋳
像
が
あ
っ
て
︑
と
も
に
道
観
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
︒﹃
長
安
志
﹄
巻
一
〇
に
﹁
武
宗
の
会
昌
中
に
御
容
殿
を
金
仙
観
に
建
つ
︒
宰
相
李
徳
裕
︑
賛
を
為
る
﹂
と
あ
り
︑
武
宗
の
真
容
が
輔
興
坊

に
あ
る
金
仙
観
の
御
容
殿
内
に
立
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
ま
た
日
本
僧
円
仁
に
よ
れ
ば
︑
会
昌
四
年
三
月
に
﹁
向
後
︑
車
を
左
街

の
興
唐
観
に
駕
す
︒
是
れ
道
士
観
な
り
︒
ま
た
千
疋
を
賜
い
︑
特
に
銅
鋳
の
聖
容
を
修
造
せ
し
む
︒
聖
容
を
作
る
こ
と
ま
さ
に
荘
校
奇
絶
な

り
﹂︵﹃
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
﹄
巻
四
︶︒
武
宗
在
世
時
に
少
な
く
と
も
金
仙
観
と
興
唐
観
の
両
方
に
武
宗
の
銅
像
が
祀
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
︒

　

指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
︑
聖
容
が
存
在
し
た
仏
寺
・
道
観
が
必
ず
し
も
国
忌
日
に
行
香
が
行
な
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ

た
わ
け
で
は
な
い
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
国
忌
日
の
行
香
は
︑
唐
代
の
国
家
祖
先
崇
拝
と
︑
仏
・
道
二
教
の
結
合
の
産
物
で
︑
那
波
利
貞21

に
深
く
掘
り
下
げ
た
研
究
が
あ
る
︒
那
波
は
︑
国
忌
行
香
を
広
義
の
も
の
と
狭
義
の
も
の
と
の
二
種
類
に
分
け
た
︒
狭
義
の
も
の
と
は
皇
帝

家
自
体
の
行
香
行
為
で
あ
り
︑
広
義
の
も
の
と
は
天
下
の
各
州
で
広
く
行
な
わ
れ
て
い
た
行
香
活
動
で
あ
る
︒
那
波
は
︑
こ
れ
ら
は
仏
・
道

二
教
の
形
式
に
よ
っ
て
行
な
っ
た
宗
廟
の
祭
祀
活
動
で
あ
り
︑
君
主
権
力
の
増
強
を
反
映
し
た
も
の
と
見
な
し
た
︒
同
州
・
華
州
な
ど
八
十

一
の
州
で
国
忌
日
に
行
香
す
る
こ
と
は
︑
さ
ま
ざ
ま
な
令
・
式
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
︑
開
元
二
十
七
年
五
月
以
前
に
は
龍
興
寺
・
観
で
挙
行

さ
れ
︑
そ
の
後
は
開
元
寺
・
観
で
行
な
う
よ
う
に
改
め
ら
れ
た
︵﹃
唐
会
要
﹄
巻
五
〇 
雑
記
︶︒
し
か
し
︑
行
香
が
行
な
わ
れ
た
寺
・
観
と
︑
真

容
の
所
在
地
と
は
完
全
に
は
対
応
し
て
い
な
い
︒
そ
の
た
め
︑
武
宗
の
廃
仏
が
行
な
わ
れ
た
会
昌
五
年
七
月
に
中
書
門
下
は
﹁
令
式
に
拠
る
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に
︑
諸す
べ

て
の
上
州
は
国
忌
日
に
官
吏
︑
寺
に
て
行
香
す
︒
そ
れ
上
州
は
︑
望
む
ら
く
は
各
々
寺
一
所
を
留
め
︑
列
聖
の
尊
容
あ
れ
ば
便
ち
寺

内
に
移
さ
し
め
よ
︒
其
れ
下
州
の
寺
は
な
ら
び
に
廃
せ
︒
其
れ
上
都
・
東
都
の
両
街
は
︑
請
う
ら
く
は
十
寺
・
寺
僧
十
人
を
留
め
よ
﹂
と
上

奏
し
た
︒
勅
が
あ
り
︑﹁
上
州
の
合
に
寺
を
留
め
ん
こ
と
︑
工
作
精
妙
な
る
は
こ
れ
を
留
め
よ
︒
も
し
破
落
せ
ば
︑
ま
た
宜
し
く
廃
毀
す
べ
し
︒

そ
れ
ま
さ
に
行
香
す
べ
き
日
は
︑
官
吏
は
宜
し
く
道
観
に
お
い
て
す
べ
し
﹂
と
︵﹃
旧
唐
書
﹄
巻
一
八 

上
武
宗
本
紀
︶︒
明
ら
か
に
︑
こ
の
時
以

前
に
は
︑
列
聖
の
尊
容
が
あ
っ
た
寺
院
が
︑
必
ず
し
も
行
香
が
行
な
わ
れ
る
寺
院
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

四　

余　

論

　

偶
像
崇
拝
は
唐
代
の
皇
室
が
実
践
す
る
宗
廟
祭
祀
の
な
か
で
き
わ
め
て
重
要
な
地
位
を
占
め
て
お
り
︑
ま
た
仏
・
道
二
教
が
国
家
祭
祀
と

結
合
す
る
契
機
と
な
っ
た
︒
こ
の
こ
と
は
︑
第
一
に
︑
唐
朝
の
祭
祀
の
中
に
あ
る
﹁
死
者
に
事
え
る
こ
と
生
者
の
如
く
す
﹂﹁
生
者
に
縁
り
て

亡
者
に
事
え
る
﹂
と
い
う
観
念
と
関
連
す
る
︒
唐
代
の
人
が
祭
祀
を
行
な
う
時
は
祖
先
を
生
者
と
見
な
し
て
応
対
し
て
お
り
︑
朔
望
に
は
献

食
の
儀
式
が
行
な
わ
れ
た
︒
太
清
宮
の
祭
祀
で
用
い
ら
れ
た
﹁
青
詞
﹂
も
ま
た
﹁
生
者
に
事
え
る
﹂
意
識
を
反
映
し
て
い
る
︒
た
と
え
ば
︑

﹁
開
元
二
十
九
年
︑
初
め
て
太
清
宮
を
置
き
︑
有
司
草
儀
︑
祝
策
を
用
い
て
行
事
す
︒
天
宝
四
載
四
月
甲
辰
︑
詔
し
︑
事
生
の
礼
に
非
ざ
る

を
以
て
遂
に
祝
版
を
用
い
る
を
停
ど
め
︑
青
詞
を
青
紙
上
に
改
め
︑
因
り
て
こ
れ
を
名
づ
く
︒
こ
れ
よ
り
以
来
︑
恒
式
と
為
る
﹂︵﹃
大
唐
郊
祀

録
﹄
巻
九 

薦
献
太
清
宮
︶︒
第
二
に
︑
仏
・
道
二
教
と
国
家
祭
祀
と
の
結
合
が
密
接
で
あ
っ
た
と
い
う
背
景
と
関
連
す
る
︒
唐
代
で
は
︑
宗
教

は
個
人
の
信
仰
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
国
家
の
祭
祀
体
系
の
中
に
も
か
な
り
の
程
度
ま
で
浸
透
し
て
い
た
︒
皇
帝
の
図
像
を
各
地
の
仏

寺
・
道
観
で
祀
っ
た
り
︑
国
忌
日
に
仏
寺
・
道
観
で
行
香
す
る
制
度
を
推
し
進
め
た
り
す
る
こ
と
を
通
じ
て
︑
皇
帝
家
の
宗
廟
祭
祀
は
民
間

に
と
っ
て
大
い
に
身
近
な
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒
唐
初
の
﹁
家
国
一
体
﹂
の
政
治
体
制
が
解
体
し
た
後
︑
皇
帝
家
の
祭
祀
は
︑

宗
教
の
形
式
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑﹁
公
﹂
の
性
質
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒

　

唐
代
以
後
に
な
る
と
︑
時
の
皇
帝
の
図
像
を
仏
寺
・
道
観
で
祀
る
こ
と
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
︑
し
か
し
先
帝
の
図
像
は



163

真宗総合研究所研究紀要　第31号

祖
先
祭
祀
の
活
動
の
中
で
よ
り
一
般
的
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
五
代
後
漢
の
時
︑
盧
瓊
の
﹁
請
建
高
祖
別
廟
奏
﹂
に
は
次
の
よ
う

に
言
う
︒﹁
恭
し
み
て
以
う
に
︑
高
祖
皇
帝
は
戎
虜
を
駆
除
し
︑
倒
懸
を
救
解
し
︑
徳
は
生
民
を
被
い
︑
功
は
邃
古
よ
り
高
し
︒
請
う
ら
く
は

西
漢
の
祖
宗
の
故
事
に
よ
り
︑
三
京
・
陝
府
・
許
・
宋
な
ど
の
州
の
旧
邸
に
︑
別
廟
の
塑
像
を
立
て
︑
時
を
以
て
禋
祀
し
︑
以
て
遺
愛
を
表

さ
ん
﹂︵﹃
全
唐
文
﹄
巻
八
五
六
︶︒
こ
れ
は
︑
明
ら
か
に
前
漢
の
原
廟
制
度
を
お
手
本
と
し
︑
先
帝
が
即
位
前
に
居
住
し
て
い
た
旧
邸
に
廟
と
塑

像
を
立
て
て
祭
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
南
唐
の
状
況
は
さ
ら
に
明
瞭
で
あ
っ
て
︑
陳
致
雍
の
﹁
四
親
及
義
祖
神
主
合
出
太
廟
﹂
に
よ
る
と
︑

　

伏
し
て
見
る
に
︑
保
大
の
初
め
︑
給
事
中
朱
鞏
・
著
作
郎
徐
鉉
の
奏
に
︑
秦
・
漢
の
故
事
を
引
き
︑
定
宗
孝
静
皇
帝
・
成
宗
孝
平

王
・
恵
宗
孝
安
王
・
慶
宗
孝
徳
皇
帝
は
︑
宜
し
く
例
に
准
り
て
潜
龍
の
故
地
に
別
に
新
祠
を
創
り
︑
四
時
を
以
て
祭
る
べ
し
︒
既
に
尊

祖
の
義
に
協か

な

い
︑
別
に
祭
称
の
宗
と
為
ら
ん
︒
そ
の
太
廟
の
昭
穆
は
︑
請
う
ら
く
は
昭
宗
よ
り
已
上
︑
い
ま
だ
祧
遷
せ
ざ
る
神
主
は
祔

し
︑
幷
び
に
義
祖
の
神
主
を
祀
堂
に
請
遷
す
る
に
及
び
︑
就
い
て
廟
庭
を
飾
り
︑
別
に
嘉
号
を
建
て
︑
徳
明
・
興
聖
二
廟
の
比
の
如
く

す
︒
そ
の
年
十
二
月
の
勅
文
に
准
る
に
︑
我
が
国
家
は
務
め
て
孝
敬
を
存
し
︑
理
と
し
て
祧
せ
ざ
る
に
在
り
︒
群
官
は
但
だ
典
経
に
拠

る
の
み
に
て
︑
故
に
礼
は
ま
さ
に
迭
毀
す
べ
し
︒
︙
︙
あ
あ
な
ん
じ
宗
親
︑
ま
さ
に
朕
の
意
を
体
し
︑
宜
し
く
所
司
に
委
ね
て
祀
堂
に

別
に
後
殿
を
建
て
︑
塑
像
を
安
置
す
べ
し
︒
其
れ
前
殿
は
祖
主
を
奉
遷
し
て
以
て
居
ら
し
め
よ
︒
其
れ
寝
庭
制
度
・
祭
享
の
礼
は
︑
一

に
旧
儀
の
如
く
し
︑
永
く
不
祧
の
廟
と
為
す
は
︑
為
す
所
は
時
に
因
り
て
適
変
し
︑
公
を
以
て
私
を
滅
せ
よ
︒
聖
謀
を
載
考
し
︑
実
に

命
議
に
符
す
︒
義
祖
の
廟
と
雖
も
︑
已
に
典
礼
に
正
し
︑
四
親
の
主
︑
合
に
漢
晋
に
同
じ
う
す
べ
し
︒
こ
れ
師
古
た
れ
ば
︑
人
何
ぞ
間

言
せ
ん
︒
其
れ
四
親
の
廟
は
︑
臣
請
う
ら
く
は
朱
鞏
等
の
原
奏
に
依
り
て
施
行
せ
ら
れ
よ
︒
或
い
は
潜
龍
の
故
知
や
や
遠
く
︑
厳
敬
を

恐
る
る
は
︑
た
だ
京
都
に
依
り
て
建
祀
す
る
も
︑
礼
に
お
い
て
愆
り
無
し
︒
其
れ
義
祖
の
祀
建
は
︑
請
う
ら
く
は
元
勅
に
准
じ
て
処
分

せ
ら
れ
よ
︵﹃
全
唐
文
﹄
巻
八
七
四
︶︒

こ
れ
は
︑
す
で
に
廟
に
遷
し
た
祖
宗
の
た
め
に
別
廟
を
建
立
し
︑
さ
ら
に
前
殿
に
は
木
主
を
祀
り
︑
後
殿
に
は
塑
像
を
安
置
す
る
よ
う
求
め

た
も
の
で
︑
こ
の
両
方
式
の
併
存
は
大
い
に
人
々
の
注
目
を
集
め
て
き
た
︒
こ
の
ほ
か
︑
皮
光
業
の
﹁
呉
越
国
武
粛
王
廟
碑
銘
﹂
に
は
﹁
我
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王
は
こ
の
顕
赫
に
因
り
︑
ま
す
ま
す
孝
思
を
お
こ
な
う
︒
以
て
先
后
の
恩
に
答
う
る
無
く
︑
以
て
昊
天
の
徳
に
報
ず
る
無
し
︒
且
つ
曰
く
︑

﹃
武
粛
王
は
大
功
天
下
に
及
び
︑
大
名
寰
中
に
振
る
う
有
り
︒
生
民
を
庇
う
こ
と
百
万
有
余
︑
城
塁
を
築
く
こ
と
五
十
来
処
に
近
し
︒
豈
に

廟
貌
を
建
て
ず
︑
真
容
を
像
ど
ら
ず
し
て
︑
星
紀
の
福
宮
を
為
り
︑
地
戸
の
神
主
を
作
ら
ん
や
︒﹄
こ
こ
に
興
武
中
直
都
虞
候
姚
敬
思
に
命
じ
︑

馬
臻
の
湖
畔
︑
勾
践
の
城
中
に
お
い
て
︑
闉
闍
形
勢
の
中
区
を
選
び
︑
顕
敞
高
平
の
勝
址
を
得
し
む
︒
︙
︙
即
ち
丙
申
の
歳
︑
秋
八
月
十
有

七
日
を
以
て
︑
我
王
︑
鹵
簿
鼓
吹
・
車
輅
旂
常
を
以
て
︑
北
に
侍
臣
を
司
り
︑
南
に
旧
列
を
班
し
︑
真
像
を
奉
迎
し
て
祀
宮
に
入
ら
し
む
︒

白
檀
も
て
聖
容
を
雕
出
し
︑
黄
金
も
て
宝
座
を
縷
成
す
︒
儀
形
酷
類
し
︑
神
彩
生
き
る
が
如
し
︒
鳳
目
龍
章
︑
顔
猶
改
め
ず
︑
旒
を
垂
ら
し

て
衮
を
被
う
︑
人
興
悲
を
見
る
﹂︵﹃
全
唐
文
﹄
巻
八
九
八
︶︒
似
た
よ
う
な
情
況
が
呉
越
国
で
も
出
現
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
先
帝
の
祠
廟

で
は
︑
白
檀
を
彫
っ
た
︑
ま
る
で
生
き
て
い
る
か
の
よ
う
な
﹁
真
像
﹂
が
祀
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

　

宋
代
に
な
る
と
︑
神
御
殿
の
制
度
は
次
第
に
発
展
し
て
い
っ
た
︒
そ
の
中
心
は
景
霊
宮
で
︑
宋
の
神
宗
の
元
豊
五
年
︵
一
〇
八
二
︶
の
整
理

を
経
て
︑
景
霊
宮
十
一
殿
は
聖
祖
・
宣
祖
・
太
祖
以
下
あ
ら
ゆ
る
帝
后
の
神
御
︵
塑
像
︶
を
祀
り
︑
し
か
も
政
府
か
ら
は
﹁
原
廟
﹂
と
見
な
さ

れ
︑
事
実
上
の
第
二
の
太
廟
と
な
っ
て
︑
宋
代
の
礼
法
制
度
に
お
い
て
非
常
に
重
要
な
地
位
を
占
め
た
の
で
あ
る
︒
景
霊
宮
の
ほ
か
に
も
︑

多
く
の
寺
院
・
道
観
で
帝
后
の
神
御
殿
が
建
立
さ
れ
た
︒
京
師
︵
開
封
︶
で
は
玉
清
昭
応
宮
の
真
宗
の
安
聖
殿
︑
万
寿
観
の
真
宗
の
延
聖
殿
︑

興
国
寺
︑
啓
聖
禅
院
︑
西
京
︵
洛
陽
︶
で
は
会
聖
宮
の
諸
帝
后
の
神
御
殿
︑
応
天
禅
院
︑
鳳
翔
府
の
上
清
太
平
宮
の
太
宗
・
真
宗
の
神
御
殿
な

ど
が
そ
の
例
で
あ
る
︒
中
で
も
︑
北
宋
の
西
京
の
会
聖
宮
と
南
宋
の
行
都
︵
杭
州
︶
の
万
寿
観
は
︑
宋
代
の
歴
代
皇
帝
・
皇
后
の
全
て
の
神
御

を
祀
っ
て
お
り
︑
こ
の
点
で
景
霊
宮
に
類
似
し
て
い
る
︒
図
像
の
奉
祀
︑
仏
教
・
道
教
と
の
結
合
︑
と
い
う
こ
の
二
つ
の
根
本
的
な
特
徴
か

ら
し
て
︑
宋
代
の
神
御
殿
が
︑
唐
代
の
寺
院
・
道
観
に
お
け
る
皇
帝
図
像
の
奉
祀
を
制
度
化
し
︑
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
疑
問

の
余
地
が
無
い
︒
モ
ン
ゴ
ル
・
元
朝
の
時
期
に
な
る
と
︑
先
代
皇
帝
・
皇
后
の
御
容
は
︑
金
石
・
塑
像
が
非
常
に
少
な
く
な
り
︑
お
も
に
平

面
的
な
絵
画
・
織
物
と
な
っ
た
︒
そ
の
大
部
分
は
大
都
城
内
の
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
寺
院
に
祀
ら
れ
た
が
︑
こ
れ
は
元
代
皇
室
の
宗
教
信
仰
と
一

致
す
る
も
の
で
あ
る
︒
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前
漢
の
儒
臣
韋
玄
成
は
︑
原
廟
制
度
に
反
対
し
て
﹁
春
秋
の
義
︑
父
は
支
庶
の
宅
で
祭
ら
ず
︑
君
は
臣
僕
の
家
で
祭
ら
ず
︑
王
は
下
土
の

諸
侯
で
祭
ら
ず
︒﹂
と
指
摘
し
た
︵﹃
漢
書
﹄
巻
七
三 

韋
玄
成
伝
︶︒
こ
れ
は
つ
ま
り
︑
儒
家
の
伝
統
的
な
礼
制
の
原
則
に
照
ら
せ
ば
︑
皇
帝
祭

祀
は
本
来
都
の
外
で
行
な
っ
て
は
い
け
な
い
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
中
古
の
時
期
に
は
︑
仏
寺
・
道
観
は
私
的
な
も
の
で
は

な
く
な
り
︑
あ
る
種
の
公
共
的
な
空
間
と
い
う
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
︑
仏
寺
・
道
観
は
皇
帝
祭
祀
を
地
方
社

会
に
浸
透
さ
せ
て
い
く
上
で
仲
介
役
を
果
た
し
た
の
で
あ
っ
た
︒
伝
統
的
な
中
国
社
会
で
は
︑
国
家
は
し
ば
し
ば
神
聖
性
を
強
化
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
の
合
法
性
を
際
立
た
せ
よ
う
と
す
る
︒
皇
帝
の
図
像
が
仏
寺
・
道
観
に
入
っ
て
い
く
こ
と
で
︑
国
家
政
権
の
神
聖
性
は

大
い
に
強
化
さ
れ
︑
祭
祀
活
動
そ
れ
自
体
も
強
い
象
徴
的
な
色
彩
を
備
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
佐
藤
智
水21

は
︑
北
朝
の
仏
教
の
造

像
記
中
に
皇
帝
の
幸
福
を
祈
る
も
の
が
幅
広
く
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
︑
そ
れ
ら
は
民
衆
の
皇
帝
崇
拝
を
体
現
し
て
い
る
と
し
︑
仏
教
教
団
が

民
衆
教
化
の
上
で
果
た
し
て
い
た
役
割
を
指
摘
し
た
︒
し
か
し
︑
大
多
数
の
北
朝
の
村
民
に
つ
い
て
言
え
ば
︑
彼
ら
に
と
っ
て
皇
帝
と
は
抽

象
的
な
存
在
観
念
の
一
つ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
︒
隋
代
以
降
︑
時
の
皇
帝
な
い
し
は
歴
代
皇
帝
の
尊
像
が
寺
院
・
道
観
の
中
に
幅
広
く
建
立
さ

れ
て
い
く
に
つ
れ
て
︑﹁
率
土
の
上
︑
皆
な
日
角
を
瞻
︑
普
天
の
下
︑
咸
な
龍
顔
を
識
る
﹂
よ
う
に
な
り
︑
民
衆
の
皇
帝
・
皇
室
・
国
家
に
対

す
る
認
識
は
︑
直
接
肌
で
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
︑
具
体
性
の
強
い
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
表
面
的
に
言
え
ば
︑
皇
帝

の
図
像
が
寺
院
・
道
観
の
力
を
借
り
て
神
格
化
さ
れ
︑
社
会
各
階
層
の
祭
祀
の
対
象
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
が
︑
し
か
し
本
質

に
即
し
て
言
え
ば
︑
む
し
ろ
皇
帝
の
形
象
が
こ
れ
に
よ
っ
て
深
宮
か
ら
出
て
︑
民
衆
に
近
づ
い
て
い
っ
た
︑
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
︒

注１ 
D
avid M

cM
ullen, State and Scholars in T

’ang China (Cam
bridge U

niversity Press, 1988 ), chapter 4: “State Ritual”, 114.

２ 

︵
訳
者
注
︶
本
稿
で
訳
出
し
た
の
は
︑
こ
こ
で
言
う
二
つ
の
側
面
の
う
ち
の
第
一
の
も
の
だ
け
で
あ
る
︒
第
二
の
側
面
は
︑
原
著
の
第
二
章
第
二
節
︑

﹁
岳
瀆
祭
祀
︑
道
教
与
民
間
信
仰
之
交
匯
﹂
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
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