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唐
代
後
半
期
の
太
廟
に
お
け
る
「
一
帝
一
后
」

―
北
宋
多
后
配

の
背
景

―

猪
俣　

貴
幸

は
じ
め
に

皇
帝
の
祖
先
祭
祀
の
場
で
あ
る
宗
廟
で
は
、「
天
子
七
廟
」
に
依
據
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
廟
室
に
祖
宗
を
祭
っ
て
い
た①

。
廟
室
に
は
皇

帝
の
諡
號
を
記
し
た
神
主
が
安
置
さ
れ
、
そ
の
傍
ら
に
は
「
一
帝
一
后
」
の
原
則
の
も
と
、
皇
后
の
神
主
が
配
さ
れ
る②

。
た
だ
、
經
典

に
基
づ
く
禮
の
原
則
に
は
、
運
用
上
の
例
外
が
つ
き
も
の
で
あ
り
、
制
度
も
ま
た
歴
代
少
し
ず
つ
變
化
し
て
き
た
。

極
め
て
巨
視
的
に
宗
廟
祭
祀
の
沿
革
を
俯
瞰
し
た
時
、
北
宋
に
お
け
る
多
后
配

を
そ
の
劃
期
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
す

な
わ
ち
、
上
述
の
「
一
帝
一
后
」
が
保
て
な
く
な
り
、
廟
室
に
多
く
の
皇
后
の
神
主
が
並
び
置
か
れ
る
「
多
后
配

」
が
常
態
化
す
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る③

。
で
は
、
そ
れ
以
前
に
多
后
配

が
全
く
な
か
っ
た
か
と
い
え
ば
、
た
っ
た
一
つ
だ
け
、
唐
代
開
元
年
間
に

お
い
て
、
睿
宗
の
廟
室
へ
二
人
の
皇
后
を
配

し
た
例
が
あ
る
。
第
一
章
に
詳
述
す
る
が
、
玄
宗
は
こ
の
時
、
睿
宗
の
嫡
妻
劉
氏
と
、

自
身
の
生
母
竇
氏
を
す
り
か
え
る
巧
妙
な
ト
リ
ッ
ク
を
弄
し
た
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
廟
室
に
二
后
が
配

さ
れ
た
の
は
事
實
ら
し

く
、「
大
唐
元
陵
儀
注
」
の
中
に
も
、
睿
宗
室
に
二
后
の
神
主
が
存
在
す
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る④

。
こ
れ
を
南
宋
の
王
應
麟
が
、
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唐
、
配
帝
皆
一
后
、
唯
睿
宗
二
后
。
昭
成
明
皇
之
母
、
開
元
四
年
升

。
此
失
禮
之
始
也
。

唐
、
帝
に
配
す
る
に
皆
な
一
后
、
唯
だ
睿
宗
の
み
二
后
。
昭
成
は
明
皇
の
母
な
れ
ば
、
開
元
四
（
七
一
六
）
年
升

す
。
此
れ
禮
を
失
す
る
の
始
め
な

り
。 

『
困
學
紀
聞
』
卷
一
四
、
考
史

と
評
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
筆
者
は
舊
稿
に
お
い
て
玄
宗
に
よ
る
二
后
配

を
一
帝
に
一
后
を
配
す
る
と
い
う
原
則
が
崩
壞
す
る
端
緖

と
し
て
指
摘
し
た⑤

。
し
か
し
玄
宗
以
降
、
唐
末
に
い
た
る
諸
帝
は
、
度
重
な
る
兄
弟
繼
承
に
よ
っ
て
、
皇
帝
生
母
が
ひ
し
め
く
情
況
に

あ
り
な
が
ら
、
廟
室
で
は
「
一
帝
一
后
」
が
保
た
れ
た
。
も
し
、
玄
宗
の
二
后
配

が
故
事
と
し
て
唐
人
に
認
識
さ
れ
て
い
た
な
ら
、

北
宋
を
俟
た
ず
に
多
后
配

が
常
態
化
し
て
も
お
か
し
く
は
な
く
、な
ぜ
唐
代
後
半
期
に
「
一
帝
一
后
」
が
保
持
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

舊
稿
お
よ
び
先
行
硏
究
で
は
そ
の
點
に
つ
い
て
の
十
分
な
分
析
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た⑥

。

唐
代
後
半
期
に
お
い
て
「
一
帝
一
后
」
が
保
た
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
玄
宗
に
よ
る
二
后
配

は
前
例
と
し
て
援
用
さ
れ

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
北
宋
の
多
后
配

は
突
如
と
し
て
起
こ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
王
朝
交
代
は
時

と
し
て
制
度
に
大
き
な
改
變
を
も
た
ら
す
が
、
秦
漢
以
來
の
傳
統
を
も
つ
宗
廟
祭
祀
の
禮
制
が
こ
こ
で
突
發
的
に
變
更
さ
れ
る
の
を
、

當
時
の
禮
官
が
是
認
す
る
と
も
考
え
に
く
い
。
そ
こ
で
、本
稿
で
は
玄
宗
朝
の
二
后
配

か
ら
北
宋
の
多
后
配

常
態
化
に
至
る
ま
で
、

ど
の
よ
う
な
歷
史
的
展
開
が
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
を
跡
づ
け
る
こ
と
で
多
后
配

發
生
の
背
景
を
明
ら
か
に
し
、
舊
稿
お
よ
び
先
行
硏

究
の
不
備
を
補
っ
て
お
き
た
い
。
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こ
の
系
圖
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、
玄
宗
以
降
に
多
后
配

の
可
能
性
が
あ
る
の
は
、
⑭
憲
宗
、
⑮
穆
宗
、
⑳
懿
宗
の
三
室
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
、
胞は

ら

を
異こ

と

に
す
る
皇
子
が
次
々
と
卽
位
し
た
た
め
に
、「
生
母
」
に
該
當
す
る
人
物
が
同
時
に
複
數
存
在
す
る
事
態
と
な
っ
て

い
る
。
た
だ
、
懿
宗
の
廟
室
に
つ
い
て
は
史
料
に
乏
し
く
詳
細
が
つ
か
め
な
い
た
め
、
本
稿
で
は
穆
宗
室
と
憲
宗
室
に
お
け
る
議
論
を

中
心
に
檢
討
し
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。
そ
の
上
で
、「
一
帝
一
后
」
が
唐
代
後
半
期
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
た
の
か
を
確

認
し
、
玄
宗
の
二
后
配

の
本
質
を
探
り
な
が
ら
、
唐
代
の
皇
后

廟
の
特
徵
を
あ
ぶ
り
出
し
、
そ
れ
が
い
か
に
し
て
北
宋
の
多
后
配

に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
か
を
示
し
て
み
た
い
。

ま
ず
は
、
空
前
の
二
后
配

を
お
こ
な
っ
た
玄
宗
開
元
年
間
の
情
況
か
ら
確
認
し
て
お
こ
う
。

第
一
章　

開
元
年
間
の
二
后
配

第
一
節　

睿
宗
の
二
后

―
肅
明
皇
后
劉
氏
と
昭
成
皇
后
竇
氏

―

髙
宗
と
武
后
の
あ
い
だ
に
生
ま
れ
た
睿
宗
は
、
そ
の
半
生
を
母
の
武
后
に
、
最
晩
年
を
妹
の
太
平
公
主
に
掣
肘
さ
れ
る
と
い
う
、
女

傑
に
阻
ま
れ
た
人
生
を
お
く
っ
た
。
そ
ん
な
彼
に
は
史
料
上
二
人
の
皇
后
が
存
在
す
る
。
一
人
目
は
肅
明
皇
后
劉
氏
、
も
う
一
人
は
昭

成
皇
后
竇
氏
で
あ
る
。

時
は
儀
鳳
年
間
（
六
七
六－

六
七
九
）、
劉
氏
・
竇
氏
は
い
ず
れ
も
當
時
相
王
に
封
ぜ
ら
れ
て
い
た
睿
宗
の
王
府
に
孺
人
（
正
五
品
）
と
し

て
入
宮
し
、
名
前
が
分
か
っ
て
い
る
だ
け
で
そ
れ
ぞ
れ
三
人
ず
つ
の
子
女
を
も
う
け
、
ほ
と
ん
ど
同
等
の
待
遇
を
得
て
い
る
。
そ
ん
な

二
人
の
命
運
が
分
か
れ
た
の
は
、
六
八
四
年
に
睿
宗
が
卽
位
し
た
時
で
あ
っ
た
。
劉
氏
は
皇
后
に
、
竇
氏
は
德
妃
（
內
官
正
一
品
）
に
立
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て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
劉
氏
が
嫡
妻
、
竇
氏
が
側
室
と
い
う
こ
と
が
決
定

づ
け
ら
れ
た
。

當
時
は
則
天
武
后
が
皇
太
后
と
し
て
實
權
を
握
っ
て
お
り
、睿
宗
は
そ
れ
に
翻
弄
さ
れ
る

名
ば
か
り
の
皇
帝
で
あ
っ
た
。
じ
っ
さ
い
、
武
后
が
周
の
聖
神
皇
帝
と
し
て
卽
位
す
る
と
、

睿
宗
は
あ
っ
け
な
く
武
氏
の
姓
を
賜
わ
っ
て
皇
嗣
に
格
下
げ
さ
れ
、劉
氏
も
そ
れ
に
伴
っ
て

皇
嗣
妃
と
な
っ
て
い
る
。

六
九
三
年
正
月
、
劉
氏
と
竇
氏
は
、
武
太
后
の
寵
信
あ
つ
い
韋
團
兒
な
る
戶
婢
に
よ
っ

て
、「
厭
呪
を
お
こ
な
っ
た
」
と
の
濡
れ
衣
を
着
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
を
受
け
て
、
癸
巳
（
2

日
）、
兩
妃
は
嘉
豫
殿
に
て
武
太
后
に
謁
見
し
、
退
朝
の
後
、
亡
き
も
の
に
さ
れ
た
。
そ
し

て
、
そ
の
亡
骸
は
宮
中
の
い
ず
こ
か
に
葬
り
さ
ら
れ
た
。
自
ら
の
愛
妻
・
愛
妾
を
一
氣
に
奪

わ
れ
た
睿
宗
で
あ
っ
た
が
、
太
后
怖
さ
に
敢
え
て
そ
れ
を
言
う
こ
と
も
で
き
ず
、
平
靜
を
裝

う
ほ
か
な
か
っ
た
。
こ
れ
で
勢
い
づ
い
た
團
兒
は
、
皇
嗣
の
殺
害
も
企
て
る
が
、
そ
れ
が
武

太
后
の
耳
に
入
る
と
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
消
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う⑦

。
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第
二
節　

昭
成
皇
后
の
配

武
周
末
期
の
神
龍
政
變
、そ
れ
に
つ
づ
く
韋
后
の
時
代
に
睿
宗
の
皇
子
李
隆
基
（
後
の
玄
宗
）
が
終
止
符
を
打
ち
、睿
宗
の
復
辟
が
叶
っ

た
の
は
唐
隆
元
（
七
一
〇
）
年
六
月
甲
辰
（
24
日
）
の
こ
と
で
あ
る
。
卽
位
し
た
睿
宗
は
、
丁
巳
（
27
日
）
に
復
辟
に
功
の
あ
っ
た
李
隆
基

を
皇
太
子
に
立
て
た
。

話
を
皇
后
に
戾
そ
う
。
睿
宗
は
景
雲
二
（
七
一
一
）
年
正
月
乙
丑
（
19
日
）
に
は
、自
ら
の
嫡
妻
た
ち
に
皇
后
位
を
追
尊
し
て
い
る
。
先

に
紹
介
し
た
皇
后
劉
氏
を
肅
明
皇
后
と
し
て
墓
所
を
惠
陵
と
し
、德
妃
竇
氏
を
昭
成
皇
后
と
し
て
墓
所
を
靖
陵
と
し
た
。
前
述
の
通
り
、

い
ず
れ
も
武
后
朝
に
宮
中
の
い
ず
こ
か
に
葬
り
さ
ら
れ
、
そ
の
亡
骸
を
探
し
當
て
る
こ
と
が
で
き
ず
、
東
都
の
城
南
に
招
魂
し
て
葬
る

形
式
が
と
ら
れ
た⑧

。
こ
の
時
、
夫
君
睿
宗
は
存
命
で
あ
っ
た
た
め
、
先
天
元
（
七
一
二
）
年
十
月
壬
寅
（
6
日
）、
京
師
親
仁
里
に
別
廟

「
儀ぎ

こ
ん
び
ょ
う

坤
廟
」
を
建
立
し
て
二
人
の
神
主
を
祀
る
こ
と
と
な
っ
た⑨

。
つ
ま
り
、
こ
の
時
點
に
お
い
て
、
兩
皇
后
の
待
遇
は
再
び
橫
並
び
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。
竇
氏
の
皇
后
追
尊
の
背
景
に
は
玄
宗
の
立
太
子
が
あ
り
、
太
子
監
國
か
ら
卽
位
へ
の
流
れ
の
中
で
儀
坤
廟
が
作
ら

れ
た
の
は
偶
然
で
は
あ
る
ま
い
。

そ
し
て
、
開
元
四
（
七
一
六
）
年
六
月
癸
亥
（
19
日
）、
太
上
皇
帝
た
る
睿
宗
が
崩
御
す
る
と
、
太
廟
に
は
二
つ
の
問
題
が
浮
上
し
た
。

一
つ
は
廟
室
が
七
つ
と
も
埋
ま
っ
て
い
る
こ
と
、も
う
一
つ
は
睿
宗
の
廟
室
に
肅
明
・
昭
成
い
ず
れ
を
配

す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
っ

た
。
前
者
は
太
常
博
士
の
陳
貞
節
・
蘇
獻
ら
に
よ
る
奏
議
に
よ
っ
て
、「
中
宗
廟
」
を
太
廟
の
西
に
設
け
て
、
太
廟
か
ら
中
宗
の
神
主
を

遷
し
、
睿
宗
を
太
廟
に
入
れ
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
た⑩

。
後
者
も
、
陳
貞
節
ら
の
奏
議
が
遺の

こ

っ
て
い
る
。

禮
、
宗
廟
父
昭
子
穆
、
皆
有
配
座
、
①
每
室
一
帝
一
后
、
禮
之
正
儀
。
自
夏
殷
而
來
、
無
易
茲
典
。
伏
惟
②
昭
成
皇
后
、
有
太
姒
之
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德
、
已
配
食
於
睿
宗
。
則
肅
明
皇
后
、
無
啓
母
之
尊
、
自
應
別
立
一
廟
。
謹
按
周
禮
云
『
奏
夷
則
、
歌
小
呂
、
以
享
先
妣
』
者
、

姜

是
也
。
姜

是
帝

之
妃
、
后
稷
之
母
、
特
爲
立
廟
、
名
曰

宮
。
又
禮
論
云
、
晉
伏
系
之
議
云
、『
晉
簡
文
鄭
宣
后
既
不
配

食
、
乃
築
宮
於
外
、
歲
時
就
廟
享
祭
而
已
』。
③
今
、
肅
明
皇
后
無

配
之
位
、
請
同
姜

・
宣
后
、
別
廟
而
處
、
四
時
享
祭
如
舊

儀
。禮

と
し
て
、
宗
廟
に
て
は
父
は
昭
、
子
は
穆
、
①
皆
な
配
座
有
り
、
室
ご
と
に
一
帝
一
后
な
る
は
、
禮
の
正
儀
な
り
。
夏
殷
よ
り
而
來
、
茲
の
典
を
易

ふ
る
無
し
。
伏
し
て
惟
ん
み
る
に
②
昭
成
皇
后
は
、
太
姒
の
德
有
り
、
已
に
睿
宗
に
配
食
す
。
則
ち
肅
明
皇
后
は
、
啓
母
の
尊
無
け
れ
ば
、
自
か
ら
應

に
別
に
一
廟
を
立
つ
べ
し
。
謹
ん
で
按
ず
る
に
『
周
禮
』
に
「
夷
則
を
奏
で
、
小
呂
を
歌
ひ
、
以
て
先
妣
を
享ま
つ

る
」
と
云
ふ
者
は
、
姜

是
れ
な
り
。

姜

は
是
れ
帝

の
妃
に
し
て
、
后
稷
の
母
な
れ
ば
、
特
に
爲
め
に
廟
を
立
て
、
名
づ
け
て

宮
と
曰
ふ
。
又
た
禮
論
に
云
ふ
、
晉
伏
系
の
議
に
云
ふ
、

『
晉
の
簡
文
鄭
宣
后
は
既
に
配
食
せ
ず
、
乃
ち
宮
を
外
に
築
き
、
歲
時
は
廟
に
就
き
て
享
祭
す
る
の
み
』
と
。
③
今
、
肅
明
皇
后
は

配
の
位
無
し
。
請

ふ
ら
く
は
姜

・
宣
后
と
同
じ
く
、
廟
を
別
か
ち
て
處
き
、
四
時
の
享
祭
は
舊
儀
の
如
く
せ
ん
こ
と
を
。 

（『
舊
唐
書
』
卷
二
五
、
禮
儀
志
）

こ
の
奏
議
の
ポ
イ
ン
ト
は
傍
線
で
示
し
た
三
箇
所
に
あ
る
。

①　

宗
廟
の
各
廟
室
に
お
い
て
は
、
一
帝
に
つ
き
一
后
を
あ
わ
せ
ま
つ
る
の
が
禮
の
正あ

る
べ
き
す
が
た儀

で
あ
る
。

②　

  

昭
成
皇
后
に
は
太
姒
の
德
が
あ
る
た
め
、
睿
宗
に
配

さ
れ
た
。
肅
明
皇
后
に
は
啓
母
の
尊
が
無
い
た
め
、
別
廟
を
設
け
て
そ

こ
に
祭
る
べ
き
で
あ
る
。

③　

周
の
姜

と
晉
の
簡
文
宣
太
后
が
別
廟
に
祭
ら
れ
た
前
例
に
照
ら
し
て
、
別
廟
で
四
時
な
ど
の
祭
祀
を
行
な
う
べ
き
で
あ
る
。

一
見
す
る
と
、
理
に
適か

な

っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
の
奏
議
に
は
、
大
き
な
故
事
の
曲
解
が
見
ら
れ
る
。
姜

の
ひ
き
ゅ
う宮

も
、
晉
の
宣

太
后
廟
も
、
宗
廟
に
祭
る
こ
と
が
で
き
な
い

4

4

4

4

帝
母
を
別
廟
に
祭
る
と
こ
ろ
に
特
徵
が
あ
る⑪

。
し
か
し
、
陳
貞
節
の
奏
議
は
、
本
來
嫡
妻
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で
あ
っ
た
肅
明
皇
后
を
別
廟
に
留
め
、
玄
宗
の
生
母
た
る
昭
成
皇
后
を
睿
宗
に
配

す
る
た
め
に
こ
の
故
事
を
用
い
て
い
る
。
こ
と
さ

ら
に
太
姒
（
周
文
王
の
妃
で
武
王
の
母
）
や
啓
母
（
夏
禹
の
妃
で
啓
の
母
）
な
ど
、「
母
儀
（
母
の
模
範
）」
を
強
調
す
る
の
も
、
こ
の
二
者
間
に

お
け
る
生
母
竇
氏
の
優
位
を
宣
揚
し
て
、
嫡
妻
劉
氏
を
別
廟
に
出
す
理
由
づ
け
に
用
い
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。

か
く
し
て
、
睿
宗
の
室
に
は
、
玄
宗
の
生
母
竇
氏
が
配

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
玄
宗
が
故
事
を
曲
げ
て
ま
で
、
生
母
を
祀
り
た

か
っ
た
意
圖
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
玄
宗
の
非
嫡
長
と
い
う
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
が
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。

思
い

せ
ば
睿
宗
復
辟
の
時
、「
嫡
長
」
の
宋
王
李
成
器
と
「
有
功
」
の
平
王
李
隆
基
と
で
太
子
位
を
謙
讓
し
あ
う
、
い
と
も
莊
重
な

場
面
が
展
開
さ
れ
た
。
宋
王
は
「
儲
副
な
る
者
は
、
天
下
の
公
器
な
り
。
時
平
ら
か
な
れ
ば
則
ち
嫡
長
を
先
と
し
、
國
難
な
れ
ば
則
ち

有
功
に
歸
す
。」
と
い
い
、
こ
れ
を
失
す
れ
ば
天
下
の
失
望
を
招
く
と
し
て
辭
讓
し
、
平
王
は
こ
れ
を
泣
い
て
固
辭
し
、
兄
が
嫡
長
で
あ

る
に
よ
っ
て
儲
貳
に
相
應
し
い
こ
と
を
再
三
主
張
し
た
。
結
局
、
睿
宗
は
、
宋
王
に
懇
ろ
な
褒
美
を
與
え
た
上
で
、
平
王
立
太
子
を
決

定
し
た⑫

。
こ
の
や
り
と
り
か
ら
も
、
玄
宗
自
ら
が
謙
讓
も
込
め
て
「
嫡
長
」
で
は
な
い
こ
と
に
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
感
じ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
皇
帝
と
し
て
の
正
統
性
に
關
わ
る
「
非
嫡
長
」
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
解
消
す
る
た
め
に
、
生
母
へ
の
皇
后
追
尊
お
よ
び
睿

宗
室
へ
の
配

を
推
し
進
め
、
そ
れ
を
陳
貞
節
ら
が
希そ

ん

旨た
く

し
た
と
考
え
れ
ば
、
一
連
の
動
き
を
理
解
し
や
す
く
な
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
天
の
怒
り
に
触
れ
た
の
か
、
唐
室
の
太
廟
・
陵
寢
に
は
こ
の
の
ち
災
難
が
つ
づ
い
た
。

第
三
節　

肅
明
皇
后
の

開
元
四
（
七
一
六
）
年
十
月
庚
午
（
28
日
）、
睿
宗
が
橋
陵
に
埋
葬
さ
れ
た
。
十
一
月
丁
亥
（
15
日
）
に
は
、
先
の
廟
議
に
し
た
が
っ
て
、

中
宗
が
太
廟
西
の
別
廟
に
徙う

つ

さ
れ
た
。
十
二
月
に
入
り
、
玄
宗
が
新
豐
驪
山
の
溫
泉
へ
の
行
幸
を
し
て
い
た
矢
先
、
己
卯
（
7
日
）
に
は

中
宗
の
定
陵
の
寢
殿
に
火
災
が
發
生
す
る
。
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さ
ら
に
、開
元
五
（
七
一
七
）
年
正
月
癸
卯
（
2
日
）
に
太
廟
の
四
室
が
崩
壞
す
る
と
い
う
大
事
件
が
起
こ
る
。
こ
れ
を
玄
宗
は
か
な
り

の
衝
擊
を
も
っ
て
受
け
と
め
、
素
服
し
て
正
殿
を
避
け
、
宰
臣
に
こ
れ
を
諮は

か

っ
た
。
宰
相
の
宋
璟
・
蘇

は
、
睿
宗
の
服
喪
中
に
洛
陽

や
溫
泉
へ
の
行
幸
を
お
こ
な
っ
た
玄
宗
の
非
を
な
ら
し
、
自
制
を
求
め
た
。
姚
崇
は
、
太
廟
の
建
材
は
五
胡
十
六
國
時
代
の
苻
堅
の
こ

ろ
か
ら
使
わ
れ
て
き
た
も
の
で
、
歲
月
の
重
み
で
腐
食
し
て
壞
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
何
ら
怪
異
は
な
い
。
今
般
の
行
幸
は
長
安
周
邊

の
不
作
に
よ
る
食
糧
不
足
に
よ
る
も
の
で
、
各
方
面
は
そ
の
準
備
を
す
で
に
整
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
神
主
を
太
極
殿
に
遷
し
、
太
廟

を
修
築
し
て
、
予
定
通
り
行
幸
し
ま
し
ょ
う
と
進
言
し
、
玄
宗
も
大
喜
び
で
姚
崇
の
言
を
納
れ
た
。
た
だ
、
こ
の
苻
堅
う
ん
ぬ
ん
の
く

だ
り
に
は
、
右
散
騎
常
侍
の
褚
無
量
も
疑
義
を
呈
し
、「
隋
の
文
帝
は
富
も
て
天
下
を
有
し
た
る
に
、
遷
都
の
日
、
豈
に
苻
氏
の
舊
材
を

取
り
以
て
太
廟
を
立
て
ん
や
。
此
れ
特
に
諛
臣
の
言
な
る
の
み
。
願
は
く
は
陛
下
克よ

く
天
戒
に
謹
し
み
、
忠
諫
を
訥い

れ
、
諂
諛
を
遠
ざ

け
ん
こ
と
を
」
と
言
上
し
た
が
、
玄
宗
は
耳
た
ぶ
に
も
か
け
な
か
っ
た⑬

。
と
も
あ
れ
、
太
廟
の
修
築
は
開
元
五
（
七
一
七
）
年
十
月
に
完

成
し
、
戊
寅
（
12
日
）
に
神
主
が
新
た
な
太
廟
に
納
め
ら
れ
た
。
こ
れ
に
前
後
し
て
な
お
、
中
宗
・
睿
宗
の
ど
ち
ら
を
太
廟
に
祭
る
か
が

議
論
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
兄
弟
繼
承
を
め
ぐ
る
議
論
が
未
だ
熟
さ
な
い
ま
ま
、
一
連
の
騷
動
が
起
こ
っ
て
い
た
こ
と
も
み
え
て

く
る⑭

。
さ
て
、
前
述
の
よ
う
に
、
睿
宗
室
に
は
玄
宗
の
生
母
竇
氏
が
祭
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
開
元
二
十
一
（
七
三
三
）
年
に

は
、
儀
坤
廟
に
祭
ら
れ
て
い
た
劉
氏
も
睿
宗
室
に
配

さ
れ
て
い
る⑮

。
た
だ
、
こ
の
時
の
奏
議
な
ど
は
遺
っ
て
お
ら
ず
、
直
前
の
開
元

二
十
（
七
三
二
）
年
に
上
呈
さ
れ
た
『
大
唐
開
元
禮
』
に
も
「
肅
明
皇
后
廟
」
の
祭
祀
が
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
考
え
る
と
、
こ

の
變
更
は
倉
卒
の
う
ち
に
行
な
わ
れ
た
ら
し
い⑯

。
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第
二
章　

唐
代
後
半
期
に
お
け
る
多
后
配

の
可
能
性

少
し
く
時
代
が
下
り
、
唐
室
の
皇
位
繼
承
に
兄
弟
繼
承
が
見
ら
れ
る
の
は
穆
宗
以
降
の
三
代
で
あ
る
。

穆
宗
が
大
漸
に
至
っ
た
長
慶
四
（
八
二
四
）
年
正
月
、
太
子
監
國
が
命
ぜ
ら
れ
た
そ
の
日
に
、
宦
官
た
ち
は
郭
皇
太
后
（
憲
宗
の
貴
妃
・

穆
宗
の
母
）
へ
臨
朝
稱
制
を
請
願
し
た
。
こ
れ
に
太
后
は
「
昔
、
武
后
稱
制
し
、
幾ほ

と
んど

社
稷
を
危
う
く
す
。
我
が
家
は
世
〻
忠
義
を
守
る

こ
と
、
武
氏
の
比
に
非
ざ
る
な
り
。
太
子
少お

さ
なき

と
雖
も
、
但も

し
賢
な
る
宰
相
を
得
て
之
を
輔た

す

け
し
む
れ
ば
、
卿な

ん
じ

が
輩

と
も
が
ら

、
朝
政
に
預あ

ず
かる

こ

と
勿な

く
と
も
、何
ぞ
國
家
の
不
安
を
患
わ
ん
。
古
よ
り
豈
に
女
子
の
天
下
の
主
と
爲
る
こ
と
有
り
て
能
く
唐
虞
の
理
を
致
さ
ん
や
」
と
、

武
后
の
前
例
に
鑑
み
て
太
后
の
臨
朝
を
否
定
し
、
宰
臣
の
輔
政
を
得
れ
ば
宦
官
の
預
政
も
必
要
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
日
の
夕

刻
、
穆
宗
は
崩
御
し
た
。
皇
太
后
や
外
戚
が
預
政
す
る
時
代
の
終
焉
を
告
げ
る
發
言
と
し
て
、『
通
鑑
』
で
も
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
に
描
か
れ

る
シ
ー
ン
で
あ
る⑰

。

唐
代
で
は
、
肅
宗
張
皇
后
が
宦
官
李
輔
國
と
の
政
爭
に
敗
れ
て
以
降
、
德
宗
の
皇
后
と
順
宗
の
太
上
皇
后
を
例
外
と
し
て
、
唐
末
昭

宗
朝
ま
で
皇
后
が
立
て
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
生
前
に
皇
后
の
册
立
を
受
け
た
「
正
號
皇
后
」
が
不
在
だ
っ
た
の
で

あ
る⑱

。
そ
の
結
果
、
太
廟
の
配
座
は
、
次
代
皇
帝
の
生
母
が
お
さ
ま
る
こ
と
で
「
一
帝
一
后
」
が
保
た
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
穆
宗

崩
御
後
に
卽
位
し
た
⑯
敬
宗
（
母
：
恭
僖
皇
太
后
王
氏
）、
⑰
文
宗
（
母
：
貞
獻
皇
太
后
蕭
氏
）、
⑱
武
宗
（
母
：
宣
懿
皇
太
后
韋
氏
）
は
い
ず
れ
も

穆
宗
を
父
に
も
つ
異
母
兄
弟
で
あ
っ
た
。
こ
の
情
況
は
、「
一
帝
一
后
」
を
搖
る
が
す
事
態
で
あ
る
。



唐代後半期の太廟における「一帝一后」―北宋多后配 の背景―　猪俣貴幸

35

第
一
節　

穆
宗
廟
室
へ
の
配

　
　

武
宗
に
よ
る
生
母
韋
氏
配

の
制
書

で
は
、
穆
宗
の
配
座
は
三
太
后
の
う
ち
の
誰
が
得
た
の
か
。
結
論
を
先
に
言
え
ば
宣
懿
皇
太
后
韋
氏
（
武
宗
の
母
）
で
あ
っ
た
。
生
平

の
つ
か
め
な
い
彼
女
で
あ
る
が
、
武
宗
卽
位
ま
で
に
亡
く
な
っ
て
い
た
こ
と
は
判
明
し
て
い
る⑲

。
開
成
五
（
八
四
〇
）
年
正
月
、
武
宗
は

卽
位
の
直
後
、
生
母
韋
氏
を
皇
太
后
に
追
尊
し
、
二
月
に
は
宣
懿
と
諡

お
く
り
なし

た
。
そ
し
て
、
翌
會
昌
元
（
八
四
一
）
年
六
月
中
旬
、
宣
懿
皇

太
后
韋
氏
を
太
廟
の
穆
宗
の
室
に
配

す
る
以
下
の
よ
う
な
制

み
こ
と
の
りが

出
さ
れ
た⑳

。

門
下
。
朕
近
因
載
誕
之
日
、
展
承
顏
之
慶
。
太
皇
太
后
謂
朕
曰
、「
天
子
之
孝
、
莫
大
於
丕
承
、
人
倫
之
義
、
莫
重
於
嗣
續
。
穆
宗

睿
聖
文
惠
孝
皇
帝
厭
代
已
久
、
星
霜
屢
遷
。
禰
宮
曠
合
食
之
禮
、
惟
帝
深
濡
露
之
感
。
宣
懿
皇
太
后
長
慶
之
際
、
德
冠
後
宮
、
夙

表
沙
麓
之
祥
、
實
茂
河
洲
之
範
。
先
朝
恩
禮
之
重
、
中
壼
莫
偕
。
況
誕
我
嗣
君
、
纘
承
昌
運
、
已
協
華
於
先
帝
、
方
延
祚
於
後
昆
。

思
廣
詒
謀
、
庶
弘
博
愛
。
爰
遵
舊
典
、
以
慰
孝
思
。
當
以
宣
懿
皇
太
后

太
廟
穆
宗
睿
聖
文
惠
孝
皇
帝
之
室
。
率
是
彝
訓
、
其
敬

承
之
」。
朕
祗
奉
慈
旨
、
載
深
感
咽
、
宣
示
中
外
、
咸
使
聞
知
。
主
者
施
行
。

 

門
下 

。
朕
、
近
ご
ろ
載
誕
の
日
に
因
り
、
承
顏
の
慶
を
展の

ぶ
。
太
皇
太
后
、
朕
に
謂
ひ
て
曰
く
、「
天
子
の
孝
、
丕
承
よ
り
大
な
る
は
莫な

く
、
人
倫
の

義
、
嗣
續
よ
り
重
き
は
莫
し
。
穆
宗
睿
聖
文
惠
孝
皇
帝
は
厭
代
し
て
已す
で

に
久
し
く
、
星
霜
屢
遷
す
。
禰
宮
に
合
食
の
禮
を
曠む

な

し
く
し
、
惟
だ
帝
濡
露
の

感
を
深
く
す
る
の
み
。
宣
懿
皇
太
后
は
長
慶
の
際
、
德
は
後
宮
に
冠
た
り
て
、
夙つ

と

に
沙
麓
の
祥
を
表
し
、
實ま

こ
とに

河
洲
の
範
を
茂
ら
す
。
先
朝
恩
禮
の
重

き
は
、
中
壼
に
偕か

な

ふ
も
の
莫
し
。
況
や
我
が
嗣
君
を
誕う

み
、
纘
承
し
て
運
を
昌
ん
に
し
、
已
に
華
を
先
帝
に
協
し
、
方
に
祚

さ
い
わ
いを

後
昆
に
延
べ
ん
と
す
る

を
や
。
詒
謀
を
廣
む
る
を
思ね

が

ひ
、
博
愛
を
弘
む
る
を
庶ね

が

ふ
。
爰こ

こ

に
舊
典
に
遵
ひ
、
以
て
孝
思
を
慰
め
ん
。
當
に
宣
懿
皇
太
后
を
以
て
太
廟
の
穆
宗
睿
聖
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文
惠
孝
皇
帝
の
室
に

す
べ
し
。
是
の
彝
訓
に
率
り
、
其
れ
敬
ん
で
之
を
承
け
よ
」
と
。
朕
祗つ
つ
しん
で
慈
旨
を
奉
じ
、
載す
な
わち
感
咽
を
深
く
す
。
中
外
に
宣

示
し
、
咸み

な
聞
知
せ
し
め
、 

主
者
施
行
せ
よ 

。
李
德
裕
奉
勅
撰
「
宣
懿
皇
太
后

廟
制
」（『
會
昌
一
品
集
』
卷
三㉑

、『
唐
會
要
』
卷
十
六
、
廟
議
下
）

時
の
宰
相
李
德
裕
の
『
會
昌
一
品
集
』
に
見
え
る
こ
の
制
書
に
よ
る
と
、
宣
懿
皇
太
后
は
長
慶
年
間
に
お
い
て
、
婦
德
は
後
宮
で
も

冠ト
ッ
プに

あ
り
、
先
朝
に
お
い
て
恩
禮
の
重
さ
は
、
中
壼
（
後
宮
）
に
比
肩
し
う
る
も
の
が
な
い
ほ
ど
だ
と
い
う
。
冒
頭
で
は
、
后
妃
と
し
て

の
美
德
を
『
左
傳
』
や
『
詩
經
』
の
典
故
を
用
い
て
頌
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
ま
し
て
や
、
わ
れ
ら
の
嗣
君
（
武
宗
）
を
生
み
、
皇
位

繼
承
を
た
す
け
、
す
で
に
華
を
先
帝
（
穆
宗
）
に
協
し
、
祚

さ
い
わ
いを

後し
そ
ん昆

に
つ
な
げ
た
お
方
が
穆
宗
の
室
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
は
ず
が
な
い
」

と
、
聖
母
（
皇
帝
の
母
）
の
優
位
を
宣
揚
し
て
い
る
。

こ
こ
で
氣
に
な
る
の
は
、「
門
下
」
に
は
じ
ま
り
、「
主
者
施
行
」
で
終
わ
る
制
書
式
で
書
か
れ
て
い
な
が
ら
、
こ
の

廟
は
、「
朕
祗

奉
慈
旨
」
と
あ
る
よ
う
に
太
皇
太
后
（
郭
氏
。
穆
宗
の
母
）
の
慈
旨
を
武
宗
が
奉
じ
る
形
式
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　

宣
懿
皇
太
后

廟
に
い
た
る
朝
廷
の
議
論

皇
帝
の
「
制
み
こ
と
の
り」

に
お
い
て
、言
い
譯
が
ま
し
く
「
太
皇
太
后
の
慈
旨
」
が
強
調
さ
れ
る
理
由
と
は
い
っ
た
い
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の

議
論
の
過
程
も
ま
た
、『
會
昌
一
品
集
』
に
遺
さ
れ
て
い
る
。

「
宣
懿
皇
太
后

陵
廟
狀
」
と
題
さ
れ
た
三
本
の
奏
狀
は
、
武
宗
の
生
母
韋
氏
に
宣
懿
皇
太
后
が
諡
さ
れ
た
開
成
五
（
八
四
〇
）
年
二

月
か
ら
、
前
述
の

廟
制
が
出
さ
れ
る
翌
（
八
四
一
）
年
六
月
ま
で
に
上
奏
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
內
容
を
整
理
し
な
が
ら
議
論

の
經
過
を
追
っ
て
み
よ
う
。
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A
奉
宣
、「
宣
懿
皇
太
后

光
陵
同
玄
宮
、
及
不
移
福
陵
只

廟
、
何
者
爲
便
、
商
量
奏
來
」
者
。

B
右
、
臣
等
伏
以
、
①
園
寢
已
安
、
神
道
貴
靜
。
光
陵
因
山
久
固
、
僅
二
十
年
、
福
陵
近
又
修
崇
、
足
彰
嚴
奉
。
今
若
再
因
合

、

須
啓
二
陵
。
或
慮
聖
靈
不
安
、
未
合
先
旨
。
②
又
以
陰
陽
避
忌
、
亦
有
所
疑
、
不
移
福
陵
、
實
合
禮
意
。
伏
以
照
臨
在
天
、
光
靈

未
遠
。
③
合
食
清
廟
、
於
禮
無
違
、
足
以
申
陛
下
大
孝
之
心
、
表
先
后
昭
配
之
德
。
既
遵
舊
典
、
尤
愜
衆
情
。
臣
等
商
量
、

太

廟
不
移
福
陵
、
實
爲
允
便
。
臣
等
不
任
感
切
之
至
。

A
宣
を
奉
じ
た
る
に
、「
宣
懿
皇
太
后
は
光
陵
に

し
て
玄
宮
を
同と
も

に
し
た
る
及
び
福
陵
よ
り
移
さ
ず
只
だ
廟
に

す
の
み
、
何い

ず
れ者

か
便
た
る
、
商
量

し
て
奏
し
來
た
れ
」
な
る
者
あ
り
。

B
右
、
臣
等
伏
し
て
以お
も

へ
ら
く
、

①　

  

園
寢
已
に
安
ん
じ
、
神
道
は
靜
か
な
る
を
貴
ぶ
。
光
陵
の
因
山
は
久
し
く
固
め
ん
と
す
る
も
、
僅
か
に
二
十
年
の
み
。
福
陵
近
く
又
た
修
崇
す
れ

ば
、
嚴
奉
を
彰
か
に
す
る
に
足
る
。
今
、
若
し
再
び
因
り
て
合

せ
ば
、
須
く
二
陵
を
啓
く
べ
し
。
聖
靈
の
安
ん
ぜ
ず
、
未
だ
先
旨
に
合
せ
ざ
る

を
慮
る
或あ

り
。

②　

  

又
た
陰
陽
を
以
て
避
忌
す
る
も
、
亦
た
疑
ふ
と
こ
ろ
有
り
、
福
陵
よ
り
移
さ
ざ
る
は
、
實
に
禮
意
に
合
す
。
伏
し
て
以
へ
ら
く
照
臨
し
て
天
に
在

り
、
光
靈
未
だ
遠
か
ら
ず
。

③　

  

清
廟
に
合
食
す
る
は
、
禮
に
於
て
違
ふ
無
く
、
以
て
陛
下
大
孝
の
心
を
申
か
に
し
、
先
后
昭
配
の
德
を
表
す
に
足
る
。
既
に
舊
典
に
遵
ひ
、
尤と
り
わけ

衆
情
に
愜か
な

ふ
。

臣
等
商
量
す
る
に
、
太
廟
に

し
て
福
陵
を
移
さ
ざ
る
は
、
實
に
允
便
た
り
。
臣
等
、
感
切
の
至
に
任
へ
ず
。

李
德
裕
「
宣
懿
皇
太
后

陵
廟
狀
（
第
一
狀
）」（『
會
昌
一
品
集
』
卷
十
）
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こ
の
奏
狀
は
A
・
B
二
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
る
。
Ａ
は
武
宗
か
ら
宰
相
に
下
さ
れ
た
「
宣
」
で
、「
宣
懿
皇
太
后
は
光
陵
（
穆
宗
陵
）

の
玄
室
に
合
葬
す
る
の
と
、
福
陵
（
宣
懿
皇
太
后
陵
）
か
ら
移
さ
ず
に
太
廟
に

す
の
と
、
い
ず
れ
が
允
便
か
」
と
の
下
問
內
容
が
引
用

さ
れ
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
中
書
門
下
で
議
論
し
、
答
申
と
し
て
出
さ
れ
た
の
が
こ
の
第
一
狀
で
あ
っ
た
。
B
の
ポ
イ
ン
ト
は
以
下
の

三
點
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

①　

  

陵
園
陵
寢
は
す
で
に
安
ん
ぜ
ら
れ
、
神
道
は
靜
謐
を
貴
ぶ
も
の
。
穆
宗
光
陵
の
因
山
（
山
體
名
）
は
久
し
く
固
め
る
べ
き
と
こ
ろ
、

わ
ず
か
に
二
十
年
ば
か
り
で
あ
る
。
福
陵
を
近
日
中
に
修
崇
す
れ
ば
、
嚴
奉
を
彰
か
に
す
る
に
足
る
で
し
ょ
う
。
今
、
合
葬
し
よ

う
と
す
る
と
、
こ
の
二
陵
を
開
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
は
、
聖
靈
が
安
ま
ら
ず
、
先
帝
の
旨
に
合
わ
な
い
の
で
は
と

憂
慮
い
た
し
ま
す
。

②　

陰
陽
を
以
て
避
忌
す
る
と
い
う
の
も
、
ま
た
疑
が
わ
し
い
。
福
陵
よ
り
移
さ
な
い
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
禮
意
に
合
し
ま
す
。

③　

  

清
廟
に
合
食
す
る
こ
と
は
、
禮
に
お
い
て
違
う
こ
と
無
く
、
こ
れ
に
よ
り
皇
帝
陛
下
の
大
孝
の
心
を
あ
き
ら
か
に
し
、
先
后
昭
配

の
德
を
表
す
に
足
り
ま
す
。

こ
の
三
點
か
ら
、
結
果
と
し
て
、
宣
懿
皇
太
后
の
陵
墓
は
そ
の
ま
ま
で
、
太
廟
の
穆
宗
の
室
に
配

す
る
こ
と
が
上
奏
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
上
奏
を
受
け
た
武
宗
は
、
さ
ら
に
下
問
を
續
け
る
。

奉
宣
、「
宣
懿
皇
太
后

廟
事
、
令
更
審
商
量
奏
來
」。

右
、
臣
等
伏
以
、
陛
下
孝
極
因
心
、
感
深
追
遠
、
敬
愼
禮
典
、
發
於
至
誠
。
臣
等
仰
奉
聖
情
、
旁
詢
物
議
、
經
旬
思
慮
、
敢
不
精

詳
。
並
請
依
前
狀
、
只

太
廟
、
不
奉
陵
寢
、
實
爲
合
禮
。
謹
再
奏
狀
以
聞
。
謹
奏
。

宣
を
奉
じ
た
る
に
、「
宣
懿
皇
太
后

廟
の
事
、
更
に
審つ

ま
びら

か
に
商
量
せ
し
め
て
奏
し
來
た
れ
」
と
。
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右
、
臣
等
伏
し
て
以
へ
ら
く
、
陛
下
の
孝
は
因
心
を
極
め
、
感
は
追
遠
を
深
く
し
、
敬
う
や
う
やし
く
禮
典
に
愼
む
は
、
至
誠
よ
り
發
す
る
な
り
。
臣
等
仰
ぎ
て

聖
情
を
奉
じ
、
旁あ

ま
ねく

物
議
に
詢は

か

り
、
旬
を
經
て
思
慮
し
た
れ
ば
、
敢
て
精
詳
な
ら
ざ
ら
ん
や
。
並
び
に
請
ふ
ら
く
は
前
狀
に
因
り
、
只
だ
太
廟
に

す

の
み
に
し
て
、
陵
寢
に
奉
ぜ
ざ
る
は
、
實
に
禮
に
合
す
と
爲
す
。
謹
ん
で
再
び
狀
を
奏
し
て
以
聞
す
。
謹
し
ん
で
奏
す
。

李
德
裕
「
宣
懿
皇
太
后

陵
廟
狀
（
第
二
狀
）」（『
會
昌
一
品
集
』
卷
十
）

更
に
審
ら
か
に
商
量
し
て
上
奏
せ
よ
と
い
う
武
宗
に
、
李
德
裕
ら
は
、「
臣わ

た
く
し
ど
も等

は
聖お

お
み
こ
こ
ろ情

を
仰
い
で
、
あ
ま
ね
く
衆
人
の
議
論
に
詢は

か

り
、

十
日
を
經
て
思
慮
し
ま
し
た
の
で
、
ど
う
し
て
精
詳
な
る
答
申
を
捧
げ
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
」
と
し
て
、「
前
狀
（
第
一

狀
）」
の
通
り
、
太
廟
に

し
て
陵
寢
は
そ
の
ま
ま
に
す
る
こ
と
が
禮
に
合
す
る
こ
と
を
報
吿
し
、
具
體
的
な
方
策
は
再
び
狀
を
し
た
た

め
て
上
聞
に
逹
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
具
體
的
方
策
こ
そ
、
以
下
の
「
第
三
狀
」
で
あ
る
。

宣
懿
皇
太
后

廟
事
。
右
、
臣
等
訪
求
典
禮
、
敢
不
詳
愼
。
伏
以
、
太
廟
合
食
、
非
臣
子
所
議
、
苟
不
由
禮
、
必
爲
後
代
所
譏
。

『
漢
書
』
云
、「
古
人
據
正
守
順
、
不
敢
私
其
君
。
如
此
之
難
也
」。
臣
等
若
輕
爲
獻
議
、
不
守
禮
經
、
非
惟
上
負
聖
德
、
固
亦
自
貽

物
論
。
所
以
前
者
附
欽
義
承
慶
口
奏
、
假
以
太
皇
太
后
之
意
、
卽
於
禮
至
順
、
人
無
異
詞
。
制
中
云
、「
近
因
慶
誕
、
太
皇
太
后
追

感
先
帝
久
曠
配
食
之
禮
、
便
及
先
太
后
母
德
慈
仁
、
合
配
先
聖
」。
陛
下

承
聖
旨
、
詔
臣
下
行
之
、
於
禮
無
違
、
可
爲
後
代
之

法
。
若
捨
此
商
量
、
便
須
出
於
聖
意
降
勅
。
情
禮
至
重
、
實
難
措
詞
。
伏
望
陛
下
察
臣
等
愛
君
之
心
、
納
臣
等
秉
禮
之
志
、
特
允

所
奏
、
必
合
群
情
。
臣
等
不
勝
懇
切
之
至
。

宣
懿
皇
太
后

廟
の
事
。
右
、
臣
等
典
禮
を
訪
求
し
た
れ
ば
、
敢
て
詳
愼
せ
ざ
ら
ん
や
。
伏
し
て
以
へ
ら
く
太
廟
合
食
は
、
臣
子
の
議は

か

る
と
こ
ろ
に
非

ず
、
苟

い
や
し
くも

禮
に
由
ら
ず
ん
ば
、
必
ず
後
代
の
譏そ

し

る
と
こ
ろ
と
爲
る
。『
漢
書
』
に
云
ふ
、「
古
人
正
に
據
り
順
を
守
り
、
敢
て
其
の
君
を
私
に
せ
ず
。
此
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の
如
き
の
難
な
り
」
と
。
臣
等
若
し
輕

か
る
が
るし

く
獻
議
を
爲
し
、
禮
經
を
守
ら
ず
ん
ば
、
惟
だ
に
上
の
聖
德
に
負そ

こ
なふ

の
み
に
非
ず
、
固
よ
り
亦
た
自
ら
物
論

を
貽の

こ

す
な
り
。
所ゆ

え以
に
前さ

き者
に
欽
義
の
承
慶
の
口
奏
に
附
し
、
假
す
る
に
太
皇
太
后
の
意
を
以
て
せ
ば
、
卽
ち
禮
に
於
て
至
順
に
し
て
、
人
に
異
詞
無

し
。
制
中
に
云
ふ
、「
近
ご
ろ
慶
誕
に
因
り
、
太
皇
太
后
追
感
す
ら
く
先
帝
の
久
し
く
配
食
の
禮
を
曠む
な

し
く
す
る
を
、
便
ち
先
太
后
の
母
德
慈
仁
な
る

に
及
び
、
合ま

さ

に
先
聖
に
配
す
べ
し
」
と
。
陛
下

つ
つ
しん

で
聖
旨
を
承
け
、
臣
下
に
詔
し
て
之
を
行
は
ば
、
禮
に
於
て
違
ふ
無
く
、
後
代
の
法
と
爲
る
べ
し
。

若
し
此
の
商
量
を
捨
つ
れ
ば
、便
ち
須
く
聖
意
よ
り
出
だ
し
て
勅
を
降
す
べ
し
。
情
禮
至は
な
はだ
重
く
、實
に
詞
を
措
き
難
し
。
伏
し
て
望
む
ら
く
は
陛
下
、

臣
等
が
愛
君
の
心
を
察
し
、
臣
等
が
秉
禮
の
志
を
納
れ
、
特
に
奏
す
る
と
こ
ろ
に
允よ

り
、
必
ず
群
情
に
合
さ
ん
こ
と
を
。
臣
等
、
懇
切
の
至
に
勝
へ
ず
。

中
書
門
下
の
答
申
は
こ
う
で
あ
る
。
ま
ず
、「
太
廟
の
合
食
は
、
臣
下
が
議
論
す
べ
き
こ
と
で
は
な
く
、
も
し
禮
に
基
づ
か
な
い
こ
と

を
す
れ
ば
、
必
ず
や
後
代
の
人
に
譏そ

し

ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
ょ
う
」
と
し
た
上
で
、「
臣
等
が
も
し
輕
々
し
く
獻
議
し
て
、
禮
經
を
守

ら
な
い
こ
と
と
な
れ
ば
、
陛
下
の
聖
德
を
負そ

こ
なう

ば
か
り
か
、
お
の
ず
か
ら
物
論
を
貽の

こ

す
こ
と
に
な
り
ま
す
」
と
臣
下
の
議
論
だ
け
に
基

づ
い
て
皇
帝
が
裁
可
を
加
え
た
結
果
、
萬
が
一
に
も
禮
に
悖も

と

る
こ
と
に
で
も
な
れ
ば
、
の
ち
に
禍
根
を
遺
す
こ
と
と
な
る
可
能
性
を
指

摘
す
る
。
こ
れ
は
、
當
時
の
宰
臣
・
禮
官
が
、
生
前
に
嫡
妻
で
は
な
か
っ
た
宣
懿
皇
太
后
の
配

が
、
禮
制
上
ま
っ
た
く
問
題
な
し
と

は
し
な
か
っ
た
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
。
そ
の
對
應
策
と
し
て
「
さ
き
に
內
樞
密
使
の
楊
欽
義
が
太
皇
太
后
の
尊
顔
を
拜
す
る
際
「
承

慶
（
承
顏
之
慶
）」
の
口
奏
に
附
し
て
、
宣
懿
太
后
の

廟
の
こ
と
を
申
し
上
げ
、
太
皇
太
后
の
慈
旨
の
名
を
假
り
て
、
こ
れ
を
陛
下
が
承

る
形
式
を
と
れ
ば
、
禮
に
お
い
て
は
至
順
で
あ
り
、
人
に
異
論
は
あ
り
ま
す
ま
い㉒

」
と
い
う
、
太
皇
太
后
の
權
威
、
い
わ
ば
「
鶴
の
一

聲
」
を
拜
借
す
る
方
策
を
示
し
、「
も
し
こ
の
提
案
を
棄
却
さ
れ
た
場
合
、
陛
下
よ
り
勅
を
降
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
情
と
禮
の
重
さ

は
こ
の
上
な
く
、
ま
こ
と
に
衆
意
を
納
得
さ
せ
う
る
文
詞
を
措
定
す
る
の
は
難
儀
で
あ
り
ま
す
」
と
付
け
足
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
先
に
見
た
奉
勅
撰
「
宣
懿
皇
太
后

廟
制
」
の
方
式
は
李
德
裕
ら
の
獻
策
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
生
母
を
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配

せ
ん
と
す
る
武
宗
の
エ
ゴ
を
押
し
通
し
、
衆
情
を
納
得
さ
せ
う
る
當
時
と
し
て
考
え
得
る
唯
一
の
方
策
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
を
ま
と
め
て
お
く
と
、
生
母
韋
氏
が
穆
宗
の
配
座
を
得
た
の
は
、
子
の
武
宗
が
卽
位
し
た
直
後
で
あ
っ
た
。
武
宗
朝
の
宰

臣
は
、
皇
太
后
に
追
尊
さ
れ
た
韋
氏
を
、
穆
宗
の
陵
墓
に
改
葬
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
太
廟
の
廟
室
に
配

す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
改

葬
を
避
け
た
理
由
は
い
く
つ
か
考
え
ら
れ
、
奏
狀
の
よ
う
に
二
つ
の
陵
を
開
け
る
こ
と
を
忌
ん
だ
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
筆
者
と
し

て
は
、
こ
の
時
點
で
皇
統
が
武
宗
系
に
定
ま
る
保
證
が
な
か
っ
た
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

唐
代
で
は
憲
宗
朝
よ
り
儲
貳
の
空
位
が
目
立
ち
は
じ
め
、
武
宗
自
身
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
宦
官
が
皇
位
繼
承
に
大
き
な
影
響

力
を
も
ち
、
皇
太
子
が
そ
の
ま
ま
卽
位
で
き
る
と
も
限
ら
な
か
っ
た
。
事
實
、
文
宗
は
敬
宗
の
子
を
立
太
子
し
て
お
り
、
こ
の
時
點
で

は
、
⑯
敬
宗
⑰
文
宗
⑱
武
宗
い
ず
れ
の
血
筋
が
今
後
の
大
唐
の
大
統
と
な
る
の
か
、
明
確
に
見
通
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。

そ
の
中
で
、
韋
氏
配

が
叶
っ
た
最
大
の
要
因
は
、
敬
宗
の
生
母
恭
僖
皇
太
后
王
氏
と
文
宗
の
生
母
貞
獻
皇
太
后
蕭
氏
が
存
命
で

あ
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
當
然
な
が
ら
、
他
の
對
象
者
た
る
べ
き
二
太
后
が
存
命
の
こ
の
時
點
で
、
睿
宗
朝
の
二
后
配

は
前
例
と
し
て

參
照
さ
れ
る
べ
く
も
な
か
っ
た
。

　
　

余
從
周
墓
誌
に
み
え
る
恭
僖
派
の
存
在

宣
懿
皇
太
后
の
そ
の
後
に
關
し
て
は
、
兩
『
唐
書
』
の
禮
儀
志
も
詳
細
を
傳
え
な
い
が
、
武
宗
を
繼
い
だ
宣
宗
朝
の
あ
る
墓
誌
銘
か

ら
そ
の
一
斑
を
探
る
こ
と
が
で
き
る
。「
唐
故
朝
議
郞
行
尚
書
刑
部
員
外
郞
會
稽
余
公
夫
人
河
南
方
氏
合

墓
誌
銘
」（
以
下
簡
稱
「
余
從

周
墓
誌
」）
が
そ
れ
で
あ
る㉓

。
誌
主
の
余
從
周
は
、
字
を
廣
魯
と
い
い
、
そ
の
先
祖
は
會
稽
の
人
で
あ
る
。
余
氏
の
由
來
は
古
く
、
秦
の

昭
襄
王
が
越
王
勾
踐
の
子
孫
を
顧
余
侯
に
封
じ
た
後
、そ
の
季
子
が
余
氏
を
名
乘
っ
た
と
い
う
。
そ
の
後
裔
は
南
朝
を
へ
て
、唐
に
入
っ
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て
多
少
衰
微
し
た
と
は
い
え
、
曾
祖
父
の
余
琰
は
大
理
評
事
、
祖
父
の
余
庭
は
饒
州
司
戶
參
軍
、
父
の
余
憑
は
蘇
州
吳
縣
尉
と
な
る
な

ど
、「
宦
學
不
絕
」
の
家
で
あ
っ
た
。
母
は
杭
州
餘
杭
縣
の
縣
丞
洪
如
筠
の
女
で
、
誌
主
余
從
周
は
そ
の
長
子
で
あ
っ
た㉔

。

彼
は
大
中
五
（
八
五
一
）
年
八
月
癸
卯
（
4
日
）
に
四
十
六
歲
で
卒
去
し
て
お
り
、文
林
郞
守
尚
書
都
官
員
外
郞
の
權
寔
が
撰
し
た
こ
の

墓
誌
の
敍
は
、
余
從
周
の
葬
送
に
訪
れ
た
か
つ
て
の
同
僚
た
ち
が
彼
と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
ト
ー
ク
を
順
に
語
っ
て
ゆ
く
と
い
う
獨
特
の
形

式
を
持
つ
。
そ
の
中
に
、
以
下
の
よ
う
な
部
分
が
あ
る
。

同
爲
博
士
者
曰
、「
君
爲
直
學
士
時
、
已
拜
博
士
。
屬
上
有
事
于
南
郊
、
又
屬
恭
僖
太
后
將

廟
、
又
屬
懿
安
太
后
崩
。
君
詳
定
禮

儀
、
無
不
協
當
。
初
、
宣
懿
太
后
已

穆
宗
廟
室
、
既
而
議
者
欲
以
恭
僖
代
之
。
君
以
爲
自
古
無
已
入
復
出
之
文
。
遂
敗
衆
議
」。

同と
も

に
博
士
た
り
し
者
曰
く
、「
君
は
直
學
士
た
り
し
時
、
已
に
博
士
を
拜
す
。
屬つ

い

で
上
は
南
郊
に
事
有
り
、
又
た
屬
で
恭
僖
太
后
將
に

廟
せ
ん
と
し
、

又
た
屬
で
懿
安
太
后
崩
ず
。
君
は
禮
儀
を
詳
定
し
、
當
に
協か
な

は
ざ
る
無
し
。
初
め
、
宣
懿
太
后
已
に
穆
宗
の
廟
室
に

し
、
既
に
し
て
議
者
、
恭
僖
を

以
て
之
に
代
へ
ん
と
欲
す
。
君
以
爲
へ
ら
く
、
古
よ
り
已
に
入
り
て
復
び
出
だ
す
の
文
無
し
と
。
遂
に
衆
議
を
敗や
ぶ

る
」
と
。

余
從
周
が
太
常
博
士
を
拜
し
た
こ
ろ
、
武
宗
に
よ
る
南
郊
祭
祀
（
會
昌
五
（
八
四
五
）
年
正
月
）
や
、
敬
宗
の
生
母
恭
僖
皇
太
后
の
崩
御
に

伴
う

廟
（
同
五
月
）、
さ
ら
に
は
穆
宗
の
生
母
懿
安
皇
太
后
の
崩
御
（
大
中
二
（
八
四
八
）
年
五
月
）
な
ど
で
、
禮
官
は
大
忙
し
で
あ
っ
た
。

そ
の
中
で
余
從
周
が
詳
定
し
た
禮
儀
は
「
無
不
協
當
」
と
稱
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
の
史
料
か
ら
は
、
恭
僖
皇
太
后
（
敬
宗
生
母
）
が
崩
御

す
る
や
、
穆
宗
廟
室
に
宣
懿
皇
太
后
（
武
宗
生
母
）
が
配

さ
れ
て
い
る
に
も
關
わ
ら
ず
、
そ
の
配
座
を
恭
僖
に
代
え
よ
う
と
す
る
者
が

居
た
こ
と
が
見
え
る
。
そ
れ
に
對
し
太
常
博
士
余
從
周
は
「
い
に
し
え
よ
り
、
ひ
と
た
び
廟
に
入
れ
た
も
の
を
復
び
出
す
な
ど
と
い
う

前
例
は
無
い
」
と
し
て
衆
議
を
論
破
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
度
太
廟
に
祭
ら
れ
た
も
の
は
、
後
世
の
都
合
で
廟
か
ら
出
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さ
れ
た
こ
と
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
認
識
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
開
元
二
十
一
（
七
三
三
）
年
に
肅
明
皇
后

が
行
な
わ
れ

た
際
、
昭
成
を
別
廟
に
出
す
議
論
が
出
な
か
っ
た
こ
と
も
頷
け
る
。

ま
た
、
宣
懿
（
武
宗
生
母
）
か
ら
恭
僖
（
敬
宗
生
母
）
へ
の
配
座
變
更
の
議
論
が
、
病
甚
だ
し
い
晩
年
の
武
宗
の
前
で
行
な
わ
れ
た
と
は

考
え
に
く
く
、
こ
れ
は
宣
宗
卽
位
後
に
、
武
宗
嫌
い
の
宣
宗
に
希
旨
し
た
連
中
が
起
こ
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
武
宗
崩

御
と
ほ
ぼ
同
時
に
起
こ
っ
た
こ
う
し
た
動
き
か
ら
は
、
や
は
り
宣
懿
皇
太
后
の
配

に
反
對
す
る
勢
力
の
存
在
と
、
そ
う
し
た
勢
力
を

抑
え
て
い
た
の
は
武
宗
本
人
の
力
の
み
で
あ
っ
た
こ
と
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

第
二
節　

憲
宗
廟
室
へ
の
配

　
　

宣
宗
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム

武
宗
は
最
期
ま
で
太
子
を
立
て
る
こ
と
な
く
、會
昌
五
（
八
四
五
）
年
の
暮
れ
か
ら
病
に
伏
し
た
。
翌
（
八
四
六
）
年
正
月
乙
卯
（
13
日
）

か
ら
は
延
英
殿
で
の
御
前
會
議
も
開
か
れ
な
く
な
り
、
宰
臣
の
謁
見
の
要
請
も
許
可
さ
れ
な
く
な
っ
た
。
三
月
に
入
る
と
症
狀
は
い
よ

い
よ
惡
化
し
、
唐
室
の
土
德
に
あ
や
か
ろ
う
と
諱
を
「

」
か
ら
「
炎
」
に
改
め
て
い
る㉕

。
そ
の
甲
斐
も
な
く
、
辛
酉
（
20
日
）
に
は
、

「
皇
子
沖
幼
な
れ
ば
、
須
く
賢
德
を
選
ぶ
べ
し
。
光
王
怡
を
ば
立
て
て
皇
太
叔
と
爲
し
、
名
を
忱
に
更
め
、
應あ

ら
ゆる

軍
國
の
政
事
は
權か

り

に

句こ
う
と
う當

せ
し
む
べ
し
」
と
い
う
趣
旨
の
詔
を
發
し
、
光
王
李
怡
を
「
皇
太
叔
」
と
し
て
後
繼
指
名
し
、
所
謂
る
「
權
句
當
軍
國
政
事
」
が

翌
日
か
ら
開
始
さ
れ
た
ら
し
い㉖

。
武
宗
は
そ
の
後
、
甲
子
（
23
日
）
に
三
十
三
年
の
生
涯
を
閉
じ
た
。

三
月
丁
卯
（
26
日
）
に
卽
位
し
た
宣
宗
は
、
四
月
辛
未
（
1
日
）
よ
り
聽
政
を
開
始
し
た
。
彼
は
ま
ず
、
武
宗
朝
の
ワ
ン
マ
ン
宰
相
李

德
裕
を
荊
南
節
度
使
に
飛
ば
し
、
工
部
尚
書
の
薛
元
賞
・
京
兆
少
尹
の
薛
元
龜
兄
弟
な
ど
の
李
德
裕
派
を
一
掃
し
た
。
さ
ら
に
武
宗
に

侍
っ
て
い
た
道
士
を
排
除
し
た
上
で
、
五
月
乙
巳
（
5
日
）
に
大
赦
し
て
、
會
昌
の
廢
佛
で
や
り
こ
め
ら
れ
た
佛
教
勢
力
に
も
懷
柔
策
を
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示
す
な
ど
、
武
宗
朝
の
政
策
を
全
面
的
に
否
定
す
る
政
策
を
打
ち
出
し
た
。
こ
れ
と
同
時
に
、
生
母
の
鄭
氏
を
皇
太
后
に
尊
ん
で
い
る
。

穆
宗
（
母
：
懿
安
皇
后
郭
氏
）
と
宣
宗
（
母
：
孝
明
皇
后
鄭
氏
）
と
は
憲
宗
を
父
と
す
る
異
母
兄
弟
に
あ
た
り
、
宣
宗
卽
位
の
時
點
で
郭
氏

は
太
皇
太
后
、
鄭
氏
は
皇
太
后
と
し
て
い
ず
れ
も
存
命
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
宣
宗
朝
に
郭
太
皇
太
后
が
崩
御
し
た
こ
と
が
、
太

廟
に
大
き
な
問
題
を
引
き
起
こ
す
こ
と
と
な
っ
た
。
郭
氏
の
最
期
は
宋
敏
求
『
五
朝
實
錄
』
に
、

五
月
戊
寅
、
以
太
皇
太
后
寢
疾
、
權
不
聽
政
、
宰
臣
帥
百
寮
問
太
后
起
居
。
己
卯
、
復
問
起
居
、
下
遺
令
。
是
日
、
太
后
崩
。
初
、

上
纂
位
、
以
憲
宗
遇
弑
、
頗
疑
后
在
黨
中
、
至
是
、
暴
得
疾
崩
、
帝
之
志
也
。

五
月
戊
寅
（
20
日
）、
太
皇
太
后
疾や

ま
いに

寢ふ

し
た
る
を
以
て
、
權か

り

に
聽
政
せ
ず
。
宰
臣
は
百
寮
を
帥
ゐ
て
太
后
の
起
居
を
問
ふ
。
己
卯
（
21
日
）、
復
た
起

居
を
問
ふ
に
、
遺
令
を
下
す
。
是
の
日
、
太
后
崩
ず
。
初
め
、
上
、
位
を
纂つ

ぎ
、
憲
宗
の
弑
に
遇
ふ
を
以
て
、
頗
る
后
の
黨
中
に
在
る
を
疑
ふ
。
是
に

至
り
、
暴
か
に
疾
を
得
て
崩
ず
る
は
、
帝
の
志
な
り
。 

（『
資
治
通
鑑
考
異
』
卷
二
四
八
引
『
實
錄
』）

と
あ
り
、
宣
宗
は
郭
氏
を
所
謂
る
「
元
和
の
逆
黨
」
と
見
な
し
て
お
り
、
に
わ
か
に
郭
氏
が
亡
く
な
っ
た
の
は
宣
宗
の
意
志
で
あ
る
と

し
て
い
る
。
さ
ら
に
、『
東
觀
奏
記
』
で
は
、

憲
宗
皇
帝
晏
駕
之
夕
、
上
雖
幼
、
頗
記
其
事
、
追
恨
光
陵
商
臣
之
酷
。
卽
位
後
、
誅
除
惡
黨
無
漏
網
者
。
時
郭
太
后
無
恙
、
以
上

英
察
孝
果
、
且
懷
慚
懼
。
時
居
興
慶
宮
、
一
日
、
與
二
侍
兒
同
升
勤
政
樓
、
依
衡
而
望
、
便
欲
殞
於
樓
下
、
欲
成
上
過
。
左
右
急

持
之
、
卽
聞
於
上
、
上
大
怒
。
其
夕
、
太
后
暴
崩
、
上
志
也
。

憲
宗
皇
帝
晏
駕
の
夕
、
上
、
幼
き
と
雖
も
、
頗
る
其
の
事
を
記お

ぼ

へ
、
追
っ
て
光
陵
商
臣
の
酷
を
恨
む
。
卽
位
の
後
、
惡
黨
を
誅
除
す
る
こ
と
網
に
漏
る
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る
者
無
し
。
時
に
郭
太
后
恙
無
く
、
上
の
英
察
孝
果
を
以
て
、
且
く
慚
懼
を
懷
く
。
時
に
興
慶
宮
に
居
り
、
一
日
、
二
侍
兒
と
同
に
勤
政
樓
に
升
り
、

衡
に
依
り
て
望
み
、
便
ち
樓
下
に
殞お

ち
ん
と
欲
し
、
上
過
を
成
さ
ん
と
欲
す
。
左
右
急
や
か
に
之
を
持
し
、
卽
ち
上
に
聞
す
る
に
、
上
大
い
に
怒
る
。

其
の
夕
、
太
后
暴
か
に
崩
す
る
は
、
上
が
志
な
り
。 

（『
東
觀
奏
記
』
卷
上
）

と
い
う
。
憲
宗
の
死
に
郭
氏
が
關
与
し
た
の
か
、
郭
氏
の
死
に
宣
宗
が
手
を
下
し
た
の
か
は
措
く
と
し
て
、
宣
宗
の
個
人
的
感
情
と
し

て
、
郭
氏
を
憲
宗
に
配

し
た
く
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
あ
お
り
を
受
け
た
の
が
郭
氏
を
憲
宗
の
室
に
配

す
べ
き
こ
と
を

上
奏
し
た
禮
官
の
王
皞
で
あ
っ
た
。
宣
宗
と
宰
相
の
白
敏
中
は
そ
の
上
奏
に
激
怒
し
て
、
王
皞
を
詰
責
し
た
が
、
王
皞
は
毅
然
と
し
て

以
下
の
よ
う
に
、
上
疏
し
た
。

①
郭
太
后
是
憲
宗
春
宮
時
元
妃
、
汾
陽
王
孫
、

事
順
宗
爲
新
婦
。
②
憲
宗
厭
代
之
夜
、
事
出
闇
昧
、
③
母
天
下
歷
五
朝
、
不

可
以
暗
昧
之
事
黜
合
配
之
禮
。

①
郭
太
后
は
是
れ
憲
宗
の
春
宮
時
の
元
妃
に
し
て
、
汾
陽
王
の
孫
、
順
宗
に
事
ふ
る
に

び
て
新
婦
と
爲
す
。
②
憲
宗
厭
代
の
夜
、
事
は
闇
昧
に
出
づ
。

③
天
下
に
母
た
る
こ
と
五
朝
を
歷
た
る
に
、
暗
昧
の
事
を
以
て
合
配
の
禮
を
黜し
り
ぞく

べ
か
ら
ず
。 

（『
東
觀
奏
記
』
卷
上
）

①　

郭
太
后
は
憲
宗
が
皇
太
子
の
み
ぎ
り
に
娶め

と

ら
れ
た
元
妃
で
あ
り
、
汾
陽
王
郭
子
儀
の
孫
で
も
あ
る
。

②　

憲
宗
が
亡
く
な
っ
た
夜
の
こ
と
は
、
闇

よ
く
わ
か
ら
な
い

昧
う
ち
に
起
こ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

③　

五
朝
に
わ
た
り
天
下
に
母
儀
を
示
し
た
方
を
、
そ
ん
な
理
由
で
合
配
の
禮
を
黜し
り
ぞけ

て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
三
點
か
ら
声
を
荒
ら
げ
て
猛
然
と
抗
議
し
た
の
で
あ
る
。
王
皞
は
こ
の
件
が
祟
っ
て
、
翌
日
、
潤
州
の
句
容
縣
令
に
貶
さ
れ
て
し
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ま
っ
た㉗

。

王
皞
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
郭
氏
（
穆
宗
生
母
）
と
鄭
氏
（
宣
宗
生
母
）
に
は
決
定
的
な
身
分
の
差
が
あ
る
。
方
や
玄
・
肅
・
代
・
德
、

歷
朝
の
功
臣
郭
子
儀
の
孫
に
し
て
、
母
は
代
宗
の
第
四
女
と
い
う
毛
並
み
た
ぐ
い
稀
な
郭
氏㉘

と
、
方
や
浙
西
の
李
錡
の
妾
で
あ
っ
た
者

が
、籍
沒
に
よ
り
掖
庭
に
入
れ
ら
れ
て
、郭
氏
の
侍
兒
と
な
っ
た
鄭
氏㉙

で
あ
る
。
出
自
に
限
ら
ず
、郭
氏
は
廣
陵
王
時
代
の
憲
宗
に
「
妃

（
正
室
）」
と
し
て
納
れ
ら
れ
、
憲
宗
卽
位
後
は
、
元
和
元
（
八
〇
六
）
年
に
貴
妃
（
內
官
正
一
品
）
に
立
て
ら
れ
て
い
る㉚

。
さ
ら
に
元
和
八

（
八
一
三
）
年
に
は
、
皇
后
册
立
の
機
運
が
髙
ま
り
、
百
官
よ
り
再
三
立
后
を
上
表
さ
れ
る
に
い
た
る
。
こ
の
立
后
は
憲
宗
に
よ
り
却
下

さ
れ
た
が
、
そ
の
理
由
も
「
歲
暮
」
で
あ
る
た
め
と
か
、
來
年
は
「
子
午
之
忌
」
が
あ
る
な
ど
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た㉛

。
そ
の
實
、
憲

宗
は
後
宮
に
多
く
の
愛
妾
が
お
り
、
郭
氏
が
皇
后
位
に
つ
い
た
後
、
嬖
幸
を
容
認
し
な
い
こ
と
を
憂
慮
し
て
、
册
拜
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を

遲
ら
せ
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
後
も
郭
氏
は
、
穆
宗
朝
に
は
、
皇
太
后
と
し
て
、
敬
宗
・
文
宗
・
武
宗
朝
に
は
太
皇
太
后
と
し
て
尊
ば

れ
た32

。
彼
女
が
「
天
下
に
母
た
る
こ
と
五
朝
を
歷へ

た
り
」
と
稱
さ
れ
る
所
以
で
あ
る33

。
こ
れ
ほ
ど
の
明
白
な
差
異
が
あ
り
な
が
ら
、
郭

氏
の
配

が
實
現
し
な
か
っ
た
理
由
は
宣
宗
の
エ
ゴ
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。

　
　

懿
宗
朝
の
郭
太
后
配

と
鄭
太
后
の
處
遇

宣
宗
に
つ
い
て
は
、『
通
鑑
』
の
よ
う
に
「
小
太
宗
」
と
稱
讃
す
る
も
の
と
、『
新
唐
書
』
の
よ
う
に
「
察
を
以
て
明
と
爲
」
し
た
苛

細
の
君
主
で
あ
る
と
す
る
相
反
す
る
二
つ
の
評
價
が
存
在
す
る
。
聽
政
制
度
の
改
革
に
よ
っ
て
黨
爭
と
宦
官
の
兩
者
を
抑
え
た
獨
裁
的

君
主
と
し
て
の
彼
の
姿
勢
が
、
北
宋
以
降
の
君
主
獨
裁
制
へ
の
萌
芽
と
な
っ
た
こ
と
は
先
行
硏
究
の
指
摘
す
る
通
り
で
あ
ろ
う34

。

前
節
に
見
た
宣
宗
の
エ
ゴ
に
よ
る
懿
安
皇
太
后
非
配

の
被
害
者
王
皞
は
、
宣
宗
の
崩
御
の
直
後
に
中
央
に
呼
び
戾
さ
れ
て
い
る
。

山
陵
禮
儀
使
の
大
任
を
仰
せ
つ
か
っ
た
宰
相
令
狐
綯
が
王
皞
を
判
官
と
し
て
必
要
と
し
た
の
で
あ
る35

。
王
皞
は
懿
宗
朝
に
お
い
て
禮
院
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檢
討
官
に
復
職
し
、
再
び
郭
氏
を
憲
宗
に
配

す
べ
き
こ
と
を
上
奏
、
咸
通
六
（
八
六
五
）
年
正
月
そ
れ
を
實
現
し
て
い
る36

。
憲
宗
の
崩

御
か
ら
じ
つ
に
四
十
五
年
、
よ
う
や
く
憲
宗
は
禮
制
上
の
妻
を
得
た
の
で
あ
る
。

こ
の
年
の
暮
れ
、
宣
宗
の
生
母
鄭
氏
が
崩
御
し
、
翌
年
五
月
に
は
景
陵
の
側
に
葬
ら
れ
、
神
主
は
別
廟
に

さ
れ
た
。
こ
れ
を
胡
三

省
は
、「
懿
安
郭
后
は
、
憲
宗
の
元
妃
な
れ
ば
、
太
廟
に
配
食
す
。
鄭
后
、
側
室
な
れ
ば
、
別
廟
に

す
は
、
禮
な
り
」
と
評
し
て
い

る37

。
す
で
に
憲
宗
室
の
配
座
が
確
定
し
た
の
ち
の
こ
と
で
あ
り
、
エ
ゴ
を
通
そ
う
と
す
る
宣
宗
も
亡
き
こ
の
時
、
こ
れ
を
め
ぐ
る
奏
議

は
起
こ
ら
な
か
っ
た
ら
し
い
。
な
お
、
會
昌
五
（
八
四
五
）
年
正
月
庚
申
（
12
日
）
に
、
敬
宗
生
母
で
、
居
宮
の
名
を
冠
し
て
「
義
安
太

后
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
恭
僖
皇
太
后
王
氏
が
崩
御
し
た
時
も
、宣
宗
朝
の
大
中
元
（
八
四
七
）
年
四
月
己
酉
（
15
日
）
に
「
積
慶
太
后
」
こ

と
文
宗
生
母
の
貞
獻
皇
太
后
蕭
氏
が
崩
御
し
た
際
に
も
、
穆
宗
廟
室
の
配
座
を
め
ぐ
る
議
論
は
見
當
た
ら
な
い
。
逆
說
的
に
で
は
あ
る

が
、
こ
れ
も
ま
た
、
先
帝
に
誰
を
配

す
る
か
に
つ
い
て
、
今
上
の
意
向
が
極
め
て
強
く
影
響
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
よ
う
。

　
　

太
廟
升

で
意
識
さ
れ
る
正
號
皇
后

憲
宗
廟
室
へ
の
配

に
お
い
て
、
宣
宗
が
正
論
を
述
べ
る
禮
官
を
飛
ば
し
て
ま
で
郭
氏
の
配

を
拒
ん
だ
と
い
う
流
れ
は
、
翻
せ
ば

皇
后
に
準
ず
る
存
在
と
し
て
の
郭
氏
の
優
越
が
確
固
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

時
代
を
溯
っ
て
、
こ
の
こ
と
を
見
れ
ば
、
睿
宗
復
辟
の
直
後
に
お
こ
な
わ
れ
た
中
宗
廟
室
へ
の

廟
も
そ
う
で
あ
る
。
睿
宗
は
唐
隆

元
（
七
一
〇
）
年
六
月
壬
午
（
2
日
）
に
不
審
死
を
遂
げ
た
中
宗
を
、
十
一
月
己
酉
（
2
日
）
に
定
陵
へ
葬
っ
た
。
こ
の
時
、

葬
お
よ
び

配

の
對
象
者
は
當
然
韋
后
と
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
大
逆
の
韋
后
を

葬
す
る
こ
と
を
問
題
視
し
た
朝
廷
は
、
中
宗
が
英
王
時
代

に
王
妃
と
し
て
迎
え
た
一
人
目
の
嫡
妻
趙
氏
を

葬
す
る
こ
と
に
し
た
。
し
か
し
、
趙
氏
の
墓
所
も
ま
た
、
そ
の
在
處
が
知
れ
な
か
っ

た
。
そ
こ
で
、
太
常
博
士
彭
景
直
の
上
言
に
よ
り
、『
漢
書
』
郊
祀
志
に
載
る
黃
帝
の
衣
冠
を
橋
山
に
葬
っ
た
故
事38

を
援
用
し
て
、
皇
后
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の
褘
衣
を
形
代
と
し
て
陵
所
の
寢
宮
に
招
魂
し
、
衣
を
魂
輿
に
置
き
、
太
牢
を
用
い
て
吿
祭
し
た
の
ち
、
寢
宮
に
遷
し
て
、
中
宗
の
御

榻
の
右
に
列な

ら

べ
て
、
夷
衾
で
そ
れ
を
覆
っ
て

葬
し
た
の
で
あ
っ
た39

。
大
逆
で
殺
さ
れ
庶
人
と
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
韋
后
が
配

の
候
補
と
し
て
最
初
に
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
配

の
候
補
と
し
て
ま
ず
正
號
皇
后
が
想
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る

い
ま
一
度
、
睿
宗
の
二
后
の
履
歷
を
確
認
し
て
も
（
29
頁
【
表
1
】
參
照
）、
二
人
の
生
前
の
相
違
點
は
、
睿
宗
卽
位
時
に
、
劉
氏
は
皇

后
に
册
立
さ
れ
、
竇
氏
（
玄
宗
生
母
）
は
德
妃
と
な
っ
た
と
い
う
點
の
み
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
考
え
れ
ば
、
明
ら
か
に
劉
氏
が
嫡
妻
、
竇

氏
が
妾
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
玄
宗
は
妾
で
あ
っ
た
生
母
を
、
嫡
妻
を
差
し
置
い
て
太
廟
に
配

せ
ん
と
橫
車
を
押
し
た
の

で
あ
る
。
開
元
四
年
の
昭
成
皇
后
配

時
に
お
け
る
陳
貞
節
の
「
每
室
一
帝
一
后
」
の
奏
議
は
、
肅
明
皇
后
配

を
阻
止
す
る
た
め
の

方
便
と
し
て
理
解
で
き
る
。
そ
れ
か
ら
十
六
年
が
經
過
し
、
開
元
二
十
一
年
に
肅
明
皇
后
の

が
持
ち
上
が
っ
た
の
は
、「
二
后
配

」
よ
り
も
正
號
皇
后
に
し
て
嫡
妻
で
も
あ
る
肅
明
皇
后
を
太
廟
に
配

し
て
い
な
い
こ
と
の
方
を
問
題
視
し
た
結
果
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
よ
う
。
開
元
二
十
一
年
の
太
廟
論
議
の
史
料
が
ほ
と
ん
ど
な
い
理
由
も
、
玄
宗
の
恣
意
的
な
判
斷
を
批
判
す
る
形
と
な
っ
た
で

あ
ろ
う
そ
の
上
奏
や
論
議
の
過
程
を
、
玄
宗
自
身
が
揉
み
消
し
た
こ
と
さ
え
、
考
え
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
唐
代
後
半
期
に
は
、
既
に
配

さ
れ
た
后
妃
が
い
る
狀
態
で
今
上
が
自
身
の
生
母
を
追
加
し
て
配

し
よ
う
と
す
る
情
況
が
發
生
し
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
廟
議
の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
お
い
て
、
祀
る
べ
き
死
者
が
二
人
以
上

あ
る
狀
態
に
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
多
后
配

は
議
論
の
俎
上
に
す
ら
あ
が
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、「
一
帝
一

后
」
が
守
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

穆
宗
室
・
憲
宗
室
い
ず
れ
の
議
論
に
お
い
て
も
共
通
す
る
こ
と
は
、

①　

先
帝
の
室
に
誰
を
配

す
る
か
に
は
、
皇
帝
の
意
向
が
強
く
反
映
さ
れ
た
こ
と
。
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②　
  

し
か
し
、
皇
帝
の
一
存
で
す
べ
て
を
確
定
で
き
た
わ
け
で
は
な
く
、
家
臣
間
に
異
論
を
遺
し
た
り
、
太
皇
太
后
の
權
威
を
拜
借

せ
ざ
る
を
得
な
い
情
況
も
あ
っ
た
こ
と
。

③　

  
さ
ら
に
、
余
從
周
墓
誌
に
見
た
よ
う
に
、
一
度
配
座
が
確
定
す
る
と
、
そ
れ
を
變
更
す
る
こ
と
は
祖
宗
の
匹
配
を
子
孫
や
臣
下

が
行
な
う
こ
と
と
な
り
、
禮
に
も
と
る
と
さ
れ
た
こ
と
。

④　

  

正
號
皇
后
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
同
等
の
待
遇
を
受
け
た
者
は
、
必
ず
配
食
さ
れ
る
べ
き
と
の
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
。

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
、
開
元
二
十
一
年
に
昭
成
皇
后
に
加
え
て
肅
明
皇
后
も
睿
宗
に

さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
以
降
は
偶
然
に
も
多
后
配

を
生
み
出
す
情
況
が
生
じ
な
か
っ
た
。
唐
代
後
半
期
に
「
一
帝
一
后
」
が
保
持

さ
れ
た
の
は
そ
の
よ
う
な
偶
然
の
結
果
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
唐
代
後
半
期
に
お
い
て
、

廟
に
お
け
る
「
一
帝
一
后
」
は
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
三
章　

唐
代
後
半
期
に
お
け
る
「
一
帝
一
后
」
の
認
識

北
宋
に
お
け
る
多
后
配

に
つ
い
て
、
南
宋
の
朱
熹
は
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。

三
后
並
配
、
自
本
朝
眞
廟
始
。
其
初
、
議
者
皆
以
歸
咎
於
錢
惟
演
、
後
既
習
見
爲
常
、
亦
無
復
有
議
之
者
矣
。
古
人
雖
以
子
貴
、

然
庶
母
無
係
於
先
君
之
禮
。
如
左
傳
書
「
僖
公
成
風
」、
晉
書
「
簡
文
太
后
」、
皆
以
係
於
其
子
、
而
別
制
廟
以
祀
之
。

三
后
並
び
に
配
す
は
、
本
朝
眞
廟
よ
り
始
む
。
其
の
初
め
、
議
す
る
者
は
皆
な
以
て
咎と
が

を
錢
惟
演
に
歸
す
る
も
、
後
既
に
習
見
し
て
常
と
爲
し
、
亦
た

復
び
之
を
議
す
る
者
有
る
こ
と
無
し
。
古
人
は
子
を
以
て
貴
し
と
雖
も
、然
れ
ど
も
庶
母
は
先
君
の
禮
に
係
る
無
し
。
左
傳
に
書
す
「
僖
公
成
風
」、晉
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書
の
「
簡
文
太
后
」
の
如
く
、
皆
な
以
て
其
の
子
に
係
り
て
、
別
に
廟
を
制つ

く

り
以
て
之
を
祀
る
。 

（『
朱
子
語
類
』
卷
一
二
八
、
本
朝
・
法
制
）

朱
熹
の
述
べ
る
よ
う
に
、
北
宋
に
お
け
る
多
后
配

は
眞
宗
景
德
元
（
一
〇
〇
四
）
年
に
薨
去
し
た
明
德
李
皇
后
の
太
廟
升

に
始
ま

る40

。
こ
の
時
の
議
論
は
『
宋
會
要
輯
稿
』
禮
十
五
之
二
七
〜
二
八
に
遺
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
は
、
唐
の
元
和
七
（
八
一
二
）
年
十
一

月
に
、
德
宗
朝
の
宰
相
と
し
て
名
髙
い
鄭
餘
慶
が
家
廟
を
建
て
る
に
際
し
て
、
太
常
博
士
の
韋
公
肅
が
提
出
し
た
意
見
が
そ
っ
く
り
引

用
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、宋
代
に
多
后
配

の
根
據
と
な
っ
た
韋
公
肅
の
議
論
を
見
な
が
ら
、唐
代
後
半
期
に
お
け
る
「
一

帝
一
后
」
の
認
識
を
探
っ
て
ゆ
き
た
い
。

第
一
節　

韋
公
肅
の
奏
議
に
み
え
る
「
前
娶
後
繼
」
と
「
一
帝
一
后
」
の
は
ざ
ま

「
一
帝
一
后
」
の
原
則
は
、
よ
り
一
般
化
す
れ
は
一
夫
一
婦
と
い
う
こ
と
と
な
り
、
各
家
の
家
廟
に
お
い
て
も
そ
の
原
則
は
守
ら
れ

た
。
唐
代
の
家
廟
に
關
す
る
史
料
を
確
認
す
る
と
、
こ
こ
で
も
二
后
な
ら
ぬ
二
夫
人
問
題
が
起
き
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

『
唐
會
要
』
卷
十
九
、百
官
家
廟
條
に
よ
れ
ば
、
元
和
七
（
八
一
二
）
年
十
一
月
、
鄭
餘
慶
が
私
廟
を
建
立
す
る
に
際
し
、
四
代
の
先
祖

の
神
主
を
祭
ろ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
先
祖
の
廟
に
二
人
の
夫
人
が
あ
り
、
配

し
て
も
良
い
も
の
か
不
安
を
懷
き
、
太
常
禮
院
に
詳

議
を
奏
請
し
た
。
こ
れ
に
太
常
博
士
の
韋
公
肅
は
以
下
の
よ
う
に
答
え
た
。

古
者
、
一
娶
九
女
、
所
以
于
廟
無
二
嫡
。
自
秦
漢
以
下
、
不
行
此
禮
、
遂
有
再
娶
之
說
。
前
娶
後
繼
、
並
是
正
嫡
、
則
偕

之
義
、

于
禮
無
嫌
。

古む
か
し者

、
一
娶
九
女
、
廟
に
于
い
て
二
嫡
無
き
所
以
な
り
。
秦
漢
よ
り
以
下
、
此
の
禮
を
行
は
ず
、
遂
に
再
娶
の
說
有
り
。
前
に
娶
り
後
に
繼
ぎ
、
並
び
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に
是
れ
正
嫡
な
れ
ば
、
則
ち
偕と

も

に

す
の
義
、
禮
に
于お

い
て
嫌う

た
がふ

無
し
。

む
か
し
は
「
一
娶
九
女
」
の
禮
が
あ
り
、
ゆ
え
に
廟
に
も
嫡
妻
が
二
人
い
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た41

。
秦
漢
以
來
こ
れ
は
行
な
わ
れ

ず
、
正
室
も
繼
室
も
嫡
妻
と
す
る
「
再
娶
の
說
」
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
共
に

す
こ
と
は
、
禮
制
上
問
題
な
い
、
と
し
た
上
で
、
そ
の

前
例
を
列
舉
す
る
。

謹
按
、
晉
驃
騎
大
將
軍
溫
嶠
、
相
繼
有
三
妻
、
疑
並
爲
夫
人
。
以
問
太
學
博
士
陳
舒
、
議
以
妻
雖
先
歿
、
榮
辱
並
隨
夫
也
。
禮

于
祖
姑
、
祖
姑
有
三
人
、
則
各

舅
之
所
生
。
如
其
禮
意
、
三
人
皆
夫
人
也
。
秦
漢
以
來
、
諸
侯
不
復
一
娶
九
女
、
旣
生
娶
以
正

禮
、
歿
不
可
貶
。
自
後
諸
儒
、
咸
用
舒
議
。
且
嫡
繼
于
古
則
有
殊
制
、
于
今
則
無
異
等
。
今
王
公
再
娶
、
無
非
禮
聘
、
所
以

配

之
議
、
不
得
不
同
。
至
于
卿
士
之
家
寢
、
祭
亦
二
妻
、
位
同
几
席
、
豈
廟
享
之
禮
、
而
有
異
乎
。
是
知
古
者
廟
無
不
嫡
、
防
姪
娣

之
爭
競
、
今
無
所
施
矣
。
古
之
繼
室
、
皆
滕
妾
也
、
今
之
繼
室
、
並
嫡
妻
也
、
不
宜
援
古
一
娶
九
女
之
制
也
、
而
使
子
孫
祭
享
不

及
。謹

ん
で
按
ず
る
に
、
晉
の
驃
騎
大
將
軍
溫
嶠
、
相
繼
い
で
三
妻
有
り
、
疑
ふ
ら
く
は
並
び
に
夫
人
と
爲
す
。
以
て
太
學
博
士
陳
舒
に
問
ふ
に
、
議
し
て

以
へ
ら
く
妻
は
先
に
歿
す
と
雖
も
、
榮
辱
並
び
に
夫
に
隨
ふ
な
り
。
禮
と
し
て
祖
姑
を

し
、
祖
姑
に
三
人
有
れ
ば
、
則
ち
各
〻
舅
の
所
生
を

す
。

其
れ
禮
意
の
如
く
ん
ば
、
三
人
皆
な
夫
人
な
り
。
秦
漢
以
來
、
諸
侯
復
た
一
娶
九
女
せ
ず
、
既
に
生
き
て
娶
る
に
正
禮
を
以
て
し
、
歿
し
て
貶
す
べ
か

ら
ず
。
自
後
の
諸
儒
、
咸
な
舒
の
議
を
用
ふ
。
且
つ
嫡
繼
は
古
に
于
い
て
は
則
ち
制
を
殊
に
す
る
有
り
、
今
に
於
い
て
は
則
ち
異
等
無
し
。
今
、
王
公

再
娶
し
、
禮
聘
に
非
ざ
る
こ
と
無
く
、

配
の
議
、
同
じ
か
ら
ざ
る
を
得
ざ
る
所
以
な
り
。
卿
士
の
家
寢
に
至
り
て
は
、
祭
す
ら
亦
た
二
妻
、
位
は
几

席
を
同
に
す
る
に
、
豈
に
廟
享
の
禮
、
而
も
異
有
ら
ん
や
。
是
れ
古
を
知
る
者
は
廟
に
嫡
な
ら
ざ
る
無
く
、
姪
娣
の
爭
競
を
防
ぐ
も
、
今
、
施
す
と
こ
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ろ
無
し
。
古
の
繼
室
、
皆
な
滕
妾
な
り
、
今
の
繼
室
、
並
び
に
嫡
妻
な
り
、
宜
し
く
古
の
一
娶
九
女
の
制
を
援
し
て
、
子
孫
を
し
て
祭
享
す
る
こ
と
及

ば
ざ
ら
し
む
べ
か
ら
ず
。

こ
こ
に
引
か
れ
る
の
は
、晉
の
溫
嶠
の
三
人
の
妻
の
處
遇
を
め
ぐ
る
陳
舒
の
奏
議
で
あ
る42

。
陳
舒
の
說
に
據
れ
ば
、妻
は
夫
に
先
立
っ

て
も
榮
辱
は
夫
に
隨
う
も
の
で
あ
り
、
嫡
室
・
繼
室
に
つ
い
て
は
、「
今
に
於
い
て
は
則
ち
異
等
無
し
」
と
し
て
、
そ
の
兩
者
に
差
を
設

け
る
こ
と
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、古
の
繼
室
は
「
滕め

か
け妾

」
で
あ
る
が
、今
の
繼
室
は
「
嫡
妻
」
で
あ
る
か
ら
、古
の
「
一

娶
九
女
の
制
」
を
今
の
繼
室
に
援
用
し
て
子
孫
が
祭
祀
を
し
な
い
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
こ
こ
の
趣
旨
で
あ

る
。
つ
づ
い
て
、
問
答
形
式
で
の
個
別
事
例
の
檢
討
に
入
る
。

或
曰
、「
春
秋
聲
子
不
入
魯
侯
之
廟
、
如
之
何
」。
謹
按
魯
惠
公
元
妃
垂
壬
卒
、
繼
室
以
聲
子
、
聲
子
之
姪
娣
、
非
正
也
、
自
不
合

入
魯
公
之
廟
、
明
矣
。
又
武
公
生
仲
子
、
則
仲
子
歸
于
魯
、
生
桓
公
而
惠
公
薨
、
立
宮
而
奉
之
、
追
成
父
志
、
別
爲
宮
也
。
尋
求

禮
意
、
則
當
然
矣
。

或
ひ
と
曰
く
、「『
春
秋
』
に
聲
子
、
魯
侯
の
廟
に
入
れ
ず
、
之
を
如
何
せ
ん
」
と
。
謹
ん
で
按
ず
る
に
魯
惠
公
の
元
妃
は
壬み

お
もに

垂な
ん
なん

と
し
て
卒
し
、
室

を
繼
ぐ
に
聲
子
を
以
て
し
、
聲
子
の
姪
娣
、
正
に
非
ざ
る
な
り
、
自
か
ら
合ま
さ

に
魯
公
の
廟
に
入
る
る
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
、
明
ら
か
な
り
。
又
た
武
公
は

仲
子
を
生
み
、
則
ち
仲
子
は
魯
に
歸
し
、
桓
公
を
生
み
て
惠
公
薨
ず
。
宮
を
立
て
て
之
を
奉
じ
、
父
志
を
追
成
し
、
別
に
宮
を
爲
す
な
り
。
禮
意
を
尋

求
す
れ
ば
、
則
ち
當
然
な
り
。

魯
の
聲
子
（
隱
公
の
生
母
）
が
魯
の
惠
公
の
廟
に
入
ら
な
か
っ
た
例
に
つ
い
て
は
、『
左
傳
』
の
傳
文
に
照
ら
し
て
聲
子
が
惠
公
の
正
妻
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で
な
い
こ
と
を
示
し
、
惠
公
に

さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
當
然
で
あ
る
と
し
て
い
る43

。
ま
た
、
仲
子
（
桓
公
の
生
母
）
に
つ
い
て
も
別
廟

を
營
ん
で
い
る
こ
と
を
舉
げ
て
、
惠
公
へ
配

さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
禮
意
に
照
ら
し
て
當
然
と
し
て
い
る
。

「
未
見
前
例
如
之
何
」。
謹
按
、
魯
（
晉
）
南
昌
府
君
廟
有
荀
氏
、
薛
氏
、
景
帝
有
夏
侯
氏
・
羊
氏
。
聖
朝
睿
宗
廟
有
昭
成
皇
后
竇

氏
、
肅
明
皇
后
劉
氏
、
故
太
師
顏
魯
公
祖
廟
有
夫
人
殷
氏
、
繼
夫
人
柳
氏
。
其
流
甚
多
、
不
可
悉
數
。
略
稽
禮
文
、
參
諸
故
事
、

二
夫
人
並

、
于
禮
爲
宜
。

「
未
だ
前
例
を
見
ざ
る
こ
と
之
を
如
何
せ
ん
」。
謹
ん
で
按
ず
る
に
晉
の
南
昌
府
君
廟
に
荀
氏
・
薛
氏
有
り
、
景
帝
に
夏
侯
氏
・
羊
氏
有
り
。
聖
朝
の
睿

宗
廟
に
昭
成
皇
后
竇
氏
・
肅
明
皇
后
劉
氏
有
り
、
故
太
師
顏
魯
公
祖
廟
に
夫
人
殷
氏
・
繼
夫
人
柳
氏
有
り
。
其
の
流
甚
だ
多
く
、
悉
く
は
數
ふ
べ
か
ら

ず
。
略
ぼ
禮
文
に
稽
へ
、
諸こ
れ

を
故
事
に
參
す
る
に
、
二
夫
人
並
び
に

す
は
、
禮
に
于
い
て
宜
し
き
と
爲
す
。
と
。

冒
頭
の
「
未
見
前
例
如
之
何
」
の
部
分
は
恐
ら
く
前
出
の
「
或あ

る

ひ
と
曰
く
」
の
二
つ
目
の
問
い
か
け
で
あ
ろ
う
。
二
夫
人
を
宗
廟
に
祭
っ

た
前
例
が
な
い
こ
と
を
ど
う
す
べ
き
か
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
韋
公
肅
は
四
つ
の
前
例
を
示
し
て
い
る
。

①　

晉
の
南
昌
府
君
廟
の
荀
氏
・
薛
氏44

②　

景
帝
の
景
懷
皇
后
夏
侯
氏
・
景
獻
皇
后
羊
氏45

③　

睿
宗
の
昭
成
皇
后
竇
氏
・
肅
明
皇
后
劉
氏

④　

顏
魯
公
の
祖
廟
の
夫
人
殷
氏
・
繼
夫
人
柳
氏46

こ
う
し
た
故
事
に
照
ら
し
て
も
、
二
夫
人
配

は
何
ら
問
題
な
い
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。

嚴
密
に
い
え
ば
、
二
夫
人
配

は
正
室
と
繼
室
間
に
差
を
設
け
な
い
と
い
う
話
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
嫡
妻
と
生
母
に
あ
た
る
睿
宗
の
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二
后
配

を
舉
げ
る
の
は
筋
違
い
な
の
だ
が
、
こ
れ
を
主
導
し
た
韋
公
肅
は
『
開
元
禮
』
以
降
の
禮
文
を
ま
と
め
た
『
禮
閣
新
禮
』
編

纂
に
關
わ
る
人
物
で
あ
り
、
彼
が
當
時
の
禮
官
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
取
っ
て
い
た
可
能
性
は
髙
い47

。

こ
の
よ
う
に
、
唐
代
後
半
期
に
お
い
て
「
每
室
一
帝
一
后
」
あ
る
い
は
「
一
夫
一
婦
」
と
い
う
認
識
は
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
は
絕
對

的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
前
娶
後
繼
に
つ
い
て
は
と
も
に
配

す
る
こ
と
が
「
禮
な
り
」
と
是
認
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
見
え

て
く
る
。

第
二
節　

大
順
元
年
の
三
后
配
饗
論
議
に
み
え
る
「
一
帝
一
后
」
認
識
の
ゆ
ら
ぎ

太
廟
で
は
四
季
の
孟
月
と
十
二
月
臘
日
に
行
わ
れ
る
「
四し
い
じ時

」、
三
年
に
一
度
の
「

こ
う

」、
五
年
に
一
度
の
「
禘て

い

」
の
祭
祀
が
お
こ
な

わ
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
小
祭
で
あ
る
「
四
時
」
は
宗
廟
の
各
室
で
個
別
に
お
こ
な
わ
れ
る
が
、「
禘
」・「

」
な
ど
の
殷
祭
は
、
太
祖
以

下
の
歷
代
神
主
を
太
廟
の
廟
庭
に
集
め
て
盛
大
に
お
こ
な
わ
れ
た48

。

唐
末
昭
宗
朝
の
大
順
元
（
八
九
〇
）
年
は
禘
祭
の
年
に
あ
た
り
、
そ
こ
で
有
司
か
ら
三
太
后
の
神
主
を
太
廟
で

饗
し
ま
し
ょ
う
と
の

奏
請
が
あ
っ
た
。
こ
こ
に
い
う
三
太
后
と
は
、
孝
明
太
皇
太
后
鄭
氏
（
宣
宗
生
母
）・
恭
僖
皇
太
后
王
氏
（
敬
宗
生
母
）・
貞
獻
皇
太
后
蕭
氏

（
文
宗
生
母
）
と
い
う
、「
故
有
り
て
當
に
太
廟
に
入
る
べ
か
ら
ざ
る
」
も
の
た
ち
で
あ
っ
た
。
彼
女
ら
は
當
時
の
禮
官
が
建
議
し
て
別
廟

に
置
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
で
、
年
間
の
小
祭
や

・
禘
も
別
廟
で
祭
祀
を
行
な
っ
て
お
り
、
神
主
を
太
廟
に
入
れ
る
な
ど
と
い

う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
黃
巢
の
亂
を
經
て
舊
章
が
散
失
し
た
こ
の
時
期
、
太
常
禮
院
は
『
曲
臺
禮
』
に
依
據
し
て
、
三
太
后

の
神
主
も
太
廟
で

享
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る49

。
こ
れ
を
非
と
し
た
太
常
博
士
殷
盈
孫
の
獻
議
が
『
舊
唐
書
』
禮
儀
志
に
遺
さ
れ
て

い
る
。
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曲
臺
禮
云
、「
別
廟
皇
后
、
禘

於
太
廟
、

於
祖
姑
之
下
」。
此
乃
皇
后
先
崩
、
已
造
神
主
、
夫
在
帝
位
、
如
昭
成
・
肅
明
・
元

獻
・
昭
德
之
比
。
昭
成
・
肅
明
之
崩
也
、
睿
宗
在
位
。
元
獻
之
崩
也
、
玄
宗
在
位
。
昭
德
之
崩
也
、
肅
宗
在
位
。
四
后
於
太
廟
未

有
本
室
、
故
創
別
廟
、
當
爲
太
廟
合
食
之
主
、
故
禘

乃
奉
以
入
饗
。
其
神
主
但
題
云
「
某
諡
皇
后
」、
明
其
後
太
廟
有
本
室
、
卽

當
遷

、
帝
方
在
位
、
故
皇
后
暫
立
別
廟
耳
。
本
是
太
廟
合
食
之
祖
、
故
禘

乃
升
、
太
廟
未
有
位
、
故

祖
姑
之
下
。
今
恭
僖
・

貞
獻
二
太
后
、
皆
穆
宗
之
后
。
恭
僖
、
會
昌
四
年
造
神
主
、
合

穆
宗
廟
室
。
時
穆
宗
廟
已

武
宗
母
宣
懿
皇
后
神
主
、
故
爲
恭

僖
別
立
廟
、
其
神
主
直
題
云
皇
太
后
、
明
其
終
安
別
廟
、
不
入
太
廟
故
也
。
貞
獻
太
后
、
大
中
元
年
作
神
主
、
立
別
廟
、
其
神
主

亦
題
爲
太
后
、
並
與
恭
僖
義
同
。
孝
明
、
咸
通
五
年
作
神
主
、
合

憲
宗
廟
室
。
憲
宗
廟
已

穆
宗
之
母
懿
安
皇
后
、
故
孝
明
亦

別
立
廟
、
是
懿
宗
祖
母
、
故
題
其
主
爲
太
皇
太
后
。
與
恭
僖
・
貞
獻
亦
同
、
帝
在
位
、
后
先
作
神
主
之
例
。
今
以
別
廟
太
后
神
主
、

禘
祭
升
享
太
廟
、
一
不
可
也
。

曲
臺
禮
に
云
ふ
、「
別
廟
の
皇
后
は
、
太
廟
に
禘

し
、
祖
姑
の
下
に

す
」
と
。
此
れ
乃
ち
皇
后
先
ん
じ
て
崩
じ
、
已
に
神
主
を
造
り
、
夫
の
帝
位

に
在
る
、
昭
成
・
肅
明
・
元
獻
・
昭
德
の
比た
ぐ
いの

如
き
な
り
。
昭
成
・
肅
明
の
崩
ず
る
や
、
睿
宗
位
に
在
り
。
元
獻
の
崩
ず
る
や
、
玄
宗
位
に
在
り
。
昭

德
の
崩
ず
る
や
、
肅
宗
位
に
在
り
。
四
后
は
太
廟
に
於
い
て
未
だ
本
室
有
ら
ず
、
故
に
別
廟
を
創
り
、
當
に
太
廟
合
食
の
主
た
る
べ
し
、
故
に
禘

せ

ば
乃
ち
奉
じ
て
以
て
入
饗
す
。
其
れ
神
主
は
但
だ
題
し
て
「
某
諡
皇
后
」
と
云
ふ
、
其
の
後
に
太
廟
に
本
室
有
る
こ
と
明
ら
か
な
れ
ば
、
卽
ち
當
に
遷

す
べ
き
も
、帝
方
に
位
に
在
ら
ん
と
す
る
が
、故
に
皇
后
暫
く
別
廟
を
立
つ
の
み
。
本
よ
り
是
れ
太
廟
合
食
の
祖
な
る
が
故
に
禘

せ
ば
乃
ち
升
し
、

太
廟
に
未
だ
位
有
ら
ざ
る
が
故
に
祖
姑
の
下
に

す
な
り
。
今
、
恭
僖
・
貞
獻
二
太
后
、
皆
な
穆
宗
の
后
。
恭
僖
は
、
會
昌
四
（
八
四
四
）
年
に
神
主

を
造
り
、
穆
宗
廟
室
に
合

せ
ん
と
す
。
時
に
穆
宗
廟
已
に
武
宗
の
母
宣
懿
皇
后
の
神
主
を

す
、
故
に
恭
僖
の
爲
め
に
別
に
廟
を
立
て
、
其
の
神
主

は
直
だ
題
し
て
皇
太
后
と
云
ひ
、
明
其
の
終
に
別
廟
に
安
ん
じ
、
太
廟
に
入
ら
ざ
る
こ
と
明
ら
か
な
る
が
故
な
り
。
貞
獻
太
后
は
、
大
中
元
（
八
四
七
）

年
に
神
主
を
作
り
、
別
廟
を
立
て
、
其
の
神
主
も
亦
た
題
し
て
太
后
と
爲
す
、
並
び
に
恭
僖
の
義
と
同
じ
う
す
。
孝
明
は
、
咸
通
五
（
八
六
四
）
年
に
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神
主
を
作
り
、
憲
宗
の
廟
室
に
合

せ
ん
と
す
。
憲
宗
廟
已
に
穆
宗
の
母
懿
安
皇
后
を

す
、
故
に
孝
明
も
亦
た
別
に
廟
を
立
つ
、
是
れ
懿
宗
の
祖
母

な
れ
ば
、
故
に
其
の
主
に
題
し
て
太
皇
太
后
と
爲
す
。
恭
僖
・
貞
獻
と
亦
た
同
じ
く
、
帝
の
位
に
在
り
て
、
后
先
に
神
主
を
作
る
の
例
な
り
。
今
、
別

廟
の
太
后
の
神
主
を
以
て
、
禘
祭
す
る
に
太
廟
に
升
享
す
る
は
、
一
の
不
可
な
り
。

一
つ
目
の
批
判
點
は
、『
曲
臺
禮
』
の
「
別
廟
皇
后
、
禘

於
太
廟
、

於
祖
姑
之
下
」
と
い
う
記
載
の
解
釋
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ

れ
を
率
爾
に
讀
め
ば
、
別
廟
の
皇
后
は
太
廟
に
て
禘
や

を
行
な
う
か
に
見
え
る
。
そ
の
た
め
太
常
禮
院
は
三
太
后
神
主
の
太
廟

享

の
根
據
と
し
て
こ
れ
を
持
ち
出
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
い
う
「
別
廟
の
皇
后
」
と
は
、
皇
帝
存
命
中
に
薨
去
し
た

后
妃
の
こ
と
で
、
太
廟
に
夫
君
の
廟
室
が
ま
だ
な
い
た
め
に
仕
方
な
く
別
廟
に
祭
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
後
に
太
廟
に
配
座
を
得
る
こ

と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
た
め
「
皇
后
」
と
題
さ
れ
た
神
主
を
作
ら
れ
て
い
る
者
た
ち
で
あ
る
。
一
方
、
三
太
后
は
、
別
廟
に
安
置
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
共
通
し
て
い
る
が
、
將
來
太
廟
に
入
る
こ
と
は
想
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
故
「
皇
太
后
」
と
題
さ
れ
た
神
主
を
造
ら

れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、『
曲
臺
禮
』
の
「
別
廟
皇
后
」
と
は
情
況
が
異
な
る
。
そ
れ
故
、
こ
れ
を
適
用
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
と
い
う

の
が
殷
盈
孫
の
批
判
の
要
點
で
あ
る
。

曲
臺
禮
別
廟
皇
后
禘

於
太
廟
儀
注
云
、「
內
常
侍
奉
別
廟
皇
后
神
主
、
入
置
於
廟
庭
赤
黃
褥
位
。
奏
云
『
某
諡
皇
后
禘

享
太

廟
』、
然
後
以
神
主
升
」。
今
卽
須
奏
云
「
某
諡
太
皇
太
后
」。
且
太
廟
中
皇
后
神
主
二
十
一
室
、
今
忽
以
太
皇
太
后
入
列
於
昭
穆
、

二
不
可
也
。

『
曲
臺
禮
』
別
廟
皇
后
太
廟
に
禘

す
の
儀
注
に
云
ふ
、「
內
常
侍
は
別
廟
皇
后
の
神
主
を
奉
じ
て
、
入
り
て
廟
庭
の
赤
黃
褥
位
に
置
く
。
奏
し
て
云
く

『
某
諡
皇
后
禘

享
太
廟
』
と
、
然
る
後
、
神
主
を
以
て
升
す
」
と
。
今
、
卽
ち
須
く
奏
し
て
「
某
諡
太
皇
太
后
」
と
云
ふ
べ
し
。
且
つ
太
廟
中
の
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皇
后
の
神
主
は
二
十
一
室
。
今
、
忽
と
し
て
太
皇
太
后
を
以
て
昭
穆
に
入
列
す
る
は
、
二
の
不
可
な
り
。

二
つ
目
は
、『
曲
臺
禮
』
の
儀
注
に
み
え
る
別
廟
か
ら
皇
后
の
神
主
を
捧
げ
も
っ
て
く
る
際
、
宦
官
が
甲
髙
い
聲
で
「
○
○
皇
后
、
禘

す
る
に

し
て
太
廟
に
享ま

つ

ら
ん
」
と
奏
言
す
る
シ
ー
ン
の
規
定
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
を
三
太
后
に
適
用
す
る
場
合
、「
○
○
太
皇
太

后
」
と
奏
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
神
主
に
題
さ
れ
た
諡
と
は
異
な
る
呼
稱
を
用
い
る
こ
と
を
問
題
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
か

つ
ま
た
太
廟
中
に
は
す
で
に
二
十
一
體
も
の
皇
后
の
神
主
が
あ
り
、
に
わ
か
に
太
皇
太
后
を
昭
穆
の
序
列
に
組
み
込
む
こ
と
は
で
き
な

い
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。

若
但
云
「
某
諡
皇
后
」、
卽
與
所
題
都
異
、
神
何
依
憑
。
此
三
不
可
也
。

若
し
但
だ
「
某
諡
皇
后
」
と
の
み
云
は
ば
、
卽
ち
題
す
る
と
こ
ろ
と
都す

べ

て
異
な
り
、
神
何
ぞ
依
憑
せ
ん
。
此
れ
三
の
不
可
な
り
。

さ
り
な
が
ら
儀
注
通
り
に
「
某
諡
皇
后
」
と
呼
ば
わ
っ
た
場
合
、
そ
れ
は
神
主
に
題
さ
れ
た
も
の
と
異
な
る
た
め
、
そ
の
神み

た
まが

ど
う

し
て
憑
依
で
き
よ
う
か
。
こ
れ
を
三
つ
目
の
問
題
と
し
て
い
る
。

こ
こ
で
の
議
論
は
「
皇
后
」
の
神
主
と
「
太
后
」
の
神
主
と
を
明
確
に
分
け
、
皇
帝
と
皇
后
の
神
主
が
列
べ
ら
れ
る
太
廟
の
禘
祭
に

お
い
て
、
別
廟
に
あ
っ
た
皇
太
后
の
神
主
を
秩
序
づ
け
る
こ
と
の
難
儀
を
說
く
の
で
あ
る
。
太
常
博
士
殷
盈
孫
の
指
摘
は
至
極
眞
っ
當

で
あ
る
も
の
の
、
時
の
宰
臣
の
出
し
た
結
論
は
こ
う
で
あ
っ
た
。

宰
相
孔
緯
曰
、「
博
士
之
言
是
也
。
昨
禮
院
所
奏
儀
注
、
今
已
勅
下
、
大
祭
日
迫
、
不
可
遽
改
、
且
依
行
之
」。
於
是
遂
以
三
太
后
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太
廟
。
逹
禮
者
譏
其
大
謬
、
至
今
未
正
。

宰
相
の
孔
緯
曰
く
、「
博
士
の
言
、
是ぜ

な
り
。
昨
に
禮
院
の
奏
す
る
と
こ
ろ
の
儀
注
、
今
已
に
勅
下
り
、
大
祭
の
日
迫
り
た
れ
ば
、
遽に
わ

か
に
改
む
べ
か

ら
ず
、
且
く
依
り
て
之
を
行
な
は
ん
」
と
。
是
に
於
い
て
遂
に
三
太
后
を
以
て
太
廟
に

す
。
禮
に
逹
す
る
者
は
其
の
大
謬
を
譏
る
も
、
今
に
至
り

て
未
だ
正
さ
れ
ず
。

つ
ま
り
、
謬
り
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
な
が
ら
、「
大
祭
の
期
日
が
迫
っ
て
お
り
、
に
わ
か
に
改
訂
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と

い
う
理
由
で
禮
院
の
案
が
そ
の
ま
ま
實
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
本
來
の
禮
に
悖
る
三
太
后
神
主
の
太
廟

禘
を
、
期
日
切
迫

な
ど
と
い
う
理
由
で
敢
行
で
き
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
の
程
度
の
理
由
が
、
當
時
の
「
一
帝
一
后
」
認
識
に
優
先
さ

れ
る
ほ
ど
に
「
一
帝
一
后
」
認
識
の
絕
對
性
が
揺
ら
い
で
い
た
こ
と
の
證
左
で
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
每
室
一
帝
一
后
」
の
原
則
や
認
識
は
、
唐
代
末
期
に
お
い
て
必
ず
し
も
絕
對
的
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
背
景
に
は

黃
巢
の
亂
な
ど
に
よ
る
舊
章
の
散
佚
も
少
な
か
ら
ず
影
響
し
て
い
た
ら
し
い
。

お
わ
り
に　
　

北
宋
の
多
后
配

の
展
開

皇
后
不
立
が
常
態
化
し
た
唐
代
後
半
期
、
先
帝
の
廟
室
に
ど
の
后
妃
を
配

す
る
か
を
め
ぐ
っ
て
は
、
今
上
の
意
向
が
強
く
反
映
さ

れ
た
。
玄
宗
し
か
り
、
武
宗
し
か
り
、
間
接
的
に
で
は
あ
る
が
宣
宗
が
郭
氏

廟
を
拒
絕
し
た
の
も
ま
た
し
か
り
で
あ
る
。

さ
り
な
が
ら
、
皇
帝
の
一
存
が
す
べ
て
ま
か
り
通
っ
た
わ
け
で
も
な
く
、
宰
臣
・
禮
官
は
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
諫
言
を
述
べ
て
き

た
。
李
德
裕
の
奏
狀
か
ら
見
え
る
禮
制
上
の
問
題
を
絕
無
と
し
な
い
表
現
や
、
太
皇
太
后
の
慈
旨
を
奉
ず
る
と
い
う
特
殊
な
制
詔
ス
タ
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イ
ル
も
、
こ
れ
を
暗
に
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
宣
宗
朝
の
余
從
周
墓
誌
に
も
、
宣
懿
皇
太
后
に
代
わ
っ
て
恭
僖
皇
太
后
を
配

し
よ
う

と
す
る
一
派
の
存
在
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
そ
れ
を
示
し
て
い
た
。

第
三
章
で
見
た
よ
う
に
、
玄
宗
朝
の
禮
官
陳
貞
節
の
奏
議
に
見
え
る
「
每
室
一
帝
一
后
」
の
認
識
は
、
唐
代
後
半
期
に
お
い
て
必
ず

し
も
絕
對
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
家
廟
で
の
二
夫
人
を
是
認
し
た
韋
公
肅
の
「
前
に
娶
り
後
に
繼
ぎ
、
並
び
に
是
れ
正
嫡

な
れ
ば
、
則
ち
偕と

も

に

す
の
義
、
禮
に
于お

い
て
嫌う

た
がふ

無
し
」
と
の
言
辭
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
し
て
、
史
料
に
乏
し
い
開
元
二
十
一
年
の
肅
明
皇
后

の
舞
台
裏
に
つ
い
て
は
、「
正
號
皇
后
」
で
あ
る
肅
明
皇
后
を
睿
宗
室
に

配

し
な
い
こ
と
が
問
題
と
な
り
、「
一
帝
二
后
」
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
よ
り
も
、
嫡
妻
を
別
廟
に
置
き
つ
づ
け
る
こ
と
が
問
題
視
さ

れ
た
可
能
性
が
髙
い
。
同
樣
に
、
郭
太
皇
太
后
の
配

を
主
張
し
た
王
皞
の
抗
疏
に
、
郭
氏
を
實
質
的
な
皇
后
と
看
做
し
て
い
る
描
寫

が
見
ら
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
考
え
る
と
、
嫡
妻
は
必
ず
配

さ
れ
る
べ
き
と
い
う
認
識
が
存
在
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

す
な
わ
ち
、
本
稿
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
は
以
下
の
四
點
に
集
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
配

す
る
后
妃
は
今
上
皇
帝
の
強
い
意
向
に
左
右
さ
れ
る
。

②
繼
室
は
嫡
妻
と
し
て
配

す
る
こ
と
が
容
認
さ
れ
て
い
た
。

③
正
號
皇
后
は
必
ず
配

さ
れ
る
べ
き
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
。

④
一
た
び
太
廟
に
配

し
た
皇
后
の
神
主
は
外
に
出
さ
な
い
。

こ
れ
ら
を
も
と
に
、
北
宋
眞
宗
朝
に
お
け
る
太
宗
廟
室
の
多
后
配

へ
の
流
れ
を
見
て
み
よ
う50

。

太
平
興
國
元
（
九
七
六
）
年
に
太
宗
が
卽
位
す
る
と
、
卽
位
前
に
亡
く
な
っ
て
い
た
尹
氏
を
淑
德
皇
后
に
、
符
氏
を
懿
德
皇
后
に
追
尊

し
、
翌
年
に
は
別
廟
に
神
主
を
祭
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
太
宗
存
命
の
あ
い
だ
は
配

す
べ
き
廟
室
が
な
い
こ
と
に
起
因
し
、
第
三
章
で

み
た
『
曲
臺
禮
』
に
あ
ら
わ
れ
た
「
別
廟
皇
后
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。
髙
祖
李
淵
が
後
添
え
を
取
ら
な
か
っ
た
故
事
に
よ
り
、
繼
室
を
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立
て
な
か
っ
た
唐
室
と
は
異
な
り
、
雍
煕
元
（
九
八
四
）
年
、
太
宗
は
繼
室
と
し
て
李
氏
を
立
后
す
る
。

至
道
三
（
九
九
七
）
年
、
太
宗
が
崩
御
す
る
。
こ
の
と
き
、
正
號
皇
后
で
あ
っ
た
李
氏
は
存
命
で
あ
っ
た
た
め
、
眞
宗
は
別
廟
の
懿
德

皇
后
符
氏
を
太
宗
室
に
配

し
た
（「
一
帝
一
后
」）。
眞
宗
の
生
母
に
あ
た
る
李
賢
妃
は
太
平
興
國
二
（
九
七
七
）
年
に
す
で
に
亡
く
な
っ

て
お
り
、
眞
宗
卽
位
と
と
も
に
皇
太
后
に
追
尊
さ
れ
て
い
る
。
紛
ら
わ
し
い
が
正
號
皇
后
で
あ
っ
た
李
氏
も
同
時
に
皇
太
后
に
尊
ば
れ

て
い
る
。

景
德
元
（
一
〇
〇
四
）
年
、
皇
太
后
の
李
氏
（
明
德
皇
后
）
が
崩
御
す
る
と
、
同
三
（
一
〇
〇
六
）
年
に
は
正
號
皇
后
で
あ
っ
た
明
德
皇
后

を
太
宗
室
に
配

（
③
正
號
皇
后
配

の
原
則
）、懿
德
皇
后
も
そ
の
ま
ま
太
宗
室
に
留
め
ら
れ
た
（「
一
帝
二
后
」
④
神
主
不
出
の
原
則
）。
そ
し

て
、
大
中
祥
符
六
（
一
〇
一
三
）
年
に
は
、
眞
宗
生
母
の
李
皇
太
后
も
太
宗
室
に
升

さ
れ
る
に
い
た
っ
た
（「
一
帝
三
后
」
①
今
上
の
意
向
）。

こ
う
し
て
、
繼
室
を
皇
后
に
立
て
て
ゆ
く
こ
と
で
、
必
然
的
に
正
號
皇
后
も
多
く
存
在
す
る
こ
と
と
な
り
、
そ
こ
に
優
劣
を
つ
け
る
こ

と
も
で
き
な
く
な
っ
て
す
べ
て
の
皇
后
を
祭
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
の
ち
、
眞
宗
の
廟
室
を
「
一
帝
一
后
」
に
す
る
た
め
に
明
道
二

（
一
〇
三
三
）
年
に
奉
慈
殿
を
造
立
す
る
な
ど
の
施
策
が
打
ち
出
さ
れ
る
も
の
の
、
慶
曆
五
（
一
〇
四
五
）
年
に
は
眞
宗
廟
も
多
后
配

狀

態
と
な
り
、
つ
い
に
元
豐
六
（
一
〇
八
五
）
年
、
后
廟
の
神
主
の
す
べ
て
が
太
廟
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

唐
代
の
皇
后

廟
か
ら
抽
出
し
た
四
つ
の
特
徴
か
ら
多
后
配

へ
の
動
き
を
見
れ
ば
、
多
后
配

と
い
う
現
象
の
根
底
に
は
、
玄
宗

の
二
后
配

の
援
用
で
は
な
く
、
繼
室
を
正
室
と
同
等
に
配

す
る
と
い
う
韋
公
肅
の
奏
議
が
強
く
影
響
し
て
い
る
こ
と
が
見
え
た
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
唐
か
ら
北
宋
へ
の
變
化
を
語
る
と
き
、
狹
間
に
あ
た
る
五
代
に
つ
い
て
も
論
及
す
べ
き
で
あ
る
し
、
北
宋
の
多

后
配

の
議
論
も
さ
ら
に
整
理
が
必
要
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。
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注
①　

金
子
修
一
『
中
國
古
代
皇
帝
祭
祀
の
硏
究
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）、
宗
廟
制
度
の
基
礎
的
な
內
容
は
、
矢
木
毅
『
韓
國
の
世
界
遺
產　

宗
廟
：

王
位
の
正
統
性
を
め
ぐ
る
歷
史
』（
臨
川
書
店
、
二
〇
一
六
年
）
に
わ
か
り
や
す
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

②　

宗
廟
の
基
本
構
造
や
禮
經
に
見
え
る
事
項
の
基
礎
的
整
理
は
、
諸
橋
轍
次
『
支
那
の
家
族
制
』（
大
修
館
書
店
、
一
九
四
〇
年
↓
『
諸
橋
轍
次
著
作
集
』

卷
四
（
大
修
館
書
店
、
一
九
七
五
年
）
所
收
）
に
詳
し
い
。

③　

山
內
弘
一
「
北
宋
時
代
の
太
廟
」（『
上
智
史
學
』
三
五
、
一
九
九
〇
年
）、
朱
溢
『
事
邦
國
之
神
祇
：
唐
至
北
宋
吉
禮
變
遷
硏
究
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、

二
〇
一
四
年
）
第
四
章
第
三
節
「
一
帝
一
后
形
式
的
打
破
」

④　
『
通
典
』
所
引
の
代
宗
の
喪
葬
儀
禮
儀
注
「
大
唐
元
陵
儀
注
」

祭
條
に
「
第
六
室
〈
室
有
二
后
、
昭
成
於
前
、
肅
明
於
後
。〉」
と
、
代
宗
朝
の
太
廟
第

六
室
睿
宗
廟
に
二
后
配

が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
特
に
注
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
昭
成
（
玄
宗
生
母
）
が
肅
明
（
睿
宗
嫡
妻
）
よ
り
前
に
置
か
れ

る
と
い
う
處
遇
の
差
異
も
讀
み
取
れ
る
。

⑤　

猪
俣
貴
幸
「
皇
后

廟
攷
初
探
」『
立
命
館
東
洋
史
學
』
三
八
、
二
〇
一
五
年
。

⑥　

新
城
理
惠
「
唐
宋
期
の
皇
后
・
皇
太
后
：
太
廟
制
度
と
皇
后
」（
野
口
鐵
郞
先
生
古
稀
記
念
論
集
刊
行
委
員
會
編
『
中
華
世
界
の
歷
史
的
展
開
』
汲
古
書

院
、
二
〇
〇
二
年
。
所
收
）
は
こ
の
こ
と
を
最
初
に
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
が
、「
一
帝
一
后
」
が
保
持
さ
れ
た
事
實
を
述
べ
る
の
み
で
、
背
景
に
は
踏
み

込
ん
で
お
ら
ず
、
朱
溢
の
前
掲
注
①
論
考
も
、
こ
の
點
の
細
か
い
分
析
を
缺
い
て
い
る
。

⑦　
『
資
治
通
鑑
』
卷
二
〇
五
、
長
壽
二
年
正
月
條

 

　
　

  

戶
婢
團
兒
爲
太
后
所
寵
信
、
有
憾
於
皇
嗣
、
乃
譖
皇
嗣
妃
劉
氏
・
德
妃
竇
氏
爲
厭
呪
。
癸
巳
、
妃
與
德
妃
朝
太
后
於
嘉
豫
殿
、
既
退
、
同
時
殺
之
、

瘞
於
宮
中
、
莫
知
所
在
。
…
…
皇
嗣
畏
忤
旨
、
不
敢
言
、
居
太
后
前
、
容
止
自
如
。
團
兒
復
欲
害
皇
嗣
、
有
言
其
情
於
太
后
者
、
太
后
乃
殺
團
兒
。

 

『
通
鑑
考
異
』
所
引
劉
子
玄
『
太
上
皇
實
錄
』

 

　
　

韋
團
兒
諂
佞
多
端
、
天
后
尤
所
信
任
。
欲
私
於
上
而
拒
焉
、
怨
望
、
遂
作
桐
人
潛
埋
於
二
妃
院
內
、
譖
殺
之
、
又
矯
制
按
問
上
。

⑧　
『
舊
唐
書
』
卷
七
、
睿
宗
本
紀
、
景
雲
二
年
正
月
條
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乙
丑
、
追
尊
皇
后
劉
氏
爲
肅
明
皇
后
、
墓
曰
惠
陵
。
德
妃
竇
氏
爲
昭
成
皇
后
、
墓
曰
靖
陵
。

 
『
資
治
通
鑑
』
卷
二
一
〇
、
睿
宗
景
雲
二
年
正
月
條

 

　
　

乙
丑
、
追
立
妃
劉
氏
曰
肅
明
皇
后
、
陵
曰
惠
陵
。
德
妃
竇
氏
曰
昭
成
皇
后
、
陵
曰
靖
陵
。
皆
招
魂
葬
於
東
都
城
南
、
立
廟
京
師
、
號
儀
坤
廟
。

⑨　
『
舊
唐
書
』
卷
二
五
、
禮
儀
志
五
、
太
廟

 

　
　

時
又
追
尊
昭
成
・
肅
明
二
皇
后
、
於
親
仁
里
別
置
儀
坤
廟
、
四
時
享
祭
。

⑩　
『
舊
唐
書
』
卷
二
五
、
禮
儀
志
五
、
太
廟

⑪　

宣
太
后
廟
を
め
ぐ
る
廟
議
は
、『
晉
書
』
卷
三
二
、
簡
文
宣
鄭
太
后
傳
に
徐
邈
の
奏
議
が
、『
宋
書
』
卷
五
五
、
臧
燾
傳
に
臧
燾
の
奏
議
が
遺
さ
れ
て
い

る
。『
晉
書
』
后
妃
傳
の
解
釋
に
つ
い
て
は
、
赤
羽
奈
津
子
・
猪
俣
貴
幸
・
尾
関
圭
信
・
織
田
め
ぐ
み
・
小
野
響
・
川
見
健
人
・
末
川
洸
介
・
千
田
豊
・
安

永
知
晃
「『
晉
書
斠
注
』
卷
三
十
二　

列
傳
第
二　

后
妃
下　

譯
註
稿
」『
東
洋
史
苑
』
九
二
・
九
三
、
二
〇
二
一
年
に
示
し
た
。
な
お
、宣
太
后
廟
の
成
立

に
つ
い
て
は
、
別
稿
の
準
備
が
あ
る
。

⑫　
『
舊
唐
書
』
卷
九
五
、
睿
宗
諸
子
、
讓
皇
帝
憲
傳

 

　
　

  

時
將
建
儲
貳
、
以
成
器
嫡
長
、
而
玄
宗
有
討
平
韋
氏
之
功
、
意
久
不
定
。
成
器
辭
曰
、「
儲
副
者
、
天
下
之
公
器
、
時
平
則
先
嫡
長
、
國
難
則
歸
有

功
。
若
失
其
宜
、
海
內
失
望
、
非
社
稷
之
福
。
臣
今
敢
以
死
請
」。
累
日
涕
泣
固
讓
、
言
甚
切
至
。
時
諸
王
・
公
卿
亦
言
平
王
有
社
稷
大
功
、
合
居
儲

位
。
睿
宗
嘉
成
器
之
意
、
乃
許
之
。
玄
宗
又
以
成
器
嫡
長
、
再
抗
表
固
讓
、
睿
宗
不
許
。
乃
下
制
曰
、「
左
衞
大
將
軍
、
宋
王
成
器
、
朕
之
元
子
、
當

踐
副
君
。
以
隆
基
有
社
稷
大
功
、
人
神
僉
屬
、
由
是
朕
前
懇
讓
、
言
在
必
行
。
天
下
至
公
、
誠
不
可
奪
。
爰
符
立
季
之
典
、
庶
協
從
人
之
願
。
成
器

可
雍
州
牧
・
揚
州
大
都
督
・
太
子
太
師
，
別
加
實
封
二
千
戶
。
賜
物
五
千
段
・
細
馬
二
十
匹
・
奴
婢
十
房
・
甲
第
一
區
・
良
田
三
十
頃
」。

⑬　
『
資
治
通
鑑
』
卷
二
一
一
、
玄
宗
開
元
五
年
正
月
條

 

　
　

  

春
、
正
月
癸
卯
、
太
廟
四
室
壞
、
上
素
服
避
正
殿
。
時
上
將
幸
東
都
、
以
問
宋
璟
・
蘇

、
對
曰
、「
陛
下
三
年
之
制
未
終
、
遽
爾
行
幸
、
恐
未
契
天

心
、
災
異
爲
戒
。
願
且
停
車
駕
」。
又
問
姚
崇
、
對
曰
、「
太
廟
屋
材
、
皆
苻
堅
時
物
、
歲
久

腐
而
壞
、
適
與
行
期
相
會
、
何
足
異
也
。
且
王
者
以

四
海
爲
家
、
陛
下
以
關
中
不
稔
幸
東
都
、
百
司
供
已
備
、
不
可
失
信
。
但
應
遷
神
主
於
太
極
殿
、
更
脩
太
廟
、
如
期
自
行
耳
」。
上
大
喜
、
從
之
。
賜

崇
絹
二
百
匹
。
己
酉
、
上
行
享
禮
於
太
極
殿
、
令
姚
崇
五
日
一
朝
、
仍
入
閤
供
奉
、
恩
禮
更
厚
、
有
大
政
輒
訪
焉
。
右
散
騎
常
侍
褚
無
量
上
言
、「
隋
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文
帝
富
有
天
下
、
遷
都
之
日
、
豈
取
苻
氏
舊
材
以
立
太
廟
乎
。
此
特
諛
臣
之
言
耳
。
願
陛
下
克
謹
天
戒
、
訥
忠
諫
、
遠
諂
諛
」。
上
弗
聽
。

⑭　
『
資
治
通
鑑
』
卷
二
一
一
、
玄
宗
開
元
五
年
十
月
條

 

　
　

  
十
月
癸
酉
、
伊
闕
人
孫
平
子
上
言
、「
春
秋
譏
魯
躋
僖
公
。
今
遷
中
宗
於
別
廟
而
祀
睿
宗
、
正
與
魯
同
。
兄
臣
於
弟
、
猶
不
可
躋
、
況
弟
臣
於
兄
、
可

躋
之
於
兄
上
乎
。
若
以
兄
弟
同
昭
、
則
不
應
山
兄
置
於
別
廟
。
願
下
群
臣
博
議
、
遷
中
宗
入
廟
」。
事
下
禮
官
、
太
常
博
士
陳
貞
節
・
馮
宗
・
蘇
獻

議
、
以
爲
、「
七
代
之
廟
、
不
數
兄
弟
。
殷
代
或
兄
弟
四
人
相
繼
爲
君
、
若
數
以
爲
代
、
則
無
祖
禰
之
祭
矣
。
今
睿
宗
之
室
當
亞
髙
宗
、
故
爲
中
宗
特

立
別
廟
。
中
宗
既
升
新
廟
、
睿
宗
乃

髙
宗
、
何
嘗
躋
居
中
宗
之
以
。
而
平
子
引
躋
僖
公
爲
證
、
誣
罔
聖
朝
、
漸
不
可
長
」。
時
論
多
是
平
子
、
上
亦

以
爲
然
、
故
議
久
不
決
。
蘇
獻
、

之
從
祖
兄
也
、
故

右
之
。
卒
從
禮
官
議
。
平
子
論
之
不
已
、
謫
爲
康
州
都
城
尉
。

⑮　
『
舊
唐
書
』
卷
八
、
玄
宗
本
紀
、
開
元
二
十
一
年
條

 

　
　

二
十
一
年
春
正
月
…
…
乙
巳
、
遷

肅
明
皇
后
神
主
于
廟
、
毀
儀
坤
廟
。

 

『
舊
唐
書
』
卷
二
五
、
禮
儀
志
、
太
廟

 

　
　

二
十
一
年
、
玄
宗
又
特
令
遷
肅
明
皇
后
神
主

於
睿
宗
之
室
、
仍
以
舊
儀
坤
廟
爲
肅
明
觀
。

⑯　

儀
坤
廟
の
殿
宇
は
そ
の
後
、
肅
明
觀
と
い
う
道
觀
と
な
っ
た
こ
と
が
『
長
安
志
』
卷
八
、
親
仁
坊
に
見
え
る
。

 

　
　

  

西
南
隅
、
咸
宜
女
冠
觀
。〈
睿
宗
在
藩
之
第
。
明
皇
升
極
於
此
。
開
元
初
、
置
昭
成
・
肅
明
二
皇
后
廟
、
謂
之
儀
神
廟
。
睿
宗
升
遐
、
昭
成
遷
入
太

廟
、
而
肅
明
留
於
此
。
開
元
二
十
一
年
、
肅
明
皇
后
亦

入
太
廟
、
遂
爲
肅
明
道
士
觀
。
寳
應
元
年
、
咸
宜
公
主
入
道
、
與
太
眞
觀
換
名
焉
。〉

⑰　
『
資
治
通
鑑
』
卷
二
四
三
、
穆
宗
長
慶
四
年
正
月
條

 

　
　

  

宦
官
欲
請
郭
太
后
臨
朝
稱
制
、
太
后
曰
、「
昔
武
后
稱
制
、
幾
危
社
稷
。
我
家
世
守
忠
義
、
非
武
氏
之
比
也
。
太
子
雖
少
、
但
得
賢
宰
相
輔
之
、
卿
輩

勿
預
朝
政
、何
患
國
家
不
安
。
自
古
豈
有
女
子
爲
天
下
主
而
能
致
唐
虞
之
理
乎
」。
取
制
書
手
裂
之
。
太
后
兄
太
常
卿
釗
聞
有
是
議
、密
上
牋
曰
、「
苟

果
徇
其
請
、
臣
請
先
帥
諸
子
納
官
爵
歸
田
里
」。
太
后
泣
曰
、「
祖
考
之
慶
、
鍾
於
吾
兄
」。
是
夕
、
上
崩
于
寢
殿
。
癸
酉
、
以
李
逢
吉
攝
冢
宰
。
丙

子
、
敬
宗
卽
位
于
太
極
東
序
。

⑱　
「
正
號
皇
后
」
と
は
、
生
前
に
皇
后
册
立
を
受
け
て
正
式
に
皇
后
の
位
に
卽
い
た
も
の
を
言
い
、
死
後
の
追
尊
に
よ
っ
て
皇
后
號
を
贈
ら
れ
た
「
追
尊
皇

后
」
と
區
別
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
。
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⑲　
『
新
唐
書
』
卷
七
七
、
后
妃
傳
、
宣
懿
皇
后
韋
氏

 
　
　

武
宗
立
、
妃
已
亡
、
追
册
爲
皇
太
后
、
上
尊
謚
、
又
封
后
二
女
弟
爲
夫
人
。

⑳　
『
唐
會
要
』
卷
十
六
、
廟
議
下
で
は
「
其
年
六
月
」
と
あ
り
、
冒
頭
の
「
載
誕
之
日
」
が
武
宗
の
誕
生
日
と
す
る
と
、「
六
月
十
一
日
」
以
降
に
出
さ
れ

た
制
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

㉑　

以
下
、
李
德
裕
の
文
書
は
傅
璇
琮
・
周
建
國
校
箋
『
李
德
裕
文
集
校
箋
』（
河
北
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
所
載
の
校
定
テ
キ
ス
ト
を
用
い
、
句

讀
・
傍
線
・
囲
み
字
な
ど
の
加
筆
は
筆
者
に
よ
る
。

㉒　

こ
の
「
附
欽
義
承
慶
口
奏
」
に
つ
い
て
、
傅
璇
琮
ほ
か
先
行
硏
究
は
「
前
者
附
欽
義
・
承
慶
口
奏
」
と
句
讀
し
て
「
欽
義
」
と
「
承
慶
」
が
そ
れ
ぞ
れ

宦
官
の
名
前
で
あ
る
と
す
る
。
た
し
か
に
「
欽
義
」
は
當
時
の
內
樞
密
使
の
名
と
し
て
確
認
で
き
る
が
、「
承
慶
」
は
筆
者
の
管
見
の
限
り
史
料
上
に
確
認

で
き
な
か
っ
た
。
筆
者
と
し
て
は
、
こ
の
「
承
慶
」
が
「
宣
懿
皇
太
后

廟
制
」
冒
頭
の
「
承
顏
之
慶
」
を
指
し
て
い
る
可
能
性
を
含
め
て
こ
の
よ
う
に

解
釋
し
て
お
き
、
江
湖
の
批
正
を
俟
ち
た
い
。

㉓　

拓
本
の
寫
眞
は
『
洛
陽
出
土
歷
代
墓
誌
輯
繩
』（
中
國
社
會
科
學
出
版
社
、一
九
九
一
年
）
六
八
二
頁
を
參
照
。
錄
文
は
周
紹
良
『
唐
代
墓
誌
彙
編
』
下

册
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
二
年
）
二
二
九
五
―
二
二
九
六
頁
に
も
見
え
る
。

㉔　
「
余
從
周
墓
誌
」

 

　
　

  

君
諱
從
周
、
字
廣
魯
、
其
先
會
稽
人
。
秦
昭
襄
封
勾
踐
之
後
爲
顧
余
侯
、
侯
之
季
子
因
命
受
氏
。
其
後
在
南
朝
間
、
名
爵
相
繼
。
逮
有
唐
武
德
已
來
、

雖
軒
裳
稍
衰
、
然
亦
宦
學
不
絕
。
君
之
曾
祖
諱
琰
、
仕
爲
大
理
評
事
。
祖
諱
庭
、
仕
爲
饒
州
司
戶
參
軍
。
父
諱
憑
、
仕
爲
蘇
州
吳
縣
尉
、
因
君
贈
秘

書
省
著
作
佐
郞
。
著
作
娶
洪
氏
、
實
杭
州
餘
杭
丞
如
筠
之
女
、
因
君
贈
宣
城
太
君
。
君
著
作
之
長
子
也
。
氣
端
而
和
、
心
清
而
廣
、
進
以
恭
儉
自
處
、

退
以
虛
澹
自
居
。
獨
享
年
不
淑
、
年
四
十
有
六
。

㉕　

武
宗
末
期
の
改
名
に
つ
い
て
は
『
會
昌
一
品
集
』
卷
三
「
仁
聖
文
武
章
天
成
功
大
孝
皇
帝
改
名
制
」
に
詳
し
く
、『
唐
大
詔
令
集
』
卷
五
「
武
宗
改
名

詔
」
で
は
、「
三
月
十
二
日
」
と
す
る
。

 

　
　

  

門
下
。
王
者
照
臨
萬
寓
、
名
豈
尚
於
難
知
、
敬
順
五
行
、
理
宜
避
於
勝
伏
。
徵
諸
前
史
、
義
實
炳
然
。
昔
炎
漢
之
興
、
洛
傍
去
水
、
所
都
名
號
、
猶

乃
避
之
。
況
我
國
家
運
昌
土
德
、
豈
可
以
王
氣
勝
於
君
名
。
所
以
憲
宗
繼
明
之
初
、
實
已
捨
水
、
必
有
冥
數
、
叶
於
禎
祥
。
漢
宣
帝
柔
服
北
夷
、
弘
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宣
祖
業
、
功
德
之
盛
、
侔
於
周
宣
、
御
曆
十
年
、
乃
從
美
稱
。
朕
遠
惟
大
漢
之
事
、
近
稟
聖
祖
之
謀
、
爰
擇
嘉
名
、
式
遵
令
典
、
敬
承
天
意
、
永
保

鴻
休
、
宜
改
名
爲
炎
。
仍
令
所
司
擇
日
、
分
命
宰
臣
告
天
地
宗
廟
。
其
舊
名
、
中
外
表
章
不
得
更
有
回
避
。
布
告
遐
邇
、
咸
使
聞
知
。
主
者
施
行
。

㉖　

武
宗
に
よ
る
宣
宗
の
後
繼
指
名
は
、『
唐
大
詔
令
集
』
卷
十
二
「
武
宗
遺
詔
」
に
そ
の
內
容
が
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、『
舊
唐
書
』
本
紀
な
ど
で
は
三
月

甲
子
（
23
日
）
に
遺
詔
と
し
て
出
さ
れ
た
も
の
と
す
る
が
、
發
詔
に
つ
い
て
『
通
鑑
考
異
』
に
引
く
『
武
宗
實
錄
』
が
「
壬
戌
（
21
日
）」、『
宣
宗
實
錄
』

が
「
辛
酉
（
20
日
）」
と
し
、『
文
武
兩
朝
獻
替
記
』
が
「
自
正
月
十
三
日
後
至
三
月
二
十
日
更
不
開
延
英
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
21
日
に
は
光
王
の

「
權
句
當
軍
國
政
事
」
が
始
ま
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

㉗　
『
東
觀
奏
記
』
卷
一

 

　
　

  

懿
安
郭
太
后
既
崩
、
喪
服
許
如
故
事
。
禮
院
檢
討
官
王
皞
抗
疏
、
請
后
合
葬
景
陵
、
配
享
憲
宗
廟
室
。
疏
既
入
、
上
大
怒
。
宰
臣
白
敏
中
召
皞
詰
其

事
、
皞
曰
、「
郭
太
后
是
憲
宗
春
宮
時
元
妃
、
汾
陽
王
孫
、

事
順
宗
爲
新
婦
。
憲
宗
厭
代
之
夜
、
事
出
闇
昧
、
母
天
下
歷
五
朝
、
不
可
以
暗
昧
之
事

黜
合
配
之
禮
」。
敏
中
怒
甚
、
皞
聲
益
厲
。
宰
臣
將
會
食
、
周
墀
駐
敏
中
廳
門
以
俟
同
食
。
敏
中
傳
語
墀
、「
正
爲
一
書
生
惱
亂
、
但
乞
先
之
」。
墀
就

敏
中
廳
問
其
事
、
皞
益
不
撓
。
墀
以
手
加
額
於
皞
、
賞
其
孤
直
。
翌
日
、
皞
貶
潤
州
句
容
令
、
墀
亦
免
相
。

㉘　
『
舊
唐
書
』
卷
五
二
、
后
妃
下
、
憲
宗
懿
安
皇
后
郭
氏
傳
。

 

昇
平
公
主
に
つ
い
て
は
、『
舊
唐
書
』
卷
五
二
、
后
妃
傳
に
は
「
代
宗
長
女
」
と
あ
る
が
、『
舊
唐
書
』
卷
一
二
〇
、
郭
子
儀
傳
附
郭
曖
傳
に
「
曖
、
子
儀

第
六
子
。
年
十
餘
歲
、
尚
代
宗
第
四
女
昇
平
公
主
、
時
昇
平
年
亦
與
曖
相
類
」
と
あ
る
。『
新
唐
書
』
卷
八
三
、
諸
帝
公
主
、
代
宗
十
八
女
に
は
、「
齊
國

昭
懿
公
主
、
崔
貴
妃
所
生
。
始
封
升
平
。
下
嫁
郭
曖
。
大
曆
末
、
寰
內
民
訴
涇
水
爲
磑
壅
不
得

田
、
京
兆
尹
黎
幹
以
請
、
詔
撤
磑
以
水
與
民
。
時
主
及

曖
家
皆
有
磑
、
丐
留
、
帝
曰
、「
吾
爲
蒼
生
、
若
可
爲
諸
戚
唱
」。
卽
日
毀
、
由
是
廢
者
八
十
所
。
憲
宗
卽
位
、
獻
女
伎
、
帝
曰
、「
太
上
皇
不
受
獻
、
朕
何

敢
違
」。
還
之
。
薨
元
和
時
、
贈

國
、
賜
謚
。
穆
宗
立
、
復
贈
封
。」
と
あ
る
。「
昭
懿
公
主
」
に
つ
い
て
は
、
歐
陽
脩
『
集
古
錄
』
卷
八
「
唐
昭
懿
公
主

碑
」
に
「
右
、
昭
懿
公
主
碑
、
孟
簡
撰
。
皇
甫
鏄
書
。
公
主
代
宗
女
也
。
號
昇
平
公
主
、
嫁
郭
氏
。
公
主
之
號
、
自
漢
以
來
、
始
有
謂
天
子
之
女
。
禮
不

自
主
婚
〈
集
本
作
壻
。〉
以
公
主
之
因
以
爲
名
。
爾
後
世
號
某
國
公
主
者
、
雖
實
不
以
國
公
爲
主
、
而
名
猶
不
失
其
義
。
唐
世
始

擇
佳
名
、
以
加
之
、
如

昇
平
之
類
是
也
。
已
失
其
本
義
矣
。
今
、
此
碑
乃
云
諱
昇
平
公
主
、
字
昇
平
公
主
〈
集
本
無
此
五
字
。〉
斯
莫
可
曉
也
。
治
平
元
年
八
月
八
日
書
。〈
右
眞

蹟
。〉」
と
あ
る
。
な
お
、
本
誌
編
輯
委
員
會
よ
り
「
唐
故

國
大
長
昭
懿
公
主
墓
誌
銘
」
に
「
第
二
女
」
と
あ
る
と
い
う
指
摘
を
受
け
た
が
、
拓
片
の
寫
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眞
は
公
開
さ
れ
て
お
ら
ず
、
筆
者
は
そ
れ
の
眞
贋
を
確
認
で
き
て
い
な
い
た
め
、『
舊
唐
書
』
に
依
據
し
て
「
第
四
女
」
と
し
て
お
く
。

㉙　
『
舊
唐
書
』
卷
五
二
、
后
妃
下
、
憲
宗
孝
明
皇
后
鄭
氏
傳

 

　
　

憲
宗
孝
明
皇
后
鄭
氏
、
宣
宗
之
母
也
。
蓋
內
職
御
女
之
列
、
舊
史
殘
缺
、
未
見
族
姓
所
出
・
入
宮
之
由
。

 

『
東
觀
奏
記
』
卷
一

 

　
　

  

孝
明
鄭
太
后
、
潤
州
人
也
、
本
姓
朱
氏
。
李
錡
據
浙
西
反
、
相
者
言
於
錡
曰
、「
朱
氏
有
奇
相
、
當
生
天
子
」。
錡
取
致
於
家
。
錡
既
死
、
後
入
掖
庭
、

爲
郭
太
后
侍
兒
。
憲
宗
皇
帝
愛
而
幸
之
、
生
宣
宗
皇
帝
、
爲
母
天
下
十
四
年
。
懿
宗
卽
位
、
尊
爲
太
皇
太
后
。
又
七
年
、
崩
。
以
郭
太
后
配
享
、
出

祭
別
廟
。

㉚　

唐
代
後
半
期
の
內
官
制
度
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
玄
宗
朝
の
內
官
制
度
改
革
と
則
天
武
后
」（『
唐
代
史
硏
究
』
二
四
、
二
〇
二
一
年
）
を
參
照
。

㉛　

こ
の
翌
年
の
干
支
は
甲
午
。「
子
午
之
忌
」
に
つ
い
て
は
『
唐
會
要
』
卷
八
三
、
嫁
婚
に

 

建
中
元
年
十
一
月
十
六
日
敕
、「
…
…
今
時
俗
以
子
卯
午
酉
年
、
謂
之
當
梁
、
其
年
娶
婦
、
舅
姑
不
相
見
、
蓋
禮
無
所
據
、
亦
請
禁
斷
」。

 

と
あ
り
、
子
・
午
・
卯
・
酉
年
に
は
婚
姻
を
避
け
る
風
習
は
魏
晉
南
北
朝
時
代
か
ら
史
料
上
に
見
え
る
。

32　
『
資
治
通
鑑
』
卷
二
四
一
、
憲
宗
元
和
十
五
年
閏
正
月
條
「
乙
卯
、
尊
郭
貴
妃
爲
皇
太
后
。」

 

『
資
治
通
鑑
』
卷
二
四
三
、
穆
宗
長
慶
四
年
二
月
條
「
己
亥
、
尊
郭
太
后
爲
太
皇
太
后
。」

 

『
舊
唐
書
』
卷
五
二
、
后
妃
下
、
憲
宗
懿
安
皇
后
郭
氏
傳

 

　
　

  

文
宗
孝
而
謙
謹
、
奉
祖
母
有
禮
、
膳
羞
珍
果
、
蠻
夷
奇
貢
、
獻
郊
廟
之
後
、
及
三
宮
而
後
進
御
。
武
宗
卽
位
、
以
后
祖
母
之
尊
、
門
地
素
貴
、
奉
之

益
隆
。
既
而
宣
宗
繼
統
、
卽
后
之
諸
子
也
、
恩
禮
愈
異
於
前
朝
。
大
中
年
崩
於
興
慶
宮
、
諡
曰
懿
安
皇
太
后
、

葬
於
景
陵
。
后
歷
位
七
朝
、
五
居

太
母
之
尊
、
人
君
行
子
孫
之
禮
、
福
壽
隆
貴
、
四
十
餘
年
、
雖
漢
之
馬
・
鄧
、
無
以
加
焉
。
識
者
以
爲
汾
陽
社
稷
之
功
未
泯
、
復
鍾
慶
於
懿
安
焉
。

33　
「
母
儀
天
下
」
な
ど
の
皇
后
像
に
つ
い
て
は
、
石
井
和
志
「
漢
代
「
天
下
の
母
」
考
」（『
立
命
館
東
洋
史
學
』
四
五
、二
〇
二
一
年
。）
を
參
照
。

34　

松
本
保
宣
「
宣
宗
朝
の
聽
政
：
唐
代
聽
政
制
度
の
完
成
」（
同
『
唐
王
朝
の
宮
城
と
御
前
會
議
』
晃
洋
書
房
、
二
〇
〇
六
年
。
第
六
章
所
收
。
初
出
は

「
唐
宣
宗
朝
の
聽
政
」『
東
洋
學
報
』
八
三－

三
、
二
〇
〇
一
年
。）

35　
『
東
觀
奏
記
』
卷
一
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大
中
十
三
年
秋
八
月
、
上
崩
、
宰
臣
令
狐
綯
爲
山
陵
禮
儀
使
、
奏
皞
爲
判
官
。

36　
『
資
治
通
鑑
』
卷
二
五
〇
、
懿
宗
咸
通
六
年
正
月
條

 

　
　

春
正
月
丁
巳
、
始
以
懿
安
皇
后
配
饗
憲
宗
室
。
時
王
皞
復
爲
禮
院
檢
討
官
、
更
申
前
議
、
朝
廷
竟
從
之
。

37　
『
資
治
通
鑑
』
卷
二
五
〇
、
懿
宗
咸
通
六
年
十
二
月
條

 

　
　

冬
十
二
月
壬
子
、
太
皇
太
后
鄭
氏
崩
。

 

　
　
『
資
治
通
鑑
』
卷
二
五
〇
、
懿
宗
咸
通
七
年
五
月
條

 

　
　

  

五
月
、
葬
孝
明
皇
后
於
景
陵
之
側
、
主

別
廟
。〈
孝
明
皇
后
、
宣
宗
母
鄭
太
后
也
。
懿
安
郭
后
、
憲
宗
之
元
妃
也
、
配
食
于
太
廟
。
鄭
后
、
側
室

也
、

別
廟
、
禮
也
。〉

38　
『
漢
書
』
卷
二
五
上
、
郊
祀
志

 

　
　

  

其
來
年
冬
、
上
議
曰
、「
古
者
先
振
兵
釋
旅
、
然
後
封
禪
」。
乃
遂
北
巡
朔
方
、
勒
兵
十
餘
萬
騎
、
還
祭
黃
帝
冢
橋
山
、
釋
兵
凉
如
。
上
曰
、「
吾
聞
黃

帝
不
死
、
有
冢
、
何
也
」。
或
對
曰
、「
黃
帝
以
僊
上
天
、
羣
臣
葬
其
衣
冠
」。
既
至
甘
泉
、
爲
且
用
事
泰
山
、
先
類
祠
泰
一
。

39　
『
舊
唐
書
』
卷
五
一
、
和
思
皇
后
趙
氏
傳

 

　
　

  

及
中
宗
崩
、
將
葬
于
定
陵
、
議
者
以
韋
后
得
罪
、
不
宜

葬
、
於
是
追
諡
后
爲
和
思
、
莫
知
瘞
所
、
行
招
魂

葬
之
禮
。
太
常
博
士
彭
景
直
上
言
、

「
古
無
招
魂
葬
之
禮
、
不
可
備
棺
椁
、
置

。
宜
據
漢
書
郊
祀
志
葬
黃
帝
衣
冠
於
橋
山
故
事
、
以
皇
后
褘
衣
於
陵
所
寢
宮
招
魂
、
置
衣
於
魂
輿
、
以

太
牢
告
祭
、
遷
衣
於
寢
宮
、
舒
於
御
榻
之
右
、
覆
以
夷
衾
而

葬
焉
」。
從
之
。

40　

北
宋
に
お
け
る
后
妃
の
祭
祀
・
廟
に
つ
い
て
は
、
山
內
弘
一
「
北
宋
時
代
の
神
御
殿
と
景
霊
宮
」（『
東
方
學
』
七
〇
、一
九
八
五
年
）、
山
內
弘
一
「
北

宋
時
代
の
太
廟
」（『
上
智
史
學
』
三
五
、一
九
九
〇
年
）
に
詳
し
い
。

41　
『
白
虎
通
』
卷
九
、
嫁
娶

 

　
　

  

天
子
・
諸
侯
、
一
娶
九
女
者
何
。
重
國
廣
繼
嗣
也
。
適
也
者
何
。
法
地
有
九
州
、
承
天
之
施
、
無
所
不
生
也
。
娶
九
女
、
亦
足
以
成
君
施
也
。
九
而

無
子
、
百
亦
無
益
也
。『
王
度
記
』
曰
、「
天
子
、
一
娶
九
女
」。『
春
秋
公
羊
傳
』
曰
、「
諸
侯
娶
一
國
、
則
二
國
往

之
、
以

娣
從
之
」。

者
何
。

兄
之
子
也
。
娣
者
何
。
女
弟
也
。
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42　
『
晉
書
』
卷
二
十
、
禮
志
中
、
凶
禮

 
　
　

  

驃
騎
將
軍
溫
嶠
前
妻
李
氏
、
在
嶠
微
時
便
卒
。
又
娶
王
氏
・
何
氏
、
並
在
嶠
前
死
。
及
嶠
薨
、
朝
廷
以
問
陳
舒
、「
三
人
並
得
爲
夫
人
不
」。
舒
云
、

「
禮
記
『
其
妻
爲
夫
人
而
卒
、
而
後
其
夫
不
爲
大
夫
、
而

於
其
妻
、
則
不
易
牲
。
妻
卒
、
而
後
夫
爲
大
夫
、
而

於
其
妻
、
則
以
大
夫
牲
』。
然
則

夫
榮
於
朝
、
妻
貴
於
室
、
雖
先
夫
沒
、
榮
辱
常
隨
於
夫
也
。
禮
記
曰
『
妻

於
祖
姑
、
祖
姑
有
三
人
、
則

其
親
者
』。
如
禮
、
則
三
人
皆
爲
夫
人

也
。
自
秦
漢
已
來
、
廢
一
娶
九
女
之
制
、
近
世
無
復
繼
室
之
禮
、
先
妻
卒
則
更
娶
。
苟
生
加
禮
、
則
亡
不
應
貶
」。
庾
蔚
之
云
、「
賤
時
之
妻
不
得
並

爲
夫
人
、
若
有
追
贈
之
命
則
不
論
耳
」。
嶠
傳
、
贈
王
・
何
二
人
夫
人
印
綬
、
不
及
李
氏
。

43　
『
左
傳
』
隱
公
元
年
、
傳

 

　
　

  

惠
公
元
妃
孟
子
、
孟
子
卒
。
繼
室
以
聲
子
、
生
隱
公
。
宋
武
公
生
仲
子
。
仲
子
生
而
有
文
在
其
手
、
曰
爲
魯
夫
人
。
故
仲
子
歸
于
我
。
生
桓
公
而
惠

公
薨
。
是
以
隱
公
立
而
奉
之
。

 

『
左
傳
』
隱
公
三
年
、
傳

 

　
　

夏
、
君
氏
卒
。
聲
子
也
。
不
赴
於
諸
侯
、
不
反
哭
于
寢
、
不

于
姑
。
故
不
曰
薨
。
不
稱
夫
人
。
故
不
言
葬
、
不
書
姓
。
爲
公
故
、
曰
君
氏
。

 

『
穀
梁
傳
』
隱
公
五
年
九
月

 

　
　

  

九
月
、
考
仲
子
之
宮
。
考
者
、
何
也
。
考
者
、
成
之
也
。
成
之
爲
夫
人
也
。
禮
庶
子
爲
君
、
爲
其
母
築
宮
。
使
公
子
主
其
祭
也
。
於
子
祭
、
於
孫
止
。

仲
子
者
、
惠
公
之
母
。
隱
孫
而
脩
之
、
非
隱
也
。

44　
『
唐
會
要
』
で
は
「
晉
」
を
「
魯
」
に
作
る
が
、『
新
唐
書
』
や
他
の
史
料
で
は
「
晉
」
に
作
る
。
直
後
に
晉
の
景
帝
の
話
が
續
く
こ
と
を
考
え
る
と
、

「
晉
」
と
す
べ
き
だ
ろ
う
。
景
帝
以
前
の
晉
室
の
祖
宗
に
「
南
昌
府
君
」
は
見
え
な
い
が
、朱
溢
は
こ
れ
を
豫
章
府
君
司
馬
量
に
比
定
す
る
（
朱
溢
『
事
邦

國
之
神
祇
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
四
年
。）
二
一
五
頁
。）。
南
昌
縣
は
豫
章
郡
に
屬
し
、
か
つ
て
豫
章
太
守
で
あ
っ
た
司
馬
量
は
司
馬
懿
の
曾
祖

父
に
あ
た
る
。
泰
始
二
年
正
月
に
七
廟
の
設
置
が
議
論
さ
れ
た
際
、
征
西
將
軍
（
司
馬
鈞
）、
豫
章
府
君
（
司
馬
量
）、
潁
川
府
君
（
司
馬
儁
）、
京
兆
府
君

（
司
馬
防
）、
宣
帝
（
司
馬
懿
）、
景
帝
（
司
馬
師
）、
文
帝
（
司
馬
昭
）
が
七
廟
の
對
象
と
な
っ
た
。
た
だ
、
荀
氏
・
薛
氏
と
い
う
夫
人
の
こ
と
は
、『
晉

書
』
を
含
め
た
史
料
中
に
見
え
ず
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

45　

こ
れ
は
『
宋
書
』
卷
十
七
、
禮
志
四
に
、
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晉
咸
寧
四
年
、
景
獻
皇
后
崩
、
晉
武
帝
伯
母
，
宗
廟
廢
一
時
之
祀
、
雖
名
號
尊
崇
、
粗
可
依
准
。
今
太
子
妃
至
尊
正
服
大
功
、
非
有
故
之
比
。
既
未

山
塋
、
謂
烝
祠
宜
廢
。
尋
蔚
之
等
議
、
指
歸
不
殊
、
闕
烝
爲
允
。
過
卒
哭

廟
、
一
依
常
典
。」
詔
可
。

 
と
見
え
る
も
の
で
、
景
帝
の
廟
室
に
夏
侯
氏
と
羊
氏
の
雙
方
が
祭
ら
れ
た
前
例
で
あ
る
。

46　

顏
眞
卿
「
唐
故
秘
書
省
著
作
郞

州
都
督
府
長
史
上
護
軍
顏
君
神
道
碑
（
顏
勤
禮
碑
）」

 

　
　

不
幸
遇
疾
、
傾
逝
於
府
之
官
舍
、
既
而
旋

於
京
城
東
南
萬
年
縣
寧
安
鄕
之
鳳
棲
原
。
先
夫
人
陳
郡
殷
氏
臮
柳
夫
人
同
合

焉
、
禮
也
。

47　
『
新
唐
書
』
卷
十
一
、
禮
樂
志
一

 

　
　

  

貞
元
中
、
太
常
禮
院
脩
撰
王
涇
考
次
歷
代
郊
廟
沿
革
之
制
及
其
工
歌
祝
號
、
而
圖
其
壇
屋
陟
降
之
序
、
爲
『
郊
祀
錄
』
十
卷
。
元
和
十
一
年
、
祕
書

郞
・
脩
撰
韋
公
肅
又
錄
開
元
已
後
禮
文
、
損
益
爲
『
禮
閣
新
儀
』
三
十
卷
。
十
三
年
、
太
常
博
士
王
彥
威
爲
『
曲
臺
新
禮
』
三
十
卷
、
又
採
元
和
以

來
王
公
士
民
昏
祭
喪
葬
之
禮
爲
『
續
曲
臺
禮
』
三
十
卷
。

48　

後
漢
以
來
の
禘

の
制
度
的
變
遷
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
①
に
示
し
た
金
子
修
一
の
硏
究
に
詳
し
い
。

49　
『
舊
唐
書
』
卷
二
五
、
禮
儀
志
、
太
廟
條

 

　
　

  

大
順
元
年
、
將
行
禘
祭
、
有
司
請
以
三
太
后
神
主

饗
於
太
廟
。
三
太
后
者
、
孝
明
太
皇
太
后
鄭
氏
、
宣
宗
之
母
也
。
恭
僖
皇
太
后
王
氏
、
敬
宗
之

母
也
。
貞
獻
皇
太
后
蕭
氏
、
文
宗
之
母
也
。
三
后
之
崩
、
皆
作
神
主
、
有
故
不
當
入
太
廟
。
當
時
禮
官
建
議
、
並
置
別
廟
、
每
年
五
享
、
及
三
年
一

、
五
年
一
禘
、
皆
於
本
廟
行
事
、
無
奉
神
主
入
太
廟
之
文
。
至
是
亂
離
之
後
、
舊
章
散
失
、
禮
院
憑
曲
臺
禮
、
欲
以
三
太
后

享
太
廟
。

50　

山
內
弘
一
「
北
宋
時
代
の
太
廟
」（『
上
智
史
學
』
三
五
、一
九
九
〇
年
。）
參
照
。

〔
附
記
〕  

本
稿
は
、松
本
保
宣
教
授
が
長
年
に
わ
た
り
大
學
院
で
開
講
し
て
き
た
『
資
治
通
鑑
』
唐
紀
講
讀
の
中
で
着
想
を
得
た
も
の
で
す
。
恩
師
の
還
暦
記

念
も
兼
ね
た
本
號
に
掲
載
す
べ
く
、
二
〇
二
二
年
二
月
十
九
日
の
六
朝
史
硏
究
會
に
て
報
告
し
、
改
稿
し
ま
し
た
。
多
く
の
有
益
な
指
摘
を
い
た
だ

い
た
先
生
方
に
、
特
に
識
し
て
謝
意
を
表
し
ま
す
。

（
本
學
文
學
硏
究
科
東
洋
史
學
専
修
博
士
課
程
後
期
課
程
）


