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徳
宗
朝
と
い
う
時
代

一

一
　
な
ぜ
徳
宗
朝
か

　

只
今
御
紹
介
に
与
り
ま
し
た
金
子
で
す
。
私
が
こ
ち
ら
の
講
演
を

引
き
受
け
る
に
至
っ
た
事
情
は
石
本
先
生
が
御
紹
介
さ
れ
た
通
り
で

す
が
、
実
は
過
去
に
こ
う
い
う
先
生
方
が
講
演
し
た
と
い
う
記
録
を

見
せ
て
も
ら
い
ま
し
て
、
先
に
見
て
い
た
ら
到
底
引
き
受
け
な
か
っ

た
立
派
な
先
生
方
の
お
名
前
が
ず
ら
り
と
並
ん
で
い
て
、
私
の
よ
う

な
も
の
が
し
て
い
い
の
か
と
い
う
気
も
し
ま
し
た
が
、
い
ま
さ
ら

引
っ
込
み
が
つ
き
ま
せ
ん
の
で
お
話
し
い
た
し
ま
す
。

　

そ
れ
で
今
日
の
題
名
で
す
が
、
お
配
り
し
た
資
料
の
一
番
最
初
に

「
概
説
史
的
な
反
省
」
と
書
い
て
お
き
ま
し
た
。
例
え
ば
漢
代
史
の

概
説
で
は
前
漢
に
つ
い
て
は
詳
細
で
あ
る
の
に
、
後
漢
で
は
光
武
帝

が
天
下
を
統
一
し
て
そ
の
次
の
明
帝
は
光
武
帝
の
子
供
、
次
の
章
帝

は
明
帝
の
子
供
、
ど
ち
ら
も
皇
太
子
で
即
位
し
た
、
と
そ
の
く
ら
い

徳
宗
朝
と
い
う
時
代

金　

子　

修　

一

ま
で
は
記
述
が
詳
細
で
す
が
、
そ
の
後
は
い
っ
ぺ
ん
に
後
漢
末
ま
で

行
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
章
帝
の
次
の
和
帝
以
後
は
短
命
な
皇
帝
が
続

い
て
、
外
戚
が
主
導
権
を
握
る
。
こ
れ
に
対
抗
し
て
、
成
人
し
た
皇

帝
は
宦
官
の
助
力
を
得
て
権
力
を
奪
取
す
る
け
れ
ど
も
、
今
度
は
宦

官
が
威
張
り
だ
す
。
そ
こ
で
宦
官
・
外
戚
の
政
治
が
続
い
て
、
政
治

が
混
乱
し
て
い
る
間
に
黄
巾
の
乱
が
起
き
て
、
そ
れ
で
三
国
時
代
へ

突
入
す
る
。
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、
後
漢
中
期
以
降
の
政
治
は
概

説
で
は
ほ
と
ん
ど
語
ら
れ
な
い
。
皆
さ
ん
試
し
に
漢
代
の
概
説
書
を

見
て
、
ペ
ー
ジ
数
を
比
べ
て
み
れ
ば
い
い
で
す
（
笑
）。
本
当
に
前

漢
に
厚
く
て
、
後
漢
は
薄
い
ん
で
す
よ
ね
。

　

と
こ
ろ
が
、
昨
年
度
の
学
生
の
卒
論
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
後
漢

の
外
戚
や
皇
后
の
列
伝
を
丹
念
に
追
い
ま
し
て
、
必
ず
し
も
皇
后
と

外
戚
と
が
一
体
で
は
な
い
と
結
論
し
ま
し
た
。
例
え
ば
、
二
度
目
の

党
錮
の
禁
、
霊
帝
の
時
の
党
錮
の
禁
を
引
き
起
こ
す
原
因
と
な
っ
た
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竇と
う

武ぶ

と
い
う
人
の
娘
が
桓か
ん

帝て
い

の
皇
后
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
宦
官

を
倒
そ
う
と
す
る
竇
武
に
反
対
す
る
。
そ
れ
か
ら
、
後
漢
最
後
の
皇

帝
献
帝
の
お
兄
さ
ん
の
弘
農
王
が
そ
の
前
の
皇
帝
（
後
に
董
卓
に

よ
っ
て
廃
位
）
だ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
時
に
何
進
と
い
う
人
が
宦

官
を
倒
そ
う
と
す
る
と
、
今
度
は
そ
の
妹
の
何
皇
后
が
反
対
す
る
、

と
い
う
こ
と
が
起
こ
り
ま
す
。
案
外
、
皇
后
は
自
分
の
親
族
で
あ
る

外
戚
の
や
ろ
う
と
す
る
こ
と
に
反
対
す
る
。
考
え
て
み
れ
ば
、
皇
后

は
四
六
時
中
宦
官
に
取
り
囲
ま
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
情
が
移
る
と
い

う
か
、
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
り
得
ま
す
け
れ
ど
も
、
以
上
の
よ
う
な

点
に
つ
い
て
、
簡
単
に
外
戚
か
宦
官
か
、
と
い
う
形
で
二
項
対
立
的

に
見
て
良
い
か
、
と
い
う
感
じ
は
あ
り
ま
す
ね
。

　

同
じ
よ
う
な
こ
と
が
唐
の
後
半
に
つ
い
て
も
言
え
ま
す
。
特
に
日

本
の
場
合
に
は
、
日
本
古
代
史
を
理
解
す
る
上
で
必
要
で
す
の
で
、

唐
に
つ
い
て
は
前
半
期
の
律
令
体
制
に
つ
い
て
非
常
に
詳
し
く
論
じ

ま
す
。そ
れ
で
唐
代
史
は
安
史
の
乱
ま
で
は
詳
細
に
語
ら
れ
ま
す
が
、

唐
後
半
の
政
治
史
は
簡
単
に
言
う
と
脱
律
令
制
で
括
ら
れ
ま
す
。
政

治
史
的
に
は
中
央
に
お
け
る
宦
官
の
跋
扈
、
皇
帝
権
力
の
衰
退
、
地

方
に
お
け
る
藩
鎮
の
台
頭
、
と
い
う
風
な
形
で
話
が
進
ん
で
、
そ
れ

ぞ
れ
の
皇
帝
の
個
性
や
事
績
は
ほ
と
ん
ど
問
題
に
な
ら
な
い
。
九
世

紀
初
頭
の
憲
宗
に
つ
い
て
は
藩
鎮
を
抑
え
込
む
こ
と
に
成
功
し
た
英

明
な
君
主
、
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
が
、
そ
の
他
の
皇
帝
の

事
績
に
つ
い
て
は
余
り
語
ら
れ
な
い
。
武
宗
に
つ
い
て
は
廃
仏
の
こ

と
だ
け
語
ら
れ
る
、
と
い
う
感
じ
で
す
ね
。
と
に
か
く
、
漢
代
史
に

せ
よ
唐
代
史
に
せ
よ
、
前
半
に
厚
く
て
後
半
は
ほ
と
ん
ど
流
さ
れ
て

し
ま
う
、
と
い
う
感
じ
の
論
述
が
多
い
の
で
す
ね
。

　

そ
れ
で
先
ほ
ど
の
御
紹
介
に
も
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
私
は
皇
帝

の
祭
祀
の
運
用
と
い
う
観
点
か
ら
、
漢
代
か
ら
唐
代
ま
で
の
各
王
朝

の
皇
帝
が
直
面
し
た
課
題
、と
い
う
問
題
を
考
え
て
い
る
の
で
す
が
、

そ
う
な
り
ま
す
と
実
は
唐
後
半
で
は
徳
宗
の
存
在
が
大
き
い
の
で

す
。
そ
こ
で
、
概
説
で
は
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
ら
れ
な
い
徳
宗
朝
と

い
う
時
代
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
特
に
儀
礼
を
中
心
に
少
し
お
話
し

て
み
よ
う
、
と
考
え
た
次
第
で
す
。

　

そ
ん
な
風
に
準
備
を
し
て
い
ま
し
た
ら
、
私
の
古
く
か
ら
の
友
人

で
中
国
社
会
科
学
院
歴
史
研
究
所
の
黄
正
建
と
い
う
方
が
『
走
進
日

常
』、
な
か
な
か
訳
し
に
く
い
で
す
ね
、『
日
常
を
行
く
』
と
で
も
訳

す
の
で
し
ょ
う
か
、
と
い
う
本
を
出
版
し
ま
し
て
、
そ
の
中
の
日
本

語
で
言
い
ま
す
と
「
唐
代
の
官
員
の
宴
会
の
類
型
及
び
社
会
的
な
機

能
」
及
び
「
唐
代
前
期
・
後
期
の
皇
帝
の
賜
宴
の
比
較
研
究
」
と
い

う
、唐
代
の
官
人
の
宴
会
に
関
す
る
論
文
が
眼
に
留
ま
り
ま
し
た（
註

一
）。
そ
の
前
期
は
ど
う
な
ん
だ
、
と
い
う
話
は
こ
こ
で
は
割
愛
し

ま
す
が
、
後
半
─
─
実
は
後
期
と
い
う
の
は
事
実
上
徳
宗
朝
以
後
な

の
で
す
が
─
─
に
つ
い
て
は
節
日
で
あ
る
中
和
節
・
三
月
上
巳
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─
─
日
本
で
も
桃
の
節
句
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
ま
す
が
、
実
際
は
上

巳
と
い
い
な
が
ら
三
日
の
ケ
ー
ス
が
多
い
─
─
、
そ
れ
か
ら
九
月
の

重
陽
九
日
、
こ
の
三
つ
の
節
日
の
賜
宴
が
多
く
を
占
め
る
よ
う
に

な
っ
て
、
し
か
も
そ
れ
が
徳
宗
朝
に
圧
倒
的
に
多
い
、
と
指
摘
さ
れ

て
い
ま
す
。
唐
前
期
の
賜
宴
で
は
皇
帝
と
臣
下
と
が
共
に
飲
食
す
る

の
に
、
唐
後
期
に
は
皇
帝
自
身
が
参
加
す
る
賜
宴
は
比
較
的
少
な
く

な
る
。
そ
れ
で
い
て
宴
会
に
伴
っ
て
賜
与
を
行
う
。
黄
正
建
氏
は
、

徳
宗
は
非
常
に
疑
り
深
い
皇
帝
で
、
当
時
大
活
躍
し
て
朝
政
に
種
々

貢
献
し
た
陸
贄
を
始
め
と
す
る
大
臣
が
名
声
を
得
る
こ
と
を
避
け
る

よ
う
に
し
た
が
、
そ
の
一
方
で
徳
宗
は
官
僚
の
籠
絡
を
重
視
し
て
、

致
仕
官
即
ち
引
退
し
た
官
僚
、
そ
れ
か
ら
薨
卒
者
即
ち
亡
く
な
っ
た

官
僚
に
対
す
る
給
与
を
増
し
た
り
し
て
官
僚
に
対
す
る
支
援
を
行

う
、
官
僚
の
皇
帝
に
す
る
奉
仕
の
意
思
を
支
え
る
一
環
と
し
て
賜
与

を
行
う
、
と
い
う
風
な
こ
と
を
述
べ
て
い
ま
す
。
要
す
る
に
、
唐
前

期
と
後
期
と
で
は
皇
帝
と
臣
下
と
の
関
係
が
変
化
し
、
そ
れ
が
徳
宗

朝
に
明
確
に
な
る
、
と
い
う
よ
う
な
意
味
の
こ
と
を
こ
の
二
編
の
論

文
で
述
べ
て
い
ま
す
。
私
の
方
で
は
こ
う
い
う
問
題
を
取
り
上
げ
る

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
同
じ
徳
宗
朝
に
つ
い
て
祭
祀
儀
礼
の
問

題
、今
ま
で
余
り
重
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
徳
宗
の
祭
祀
儀
礼
重
視
、

と
い
う
点
を
お
話
し
し
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

二
　
徳
宗
朝
の
祭
祀
儀
礼

　

徳
宗
朝
と
い
い
ま
す
と
、
両
税
が
非
常
に
重
要
な
政
策
と
し
て
挙

げ
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
両
税
法
の
発
布
と
内
容
の
特
色
と
に
つ
い
て

は
『
資
治
通
鑑
』
に
実
に
判
り
や
す
い
記
録
が
あ
り
ま
す
の
で
、

ち
ょ
っ
と
そ
れ
を
引
用
し
て
み
ま
す
。

建
中
元
年
（
七
八
〇
）
春
正
月
丁
卯
朔
、
改
元
。
羣
臣
上
尊
号

曰
聖
神
文
武
皇
帝
、
赦
天
下
。
始
用
楊
炎
議
、
命
黜
陟
使
與
觀

察
・
刺
史
、
約
百
姓
丁
産
、
定
等
級
、
改
作
兩
税
法
。
比
來
新

舊
徴
科
色
目
、
一
切
罷
之
。
二
税
外
輒
率
一
錢
者
、
以
枉
法
論
。

唐
初
、
賦
斂
之
法
曰
租
庸
調
、
有
田
則
有
租
、
有
身
則
有
庸
、

有
戸
則
有
調
。
玄
宗
之
末
、
版
籍
浸
壞
、
多
非
其
實
。
及
至
德

兵
起
、
所
在
賦
斂
、
迫
趣
取
辦
、
無
復
常
準
。
…
…
至
是
、
炎

（
楊
炎
）
建
議
作
兩
税
法
。
先
計
州
縣
每
歳
所
應
費
用
及
上
供

之
數
而
賦
於
人
、
量
出
以
制
入
。
戸
無
主
客
、
以
見
居
爲
簿
、

人
無
丁
中
、
以
貧
富
爲
差
。
爲
行
商
者
、
在
所
州
縣
税
三
十
之

一
、
使
與
居
者
均
、
無
僥
利
。
居
人
之
税
、
秋
夏
兩
徴
之
、
其

租
庸
調
雜
傜
悉
省
、
皆
總
統
於
度
支
。
上
用
其
言
、
因
赦
令
行

之
。（『
資
治
通
鑑
』
巻
二
二
六
・
唐
紀
四
二
）

　

初
め
に
「
建
中
元
年
春
正
月
丁
卯
朔
、
改
元
す
。
羣
臣
尊
号
を

上た
て
ま
つり
て
聖
神
文
武
皇
帝
と
曰
う
。
天
下
に
赦
す
。
始
め
て
楊
炎
の
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議
を
用
い
、
黜ち
ゅ
つ
ち
ょ
く
し

陟
使
と
觀
察
・
刺
史
に
命
じ
て
、
百
姓
の
丁
産
を
約

し
、
等
級
を
定
め
、
改
め
て
兩
税
法
を
作
る
。
比こ
の
ご
ろ來
の
新
舊
の
徴
科

の
色
目
は
、
一
切
之
れ
を
罷
む
。
二
税
の
外
に
輒
ほ
し
い
ま
まに
一
錢
を
率お
さ

め

る
者
は
、
枉
法
を
以
て
論
ず
」
と
あ
り
ま
す
。
初
め
の
改
元
と
尊
号

を
上
る
所
を
省
略
し
ま
す
と
、
楊
炎
の
建
議
で
黜
陟
使
と
観
察
使
・

刺
史
と
に
命
じ
て
一
般
の
人
々
の
財
産
を
登
録
す
る
、
そ
し
て
等
級

を
定
め
て
両
税
法
を
作
る
、
と
あ
る
わ
け
で
す
。
安
史
の
乱
の
後
で

す
か
ら
、
当
時
は
様
々
な
名
目
の
徴
税
が
な
さ
れ
て
い
て
、
そ
こ
に

官
僚
の
腐
敗
と
い
う
か
ピ
ン
ハ
ネ
等
々
が
入
り
込
み
易
か
っ
た
ん
で

す
が
、
そ
う
い
う
従
来
の
様
々
な
課
税
は
一
切
や
め
さ
せ
る
、
二
税

と
い
う
の
は
両
税
の
こ
と
で
す
け
れ
ど
、
そ
の
両
税
の
他
に
一
銭
で

も
取
る
も
の
は
枉
法
を
以
て
論
ず
、
即
ち
唐
律
に
触
れ
る
も
の
と
し

て
処
分
す
る
、
と
書
い
て
あ
り
ま
す
ね
。

　

そ
の
次
が
両
税
法
の
内
容
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
概
説
を
見
れ

ば
判
り
ま
す
の
で
省
略
し
ま
す
が
、
注
目
し
て
ほ
し
い
の
は
初
め
に

「
赦
天
下
」、
最
後
に
「
上し
ょ
う（

徳
宗
）
其
の
（
楊
炎
の
）
言
を
用
い
、

赦
令
に
因
り
て
之
れ
を
行
う
」
と
あ
る
こ
と
で
す
。
最
初
に
「
天
下

に
赦
す
」
と
あ
り
ま
す
の
で
、
大
赦
で
す
。
地
域
を
限
っ
て
行
う
の

が
曲
赦
で
、
そ
れ
に
対
し
て
全
国
的
に
行
う
の
が
大
赦
で
す
。
つ
ま

り
、
両
税
法
が
大
赦
に
よ
っ
て
発
布
さ
れ
た
、
こ
の
こ
と
に
注
意
し

て
ほ
し
い
の
で
す
。

　

つ
い
で
に
言
い
ま
す
と
、
曲
赦
に
つ
い
て
は
『
大
漢
和
辞
典
』
で

は
、
法
を
曲
げ
て
赦
す
こ
と
と
書
い
て
あ
る
の
で
す
ね
。
し
か
し
曲

は
区
切
る
と
い
う
意
味
で
、曲
赦
と
は
地
域
を
限
定
し
て
赦
を
行
う
、

と
い
う
意
味
な
の
で
す
。
た
ま
た
ま
気
が
附
い
た
こ
と
な
の
で
つ
い

で
に
述
べ
て
お
き
ま
す
が
、
大
漢
和
で
も
た
ま
に
は
明
ら
か
に
間

違
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
ね
（
笑
）。
と
に
か
く
、
租
庸
調

は
賦
役
令
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
本
来
な
ら
賦
役
令
を
改
定
す

べ
き
で
し
ょ
う
け
れ
ど
、
こ
う
い
う
形
で
令
の
内
容
を
大
赦
で
改
め

る
。
も
う
一
つ
、
そ
の
大
赦
が
徳
宗
の
即
位
翌
年
の
正
月
に
行
わ
れ

て
い
る
、そ
う
い
う
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
最
初
に
、

こ
こ
の
と
こ
ろ
を
指
摘
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
で
す
ね
、
表
一
「
睿
宗
ま
で
の
郊
廟
親
祭
」・
表
二
「
玄

宗
以
降
の
郊
廟
親
祭
」
を
作
っ
て
お
き
ま
し
た
。
唐
の
皇
帝
の
行
う

祭
祀
、
お
祭
り
に
は
大
祀
・
中
祀
・
小
祀
と
い
う
区
別
が
あ
り
ま
し

て
、
大
祀
・
中
祀
は
皇
帝
自
身
が
行
う
祭
祀
、
小
祀
は
皇
帝
管
轄
下

の
祭
祀
で
は
あ
る
が
役
人
が
行
う
祭
祀
で
す
。
祭
祀
の
時
に
は
祝
し
ゅ
う

文ぶ
ん

を
読
み
上
げ
ま
す
が
、
大
祀
の
場
合
に
は
そ
の
祝
文
の
皇
帝
の
自
称

表
現
が
「
皇
帝
臣
某
」「
天
子
臣
某
」
と
い
う
形
で
、
祭
祀
の
対
象

に
皇
帝
自
ら
が
臣
下
と
し
て
仕
え
る
と
い
う
形
式
を
と
り
ま
す
。
中

祀
の
場
合
に
は
、
そ
の
臣
の
無
い
「
皇
帝
某
」「
天
子
某
」
と
い
う

形
を
と
り
ま
す
。
そ
し
て
、
大
祀
は
、
主
に
天
地
の
祭
祀
と
皇
帝
の



徳
宗
朝
と
い
う
時
代

五

祖
先
の
祭
祀
と
に
用
い
ら
れ
ま
す
。
祖
先
は
何
代
も
い
ま
す
が
、
唐

の
場
合
に
は
基
本
的
に
は
太
祖
李
虎
で
す
ね
、
高
祖
李
淵
の
お
じ
い

さ
ん
、
そ
の
後
を
皇
帝
の
直
接
の
子
孫
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
人
々
に

対
し
て
「
皇
帝
臣
某
」
と
称
し
て
祭
り
ま
す
。
そ
の
祭
祀
を
行
う
の

が
、一
番
の
中
心
と
な
る
太
廟
で
す
。
そ
れ
か
ら
天
の
祭
祀
で
す
が
、

天
は
都
の
南
の
郊
外
で
祭
り
ま
す
か
ら
南
郊
の
祭
祀
と
な
り
ま
す
。

唐
王
朝
の
南
郊
壇
は
現
存
し
て
い
ま
し
て
、
陝
西
師
範
大
学
の
南
側

に
唐
天
壇
と
い
う
名
称
で
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
は
何
回
か
行
き

ま
し
た
が
、
現
在
で
は
周
囲
の
建
物
を
取
り
払
っ
て
整
備
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

そ
う
い
う
風
に
、
郊
祀
と
並
ん
で
皇
帝
の
祖
先
祭
祀
が
一
番
大
き

な
大
祀
で
す
け
れ
ど
も
、
表
一
の
高
祖
か
ら
睿
宗
ま
で
の
祭
祀
は
全

て
そ
の
二
つ
の
郊
祀
・
宗
廟
（
太
廟
）
の
祭
祀
で
す
。
と
こ
ろ
が
表

二
の
方
で
す
が
、
玄
宗
と
な
り
ま
す
と
、
そ
の
辺
は
浅
野
先
生
が
お

詳
し
い
の
で
し
ょ
う
が
、
老
子
を
神
格
化
し
て
祭
る
太
清
宮
が
で
き

ま
し
て
、そ
の
太
清
宮
が
大
祀
の
中
に
入
っ
て
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、

唐
の
大
祀
は
睿
宗
朝
ま
で
と
玄
宗
の
天
宝
元
年
（
七
四
二
）
以
降
と

で
は
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
そ
れ
で
、表
二
の
天
宝
一
〇
載
（
七
五
一
）

の
所
を
見
ま
す
と
、
太
清
宮
を
正
月
八
日
に
祭
り
、
太
廟
を
九
日
に

祭
り
、
南
郊
を
一
〇
日
に
祭
る
と
い
う
形
で
大
祀
の
対
象
を
一
日
ご

と
に
祭
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
粛
宗
も
在
位
中
に
一
回
、
同
様
に
太

清
宮
・
太
廟
・
南
郊
の
祭
り
を
一
日
ご
と
に
祭
り
ま
す
。
そ
の
次
の

代
宗
も
在
位
中
に
一
回
、
太
清
宮
・
太
廟
・
南
郊
の
祭
り
を
一
日
ご

と
に
祭
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
い
う
形
で
、
太
清
宮
・
太
廟
・
南
郊
の
祭
り
を
続
け
て
行
う

例
が
、
玄
宗
の
後
に
な
る
と
出
て
き
ま
す
。
そ
こ
で
徳
宗
で
す
が
、

大
暦
一
四
年
（
七
七
九
）
五
月
に
即
位
し
て
、
翌
年
の
建
中
元
年
の

正
月
三
日
に
太
清
宮
の
祭
祀
を
行
う
。
そ
の
翌
日
に
太
廟
に
祭
り
、

そ
の
次
の
日
に
南
郊
に
祭
る
と
い
う
形
で
、
即
位
翌
年
の
正
月
に
以

上
の
一
連
の
祭
祀
を
行
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。
徳
宗
は
そ
の
あ
と
貞

元
と
い
う
年
号
（
七
八
五
～
八
〇
五
）
に
な
っ
て
か
ら
も
同
様
に
三

回
祭
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
飛
ば
し
ま
し
て
、
次
の
順
宗

は
貞
元
二
一
年
（
八
〇
五
）
の
正
月
に
即
位
し
ま
す
が
、
病
弱
で
こ

の
年
の
内
に
憲
宗
に
譲
位
し
ま
す
。
そ
こ
で
憲
宗
は
貞
元
二
一
年
に

即
位
し
て
そ
の
時
に
永
貞
元
年
に
変
わ
り
ま
す
が
、
実
は
永
貞
と
い

う
年
号
は
順
宗
の
誥
で
定
め
て
い
る
の
で
す
ね
。
順
宗
と
憲
宗
と
の

間
に
は
微
妙
な
関
係
が
あ
り
そ
う
な
気
が
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の

翌
年
正
月
に
順
宗
が
亡
く
な
り
ま
す
。
恐
ら
く
そ
の
せ
い
で
、
憲
宗

は
即
位
翌
々
年
の
正
月
に
太
清
宮
・
太
廟
・
南
郊
の
祭
祀
を
し
ま
す

が
、
次
の
穆
宗
が
元
和
一
五
年
（
八
二
〇
）
に
即
位
し
て
翌
年
の
長

慶
元
年
正
月
三
日
、
四
日
、
五
日
に
一
連
の
祭
祀
を
行
う
と
、
以
下

は
同
じ
で
す
。
敬
宗
も
即
位
翌
年
の
正
月
に
一
連
の
祭
祀
を
行
い
ま
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す
。
文
宗
の
場
合
は
即
位
し
た
翌
年
の
大
和
元
年
（
八
二
七
）
か
ら

二
年
に
か
け
て
藩
鎮
と
の
戦
争
が
続
き
ま
し
て
、
そ
れ
が
あ
る
程
度

平
定
さ
れ
て
落
ち
着
い
た
と
こ
ろ
で
、
大
和
三
年
に
冬
至
の
日
を
最

終
日
と
し
て
一
連
の
祭
祀
を
行
う
。
こ
れ
は
当
日
の
大
赦
文
に
そ
の

こ
と
が
出
て
お
り
ま
す
の
で
、
遅
れ
た
理
由
が
確
認
で
き
ま
す
。
そ

の
次
の
武
宗
は
開
成
五
年
（
八
四
〇
）
に
即
位
し
て
、
翌
年
の
会
昌

元
年
に
以
上
の
一
連
の
祭
祀
を
行
う
。
次
の
宣
宗
も
、
そ
の
次
の
懿

宗
も
同
じ
。
理
由
は
判
り
ま
せ
ん
が
懿
宗
の
場
合
は
正
月
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
後
で
も
述
べ
ま
す
よ
う
に
改
元
も
一
連
の
祭
祀
最
終
日

の
冬
至
の
日
に
行
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、咸
通
元
年
（
八
六
〇
）

冬
至
の
一
連
の
祭
祀
ま
で
、
懿
宗
の
即
位
後
の
様
々
な
行
事
が
控
え

ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

僖
宗
の
場
合
は
咸
通
一
四
年
（
八
七
三
）
に
即
位
し
て
、
そ
の
翌

年
に
一
連
の
祭
祀
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
理
由
は
判
り
ま
せ
ん
が
、
乾け
ん

符ぶ

二
年
（
八
七
五
）
に
や
は
り
正
月
に
一
連
の
祭
祀
が
行
わ
れ
ま
す
。

次
の
昭
宗
に
な
り
ま
す
と
、
唐
の
国
力
は
か
な
り
弱
ま
っ
て
き
て
い

ま
す
が
、
や
は
り
即
位
翌
年
の
龍
紀
元
年
（
八
八
九
）
に
、
冬
至
が

最
終
日
に
な
っ
て
い
ま
す
が
一
連
の
祭
祀
を
行
い
ま
す
。
と
い
う
形

で
、
要
す
る
に
徳
宗
以
後
の
皇
帝
は
、
即
位
翌
年
の
正
月
に
太
清
宮
・

太
廟
・
南
郊
の
一
連
の
祭
祀
を
行
う
の
が
普
通
に
な
っ
て
く
る
の
で

す
ね
。
最
後
の
哀
帝
と
い
う
皇
帝
は
天
祐
元
年
（
九
〇
四
）
に
即
位

し
て
天
祐
四
年
（
九
〇
七
）
に
廃
さ
れ
、
朱
全
忠
の
梁
が
建
つ
の
で

す
け
れ
ど
も
、
こ
の
哀
帝
は
大
赦
も
改
元
も
全
く
し
て
い
ま
せ
ん
。

実
は
定
型
化
さ
れ
た
即
位
翌
年
の
一
連
の
祭
祀
を
や
ろ
う
と
す
る

と
、
そ
の
度
に
朱
全
忠
の
妨
害
に
会
っ
て
実
行
で
き
な
い
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
哀
帝
が
大
赦
改
元
を
し
な
か
っ
た
理
由
は
、
一
連
の
親

祭
を
実
行
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

と
い
う
こ
と
で
、
唐
の
後
半
に
な
り
ま
す
と
、
即
位
翌
年
の
正
月

に
太
清
宮
・
太
廟
・
南
郊
の
一
連
の
親
祭
を
行
う
皇
帝
が
増
え
て
く

る
の
で
す
ね
。
圧
倒
的
で
す
。
そ
れ
で
注
意
し
て
ほ
し
い
の
は
、
そ

の
時
の
大
赦
と
改
元
と
の
日
附
で
す
。
徳
宗
の
場
合
に
は
、
建
中
元

年
の
正
月
に
一
連
の
祭
祀
を
親
祭
し
ま
す
が
、
改
元
は
正
月
一
日
、

大
赦
は
正
月
五
日
で
す
。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
は
穆
宗
以
後
、
大
赦
も

改
元
も
一
連
の
祭
祀
最
終
日
の
南
郊
の
日
に
移
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

で
は
、
そ
れ
ま
で
通
常
は
い
つ
改
元
し
た
か
。
今
年
は
た
ま
た
ま
天

皇
の
譲
位
が
あ
り
ま
し
て
、
改
元
に
つ
い
て
の
議
論
が
だ
い
ぶ
賑
や

か
だ
っ
た
で
す
け
れ
ど
も
、
中
国
で
は
基
本
的
に
は
即
位
翌
年
の
正

月
か
ら
新
し
い
皇
帝
の
統
治
が
始
ま
る
と
い
う
こ
と
で
、
即
位
翌
年

の
正
月
を
迎
え
た
皇
帝
を
踰
年
の
君
（
踰
年
之
君
）
と
言
い
ま
す
。

即
位
し
た
年
の
内
に
亡
く
な
っ
た
皇
帝
は
未
踰
年
の
君
。
こ
の
未
踰

年
の
君
は
皇
帝
と
し
て
は
認
め
な
い
、
と
い
う
の
が
普
通
で
す
。
余

談
に
な
り
ま
す
が
、
三
国
魏
の
明
帝
は
景
初
三
年
（
二
三
九
）
の
正
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月
一
日
に
亡
く
な
り
ま
す
。
そ
れ
で
そ
の
日
の
内
に
次
に
斉
王
芳

─
─
後
に
廃
位
さ
れ
て
斉
王
の
地
位
に
落
と
さ
れ
ま
す
の
で
こ
う
称

さ
れ
ま
す
─
─
が
皇
太
子
に
な
っ
て
、
一
日
の
内
に
皇
太
子
と
な
っ

て
皇
帝
と
し
て
即
位
す
る
の
で
す
が
、
そ
の
一
年
間
は
全
部
景
初
三

年
で
す
。
お
ま
け
に
こ
の
年
は
、
明
帝
が
景
初
暦
と
い
う
従
来
の

一
二
月
を
一
年
の
始
め
と
す
る
暦
を
実
施
し
た
の
で
、
そ
れ
で
斉
王

芳
は
従
来
の
暦
に
戻
す
た
め
に
一
二
月
を
二
回
置
き
ま
す
。
実
に
斉

王
芳
は
一
三
箇
月
在
位
し
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
間
の
年

号
は
全
部
お
父
さ
ん
の
明
帝
の
景
初
で
す
。

　

ど
う
も
脱
線
ば
か
り
で
先
に
進
み
ま
せ
ん
が
、
極
端
な
場
合
そ
う

い
う
ケ
ー
ス
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
要
す
る
に
即
位
翌
年
の

正
月
に
改
元
す
る
の
が
通
常
で
あ
っ
て
、
唐
で
も
徳
宗
ま
で
は
、
新

し
い
皇
帝
の
改
元
は
即
位
翌
年
の
正
月
元
日
に
行
う
ケ
ー
ス
が
多
い

の
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
に
な
り
ま
す
と
、
穆
宗
以
後
は
改
元

が
元
日
で
は
な
く
大
赦
の
行
わ
れ
た
、
つ
ま
り
南
郊
の
祭
祀
の
行
わ

れ
た
そ
の
日
の
方
に
移
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、

唐
王
朝
の
後
半
に
な
り
ま
す
と
正
月
元
日
よ
り
も
、
む
し
ろ
一
連
の

祭
祀
の
南
郊
の
行
わ
れ
る
日
の
方
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
、
と
そ
う

い
う
風
に
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

三
　
朝
賀
の
礼
と
一
連
の
親
祭

　

で
は
ど
う
し
て
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
に
は
朝
賀
の
礼
の

存
在
と
そ
の
変
化
と
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

中
国
で
は
漢
代
以
来
、
一
一
月
の
冬
至
や
正
月
一
日
に
は
皇
帝
と
群

臣
と
が
朝
廷
に
会
す
る
朝
賀
の
礼
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
唐
代
で

は
太
極
殿
で
す
が
、
太
極
殿
は
今
言
っ
た
魏
の
明
帝
が
初
め
て
作
る

の
で
、
太
極
殿
で
儀
礼
の
行
わ
れ
る
の
は
魏
の
明
帝
以
降
と
な
り
ま

す
。
そ
の
朝
賀
の
礼
に
つ
き
ま
し
て
は
、
渡
辺
信
一
郎
と
い
う
方
の

『
天
空
の
玉
座
』（
註
二
）
と
い
う
本
が
あ
り
ま
し
て
、
中
国
文
学
の

方
は
も
し
か
し
た
ら
御
存
じ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
事
の
つ
い

で
で
す
か
ら
ぜ
ひ
読
ん
で
み
て
下
さ
い
。
出
版
さ
れ
た
時
に
『
天
空

の
城
ラ
ピ
ュ
タ
』
の
横
に
置
か
れ
て
い
た
、
と
言
う
こ
と
を
御
本
人

が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
が
、
れ
っ
き
と
し
た
歴
史
の
本
で
す
。

そ
の
本
に
よ
れ
ば
、
冬
至
や
正
月
元
日
に
は
皇
帝
と
群
臣
と
が
朝
廷

に
会
す
る
朝
賀
の
礼
が
行
わ
れ
て
、
そ
れ
に
宴
会
儀
礼
が
附
随
す
る

と
朝
会
と
な
り
ま
す
。
冬
至
と
正
月
と
ど
ち
ら
が
重
要
か
と
言
う
と

正
月
の
方
で
す
が
、
正
月
元
日
の
朝
会
儀
礼
で
あ
れ
ば
元
会
と
言
い

ま
す
。

　

そ
の
次
が
大
事
な
の
で
す
け
れ
ど
、
元
会
儀
礼
に
は
年
次
報
告
の

た
め
に
年
末
に
上
京
し
た
地
方
官
が
参
集
し
ま
す
。
漢
代
で
は
そ
れ
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を
郡
国
の
上
計
と
言
い
ま
す
。
郡
国
制
で
は
な
く
州
県
制
が
行
わ
れ

て
い
る
唐
代
で
は
、
年
次
報
告
の
た
め
に
地
方
か
ら
中
央
に
派
遣
さ

れ
た
使
者
の
こ
と
を
朝
集
使
と
言
い
ま
す
。
異
民
族
と
の
交
流
が
盛

ん
で
あ
っ
た
唐
代
で
は
、元
会
に
は
異
民
族
の
使
者
も
参
加
し
ま
す
。

た
だ
し
、
正
月
の
朝
廷
に
異
民
族
の
使
者
が
参
加
す
る
の
は
、
別
に

唐
代
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
漢
委
奴
国
王
の
金
印
は
、『
後

漢
書
』
光
武
帝
紀
下
の
建
武
中
元
二
年
（
五
七
）
の
正
月
條
に
関
連

す
る
記
事
が
書
か
れ
て
い
ま
し
て
、
要
す
る
に
正
月
に
委
（
倭
）
奴

国
の
使
者
が
洛
陽
に
行
っ
て
い
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
異
民
族
の

参
加
し
て
い
る
儀
礼
に
は
、
正
月
の
場
合
が
沢
山
あ
り
冬
至
の
儀
礼

の
場
合
も
あ
り
ま
す
。
と
い
う
こ
と
で
、
正
月
の
元
会
儀
礼
に
異
民

族
の
使
者
が
参
加
す
る
例
も
沢
山
あ
り
ま
す
。
日
本
の
遣
唐
使
で
も

年
末
か
ら
正
月
に
長
安
に
居
た
記
録
は
幾
つ
も
あ
り
ま
し
て
、
例
え

ば
大
伴
古
麻
呂
が
新
羅
の
使
者
と
席
次
争
い
を
し
て
、
新
羅
の
使
者

を
日
本
よ
り
下
位
に
置
か
せ
た
、と
い
う
有
名
な
話
が
『
続
日
本
紀
』

に
出
て
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
も
正
月
元
日
の
朝
賀
の
礼
の
場
で

起
き
た
こ
と
で
す
。

　

そ
う
い
う
こ
と
で
、
朝
賀
の
礼
に
は
地
方
官
や
異
民
族
の
使
者
が

朝
廷
に
集
ま
り
ま
す
が
、
そ
の
時
に
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
の
特
産
物
で

あ
る
方
物
を
、
異
民
族
も
含
め
て
持
参
し
て
殿
庭
─
─
唐
朝
で
あ
れ

ば
太
極
殿
庭
─
─
に
並
べ
ま
す
。
こ
れ
を
庭
実
と
言
い
ま
す
。
庭
実

は
少
量
で
構
わ
な
い
の
で
す
が
、
殿
庭
の
庭
実
の
周
り
に
は
群
臣
・

地
方
官
や
異
民
族
の
使
者
が
ず
ら
っ
と
並
び
ま
す
。
後
は
想
像
す
る

し
か
な
い
の
で
す
が
、
そ
こ
に
皇
帝
が
お
出
ま
し
し
ま
す
。
西
側
の

廊
下
の
方
か
ら
来
る
は
ず
で
す
け
ど
、
皇
帝
の
移
動
す
る
姿
は
群
臣

達
か
ら
見
え
な
い
よ
う
に
し
ま
す
。
扇
で
隠
し
て
、
ち
ゃ
ん
と
い
る

べ
き
と
こ
ろ
ま
で
来
る
と
、
扇
を
開
い
て
姿
を
見
せ
ま
す
。
伊
勢
神

宮
の
式
年
遷
宮
の
時
に
一
番
中
心
と
な
る
神
宝
の
移
動
は
見
せ
な
い

で
、
幕
で
ず
っ
と
遮
っ
て
い
ま
す
ね
。
ち
ょ
っ
と
そ
う
い
う
の
を
連

想
し
ま
す
が
、
皇
帝
も
移
動
中
の
姿
は
見
せ
な
い
で
、
太
極
殿
の
お

そ
ら
く
中
心
に
来
る
と
、
扇
を
閉
じ
て
姿
を
現
す
。
こ
れ
も
想
像
で

す
が
、
例
え
ば
万
歳
み
た
い
な
こ
と
を
言
っ
て
年
の
始
め
を
寿
ぐ
と

同
時
に
、
参
加
者
は
皇
帝
の
統
治
が
全
国
ど
こ
ろ
か
天
下
に
及
ん
で

い
る
こ
と
を
実
感
す
る
、
そ
う
い
う
儀
礼
を
や
る
と
思
う
の
で
す
。

私
は
唐
代
の
朝
賀
の
実
施
例
に
つ
い
て
調
べ
ま
し
た
が
、
前
半
の
睿

宗
朝
ま
で
の
記
録
は
多
く
は
な
い
の
で
す
け
れ
ど
、
正
月
元
日
の
朝

賀
は
実
施
さ
れ
た
と
推
定
で
き
ま
す
。

　

つ
い
で
に
興
味
深
い
の
は
、
則
天
武
后
の
周
王
朝
に
仕
え
た
杜
嗣

先
と
言
う
人
の
墓
誌
で
す
。
日
本
の
遣
唐
使
の
井
真
成
と
い
う
人
の

墓
誌
が
見
つ
か
っ
て
、
そ
こ
に
日
本
と
書
い
て
あ
っ
た
こ
と
が
以
前

話
題
に
な
り
ま
し
た
が
、
実
は
先
に
杜
嗣
先
の
墓
誌
も
見
つ
か
っ
て

い
て
、
玄
宗
朝
初
年
の
先
天
元
年
（
七
一
二
）
に
亡
く
な
っ
て
い
る
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の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
墓
誌
に
長
安
二
年
（
七
〇
二
）
に
日
本
が

来
庭
し
た
、長
安
ま
で
や
っ
て
来
た
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、

確
実
に
日
本
と
い
う
国
号
の
記
さ
れ
た
最
初
の
墓
誌
で
あ
る
、
と
い

こ
と
で
杜
嗣
先
の
墓
誌
も
当
時
話
題
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
墓
誌
は

私
に
と
っ
て
は
非
常
に
面
白
い
墓
誌
で
、
長
安
二
年
の
長
安
で
の
元

会
儀
礼
の
実
施
が
推
定
で
き
ま
す
。
実
は
則
天
武
后
は
高
宗
朝
の
末

か
ら
ず
っ
と
洛
陽
に
居
ま
し
て
、
長
安
に
は
全
然
行
き
ま
せ
ん
。
要

す
る
に
、
洛
陽
を
自
分
の
周
王
朝
の
治
所
、
首
都
と
し
て
い
た
。
と

こ
ろ
が
、
長
安
元
年
（
七
〇
一
）
に
な
っ
て
初
め
て
長
安
に
行
き
ま

し
て
、翌
年
の
一
一
月
の
冬
至
に
唐
朝
の
南
郊
で
天
の
祭
り
を
す
る
。

恐
ら
く
そ
の
時
に
は
、
皇
太
子
と
し
て
い
た
中
宗
を
参
加
さ
せ
る
。

と
い
う
こ
と
は
、
武
后
の
周
王
朝
は
一
代
で
お
し
ま
い
、
後
は
自
分

の
子
供
で
す
け
ど
李
氏
の
王
朝
に
戻
す
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
天
に

告
げ
た
の
が
長
安
二
年
一
一
月
の
冬
至
の
祭
り
だ
っ
た
の
で
す
ね
。

そ
の
前
の
月
に
粟
田
真
人
の
遣
唐
使
が
日
本
か
ら
や
っ
て
き
ま
し
た

が
、
そ
の
こ
と
が
杜
嗣
先
墓
誌
に
書
い
て
あ
る
し
、
杜
嗣
先
自
身
が

粟
田
真
人
達
の
遣
唐
使
を
接
待
し
た
こ
と
も
書
い
て
あ
る
。
そ
う
い

う
意
味
で
は
非
常
に
面
白
い
墓
誌
で
す
。
実
は
こ
の
墓
誌
は
、
紹
介

し
た
先
生
が
骨
董
屋
さ
ん
で
見
つ
け
て
文
面
を
著
録
し
た
の
で
す

が
、
買
わ
な
い
う
ち
に
ど
っ
か
に
売
れ
て
し
ま
っ
て
、
し
ば
ら
く
は

墓
誌
が
無
い
、
拓
本
が
無
い
と
い
う
こ
と
で
信
用
さ
れ
な
い
と
い
う

気
の
毒
な
目
に
遭
っ
た
の
で
す
が
、
現
在
で
は
そ
の
先
生
は
所
蔵
さ

れ
た
実
物
を
見
た
、
と
い
う
話
で
す
。
と
に
か
く
、
杜
嗣
先
墓
誌
か

ら
は
粟
田
真
人
の
遣
唐
使
が
特
別
な
待
遇
を
受
け
た
と
い
う
こ
と
が

判
り
ま
す
し
、
そ
れ
か
ら
長
安
二
年
の
正
月
に
元
会
儀
礼
の
実
施
さ

れ
た
こ
と
が
推
定
で
き
る
ん
で
す
ね
。

　

そ
う
い
う
こ
と
で
、
唐
の
前
半
で
は
け
っ
こ
う
元
会
儀
礼
が
行
わ

れ
て
い
る
。
玄
宗
朝
以
後
に
つ
い
て
は
、『
冊
府
元
亀
』
と
い
う
書

物
の
巻
一
〇
七
と
巻
一
〇
八
と
に
朝
賀
を
何
時
や
っ
た
か
記
録
し
て

あ
り
ま
し
て
、
憲
宗
朝
ま
で
は
比
較
的
よ
く
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
唐
後
半
に
な
り
ま
す
と
実
施
の
場
所
は
太
極
殿
庭
で
は

な
く
な
り
ま
し
て
、
大
明
宮
含
元
殿
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
玄
宗
朝

ま
で
は
正
月
に
先
ほ
ど
言
っ
た
皇
帝
の
一
連
の
親
祭
が
行
わ
れ
て

も
、
元
日
に
は
朝
賀
の
礼
が
実
施
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
徳

宗
の
貞
元
年
間
（
七
八
五
～
八
〇
五
）
に
な
り
ま
す
と
、
前
年
の
冬

至
に
南
郊
親
祭
を
行
う
と
翌
年
正
月
の
朝
賀
を
廃
止
す
る
こ
と
が
多

く
な
っ
て
き
ま
し
て
、
即
位
翌
年
正
月
の
一
連
の
親
祭
を
行
っ
た
時

に
は
、
す
ぐ
そ
の
前
の
朝
賀
は
実
施
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
う
よ
う
で
す
。

　

初
め
に
、
徳
宗
が
建
中
元
年
に
両
税
法
を
発
布
し
た
と
言
い
ま
し

た
け
れ
ど
も
、
そ
の
年
は
正
月
元
日
に
朝
賀
を
行
っ
て
い
る
し
、
改

元
も
当
日
に
行
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、
徳
宗
の
次
に
即
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位
翌
年
正
月
の
一
連
の
親
祭
を
最
初
に
実
施
し
た
穆
宗
の
場
合
、
正

月
元
日
の
朝
賀
は
停
止
さ
れ
て
お
り
、
改
元
も
一
連
の
親
祭
の
最
終

日
、
南
郊
の
後
に
行
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
元
会
の
礼
が
停
止
さ
れ
た

こ
と
で
、
元
日
に
は
行
う
べ
き
礼
が
無
く
な
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う

こ
と
で
す
。
先
ほ
ど
、
唐
の
後
半
に
な
る
と
即
位
翌
年
の
正
月
の
最

初
に
一
連
の
祭
祀
を
行
う
と
言
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
と

い
う
か
裏
腹
に
と
い
う
か
、
元
日
朝
賀
の
礼
が
停
止
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
わ
け
で
す
。
要
す
る
に
、
元
日
の
朝
廷
に
人
が
集
ま
ら
な
い

の
で
あ
れ
ば
、
元
日
に
行
っ
て
い
た
大
赦
や
改
元
も
や
る
意
味
は
無

く
な
る
、
と
い
う
事
態
に
な
っ
た
の
で
す
ね
。

　

つ
ま
り
、
元
日
朝
賀
に
参
列
す
る
た
め
に
朝
集
使
と
し
て
諸
州
の

刺
史
ま
た
は
上
佐
─
─
刺
史
の
次
に
地
位
の
高
い
役
人
─
─
が
年
末

に
上
京
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
毎
年
の
行
政
の
報
告
を
す
る
わ
け
で

す
。
ま
ず
人
口
統
計
、
戸
口
統
計
を
報
告
す
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、

こ
れ
は
つ
ま
り
租
税
台
帳
、
ど
れ
ほ
ど
の
租
税
が
取
れ
る
か
と
い
う

基
礎
の
デ
ー
タ
を
報
告
す
る
わ
け
で
す
。
年
末
に
そ
れ
を
や
っ
て
元

日
に
朝
賀
の
礼
を
行
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
朝
集
使
の
制
度
が

安
史
の
乱
の
勃
発
に
よ
っ
て
中
止
し
て
し
ま
い
ま
す
。
徳
宗
の
即
位

し
た
大
暦
一
四
年
（
七
七
九
）
に
は
一
時
復
活
す
る
の
で
す
け
れ
ど

も
、
同
じ
徳
宗
の
貞
元
四
年
（
七
八
八
）
に
は
廃
止
さ
れ
ま
し
て
、

朝
集
使
の
上
京
は
以
後
見
ら
れ
な
く
な
る
。
徳
宗
は
一
時
五
月
に
朝

賀
の
礼
を
行
っ
た
こ
と
も
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
憲
宗
朝
以
後
は

行
わ
れ
な
く
な
る
。
つ
ま
り
、
朝
集
使
の
上
京
に
伴
う
朝
賀
の
礼
は

徳
宗
朝
以
後
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
な
く
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
元
日
の
朝
賀
に
異
民
族
が
ど
れ
ほ
ど
参
列
し
て
い
た

の
か
と
い
う
と
、『
冊
府
元
亀
』
に
は
巻
九
五
六
か
ら
巻
一
〇
〇
〇

に
外
臣
部
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
を
丹
念
に
見
て
い
く
と
異
民
族
が

唐
代
に
ど
れ
く
ら
い
来
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
が
色
々
と
わ
か
る
の

で
す
け
れ
ど
も
、
安
史
の
乱
以
後
に
な
る
と
本
当
に
減
っ
て
く
る
の

で
す
ね
。
と
い
う
こ
と
で
、
異
民
族
が
多
数
正
月
に
集
ま
る
と
い
う

こ
と
も
、
安
史
の
乱
以
降
は
な
く
な
っ
て
く
る
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

　

一
方
、
徳
宗
朝
ま
で
に
確
立
し
た
正
月
の
太
清
宮
・
太
廟
・
南
郊

の
一
連
の
親
祭
は
、
そ
の
後
長
安
の
市
民
も
巻
き
込
む
形
で
発
展
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
長
安
の
官
僚
（
京
官
）
も
当
然
こ
の
祭
祀

に
参
加
し
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
数
日
前
の
元
日
に
行
わ
れ
る
地
方

官
や
異
民
族
の
参
加
も
無
く
な
っ
た
朝
賀
の
礼
は
意
味
を
成
さ
な
く

な
っ
て
、
即
位
翌
年
の
正
月
に
太
清
宮
・
太
廟
・
南
郊
の
一
連
の
親

祭
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
元
日
の
朝
賀
の
礼
は
停
止
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
。
そ
こ
で
従
来
正
月
一
日
に
行
わ
れ
て
い
た
改
元
も
、
南
郊

当
日
に
行
わ
れ
て
い
た
大
赦
と
同
じ
日
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の

だ
ろ
う
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
表
二
を
見
た
時
に
、
初
め

正
月
一
日
に
行
わ
れ
て
い
た
改
元
が
、
徳
宗
朝
以
後
に
な
る
と
大
赦
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と
同
じ
南
郊
祭
祀
当
日
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
言
い
ま
し
た
け

れ
ど
、
実
は
そ
の
背
景
に
は
正
月
元
日
の
朝
賀
の
礼
の
廃
絶
、
そ
れ

か
ら
朝
集
使
が
都
に
来
な
く
な
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
現
実
が
あ
る

の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
唐
代
廟
制
一
覧
と
い
う
表
を
作
っ
て
お
き
ま
し
た
け
れ
ど

も
、
そ
の
横
に
太
清
宮
・
太
廟
・
南
郊
の
位
置
を
示
す
唐
長
安
城
の

平
面
図
を
貼
っ
て
お
き
ま
し
た
。
唐
代
で
は
皇
帝
の
祭
祀
と
し
て
は

太
廟
の
祭
祀
と
南
郊
の
祭
祀
と
が
重
要
な
の
で
す
が
、
太
廟
は
こ
の

長
安
城
の
平
面
図
で
は
皇
城
の
東
南
の
角
に
あ
り
ま
す
。
そ
こ
か
ら

朱
雀
門
街
を
南
に
下
っ
て
明
徳
門
を
出
ま
す
と
、
東
南
に
接
し
て
南

郊
が
あ
り
ま
す
。
先
ほ
ど
も
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
こ
の
南
郊
は
今

も
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
皇
帝
は
、
皇
城
の
太
廟
か
ら
朱
雀
門
街

を
一
直
線
に
南
郊
に
行
き
ま
す
。
相
当
不
便
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
気

が
し
ま
す
が
、
朱
雀
門
街
は
一
般
の
人
が
東
西
に
横
切
っ
て
は
い
け

な
い
道
な
ん
だ
そ
う
で
す
。
ま
た
、
唐
代
で
は
城
坊
と
い
っ
て
、
都

市
の
居
住
区
は
全
て
塀
で
取
り
囲
ま
れ
て
い
ま
す
。
で
す
の
で
、
皇

帝
が
太
廟
か
ら
朱
雀
門
を
通
っ
て
南
郊
に
行
っ
て
祭
祀
を
行
う
と
、

恐
ら
く
一
般
の
人
々
は
皇
帝
の
移
動
を
目
に
し
な
い
。
と
こ
ろ
が
、

高
宗
の
乾け
ん
ぽ
う封
年
間
（
六
六
六
～
六
六
八
）
に
は
大
明
宮
が
で
き
、
玄

宗
朝
に
は
宮
城
皇
城
と
大
明
宮
及
び
興
慶
宮
に
挟
ま
れ
て
、
ち
ょ
う

ど
そ
の
真
ん
中
あ
た
り
に
太
清
宮
が
置
か
れ
ま
す
。
興
慶
宮
は
玄
宗

が
即
位
し
て
以
後
、
玄
宗
自
身
が
政
務
を
行
う
場
所
と
し
て
も
使
い

ま
し
た
の
で
、
大
明
宮
と
太
極
宮
と
興
慶
宮
と
は
政
治
の
中
枢
と
な

り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
太
清
宮
の
周
り
は
宮
殿
に
行
く
の
に
便
利

な
場
所
で
す
か
ら
、高
級
官
僚
が
集
住
し
ま
す
。
そ
の
南
が
東
市
で
、

こ
の
あ
た
り
は
長
安
一
番
の
高
級
住
宅
街
と
な
り
ま
す
。
そ
の
真
ん

中
に
太
清
宮
が
置
か
れ
る
と
ど
う
な
る
か
。
一
連
の
親
祭
で
は
、
皇

帝
は
太
清
宮
か
ら
太
廟
に
移
動
し
て
そ
れ
か
ら
南
郊
に
移
動
し
ま
す

か
ら
、
そ
の
移
動
は
当
然
人
の
目
に
触
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ

の
点
を
確
か
め
る
の
は
難
し
い
の
で
す
が
、
幸
い
円
仁
の
『
入
唐
求

法
巡
礼
行
記
』
─
─
九
世
紀
の
八
三
〇
年
代
末
か
ら
四
〇
年
代
に
日

本
僧
の
円
仁
が
足
掛
け
九
年
間
唐
を
旅
行
し
た
非
常
に
貴
重
な
記
録

で
、
中
国
の
史
料
に
書
い
て
い
な
い
日
常
の
記
録
が
豊
富
に
残
さ
れ

て
い
ま
す
の
で
、
現
在
で
は
中
国
人
も
積
極
的
に
唐
代
文
化
史
研
究

の
史
料
と
し
て
活
用
し
て
い
ま
す
─
─
に
参
照
す
べ
き
記
述
が
残
っ

て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
の
表
二
で
武
宗
は
会
昌
元
年
（
八
四
一
）
と
会

昌
五
年
（
八
四
五
）
と
の
冬
至
に
二
回
天
を
祭
っ
て
い
ま
す
が
、
私

に
と
っ
て
難あ
り
が
た有

い
こ
と
に
円
仁
は
ど
ち
ら
の
時
に
も
長
安
に
い
ま
し

た
。
そ
れ
で
、
珍
し
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
、
と
書
い
て
い
ま

す
。
で
す
の
で
、
こ
の
時
の
祭
祀
を
一
般
の
人
が
見
て
い
る
の
は
間

違
い
な
い
。
そ
れ
か
ら
会
昌
五
年
の
所
に
は
「
僧
尼
の
見
る
を
許
さ

ず
」
と
書
い
て
い
る
の
で
す
ね
。
武
宗
の
会
昌
の
廃
仏
は
会
昌
三
年
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頃
か
ら
始
ま
る
の
で
す
が
、
会
昌
五
年
に
な
り
ま
す
と
「
僧
尼
の
見

る
を
許
さ
ず
」
で
す
か
ら
、
円
仁
達
お
坊
さ
ん
は
南
郊
の
武
宗
の
親

祭
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
ん
な
風
に
会
昌
の

廃
仏
が
だ
ん
だ
ん
厳
し
く
な
っ
て
い
く
こ
と
も
判
る
の
で
、『
入
唐

求
法
巡
礼
行
記
』
は
貴
重
な
史
料
な
の
で
す
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も

太
清
宮
が
置
か
れ
た
こ
と
で
、
一
般
の
人
に
も
唐
王
朝
の
皇
帝
の
一

連
の
祭
祀
を
見
る
チ
ャ
ン
ス
が
増
え
て
く
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
の
一
方
で
唐
後
半
に
皇
帝
の
一
連
の
祭
祀
そ
の
も
の
は
か
な
り

類
型
化
し
て
き
ま
し
た
の
で
、
即
位
の
翌
年
の
正
月
に
行
わ
れ
た
ら

イ
ベ
ン
ト
に
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
ね
。
街
の
人
達
も
イ
ベ
ン
ト

と
し
て
見
る
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
で
唐
の
次
の
宋
に
な
り
ま
す
と
、

皇
帝
の
南
郊
の
親
祭
は
三
年
に
一
度
冬
至
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
す
が
、
北
宋
の
冬
至
の
祭
祀
の
賑
や
か
さ
は
『
東
京
夢
華
録
』
に

活
写
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
傾
向
は
唐
の
後
半
に
な
っ
て
現
れ

て
く
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
ま
す
。

四
　
喪
葬
儀
礼
の
再
建

　

以
上
、
徳
宗
朝
以
降
に
即
位
翌
年
の
一
連
の
祭
祀
が
行
わ
れ
る
と

同
時
に
、
一
方
で
正
月
元
日
に
行
わ
れ
て
い
た
朝
賀
の
礼
が
だ
ん
だ

ん
廃
れ
て
き
ま
し
て
、
朝
集
使
も
都
に
来
な
く
な
る
、
と
い
う
話
を

し
ま
し
た
。
ち
ょ
っ
と
話
が
飛
び
ま
す
が
、
今
度
は
徳
宗
の
行
っ
た

父
の
代
宗
の
喪
葬
儀
礼
の
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

唐
の
喪
葬
儀
礼
は
太
宗
の
貞
観
礼
に
は
国
恤
礼
五
篇
と
し
て
存
在

し
て
い
ま
し
た
が
、
高
宗
の
顕
慶
三
年
（
六
五
八
）
に
頒
行
さ
れ
た

顕
慶
礼
で
は
、
国
恤
礼
は
皇
帝
の
凶
事
に
与
る
も
の
で
臣
子
の
宜
し

く
言
う
べ
き
と
こ
ろ
に
非
ず
、
と
し
て
削
除
さ
れ
ま
し
た
。
皇
帝
の

お
葬
式
と
い
う
の
は
皇
帝
の
死
を
前
提
と
し
て
作
ら
れ
る
の
だ
か

ら
、
そ
の
よ
う
な
縁
起
の
悪
い
こ
と
の
段
取
り
を
預
め
決
め
て
は
い

け
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
今
回
の
明
仁
天
皇
か
ら

今
上
天
皇
へ
の
譲
位
に
触
れ
て
も
賑
や
か
に
議
論
さ
れ
ま
し
た
が
、

譲
位
は
世
界
的
に
見
れ
ば
君
主
権
の
継
承
と
し
て
は
異
例
で
、
新
し

い
君
主
の
即
位
儀
礼
は
基
本
的
に
は
前
の
君
主
が
死
ん
で
か
ら
行
い

ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
即
位
儀
礼
は
た
い
て
い
先
帝
の
葬
儀
の
最
中

に
行
わ
れ
る
の
で
、皇
帝
の
即
位
儀
礼
を
研
究
す
る
人
に
と
っ
て
は
、

皇
帝
の
喪
葬
儀
礼
が
削
除
さ
れ
た
ら
困
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
と

こ
ろ
が
、
徳
宗
朝
に
宰
相
と
し
て
活
躍
し
た
杜
佑
（
七
三
五
～

八
一
二
）
の
『
通つ

典て
ん

』
と
い
う
書
物
に
は
、「
大
唐
元
陵
儀
注
」
な

ど
と
呼
ば
れ
る
、
徳
宗
の
父
の
代
宗
の
喪
葬
儀
礼
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
が

残
っ
て
い
る
。
私
は
そ
の
佚
文
を
集
め
て
勉
強
会
を
や
り
ま
し
て
、

『
大
唐
元
陵
儀
注
新
釈
』
と
い
う
本
を
出
し
ま
し
た
（
註
三
）。
そ
の

時
に
あ
れ
こ
れ
考
え
た
こ
と
を
、
今
度
は
お
話
し
い
た
し
ま
す
。



徳
宗
朝
と
い
う
時
代

一
三

　
「
大
唐
元
陵
儀
注
」
の
元
陵
と
は
徳
宗
の
父
代
宗
の
お
墓
で
す
。

代
宗
か
ら
徳
宗
へ
の
帝
位
の
継
承
は
、
唐
の
中
で
最
も
穏
当
に
行
わ

れ
た
帝
位
継
承
と
し
て
注
目
さ
れ
ま
す
。
唐
の
初
代
の
高
祖
か
ら
太

宗
へ
の
場
合
は
、
太
宗
が
玄
武
門
の
変
で
お
兄
さ
ん
で
皇
太
子
の
李

建
成
を
倒
し
て
、
そ
の
後
に
高
祖
の
譲
位
を
受
け
て
即
位
す
る
。
で

す
か
ら
、
こ
れ
は
異
例
な
即
位
で
す
。
そ
の
点
で
言
う
と
、
太
宗
か

ら
高
宗
へ
の
帝
位
継
承
は
穏
当
な
も
の
で
す
け
れ
ど
も
、
太
宗
本
人

は
終
南
山
に
行
幸
中
に
崩
御
す
る
。
そ
こ
で
、
終
南
山
か
ら
三
日
位

で
遺
体
を
長
安
に
戻
し
て
か
ら
儀
礼
を
行
う
─
─
す
ご
い
速
さ
で
戻

し
た
な
と
思
い
ま
す
が
─
─
、
そ
の
点
で
は
や
や
変
則
的
で
す
ね
。

そ
の
高
宗
は
洛
陽
で
崩
御
し
ま
す
が
、
そ
の
時
に
は
則
天
武
后
が
政

治
の
実
権
を
握
っ
て
い
て
、
武
后
は
中
宗
を
立
て
る
け
れ
ど
も
、
翌

年
二
月
に
中
宗
を
帝
位
か
ら
引
き
ず
り
降
ろ
し
ま
す
。
実
は
そ
の
あ

と
弟
の
睿
宗
が
即
位
し
ま
し
て
、
六
九
〇
年
に
則
天
武
后
が
周
王
朝

を
建
て
る
ま
で
睿
宗
が
一
応
皇
帝
の
位
置
に
い
ま
す
。
そ
の
間
ず
っ

と
中
宗
が
皇
帝
の
地
位
に
い
た
み
た
い
な
年
表
も
あ
り
ま
す
が
、
実

際
は
ほ
と
ん
ど
の
間
は
睿
宗
が
皇
帝
で
す
。
そ
れ
で
、
武
后
が
周
王

朝
を
建
て
ま
す
と
、
睿
宗
は
皇
帝
の
位
か
ら
引
き
ず
り
降
ろ
さ
れ
て

皇
嗣
と
い
う
地
位
を
貰
い
ま
す
。
で
す
の
で
、
皇
嗣
は
私
に
は
余
り

良
い
イ
メ
ー
ジ
の
称
号
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
の
後
中
宗
は
六
九
八
年
に
洛
陽
に
戻
っ
て
皇
太
子
と
な
り
、

七
〇
五
年
に
皇
帝
に
即
位
し
ま
す
が
、
五
年
後
に
皇
后
の
韋
氏
に
毒

殺
さ
れ
ま
す
。
そ
の
韋
皇
后
を
玄
宗
が
倒
し
て
、
中
宗
の
弟
で
あ
り

玄
宗
の
お
父
さ
ん
の
睿
宗
が
皇
帝
と
な
り
、
玄
宗
は
第
三
子
で
す
が

皇
太
子
と
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
今
度
は
睿
宗
と
玄
宗
と
が
対
立
し

て
、
い
わ
ば
睿
宗
が
会
社
の
会
長
に
な
り
玄
宗
が
社
長
に
な
る
形
で

玄
宗
が
即
位
し
ま
す
。
つ
ま
り
政
治
上
の
一
番
重
要
な
権
限
は
太
上

皇
帝
の
睿
宗
が
握
っ
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
翌
年
に
な
っ
て
皇
帝

の
玄
宗
が
ク
ー
デ
タ
を
起
こ
し
て
睿
宗
の
恐
ら
く
妹
の
太
平
公
主
を

倒
し
、
睿
宗
は
引
退
し
て
統
治
の
大
権
は
玄
宗
に
移
譲
さ
れ
ま
す
。

し
か
し
、
玄
宗
は
末
年
に
は
安
史
の
乱
で
成
都
に
逃
れ
ま
す
。
そ
の

時
に
玄
宗
に
従
っ
て
い
た
皇
太
子
の
粛
宗
は
、
別
行
動
を
起
こ
し
て

北
方
に
移
動
し
て
帝
位
に
即
い
て
し
ま
う
。
玄
宗
は
粛
宗
の
即
位
に

同
意
し
ま
す
が
、
こ
れ
以
降
の
二
人
の
関
係
に
は
相
当
微
妙
な
も
の

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
次
の
代
宗
は
粛
宗
の
皇
太
子
で
す
が
、
粛
宗
の

張
皇
后
は
自
分
の
息
子
が
幼
い
頃
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
、
自
分

の
子
で
は
な
い
代
宗
を
廃
そ
う
と
動
い
て
い
ま
し
た
。
粛
宗
が
亡
く

な
っ
た
時
、
張
皇
后
は
他
の
人
と
組
ん
で
別
の
皇
子
を
皇
帝
に
し
よ

う
と
し
た
の
で
す
が
、
事
敗
れ
て
代
宗
が
無
事
即
位
し
ま
し
た
。
と

い
う
わ
け
で
、
唐
代
で
は
徳
宗
以
前
に
皇
太
子
が
先
帝
の
死
後
に
自

然
な
形
で
即
位
し
た
の
は
、
せ
い
ぜ
い
高
宗
の
例
が
あ
る
だ
け
な
ん

で
す
ね
。
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そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
。「
唐
代
廟
制
一
覧
」
を
見
て
頂
き
た
い
ん

で
す
け
ど
（
28
）
の
大
暦
一
四
年
（
七
七
九
）
と
い
う
の
が
、
徳
宗

が
即
位
す
る
時
に
太
廟
に
入
っ
て
い
た
先
帝
の
位
牌
の
顔
ぶ
れ
で

す
。
天
子
七
廟
と
い
っ
て
、
太
廟
に
入
れ
る
位
牌
の
数
は
七
が
基
準

と
な
り
ま
す
が
、
中
宗
と
睿
宗
と
は
兄
弟
で
す
の
で
、
開
元
一
一
年

（
七
二
三
）
か
ら
二
人
を
太
廟
に
並
べ
る
た
め
に
九
廟
制
に
し
て
い

ま
す
。
で
、
大
暦
一
四
年
の
太
廟
に
安
置
さ
れ
る
先
帝
は
太
祖
・
高

祖
・
太
宗
・
高
宗
・
中
宗
・
睿
宗
・
玄
宗
・
粛
宗
・
代
宗
。
太
祖
は

李
虎
と
い
い
ま
し
て
、
高
祖
の
お
爺
さ
ん
な
の
で
す
が
、「
唐
国
公
」

と
い
う
称
号
を
貰
っ
た
こ
と
が
唐
と
い
う
国
号
の
由
来
と
な
っ
た
の

で
、
特
別
扱
い
で
太
祖
と
し
ま
す
。
そ
の
後
の
唐
朝
最
初
の
皇
帝
が

そ
の
孫
の
高
祖
。
で
す
の
で
、
高
祖
・
太
宗
・
高
宗
・
中
宗
・
睿
宗
・

玄
宗
・
粛
宗
・
代
宗
と
、
徳
宗
の
前
の
皇
帝
が
一
人
も
欠
け
ず
に
並

び
、
そ
の
最
初
に
太
祖
が
い
る
と
い
う
形
で
、
非
常
に
綺
麗
に
太
廟

に
先
帝
の
位
牌
が
並
ぶ
の
が
徳
宗
の
時
で
す
。
徳
宗
は
祭
祀
に
対
し

て
非
常
に
手
厚
か
っ
た
皇
帝
で
し
た
が
、
何
と
か
玄
宗
朝
以
前
の
栄

光
を
取
り
戻
そ
う
と
い
う
意
識
が
多
分
に
あ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
け

れ
ど
も
、
自
身
が
即
位
す
る
時
の
先
帝
の
位
牌
も
加
不
足
な
く
並
ん

だ
、
と
い
う
情
況
に
な
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。

　

そ
し
て
徳
宗
は
、
即
位
に
際
し
て
代
宗
の
葬
式
の
式
次
第
で
あ
る

「（
大
唐
）
元
陵
儀
注
」
を
作
り
ま
す
が
、
そ
の
「
元
陵
儀
注
」
の
編

者
は
顔
真
卿
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
皇
帝
の
葬
儀
の
際
に
は
礼
儀

使
が
任
命
さ
れ
ま
す
が
、顔
真
卿
は
徳
宗
即
位
時
の
礼
儀
使
で
し
た
。

ち
ょ
う
ど
祭
姪
文
稿
が
展
示
さ
れ
た
り
し
て
、
今
ず
い
ぶ
ん
関
係
の

書
物
や
雑
誌
の
特
集
号
が
出
て
い
て
御
存
知
の
方
も
い
る
と
思
い
ま

す
が
、
顔
真
卿
は
唐
朝
の
た
め
に
生
涯
尽
力
し
た
官
僚
で
し
た
。
そ

の
顔
真
卿
の
書
い
た
の
が
、「
元
陵
儀
注
」
と
い
う
代
宗
の
喪
葬
儀

礼
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
だ
っ
た
の
で
す
ね
。
こ
れ
が
杜
佑
の
『
通
典
』
に

か
な
り
の
部
分
採
録
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
先
ほ
ど
国
恤
礼
が
太

宗
の
貞
観
礼
に
入
っ
て
い
て
、
高
宗
の
時
の
顕
慶
礼
で
は
削
除
さ
れ

た
と
言
い
ま
し
た
け
れ
ど
、
貞
観
礼
と
顕
慶
礼
と
は
散
逸
し
て
残
っ

て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
玄
宗
朝
に
『
大
唐
開
元
礼
』
と

い
う
書
物
が
編
纂
さ
れ
ま
し
て
、
こ
れ
は
今
日
残
っ
て
い
ま
す
。
そ

こ
で
、『
通
典
』
の
「
大
唐
元
陵
儀
注
」
と
『
大
唐
開
元
礼
』
と
の

関
係
は
ど
ん
な
も
の
だ
ろ
う
と
注
意
し
て
み
ま
す
と
、「
大
唐
元
陵

儀
注
」
に
は
臣
下
の
喪
葬
儀
礼
に
つ
い
て
は
『
開
元
礼
』
を
見
て
く

れ
、と
い
う
記
述
が
よ
く
あ
る
の
で
す
ね
。
顔
真
卿
は
「
元
陵
儀
注
」

を
作
る
時
に
『
大
唐
開
元
礼
』
を
参
照
、
評
価
し
て
い
た
と
言
え
ま

す
。
ま
た
、『
通
典
』
巻
一
〇
六
以
下
に
は
「
開
元
礼
纂
類
」
が
収

録
さ
れ
て
い
ま
し
て
、
杜
佑
も
『
大
唐
開
元
礼
』
に
高
い
評
価
を
与

え
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、『
通
典
』
の
中
の
「
元

陵
儀
注
」
を
見
て
み
ま
す
と
、
所
々
で
杜
佑
は
「
こ
れ
は
実
際
を
知



徳
宗
朝
と
い
う
時
代

一
五

ら
な
い
で
経
書
か
ら
考
え
よ
う
と
し
た
か
ら
こ
ん
な
風
に
現
実
離
れ

し
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
」と
書
い
て
い
ま
す
。そ
こ
で
、「
元

陵
儀
注
」
と
『
通
典
』
と
の
関
係
は
な
か
な
か
難
し
い
の
で
す
が
、

そ
れ
に
し
て
も
杜
佑
が
「
元
陵
儀
注
」
を
『
通
典
』
に
で
き
る
だ
け

収
め
た
と
い
う
こ
と
は
、「
元
陵
儀
注
」
が
唐
の
皇
帝
の
葬
式
の
次

第
と
し
て
非
常
に
重
要
で
あ
っ
て
、
一
回
限
り
の
、
例
え
ば
次
の
徳

宗
の
葬
儀
の
時
に
は
別
に
考
え
れ
ば
い
い
や
と
い
う
も
の
で
は
な
く

て
、
あ
る
程
度
の
恒
久
性
を
備
え
た
儀
礼
と
し
て
顔
真
卿
は
纏
め
た

の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
ま
す
。
杜
佑
の
方
も
、「
元
陵
儀
注
」

を
具
体
的
に
否
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
多
少
あ
る
の
で
す
け
れ
ど

も
、
や
は
り
恒
久
的
な
儀
礼
と
し
て
の
重
要
性
を
考
え
て
「
元
陵
儀

注
」
を
『
通
典
』
に
収
め
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

急
ぎ
足
で
最
後
の
方
に
行
き
ま
す
が
、
も
う
一
つ
お
話
し
し
て
お

き
た
い
の
は
、
徳
宗
が
先
帝
の
陵
に
も
保
護
の
手
を
加
え
て
い
る
こ

と
で
す
。
唐
の
皇
帝
陵
は
長
安
か
ら
渭
水
を
越
え
て
、
関
中
平
野
北

側
の
山
脈
の
南
側
に
東
西
に
広
が
っ
て
い
て
、
全
部
で
一
八
陵
、
第

一
八
代
の
僖
宗
の
靖
陵
ま
で
並
ん
で
い
ま
す
。
長
安
か
ら
は
か
な
り

遠
い
の
で
す
が
、
一
番
有
名
な
の
が
九き
ゅ
う
そ
う
ざ
ん

嵕
山
の
頂
上
に
あ
る
太
宗
の

昭
陵
で
、
こ
れ
は
野
火
で
焼
け
て
し
ま
い
ま
し
た
。
徳
宗
は
こ
れ
を

再
建
し
ま
す
。
杜
佑
と
同
時
期
の
宰
相
に
崔
損
と
い
う
人
が
い
ま
す

が
、
こ
の
人
を
修
八
陵
使
と
し
て
、
高
祖
の
献
陵
、
太
宗
の
昭
陵
、

高
宗
の
乾け
ん

陵り
ょ
う

、中
宗
の
定
陵
、玄
宗
の
泰
陵
は
そ
れ
ぞ
れ
屋お
く

（
部
屋
）

三
百
七
十
八
間
、「
間
」
と
い
う
の
は
間
口
だ
と
思
い
ま
す
が
、
大

き
さ
と
し
て
三
百
七
十
八
間
分
の
様
々
な
建
物
を
作
り
ま
す
。
睿
宗

の
橋
陵
は
百
四
十
間
、
そ
れ
か
ら
代
宗
の
元
陵
は
三
十
間
。
粛
宗
の

建
陵
は
創
造
せ
ず
に
修
復
に
止
め
、
以
上
の
寝
陵
に
置
く
牀
褥
等
を

徳
宗
が
親
閲
し
た
と
い
い
ま
す
（『
唐
会
要
』
巻
二
〇
）。
昭
陵
は
山

の
頂
上
に
あ
っ
て
水
の
確
保
だ
け
で
も
大
変
で
、
下
の
方
に
作
り
直

そ
う
と
い
う
議
論
も
あ
っ
た
の
で
す
が
、
徳
宗
が
山
の
上
に
復
元
さ

せ
た
と
い
う
話
で
す
。
そ
ん
な
調
子
で
、
徳
宗
は
各
祖
先
の
皇
帝
陵

に
つ
い
て
も
手
厚
い
復
元
を
加
え
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
、
初
め
の
方

で
唐
代
の
大
祀
・
中
祀
・
小
祀
に
言
及
し
ま
し
た
が
、
中
祀
・
小
祀

は
安
史
の
乱
の
最
中
の
粛
宗
上
元
元
年
（
七
六
〇
）
に
、『
資
治
通
鑑
』

の
胡
三
省
註
に
依
る
と
旱ひ
で
りを
理
由
に
中
止
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、

安
史
の
乱
で
と
て
も
じ
ゃ
な
い
け
ど
そ
う
い
う
祭
祀
は
や
っ
て
い
ら

れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
中
止
し
た
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
徳
宗

は
貞
元
二
年
（
七
八
六
）
か
ら
六
年
に
か
け
て
復
活
し
て
い
ま
す
。

　

と
い
う
こ
と
で
、
最
初
に
両
税
法
が
徳
宗
即
位
翌
年
の
大
赦
文
で

発
布
さ
れ
た
、
と
い
う
話
を
し
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
唐
後
半
の
大

赦
が
ど
の
よ
う
な
場
合
に
行
わ
れ
た
か
、
と
い
う
こ
と
か
ら
徳
宗
の

祭
祀
の
問
題
に
入
り
ま
し
て
、
そ
の
後
の
唐
の
皇
帝
祭
祀
の
問
題
。

そ
れ
か
ら
改
元
が
唐
の
後
半
で
は
正
月
元
日
か
ら
一
連
の
祭
祀
の
最



一
六

國
學
院
中
國
學
會
報
　
第
六
十
五
輯

終
日
に
移
る
と
い
う
話
、
そ
の
背
後
に
は
朝
集
使
の
都
へ
の
参
集
の

停
止
が
あ
っ
た
と
い
う
話
、
さ
ら
に
朝
賀
の
礼
も
一
連
の
祭
祀
が
あ

る
と
停
止
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
話
、
そ
の
よ
う
な
祭
祀
関

係
の
動
き
が
徳
宗
朝
に
集
中
し
て
い
る
、
と
い
う
話
を
し
ま
し
た
。

ど
う
も
余
計
な
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
と
話
し
ま
し
て
、
も
う
ち
ょ
っ
と

丁
寧
に
話
す
つ
も
り
だ
っ
た
、
皇
帝
の
喪
葬
儀
礼
に
関
わ
る
徳
宗
朝

の
「
元
陵
儀
注
」
の
話
は
少
し
中
途
半
端
に
な
り
ま
し
た
が
、
文
章

に
し
て
あ
り
ま
す
の
で
皆
さ
ん
の
方
で
丁
寧
に
見
て
頂
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

質
問
し
て
頂
く
時
間
は
ほ
と
ん
ど
無
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た

が
、
時
間
が
参
り
ま
し
た
の
で
、
非
常
に
雑
駁
で
し
た
が
私
の
話
は

こ
れ
で
終
わ
り
ま
す
。
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