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宋
朝
の
賓
礼

前
近
代
に
お
け
る
異
文
化
交
流
の
主
役
を
演
じ
た
使
節
は
、
政
治
・
外
交
を

は
じ
め
各
方
面
の
研
究
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
と
資
料
を
提
供
し
て
い
る
。
と

り
わ
け
日
中
関
係
史
で
は
遣
隋
使
・
遣
唐
使
を
め
ぐ
る
関
心
の
高
さ
ゆ
え
に
、

多
角
的
な
視
点
か
ら
の
発
掘
と
分
析
が
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
ひ
き
か
え
、

五
代
及
び
宋
代
に
あ
っ
て
は
、
正
規
の
使
節
派
遣
が
途
絶
え
た
こ
と
も
あ
り
、

問
題
意
識
が
薄
れ
る
の
も
巳
む
を
得
な
い
。

使
節
が
い
か
な
る
処
遇
を
受
け
た
か
、
単
純
に
し
て
平
易
な
こ
の
設
問
が
、

実
は
当
事
国
に
と
っ
て
由
々
し
き
外
交
問
題
で
あ
る
ば
か
り
か
、
国
力
を
占
い

政
治
の
中
枢
に
迫
る
重
要
な
手
掛
か
り
、
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
側
面
さ

え
持
つ
。
お
び
た
だ
し
い
朝
貢
国
を
周
辺
に
ひ
か
え
る
中
国
の
歴
代
王
朝
が
、

そ
れ
ら
使
節
の
扱
い
に
細
心
の
注
意
を
払
い
、
朝
貢
国
も
ま
た
そ
れ
に
一
喜
一

憂
し
、
時
と
し
て
国
家
間
の
ト
ラ
プ
ル
に
ま
で
発
展
す
る
こ
と
も
一
再
な
ら
ず

あ
っ
た
。
玄
宗
朝
の
遣
唐
使
藤
原
清
河
ら
が
朝
見
の
席
次
を
新
羅
と
争
っ
た
事

は
じ
め
に

宋
朝
の
賓
礼

ー
成
尋
の
朝
見
を
め
ぐ
っ
て

件
は
有
名
で
あ
る
が
、
使
節
の
扱
い
が
中
国
側
の
周
辺
諸
国
に
対
す
る
関
心
の

度
合
い
を
示
す
、
一
種
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
な
る
好
例
で
あ
ろ
う
。

唐
代
に
お
け
る
外
国
使
節
の
送
迎
な
ら
ぴ
に
接
待
、
処
遇
、
朝
見
儀
礼
な
ど

を
規
定
し
た
い
わ
ゆ
る
賓
礼
に
つ
い
て
は
、
『
大
唐
開
元
證
』
巻
七
九
・
八
0
を

①
 

中
心
に
分
析
と
復
元
を
試
み
た
石
見
清
裕
氏
の
研
究
ほ
か
が
あ
る
。
玄
宗
朝
に

成
立
し
た
『
開
元
證
』
が
、
唐
後
半
の
み
な
ら
ず
宋
代
に
も
大
き
な
影
響
を
及

ぽ
し
た
事
実
は
、
そ
の
史
料
に
現
れ
る
頻
度
が
証
明
し
て
く
れ
る
。
た
だ
し
か

し
『
宋
會
要
』
の
礼
六
二
巻
、
儀
制
一
三
巻
を
は
じ
め
と
す
る
厖
大
な
史
料
を

検
索
し
て
も
、
宋
朝
が
格
別
の
扱
い
を
講
じ
た
契
丹
・
大
夏
・
高
麗
等
に
つ
い

て
さ
え
、
賓
礼
の
具
体
相
を
窺
い
知
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
後
述
す
る
と
お

り
、
宋
朝
は
入
貢
の
頻
度
に
よ
り
等
差
を
設
け
た
、
唐
に
い
わ
ゆ
る
蕃
望
と
類

似
の
制
度
を
採
用
し
て
い
る
が
、
僻
遠
の
稀
な
使
節
に
対
す
る
賓
礼
な
ど
を
知

る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
。
と
こ
ろ
が
幸
い
に
も
成
尋
の
旅
行
記
に
朝
見
儀
礼

の
詳
細
な
報
告
が
あ
り
、
こ
れ
を
手
懸
り
に
宋
朝
に
お
け
る
礼
制
、
と
り
わ
け

賓
礼
の
一
端
を
窺
い
知
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
本
論
で
は
前
稿

藤

善

置

澄



賓
礼
を
扱
う
の
に
先
立
っ
て
、
是
非
と
も
整
理
し
解
決
し
て
お
か
ね
ば
な
ら

な
い
問
題
が
あ
る
。
『
宋
史
』
日
本
国
伝
に
い
う

ママ

熙
寧
五
年
、
僧
誠
尋
有
り
、
台
州
に
至
り
天
台
國
清
寺
に
止
ま
り
、
留
ま

ら
ん
こ
と
を
願
う
。
州
以
て
聞
す
る
に
、
詔
し
て
朋
に
赴
か
し
む
。
誠
尋
、

銀
の
香
燻
・
木
穂
子
・
白
瑠
璃
・
五
香
・
水
精
・
紫
檀
．
琥
珀
も
て
飾

る
所
の
念
珠
、
及
び
青
色
の
織
物
・
綾
を
獣
ず
。
神
宗
、
そ
の
遠
人
に
し

て
戒
業
有
る
を
以
て
、
之
を
開
賓
寺
に
虞
ら
し
め
盤
く
同
に
来
た
れ
る
僧

に
紫
方
抱
を
賜
え
り

右
の
記
事
に
は
混
乱
が
あ
る
。
成
尋
は
帰
国
す
る
弟
子
五
人
を
明
州
に
見
送

り
、
小
僧
二
人
を
伴
い
再
び
天
台
山
に
登
り
看
経
し
た
の
ち
、
神
宗
と
の
約
束

ど
お
り
汗
京
に
も
ど
り
開
宝
寺
に
止
住
す
る
。
結
局
、
こ
の
寺
に
入
寂
す
る
わ

け
で
あ
る
が
、
献
上
の
品
は
初
次
入
京
の
際
に
進
奉
さ
れ
た
も
の
。
『
宋
會
要
』

（
蕃
夷
・
歴
代
朝
貢
）
が
熙
寧
五
年
十
月
二
十
二
日
に
か
け
た
記
事
は
、
成
尋
の

②
 

そ
れ
と
ピ
タ
リ
一
致
し
て
い
る
。
ま
た
紫
方
抱
の
下
賜
も
同
様
で
あ
り
、
『
宋

史
』
は
入
朝
一
回
と
み
た
も
の
ら
し
い
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
成
尋
ら
の
入
宋

が
朝
貢
と
看
倣
さ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
「
是
の
後
、
連
ね
て
方
物
を
貢
ず
。

而
し
て
来
た
る
者
は
皆
僧
な
り
」
と
つ
づ
く
文
が
、
如
実
に
こ
れ
を
物
語
っ
て

く
れ
る
。
す
な
わ
ち
承
暦
元
年
(
1
0
七
八
）
の
仲
廻
、
あ
る
い
は
永
保
元
年

(

-

）

 

に
つ
づ
き
『
参
天
台
五
豪
山
記
』
の
延
和
殿
に
お
け
る
謁
見
記
事
を
も
と
に
、

蕃
夷
朝
貢
儀
礼
の
復
元
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

(
1
0
八
一
）
の
戒
覚
、
同
三
年
の
永
逼
や
成
尋
の
随
行
僧
で
帰
朝
し
再
度
入
宋

の
快
宗
な
ど
を
指
す
、
と
お
ぽ
し
き
仏
僧
を
日
本
使
節
と
位
置
づ
け
た
の
に

は
、
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

成
尋
一
行
に
対
す
る
神
宗
の
懇
切
な
扱
い
に
つ
い
て
は
、
関
係
す
る
論
者
ひ

と
し
な
み
に
言
及
す
る
と
こ
ろ
だ
が
、
そ
れ
を
成
尋
が
問
わ
ず
し
て
語
っ
た
＜

だ
り
が
あ
る
。
開
封
に
到
着
し
、
神
宗
の
宣
旨
に
よ
り
偲
法
院
を
宿
舎
に
指
定

さ
れ
た
十
月
十
三
日
条
に
、

船
の
兵
士
十
四
人
を
以
て
法
門
・
雑
物
・
錢
等
を
合
せ
運
ぶ
。
残
す
所
の

一
百
四
十
六
貫
、
運
び
置
き
既
に
了
ん
ぬ
。
残
多
か
る
可
き
に
依
り
、
請

③

よ

そ

う

い
取
ら
ざ
る
も
の
越
州
・
杭
州
・
揚
州
の
各
二
百
貫
な
り
。
案
の
如
く
多

④
 

く
残
有
り
。
八
百
貫
を
下
し
被
わ
る
る
の
宣
旨
、
最
も
殊
恩
と
云
い
つ
可

し
（
巻
四
）

り
ょ
ひ

右
の
残
金
一
四
六
貫
は
台
州
よ
り
盤
纏
と
し
て
支
給
さ
れ
た
分
で
あ
り
、
台
州

か
ら
開
封
に
着
く
ま
で
に
費
や
し
た
五
四
貫
文
も
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
袈
裟
等

の
購
入
、
兵
士
そ
の
他
の
飲
食
代
、
行
く
先
々
で
の
チ
ッ
プ
な
ど
で
あ
っ
た
。

上
陸
の
機
会
は
限
ら
れ
、
官
よ
り
差
し
廻
し
の
船
で
、
ひ
た
す
ら
運
河
を
遡
る

丸
抱
え
の
旅
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
僧
一
人
あ
た
り
百
貫
の
支
給
は
、
成
尋
な
ら

ず
と
も
「
殊
恩
」
と
感
じ
る
の
も
当
然
で
あ
っ
た
ろ
う
。

宋
朝
の
成
尋
一
行
に
対
す
る
処
遇
を
、
格
別
な
は
か
ら
い
と
認
め
る
研
究
の

多
く
は
、
そ
の
措
置
の
背
後
に
、
契
丹
民
族
の
圧
力
が
高
ま
る
最
中
、
他
の
周

辺
諸
国
と
の
関
係
強
化
を
は
か
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
、
神
宗
の
思
惑
が
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
強
調
す
る
。
つ
ま
り
杜
絶
し
が
ち
な
日
本
と
の
関
係
を
修
復
す
る



宋
朝
の
賓
礼

期
待
の
も
と
に
、
成
尋
ら
一
行
を
手
厚
く
接
待
し
た
の
だ
、
と
。
敢
え
て
異
を

唱
え
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
見
解
に
賛
同
す
る
条
件
と
し
て
は
、
成
尋
一

行
に
の
み
許
さ
れ
た
優
遇
措
置
で
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
そ
れ
が
神
宗
朝
に
特
徴

的
な
も
の
か
否
か
、
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

ま
ず
『
宋
史
』
日
本
国
条
の
大
部
分
を
占
め
る
裔
然
の
事
蹟
で
は
、
彼
を
崇

政
殿
に
て
召
見
し
た
太
宗
が
「
之
を
存
撫
す
る
こ
と
甚
だ
厚
く
」
、
成
尋
ら
と
同

⑤
 

じ
く
太
平
興
国
寺
に
宿
坊
を
与
え
、
五
憂
山
詣
で
を
許
し
、
あ
ま
つ
さ
え
「
過

る
所
〔
の
州
縣
〕
を
し
て
食
を
績
け
し
め
」
、
離
板
間
も
な
い
印
本
大
蔵
経
ま
で

も
賜
与
し
て
丁
重
に
送
り
帰
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
真
宗
の
景
徳
三
年

⑥
 

(
1
0
0
六
）
入
宋
の
寂
照
も
同
然
で
あ
っ
た
。

一
方
、
仏
法
の
流
伝
、
中
国
仏
教
の
隆
盛
に
と
も
の
う
仏
僧
の
往
来
が
外
交

に
一
役
買
う
傾
向
が
生
ま
れ
、
そ
れ
が
唐
代
に
は
頻
繁
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
。
か
つ
て
唐
の
玄
宗
朝
に
渡
来
し
た
イ
ン
ド
僧
金
剛
智
、
彼
の
弟
子
で
あ

り
中
国
密
教
の
父
と
称
さ
れ
る
不
空
が
、
求
法
の
た
め
入
竺
し
、
ま
た
帰
国
す

る
時
、
中
イ
ン
ド
国
王
の
朝
貢
使
節
と
し
て
扱
わ
れ
た
次
第
を
論
じ
た
こ
と
が

⑦
 

あ
る
。
こ
と
ほ
ど
左
様
に
日
本
な
ど
で
は
認
め
ら
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
仏
僧
が

使
節
と
看
倣
さ
れ
る
場
合
が
多
く
、
そ
の
傾
向
は
宋
代
に
及
ん
で
ま
す
ま
す
顕

著
に
な
っ
た
。

今
、
『
宋
史
』
外
国
伝
お
よ
び
『
宋
會
要
』
蕃
夷
四
・
天
竺
条
を
例
に
と
れ
ば
、

開
宝
五
年
（
九
七
二
）
四
月
に
来
朝
の
西
天
僧
蘇
葛
陀
、
六
年
の
西
天
僧
弥
羅
ら

四
人
、
八
年
に
は
中
印
度
僧
鉢
納
摩
利
と
つ
づ
き
、
ま
さ
し
く
「
開
賓
の
後
、
天

⑧
 

竺
僧
の
梵
灰
を
持
ち
来
た
り
獣
ず
る
者
は
絶
え
ず
」
と
い
う
有
様
で
あ
っ
た
。

熙
寧
五
年
三
月
、
成
尋
入
宋
と
ほ
と
ん
ど
同
時
に
来
朝
の
天
竺
僧
二
人
に
は
、

詔
し
て
偲
法
院
に
押
赴
せ
し
む
。
明
年
四
月
二
十
三
日
、
詔
し
、
使
臣
を

以
て
引
伴
し
、
五
憂
山
に
往
か
し
む
。
そ
の
請
に
従
う
な
り
。
伯
て
逓
馬

騨
〔
馬
〕
を
給
す

の
処
遇
を
与
え
て
お
り
、
成
尋
の
そ
れ
を
坊
彿
と
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
淳
化

二
年
の
ナ
ー
ラ
ン
ダ
寺
僧
や
至
道
元
年
の
迦
羅
拳
扇
ら
が
、
太
平
興
国
寺
に
宿

坊
を
与
え
ら
れ
た
と
い
う
の
も
、
お
そ
ら
く
成
尋
一
行
の
よ
う
に
伝
法
院
に
止

住
し
、
同
様
の
待
遇
を
受
け
た
も
の
と
想
定
で
き
る
。

彼
ら
は
宋
朝
よ
り
使
節
と
し
て
処
遇
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
事
実
、
正
規

の
朝
貢
使
で
あ
っ
た
例
も
枚
挙
に
退
が
な
い
。
宋
と
密
接
な
関
係
を
持
っ
た
回

鶴
諸
部
に
至
っ
て
は
、
乾
徳
三
年
（
九
六
五
）
十
月
派
遣
の
法
淵
を
手
は
じ
め

に
、
甘
州
回
髄
か
ら
は
咸
平
元
年
（
九
九
八
）
四
月
に
法
勝
、
景
徳
元
年
（
一

0
0
四
）
九
月
に
宣
教
大
師
宝
蔵
を
進
奉
大
使
、
李
緒
を
副
使
と
す
る
―
二
九

⑨
 

人
が
入
貢
。
同
四
年
十
月
に
は

甘
州
夜
落
乾
、
尼
法
仙
等
二
人
来
朝
し
、
馬
十
疋
を
獣
ず
。
且
つ
代
州
の

五
蛋
山
に
遊
ば
ん
こ
と
を
乞
う
。
之
れ
に
従
う
（
『
宋
會
要
』
蕃
夷
四
・
回

鵜）

と
み
え
、
五
壷
山
文
殊
信
仰
の
高
揚
を
も
窺
わ
せ
る
が
、
同
年
に
は
ま
た
僧
の

雇
大
秦
を
派
遣
し
て
馬
を
献
じ
、
京
城
に
真
宗
の
祝
寿
の
た
め
仏
寺
を
建
立
し

⑩
 

名
額
を
賜
わ
り
た
い
旨
を
請
わ
し
め
て
い
る
。
こ
れ
以
外
、
姓
名
を
記
さ
な
い

多
く
の
遣
使
も
含
ま
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
仏
僧
が
主
役
を
演
じ
た
こ
と
は

⑪
 

間
違
い
な
か
ろ
う
。
な
お
大
中
祥
符
二
年
(
1
0
0
九
）
十
一
月
に
は
、
礼
賓



沖
京
到
着
ご
の
朝
貢
儀
制
に
係
る
神
宗
の
下
問
十
七
箇
条
と
そ
の
手
続
き
に

つ
い
て
は
、
唐
朝
の
制
を
「
伊
吉
博
徳
書
」
に
求
め
、
成
尋
の
そ
れ
と
対
応
さ

（二）

マ
マ

院
か
ら
回
乾
の
僧
花
蔵
が
入
貢
し
て
嗣
に
赴
い
た
の
ち
、
五
憂
山
に
巡
礼
し
た

い
旨
を
願
い
出
て
い
る
と
の
報
告
が
齋
さ
れ
た
。
真
宗
は
資
根
を
給
し
彼
の
請

⑫
 

に
従
う
よ
う
命
じ
て
い
る
。
寂
照
の
入
宋
直
後
の
こ
と
で
あ
る
。

要
す
る
に
朝
貢
使
節
と
し
て
仏
僧
の
活
躍
が
あ
り
、
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
で
あ
っ
た

が
故
に
使
節
で
は
な
い
者
ま
で
も
使
節
と
し
て
扱
わ
れ
、
篤
い
処
遇
を
蒙
っ
た

の
で
あ
る
。
仁
宗
の
天
聖
三
年

(
1
0
二
五
）
三
月
、
秦
州
回
乾
の
紫
衣
僧
法

会
が
乾
元
節
に
馬
十
疋
を
貢
納
し
た
折
、
秦
州
に
詔
を
下
し
、
こ
れ
已
降
か
か

⑬
 

る
類
の
進
奉
僧
は
都
ま
で
遣
わ
す
必
要
は
な
い
と
命
じ
た
の
も
、
あ
ま
り
の
多

さ
に
辟
易
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
い
っ
か
な
衰
え
を
み
せ
て
い
な
い
。
詳

細
な
当
人
の
記
述
が
残
さ
れ
て
い
る
た
め
、
や
や
も
す
れ
ば
他
国
と
は
異
な
る

恩
遇
を
受
け
た
、
あ
る
い
は
密
入
国
の
成
尋
一
行
に
神
宗
が
使
節
待
遇
を
与
え

た
の
は
、
日
本
と
の
国
交
修
復
を
願
っ
て
云
々
、
と
い
う
見
方
は
、
い
さ
さ
か

穿
ち
す
ぎ
の
感
を
免
れ
が
た
い
。
や
は
り
成
尋
ら
の
処
遇
は
使
節
の
そ
れ
に
ほ

か
な
ら
ず
、
後
で
ふ
れ
る
当
時
の
蕃
望
に
相
応
す
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
だ
け
に
、
成
尋
の
記
録
は
当
時
の
諸
国
朝
貢
使
に
対
す
る
賓
礼
を

知
る
上
で
、
貴
重
な
手
掛
り
に
な
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
で
は
沖
京
に
お
け
る

宋
側
の
扱
い
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
成
尋
の
記
述
を

も
と
に
復
元
し
て
み
た
い
。

⑭
 

せ
な
が
ら
両
朝
の
違
い
を
指
摘
し
て
お
い
た
。
「
博
徳
書
」
に
み
る
唐
礼
で
は
問

訊
の
儀
が
通
事
舎
人
を
介
し
て
、
し
か
も
朝
見
の
場
で
行
わ
れ
た
の
に
く
ら

べ
、
宋
礼
で
は
あ
ら
か
じ
め
勅
使
を
派
遣
し
て
下
問
を
示
し
、
逐
一
解
答
を
準

備
さ
せ
る
方
式
を
採
用
す
る
な
ど
、
歴
然
た
る
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
下

問
が
宋
朝
の
賓
礼
に
も
と
づ
く
こ
と
は
明
ら
か
で
、
『
宋
会
要
』
蕃
夷
・
歴
代
朝⑮

 

景
祐
四
年

(
1
0
三
七
）
三
月
二
十
五
日
、
判
鴻
臆
寺
の
宋
郊
言
え
ら
く
、

請
う
ら
く
は
、
自
今
、
外
夷
の
朝
貢
に
は
、
並
ぴ
に
國
邑
、
風
俗
、
道
途

の
遠
近
を
詢
わ
し
め
、
及
ぴ
衣
冠
の
人
物
を
圏
萱
す
る
こ
と
雨
本
、
一
は

内
に
進
め
、
一
は
史
館
に
送
り
て
修
撰
の
官
に
委
ね
、
偲
に
依
り
題
紀
せ

し
め
ん
こ
と
を
、
と
。
之
に
従
う
。

と
あ
る
の
が
上
記
の
下
問
に
相
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
建
国
以
来
、
絶

え
て
無
か
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
卑
近
な
例
で
は
奮
然
の
報
告
に
も
と
づ
き

『
宋
史
』
日
本
国
伝
の
大
枠
が
執
筆
さ
れ
た
よ
う
に
、
随
時
こ
う
し
た
作
業
と
手

続
き
が
行
わ
れ
て
き
た
も
の
を
、
正
規
に
定
め
た
の
が
景
祐
四
年
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
康
定
元
年

(
1
0
四
0
)
七
月
十
五
日
、
右
正
言
知
制

詰
の
呉
育
が
献
言
し
、
さ
ら
に

慶
暦
六
年

(
1
0
四
六
）
九
月
十
七
日
、
史
官
言
え
ら
く
、
外
夷
人
の
入

見
す
る
毎
に
、
そ
の
管
伴
の
申
送
す
る
所
の
國
邑
、
風
俗
、
形
貌
は
軸
に

圏
く
の
外
、
そ
れ
夏
國
の
嚢
符

(11
李
元
美
）
の
人
使
は
、
入
り
て
朝
貢

す
る
毎
に
、
未
だ
引
伴
の
官
司
の
供
到
せ
る
文
字
を
見
ず
。
乞
わ
ん
と
欲

す
ら
く
は
、
四
方
館
に
下
し
、
夏
國
を
引
伴
す
る
の
官
員
に
牒
報
し
て
外

貢
に

四



宋
朝
の
賓
礼

夷
入
見
の
令
に
依
り
、
國
邑
、
風
俗
、
道
途
、
遠
近
を
詢
問
し
、
及
び
衣

冠
、
形
貌
を
寓
す
こ
と
雨
本
、
一
は
以
て
進
呈
し
、
一
は
史
館
に
送
ら
ん

こ
と
を
、
と
。
之
に
従
う
（
『
宋
會
要
』
職
官
三
五
・
四
方
館
）

こ
れ
は
翌
年
、
入
内
内
侍
省
の
申
入
れ
に
よ
っ
て
初
入
朝
の
外
国
使
節
に
限
り

「
潜
写
」
す
る
よ
う
、
若
干
の
手
直
し
が
あ
っ
た
も
の
の
、
衣
冠
・
形
貌
を
写
す

ほ
か
、
進
奉
国
の
内
情
を
問
訊
す
る
方
針
で
あ
っ
た
の
は
、
成
尋
の
伝
え
た
と

お
り
で
あ
る
。
「
貢
職
圏
」
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
大
中
祥
符
九
年
(
1
0
一
六
）

四
月
、
注
輩
国
の
遣
使
来
貢
に
あ
た
っ
て
判
鴻
臆
寺
張
復
が
、
そ
の
風
俗
・
衣

冠
を
画
き
献
上
し
た
の
を
き
っ
か
け
に
、
『
四
夷
述
職
圏
』
の
編
纂
を
礼
儀
院
に

⑯
。

命
じ
た
こ
と
が
み
え
る
成
尋
は
絵
師
の
手
に
な
る
図
形
像
つ
ま
り
頂
相
の
こ

⑰
 

と
に
は
言
及
す
る
が
、
あ
る
い
は
潜
写
が
施
さ
れ
て
い
た
の
を
気
づ
か
な
か
っ

た
の
か
、
触
れ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
日
本
僧
の
業
務
を
主
宰
し
た
の
は
入
内
内
侍
省
東
頭
供
奉
官
・
勾

当
御
薬
院
・
伝
法
院
事
の
李
舜
挙
（
『
宋
史
』
巻
四
六
七
）
で
あ
る
。
彼
は
十
月
十

一
日
、
一
行
が
到
着
し
た
と
き
船
を
迎
え
、
翌
日
に
は
客
省
に
呈
す
べ
く
国
が

日
餐
を
給
付
す
る
旨
の
文
書
三
枚
に
押
捺
を
求
め
て
来
訪
し
、
成
尋
の
阿
閤
梨

位
太
政
官
牒
の
花
押
、
将
来
し
た
法
門
目
録
等
を
天
覧
に
供
す
る
た
め
書
写
さ

せ
る
な
ど
、
細
々
と
し
た
差
配
を
み
せ
る
。
そ
し
て
十
四
日
に
は
客
省
と
検
討

し
た
結
果
な
の
か
、
前
日
に
看
閲
ず
み
の
、
一
行
が
携
え
て
来
た
も
の
の
中
か

ら
法
華
曼
陀
羅
、
八
字
文
殊
曼
陀
羅
な
ど
の
萱
功
徳
や
銅
壇
具
な
ど
を
選
び
、

皇
太
后
宮
（
後
冷
泉
天
皇
皇
后
）
の
法
華
経
、
宜
旨
に
依
り
て
進
上
。
六

尺
の
髪
も
同
じ
く
宣
旨
に
依
り
て
進
上
す
。
裔
然
の
〔
在
唐
〕
日
記
四
巻
、

五

〔
慈
〕
覺
大
師
の
巡
證
記
三
巻
、
宣
旨
に
依
り
て
進
上
。
巡
證
記
第
四
巻
は

隠
蔵
し
て
進
上
せ
ず
。
會
昌
天
子
（
唐
武
宗
）
の
悪
事
を
思
う
に
依
っ
て

と
記
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
手
続
き
が
蕃
夷
朝
貢
儀
礼
の
一
端
で
あ
っ
た
の
は

無
論
の
こ
と
で
あ
り
、
四
方
館
な
ど
で
は
な
く
、
伝
法
院
な
る
が
故
に
伝
法
院

事
李
舜
挙
が
勾
当
し
た
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
如
上
の
進
上
品
は
貢
納
で
な
か
っ

た
か
ら
か
中
国
側
の
記
録
に
な
く
、
果
た
し
て
間
違
い
な
く
天
覧
に
供
さ
れ
た

も
の
か
、
史
館
そ
の
他
の
資
料
蒐
集
に
役
立
て
ら
れ
た
の
か
も
定
か
で
な
い
。

か
く
て
序
幕
が
お
り
た
十
七
日
、
客
省
の
官
人
が
来
て
一
行
の
朝
見
、
五
憂

山
参
詣
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
要
望
を
聴
き
と
り
、
翌
日
に
成
尋
は
伝
法

院
安
下
の
次
第
報
告
と
奉
見
請
願
の
文
を
し
た
た
め
、
李
舜
挙
の
牒
文
を
添
え

て
客
省
に
上
呈
し
た
。
こ
れ
に
対
し
二
十
一
日
、
客
省
か
ら
明
早
朝
に
引
見
を

許
さ
れ
る
と
の
通
達
が
伝
法
院
に
齋
さ
れ
た
。
そ
れ
を
告
知
し
た
李
舜
挙
の
牒

文
は
書
写
の
間
に
お
け
る
誤
字
・
脱
字
は
も
ち
ろ
ん
、
貼
付
の
牒
文
と
本
文
と

が
錯
綜
す
る
な
ど
混
乱
を
き
わ
め
て
い
る
が
、
整
理
す
れ
ば
以
下
の
と
お
り
に

な
る
。

廿
一
日
乙
未
、
天
晴
、
午
時
、
〔
偉
法
〕
院
司
家
〔
書
〕
切
生
、
持
来
院

牒
、
云

偲
法
院
准
客
省
牒
、
已
定
今
日
（
月
）
二
十
二
日
、
令
日
本
國
僧
成
尋

等
八
人
井
通
事
陳
詠
朝
見
、
所
有
名
下
進
奉
物
色
、
被
遂
（
逐
）

回
希
公
文
廻
子
（
示
）
者

な
り
。

一
開
坐



困
知
委
子
状
文
よ
り
し
て
「
知
委
文
状
」
の
誤
写
で
あ
ろ
う
。
知
委
は
委
細
を
し
ろ
し

（二） （イ）

請
賓

る
の
に
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

り
頭
刃
後
段
の
客
省
官
人
の
文
状
に
「
不
得
将
帯
頭
刃
井
懐
挟
文
字
入
皇
城
」
と
あ

坐
聞
奏
」
と
あ
る
。
箇
条
書
き
に
し
て
廻
示
す
る
こ
と
。

回
逐
一
開
坐

書
生
は
十
月
十
五
日
条
に
み
え
る
。

右
割
〔
子
〕
付
僧
成
尋
等
井
通
事
陳
詠
、
仰
於
今
月
二
十
二
日
絶
早
、
赴

東
華
門
、
井
進
奉
物
色
、
祇
（
祗
）
候
朝
見
、
即
不
得
至
日
乱
有
唐
突
灰

帯
〔
頭
刃
〕
い
将
入
文
字
入
内
、
伯
具
請
賓
日
、
知
委
子
（
文
）
状
厨
申

上
、
不
得
有
違

熙
寧
〔
五
年
十
〕
月

院
司
家
は
太
平
興
国
寺
伝
法
院
司
家
で
あ
り
巻
四
・
十
月
十
四
日
条
に
み
え
る
大
卿

の
西
天
訳
経
三
蔵
・
宜
梵
大
師
日
称
以
下
の
面
々
を
構
成
員
と
す
る
。
伝
法
院
の
庶

務
に
相
当
し
、
司
家
と
称
す
る
若
干
名
の
事
務
方
と
書
生
と
い
う
書
手
が
い
た
こ
と

が
成
尋
の
記
録
で
明
ら
か
と
な
る
。
司
家
に
つ
い
て
巻
四
・
十
月
二
十
四
日
条
に

「
院
司
家
」
の
原
注
「
院
書
生
者
名
司
家
」
と
い
う
が
、
司
家
と
書
生
は
別
物
で
あ
る
。

下
文
に
は
「
聞
坐
」
と
あ
る
が
開
坐
が
正
し
い
。
『
長
編
』
巻
一
四
ニ
・

慶
暦
三
年
秋
七
月
戊
寅
条
に
「
開
坐
申
奏
」
、
蘇
東
披
奏
議
「
乞
禁
商
旅
過
」
に
も
「
開

底
本
考
証
に
諸
本
は
「
請
」
を
諸
に
作
る
と
し
な
が
ら
「
恐
依
次
行
請
字
而

術
」
と
術
字
扱
い
と
す
る
が
賛
成
し
が
た
い
。
「
験
賓
」
の
誤
り
と
み
た
い
。

め
す
こ
と
。
「
至
和
元
年
十
一
月
辛
酉
、
…
…
輛
以
印
状
申
登
、
伯
責
取
知
委
」
（
『
長

編
」
巻
一
七
七
）

日

廿
一
日
乙
未
、
天
晴
れ
。
午
の
時
、
偲
法
院
の
司
家
の
書
生
、
院
牒
を
持
ち

偲
法
院

日

在
判

李
舜
畢

客
省
の
牒
に
准
る
に
「
已
に
定
む
ら
く
は
、
今
月
二
十
二
日
、

日
本
國
の
僧
成
尋
等
八
人
、
井
び
に
通
事
陳
詠
を
し
て
朝
見
せ
し
む
と
。

あ

ら

ゆ

め

い

も

く

し

な

じ

な

所
有
る
名
下
の
進
奉
の
物
色
は
、
逐
一
開
坐
を
被
れ
ば
、
希
わ
く
ば
公
文

も
て
廻
示
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
」
と
あ
り
。

う
や
う
や

右
、
割
〔
子
〕
も
て
僧
成
尋
等
井
び
に
通
事
陳
詠
に
付
す
。
仰
し
く
、

そ
う
ち
ょ
う

今
月
二
十
二
日
の
絶
早
に
於
て
東
華
門
に
赴
き
、
井
び
に
物
色
を
進
奉

と

う

じ

つ

み

だ

り

ち

ん

に

ゅ

う

か

み

そ

り

し
、
祗
候
朝
見
せ
よ
。
即
ち
至
日
に
は
乱
に
唐
突
し
〔
頭
刃
を
〕
灰
帯
し
、

た
ず
さ

文
字
を
将
入
え
て
入
内
す
る
こ
と
有
る
を
得
ず
。
俯
て
具
さ
に
賓
を
験
し

文
状
を
知
委
し
て
申
上
せ
よ
。
違
り
有
る
を
得
ざ
れ

熙
寧
〔
五
年
十
〕
月

入
内
内
侍
省
内
東
頭
供
奉
官

来
た
る
に
云
う
、

勾
嘗
御
薬
院
偲
法
院
（
事
）

東
華
門
は
い
う
ま
で
も
な
く
西
華
門
に
対
応
す
る
宮
城
東
壁
門
で
あ
る
。
沈

括
の
『
夢
渓
筆
談
』
に
は
翰
林
学
士
が
初
め
て
拝
謁
す
る
時
、
こ
の
東
華
門
か

ら
入
り
、
次
の
左
承
天
門
ま
で
来
て
下
馬
す
る
の
が
恒
例
と
な
っ
て
い
た
こ
と

⑱
 

を
紹
介
す
る
が
、
成
尋
の
記
事
に
よ
り
蕃
夷
朝
見
の
場
合
も
同
様
で
あ
っ
た
こ

と
を
知
る
の
で
あ
る
。
た
だ
東
華
門
に
参
集
す
る
の
に
複
雑
な
経
路
を
辿
る
の

は
後
段
で
明
ら
か
に
な
ろ
う
。

伝
法
院
事
李
舜
挙
か
ら
の
告
知
を
受
け
る
や
、
成
尋
は
た
だ
ち
に
客
省
へ
上

六



砂
逐
一
開
坐

回

國
法
院
事
の
李
舜
挙
の
こ
と
ら
し
い
。

切

監

使

僧
善
久

沙
禰
長
命

僧
〔
頼
〕
縁
旧

阿
閤
梨
偲
燈
大
法
師
位
成
尋
例

巻
六
．
熙
寧
六
年
正
月
十
三
日
条
に
「
監
使
御
薬
」
と
あ
り
勾
当
御
薬
院
伝

底
本
は
「
聖
」
に
作
る
が
考
証
に
「
國
」
の
誤
り
と
す
る
の
に
従
う
。

底
本
は
「
逐
一
聞
坐
」
に
作
る
が
前
牒
注
回
に
な
ら
い
開
坐
に
作
る
べ

宋
朝
の
賓
礼

通
事
陳
詠
牒
日

ママ

僧
心
賢
僧
惟
観
惟

牒
件
状
如
前
謹
牒

熙
寧
五
年
十
月
日

上

呈
す
る
文
状
執
筆
を
院
の
書
生
に
依
頼
す
る
。

僧
聖
秀

日
本
國
大
雲
寺
主
阿
閤
梨
偲
燈
大
法
師
位
成
尋
、
准
監
使
切
公
文
、
准
客

省
牒
、
已
定
、
今
月
二
十
二
日
、
令
日
本
聖
（
國
）
回
僧
成
尋
等
八
人
井

通
事
陳
詠

朝
見
、
所
有
名
下
進
奉
物
、
請
遂
（
逐
）
一
聞
（
開
）
坐
砂
廻
示
、
割

（
笥
）
仰
呂
今
月
二
十
二
日
絶
早
、
赴
東
華
門
、
井
進
奉
物
色
、
祇
（
祗
）
候

朝
見
、
即
不
得
至
日
乱
有
唐
突
灰
帯
困
将
入
文
字
入
内
、
具
知
委
文
状
申

上
者

右
具
如
前
、
成
尋
等
委
依
、
准
前
項
指
揮
、
知
委
屹
、
謹
具
状
申

聞
、
謹
録
状

〔
僧
快
宗
〕

七

「
勝
帯
頭
刃
懐
挟
文
字
」
の
と
お
り
「
頭
刃
」
が
挿
入
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

書
式
よ
り
す
れ
ば
陳
詠
の
下
に
あ
る
べ
き
文
字
で
は
な
く
、
末
尾
の
成
尋
下
に

付
さ
れ
た
も
の
が
誤
り
移
し
写
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

沙
蒲
長
命
以
下

日
本
國
大
雲
寺
主
阿
閤
梨
偲
燈
大
法
師
位
成
尋
、
監
使
の
公
文
に
准
る
に

「
客
省
の
牒
に
准
る
に
『
已
に
定
む
ら
く
は
、
今
月
二
十
二
日
、
日
本
國
の

め
い
も
く

僧
成
尋
等
八
人
井
び
に
通
事
陳
詠
を
し
て
朝
見
せ
し
む
と
。
所
有
る
名
下

の
進
奉
の
物
色
は
逐
一
開
坐
を
請
え
ば
、
〔
希
わ
く
ば
公
文
も
て
〕
廻
示

せ
ら
れ
ん
こ
と
を
』
と
あ
り
。
笥
子
も
て
〔
僧
成
尋
等
井
び
に
通
事
陳
詠

に
付
す
〕
。
仰
し
く
今
月
二
十
二
日
の
絶
早
〔
に
於
て
〕
東
華
門
に
赴
き
、

と

う

じ

つ

み

だ

り

井
び
に
物
色
を
進
奉
し
、
祗
候
朝
見
せ
よ
。
即
ち
至
日
に
は
乱
り
に
唐
突

し
〔
頭
刃
を
〕
灰
帯
し
、
文
字
を
牌
入
し
て
入
内
す
る
こ
と
有
る
を
得
ず
。

〔
伯
て
〕
具
さ
に
文
状
を
知
委
し
て
申
上
せ
よ
」
と
あ
り
。

右
、
具
さ
に
前
の
如
し
。
成
尋
等
は
委
し
く
前
項
の
指
揮
に
依
准
し
屹

れ
り
。
謹
み
て
状
を
具
し
て
申
聞
す
。
謹
み
て
状
を
録
し
て
上
つ
る

例
慣
例
に
よ
り
「
日
本
國
大
雲
寺
主
」
を
加
え
る
べ
き
で
あ
る
。

は
術
字
、
僧
快
宗
は
欠
落
。

（卜）

陳
詠
に
つ
づ
い
て
横
な
ら
び
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
惟

け

牒

紺

灰

帯 、『O
,
V
 

白

割

仰
き
で
あ
る
。こ

れ
は
前
牒
に
「
割
子
付
僧
成
尋
等
井
通
事
陳
詠
、
仰
」
と
あ
る
の
が
正
し

底
本
の
「
灰
帯
勝
入
文
字
」
は
上
に
重
く
、
必
ず
や
後
の
客
省
文
状
に
み
え
る



奉
見
請
願
書
で
あ
る
と
同
時
に
誓
約
書
で
も
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
一
般
の
使
節

で
は
禁
止
条
項
が
、
か
な
り
加
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

（三）

偲
法
院
准
客
省
開
子
（
文
）
、
准
閤
門
奏
割
（
筍
）
子
り
、
閤
門
捨
（
検
）

會
儀
制
、
應
毎
有
海
外
進
奉
蟹
子
回
・
蕃
客
等
朝
見
、
具
笥
子
輿
朝
見

目
、
問
奏
進
奉
人
姓
名
已
下
、
著
所
賜
衣
、
及
賜
酒
食
後
、
依
例
、
於
崇

政
殿
、
報
無
公
事
、
前
再
拝
出
、
如
散
分
物
及
酒
食
未
了
、
皇
帝
崇
政
殿
巳
起
、

次
日
引
出
い
、
引
嘗
殿
、
唱
賜
酒
食
、
唱
拝
再
拝
、
随
拝
萬
歳
唱
、
各
祇

（
祗
）
候
酒
食
畢
、
唱
拝
再
拝
、
随
拝
萬
歳
唱
、
各
祇
（
祗
）
候
出
〔
延

惟
観

聖
秀

快
宗

僧

頼

縁

〔
日
本
國
大
雲
寺
主
〕
阿
闇
梨
催
燈
大
法
師
位
成
尋

僧 僧僧

（二） （ハ）

『
太
常
因
革
證
』
に
は
蟹
王
子
と
み
え
る
。
音
通
に
よ
り
、
あ
る
い
は
蟹
使
の

『
閤
門
儀
制
』
の
引
用
文
中
に
、
か
か
る
原
注
が
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
ず
、
閤
門
の
奉

額
子
か
抄
写
の
際
に
後
で
挿
入
さ
れ
た
本
文
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
今
は
底
本
に

従
う
こ
と
と
す
る
。

底
本
・
抄
本
と
も
年
月
日
の
下
に
「
延
和
殿
進
呈
奉
」
の
六
文
字
が
あ
る
。
伝
法
院
の

箭
子
で
あ
る
上
に
次
の
劉
子
に
主
語
が
見
当
た
ら
ず
、
書
式
に
も
例
が
な
い
こ
と
か

ら
、
お
そ
ら
く
年
月
日
の
前
に
次
の
筍
子
に
み
え
る
「
右
笥
子
付
日
本
國
僧
…
…
不

得
有
違
」
形
式
の
一
文
が
、
そ
し
て
年
月
日
の
次
に
「
在
判
」
す
な
わ
ち
勾
嘗
御
薬

院
偲
法
院
事
李
舜
畢
の
署
名
花
押
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
延
和
殿
進
呈
奉
」
は
次
段

の
筍
子
の
導
入
部
と
な
る
が
、
延
和
な
ど
の
殿
名
で
発
せ
ら
れ
る
も
の
の
例
を
み
な

偲
法
院
、
客
省
の
開
文
に
准
る
に
「
閤
門
の
奉
箭
子
に
准
る
に
『
閤
門
は

け

ん

と

う

あ

ら

ゆ

儀
制
を
検
會
す
る
に
、
應
に
毎
有
る
海
外
の
進
奉
せ
る
蟹
〔
王
〕
子
・
蕃

客
等
の
朝
見
に
は
、
笥
子
と
朝
見
の
目
と
を
具
し
、
進
奉
人
の
姓
名
已
下

を
問
奏
す
べ
し
。
賜
わ
る
所
の
衣
を
著
け
及
び
酒
食
を
賜
い
て
の
後
、
例

す
す

に
依
り
て
崇
政
殿
に
於
い
て
公
事
無
き
を
報
じ
、
前
み
て
再
拝
し
て
出
ず

い
。
恐
ら
く
「
出
於
延
和
殿
進
呈
」
と
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

僧

陳
詠

長
命

善
久

心
賢

誤
り
か
も
知
れ
な
い
。

僧

回

蟹

子

通
事

沙
禰

前
段
の
「
闊
子
」
も
隅
文
の
可
能
性
が
高
い
。

り
閤
門
奏
舘
子
文
と
し
て
不
都
合
で
あ
り
奏
を
奉
に
改
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お

牒
件
の
状
、
前
の
如
し
、
謹
み
て
牒
す

熙
寧
五
年
十
月

日

和
殿熙

寧
五
年
十
月
二
十
一
日
曰

進
呈
〕

J¥ 



宋
朝
の
賓
礼

熙
寧
五
年
十
月
二
十
一
日

〔
入
内
内
侍
省
内
東
頭
供
奉
官
勾
嘗
御
薬
院
偲
法
院
（
事
）

成
尋
ら
奉
見
の
請
願
文
に
つ
づ
く
伝
法
院
か
ら
の
通
達
で
あ
る
。
こ
の
儀
制

に
よ
っ
て
海
外
の
進
奉
者
に
は

0

客
省
よ
り
の
筍
子
と
朝
見
の
奏
目
を
具
備
す
る
こ
と

②
進
奉
者
の
姓
名
・
職
掌
・
身
分
そ
の
他
を
奏
報
す
る
こ
と

⑱
皇
帝
よ
り
の
賜
衣
著
用
の
こ
と

ぬ
酒
食
を
賜
う
こ
と

⑮
拝
礼
の
儀
次
第

に
つ
き
、
あ
ら
か
じ
め
前
日
に
客
省
か
ら
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
提
示
す
る
の
が
通
例

と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
は
『
宋
史
』
賓
礼
に
契
丹
国
使
の
入
聘

⑲
 

辞
見
の
儀
に
つ
き
、
「
前
日
、
儀
を
騨
に
習
う
」
と
あ
る
の
に
も
符
合
す
る
。
具

李
舜
畢

在
判
〕

ぉ
ゎ

|
（
原
注
）
如
し
分
物
及
び
酒
食
を
散
ず
る
こ
と
未
だ
了
ら
ざ
る
に
、
皇
帝
、
崇
政

殿
よ
り
已
に
起
た
る
れ
ば
、
次
日
に
引
き
出
だ
す
ー
嘗
殿
を
引
き
〈
酒
食
を
賜

う
〉
と
唱
し
、
〈
拝
〉
と
唱
す
。
再
拝
し
、
拝
に
随
っ
て
〈
萬
歳
〉
を
唱

す
。
各
祗
候
の
酒
食
畢
ら
ば
〈
拝
〉
と
唱
す
。
再
拝
し
、
拝
に
随
い
〈
萬

歳
〉
を
唱
す
。
各
祗
候
は
〔
延
和
殿
に
〕
出
で
進
呈
す
』
と
あ
り
」

〔
右
筍
子
も
て
日
本
國
僧
成
尋
等
井
ぴ
に
通
事
陳
詠
に
付
す
。
客
省
の
開

文
内
の
事
理
に
仰
依
し
、
具
さ
に
文
状
を
知
委
し
て
〔
申
上
〕
せ
よ
。
連

ね
て
申
す
。
違
り
有
る
を
得
ざ
れ
〕

九

体
的
な
朝
見
儀
礼
に
つ
い
て
は
次
節
で
紹
介
す
る
が
、
敢
え
て
注
目
し
て
お
き

た
い
の
は
、
右
笥
子
に
引
く
閤
門
奉
笥
子
中
の
「
閤
門
検
會
儀
制
」
と
い
う
＜

だ
り
で
あ
る
。

北
宋
の
閤
門
は
閤
門
官
つ
ま
り
閤
門
通
事
舎
人
と
閤
門
祗
候
か
ら
な
り
、
皇

⑳
 

帝
の
臨
朝
や
外
国
使
節
の
謁
見
儀
礼
な
ど
を
担
当
し
た
。
こ
の
儀
礼
を
規
定
し

た
も
の
が
「
閤
門
儀
制
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
真
宗
の
景
徳
元
年

(
1
0
0
四）

⑪
 

正
月
、
翰
林
学
士
梁
瀬
ら
に
よ
り
『
閤
門
儀
制
』
六
巻
が
編
纂
さ
れ
た
。
こ
れ

を
ベ
ー
ス
に
し
て
、
大
中
祥
符
五
年

(
1
0
―
二
）
十
月
、
龍
図
閣
直
学
士
陳

彰
年
ら
が
詳
定
し
た
新
定
の
『
閤
門
儀
制
』
十
巻
が
上
呈
さ
れ
、
さ
ら
に
仁
宗

の
景
祐
三
年

(
1
0
三
六
）
よ
り
翰
林
学
士
承
旨
の
章
得
象
ら
が
詳
定
を
行
い
、

康
定
元
年

(
1
0
四
0
)
四
月
に
十
二
巻
と
し
て
成
立
を
み
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
陳
彰
年
ら
が
同
時
に
『
客
省
事
例
』
六
巻
、
『
四
方
館
儀
』
一
巻
を
撰
定
し

て
お
り
、
こ
れ
ま
た
章
得
象
ら
の
『
客
省
條
例
』
七
巻
、
『
四
方
館
條
例
』
一
巻

の
先
駆
的
な
業
績
と
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
『
閤
門
儀
制
』
を
補
完
し
あ
う

も
の
で
、
伝
存
し
な
い
が
外
国
使
節
に
関
係
す
る
資
料
を
多
く
含
ん
で
い
た
と

思
わ
れ
る
。

ち
な
み
に
神
宗
朝
で
も
同
名
の
も
の
が
編
纂
さ
れ
た
。
『
宋
史
』
巻
一
五
・
熙

⑫
 

寧
七
年
八
月
癸
巳
条
に
み
え
る
集
賢
院
学
士
宋
敏
求
が
編
修
上
呈
し
た
『
閤
門

儀
制
』
一

0
巻
が
そ
れ
で
あ
る
。
宋
敏
求
は
『
唐
大
詔
令
集
』
『
宋
大
詔
令
集
』

『
長
安
志
』
な
ど
厖
大
な
作
品
を
残
し
た
が
、
集
賢
院
学
士
と
な
っ
た
熙
寧
四
年

つ
ま
り
成
尋
入
宋
の
前
年
に
『
儀
制
』
の
編
修
官
に
任
ぜ
ら
れ
、
章
得
象
ら
の

も
の
を
も
と
に
詳
定
し
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
成
尋
の
伝
え
る
『
儀



制
』
に
相
当
す
る
も
の
で
は
な
い
。

周
知
の
よ
う
に
唐
朝
で
は
隋
文
帝
の
『
五
證
』
一
三
〇
篇
に
な
ら
い
、
太
宗

の
貞
観
十
一
年
（
六
三
七
）
、
吉
・
賓
・
軍
・
嘉
．
凶
の
五
礼
に
国
憧
五
篇
を
加

え
た
一
三
八
篇
か
ら
な
る
『
大
唐
儀
護
』
一
0
0
巻
が
編
纂
さ
れ
た
。
房
玄

齢
・
顔
師
古
な
ど
の
撰
述
で
『
貞
観
證
』
と
呼
び
な
ら
わ
さ
れ
る
が
、
高
宗
の

顕
慶
三
年
（
六
五
八
）
に
は
い
わ
ゆ
る
『
顕
慶
證
』
一
三
0
巻
が
生
ま
れ
、
こ

れ
が
や
が
て
玄
宗
朝
の
『
大
唐
開
元
穏
』
一
五
0
巻
と
し
て
集
大
成
さ
れ
る
。

『
開
元
覗
』
も
篇
目
を
除
き
五
礼
の
体
は
変
わ
ら
ず
、
本
論
と
か
か
わ
る
賓
礼
は

両
巻
六
例
に
分
か
れ
て
い
る
。

『
開
元
覗
』
が
後
世
に
、
あ
る
い
は
周
辺
諸
国
に
与
え
た
影
響
の
ほ
ど
は
誰
し

も
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
宋
代
で
も
礼
制
の
模
範
と
し
て
頻
り
に
引
用
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
宋
朝
で
は
、
ま
ず
太
祖
の
開
宝
六
年
（
九
七
三
）
正
月
、
『
開

元
證
』
に
な
ら
い
、
か
つ
損
益
を
加
え
た
慮
多
遜
ら
の
『
開
賓
通
證
』
二
0
0

⑳
 

巻
、
そ
れ
に
つ
づ
く
『
通
種
義
纂
』
一
0
0
巻
が
編
纂
さ
れ
た
。
『
宋
史
』
礼
志

三
ニ
・
賓
礼
四
に
い
う
「
そ
の
錫
宴
と
諸
國
使
の
表
及
び
幣
を
受
く
る
に
は

皆
、
儀
有
り
。
具
さ
に
は
『
開
賓
通
證
』
に
載
す
」
と
あ
る
も
の
で
、
こ
の
文

は
『
開
元
證
』
の
「
皇
帝
受
蕃
使
表
及
幣
」
そ
の
も
の
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に

仁
宗
の
慶
暦
四
年
(
1
0
四
四
）
、
買
昌
朝
ら
の
『
太
常
新
證
』
四
0
巻
（
『
長

編
』
巻
一
四
六
）
、
天
聖
五
年
(
1
0
二
八
）
に
王
暉
の
『
證
閣
新
編
』
六
0
巻

が
、
英
宗
の
治
平
二
年
(
1
0
六
五
）
九
月
、
欧
陽
脩
ら
に
よ
り
『
太
常
因
革

種
』
一
0
0
巻
が
撰
せ
ら
れ
、
「
奮
に
異
な
る
者
、
蓋
し
十
に
三
・
四
」
と
い
わ

れ
る
改
訂
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
に
も
勝
る
改
変
を
加
え
た
の
が
神
宗
の
時
で
あ

り
、
宋
敏
求
ら
の
編
纂
事
業
と
同
様
、
そ
れ
が
元
豊
の
官
制
改
革
に
対
応
す
る

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
論
を
待
た
な
い
。

蕃
國
穂
て
七
十
一
巻
、
曰
く
大
遼
令
式
、
日
く
高
麗
入
貢
儀
、
日
く
女
慎

排
辮
儀
、
日
＜
諸
蕃
進
貢
令
式

と
い
っ
た
各
令
式
が
立
て
ら
れ
て
い
た
。
け
だ
し
成
尋
の
儀
制
は
現
存
す
る

『
太
常
因
革
覗
』
巻
八
三
、
八
四
の
新
礼
一
六
、
一
七
、
と
り
わ
け
「
海
外
進
奉

蕃
客
見
辟
」
の
そ
れ
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
神
宗
朝
で
は
熙
寧

十
年
(
1
0
七
七
）
奉
祀
制
度
に
の
み
『
祀
儀
』
が
改
纂
さ
れ
、
そ
の
他
に
つ

い
て
は
前
出
の
宋
敏
求
ら
に
よ
る
元
豊
元
年
の
『
朝
會
儀
注
』
四
六
巻
以
下
を

⑳
 

待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

宋
敏
求
に
は
『
閤
門
儀
制
』
と
リ
ン
ク
す
る
『
審
夷
朝
貢
録
』
ニ
―
巻
と
『
客

省
四
方
館
撰
儀
』
な
る
令
式
が
あ
る
。
こ
れ
は
熙
寧
六
年
に
竜
蕃
．
羅
蕃
・
方

蕃
・
石
蕃
な
ど
西
南
蕃
か
ら
八
九
0
人
も
の
入
観
が
あ
り
、
そ
の
後
に
も
ひ
き

続
い
て
来
貢
し
、
竜
蕃
に
至
っ
て
は
四
0
0
人
に
達
す
る
有
様
で
あ
っ
た
。
困

惑
し
た
神
宗
は
彼
ら
の
精
観
ぶ
り
を
、
陽
に
は
「
往
返
萬
里
」
の
労
苦
を
嘉
す

る
ポ
ー
ズ
を
示
し
な
が
ら
、
陰
に
は
「
公
私
の
擾
を
息
め
」
し
め
る
方
策
を
設

け
、
五
姓
蕃
は
五
歳
一
貢
、
人
員
を
制
限
し
、
別
に
首
領
を
立
て
、
窓
口
を
一

本
化
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
を
切
掛
に
、

熙
寧
七
年
九
月
丁
未
、
史
館
修
撰
宋
敏
求
等
、
蕃
夷
朝
貢
録
凡
そ
二
十
一

巻
を
上
つ
る
。
即
ち
李
評
の
請
う
所
な
り
（
『
長
編
』
巻
二
五
六
）

（四）

1
0
 



（口） （イ）

宋
朝
の
賓
礼

あ
る
。
と
す
れ
ば
以
下
の
文
も
伝
法
院
牒
と
し
て
一
連
の
も
の
と
な
る
。

年

月

日

⑮
 

と
『
蕃
夷
朝
貢
録
』
の
編
纂
が
行
わ
れ
た
。
『
閤
門
儀
制
』
上
呈
に
遅
れ
る
こ
と

一
月
足
ら
ず
の
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
今
は
見
る
こ
と
を
得
な
い
が
、
恐
ら

く
成
尋
ら
の
入
朝
も
採
録
さ
れ
て
い
た
に
相
違
あ
る
ま
い
。

と
こ
ろ
で
考
証
の
便
宜
上
、
ひ
と
ま
ず
別
扱
い
に
し
た
が
、
伝
法
院
か
ら
の

牒
文
は
、
さ
ら
に
以
下
の
と
お
り
続
く
。

熙
寧
五
年
十
月
二
十
一
日
切
、
〔
出
於
〕
延
和
殿
進
呈
、
奉

聖
旨
、
依
本
征
進
奉
人
例
回
、
後
殿
引
見
、
門
賜
齋
食
、
差
閤
門
祇
（
祗
）

候
、
〔
接
〕
伴
候
到
砂
、
請
告
報
管
勾
日
本
國
進
奉
人
所
、
詳
前
項

聖
旨
、
指
揮
施
行

右
開
（
開
）
送
偲
法
院
、
詳
閤
〔
門
〕
開
子
（
文
）
内
呂
、
事
理
（
理
事
）

施
行

右
筍
子
付
日
本
國
僧
成
尋
等
井
通
事
陳
詠
、
仰
依
客
省
開
子
（
文
）
内
、

理
事
困
具
知
委
子
（
文
）
状
連
申
、
不
得
有
違

有
（
在
）
判

年
月
日
が
こ
こ
に
あ
る
の
は
奇
妙
で
あ
る
。
恐
ら
く
前
段
の
文
慧
大
師
智
普
の
書
状

に
あ
っ
た
も
の
が
、
抄
写
の
過
程
で
誤
り
移
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
次
の
「
延
和
殿

進
呈
」
も
前
段
の
注
に
述
べ
た
と
お
り
、
延
和
殿
を
主
語
と
し
て
別
牒
と
み
る
に
は

制
度
上
、
無
理
が
あ
り
、
何
か
脱
落
が
あ
る
か
「
出
於
延
和
殿
進
呈
」
と
す
べ
き
で

底
本
は
「
依
本
征
進
奉
人
例
」
に
作
り
、
考
証
に
、
原
本
は
本
征
の
字
不
明
と
し
諸

本
に
従
う
と
し
た
上
で
「
本
征
本
税
之
意
」
と
す
る
。
用
語
例
と
し
て
は
「
煕
寧
五

こ
れ
ら
の
手
続
き
を
終
え
た
と
こ
ろ
に
客
省
の
官
人
が
来
て
、
以
下
の
文
状
を

手
渡
し
た
。

（＊） （二） し、）

し
て
理
事
に
改
め
た
。

に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

年
三
月
、
本
征
進
天
竺
僧
二
人
、
詔
令
押
赴
博
法
院
」
（
「
宋
會
要
』
蕃
夷
四
）
が
あ
り
、

底
本
・
原
本
と
も
「
伴
候
到
」
に
作
る
が
文
に
無
理
が
あ
り
、
随
時
に
置
か
れ
た
接
伴

使
（
副
使
）
の
接
伴
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

在
判

底
本
・
原
本
と
も
に
「
詳
閤
闊
子
内
」
に
作
る
。
前
文
に
な
ら
い
「
閤
門
開
文
内
」

前
段
に
は
「
事
理
」
と
あ
り
、
い
ず
れ
か
が
誤
っ
て
い
よ
う
が
、
関
文
内
の
指
示
と

聖
旨
を
奉
じ
た
る
に
、
「
本
征
の
進
奉
人
の
例
に
依
り
、
後
殿
に
て
引
見

つ
か

し
、
門
に
て
齋
食
を
賜
う
。
閤
門
祗
候
を
差
わ
し
接
伴
候
到
せ
よ
」
と
あ

り
。
請
う
ら
く
は
日
本
國
の
進
奉
人
を
管
勾
す
る
の
所
に
告
報
し
、
前
項

て
ら

の
聖
旨
に
詳
し
指
揮
施
行
せ
ん
こ
と
を
。

右
、
信
法
院
に
開
送
し
、
閤
門
の
開
文
内
に
詳
し
て
理
事
施
行
せ
よ
。

右
、
笥
子
も
て
日
本
國
の
僧
成
尋
等
井
び
に
通
事
陳
詠
に
付
す
。
客
省
の

闘
文
内
に
仰
依
し
て
理
事
し
、
具
さ
に
文
状
を
知
委
せ
し
め
、
連
ね
て
申

す
、
違
り
有
る
を
得
ず

熙
寧
五
年
十
月
二
十
一
日

考
証
の
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。



向
前
の
笥
子
に
な
ら
う
。

白
下
抄
本
に
は
な
し
。
術
字
で
あ
る
。

在
判

い
人
底
本
考
証
の
入
の
字
が
正
し
い
。

言
、
孔
目
房
甲
、
熙
寧
八
年
七
月
四
日
條
貫
」

回

條

貫

切

捨
客
省
捨
（
検
）
切
會
蕃
夷
朝
貢
回
條
貫
内
一
項
、
進
奉
人
人
（
入
）
り
皇

城
、
拉
令
謁
語
官
、
預
先
行
告
報
、
不
得
下
呂
照
帯
頭
刃
懐
挟
文
字
者
、

右
箇
送
引
伴
日
本
國
僧
通
事
陳
詠
、
仰
依
此
造
示
、
日
本
國
僧
成
尋
等
八

人
、
朝
見
不
得
将
帯
頭
刃
井
懐
挟
文
字
入
皇
城
、
各
具
知
委
文
状
、
連
申

〔
不
得
有
違
向
〕

熙
寧
五
年
十
月
二
十
一
日

検
の
誤
字
。
前
牒
す
べ
て
同
じ
。

例
え
ば
『
宋
會
要
」
儀
制
七
に
「
熙
寧
九
年
十
一
月
二
十
一
日
、
中
書
門
下

客
省
、
蕃
夷
朝
貢
の
條
貫
内
の
一
項
を
検
會
し
た
る
に
「
進
奉
の
人
の
皇

城
に
入
る
に
は
、
拉
び
に
謁
語
の
官
を
し
て
預
め
先
に
告
報
を
行
わ
し

め
、
頭
刃
を
将
帯
し
、
文
字
を
懐
挟
す
る
こ
と
を
得
ず
」
と
い
え
り
。

右
、
箭
〔
子
〕
も
て
、
日
本
國
僧
を
引
伴
せ
る
通
事
陳
詠
に
送
る
。
此
の

造
示
に
仰
依
し
、
日
本
國
僧
成
尋
等
八
人
、
朝
見
に
は
頭
刃
を
勝
帯
し
、

井
び
に
文
字
を
懐
挟
し
て
皇
城
に
入
る
を
得
ず
。
各
お
の
具
さ
に
文
状
を

知
委
し
て
〔
申
上
〕
せ
よ
。
連
ね
て
申
す
、
違
り
有
る
を
得
ず
。

熙
寧
五
年
十
月
二
十
一
日

在
判

『
参
記
』

（
後
文
こ
こ
に
あ
り
）

右
笏
子
に
い
う
「
蕃
夷
朝
貢
條
貫
」
と
は
、
時
間
な
ら
び
に
内
容
的
に
み
て
前

記
の
宋
敏
求
編
『
蕃
夷
朝
貢
録
』
で
あ
る
は
ず
は
な
い
。
こ
れ
ま
た
已
に
引
用

し
た
慶
暦
六
年
の
外
夷
入
見
に
、
史
館
よ
り
当
該
国
の
風
俗
を
問
訊
し
、
衣
冠
・

形
貌
を
図
写
せ
ん
と
奏
請
し
た
「
外
夷
入
見
令
」
等
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
ろ

、つ。
成
尋
ら
が
実
体
験
し
た
朝
見
次
第
は
第
五
節
に
譲
り
、
客
省
の
箇
子
内
に
い

う
「
頭
刃
を
勝
帯
し
井
び
に
文
字
を
懐
挟
す
る
こ
と
」
の
禁
止
条
項
は
僧
尼
特

有
の
た
め
か
、
現
在
の
と
こ
ろ
他
に
類
例
を
見
出
せ
な
い
が
、
身
に
寸
鉄
も
許

さ
な
い
朝
見
儀
礼
と
し
て
は
、
頻
繁
な
入
貢
僧
の
存
在
に
照
ら
し
て
、
設
定
す

べ
き
禁
令
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

今
、
成
尋
時
の
儀
礼
と
な
っ
た
欧
陽
脩
主
編
、
宋
敏
求
ら
参
画
の
『
太
常
因

革
覗
』
巻
八
三
「
海
外
進
奉
蕃
客
見
辟
」
の
条
を
、
成
尋
が
伝
え
た
上
記
の
伝

法
院
通
達
と
校
合
す
る
に
、
後
者
は
簡
略
に
し
て
混
乱
が
あ
り
な
が
ら
、
よ
く

前
者
の
闊
を
補
う
部
分
さ
え
認
め
ら
れ
る
。

應
毎
有
海
外
進
奉
蟹

0

0

 

子
蕃
客
等
朝
見
、
具

゜
笥
子
興
朝
見
目
、
問

゜

奏
進
奉
人
姓
名
已
下

△

△

0

0

 

著
所
賜
衣
及
賜
酒
食

0

0

 

0
 
0
 

『
因
革
穏
』

毎
有
海
外
進
奉
蕃
客
等

朝
見
、
具
箭
目
子
輿
朝

゜

見
奏
目
同
、
奏
進
奉
人

0

0

 

某
甲

△

1̂ 
已
著
衣
服
喫
酒
食
後
、

0

0

0

 



． 
廿
二
日
、
い
よ
い
よ
待
望
の
朝
見
当
日
で
あ
る
。
長
き
に
わ
た
る
が
全
文
を

紹
介
す
る
。

卯
の
一
貼
、
馬
九
疋
を
借
り
、
八
人
井
び
に
通
事
、
参
内
す
。

き
ゅ
う
そ
く

先
ず
一
大
門
を
入
り
、
廊
に
至
り
て
馬
を
下
る
。
安
下
の
所
有
り
、
幕
を

懸
く
。
暫
く
逗
留
す
。
客
省
の
官
人
が
引
き
て
第
二
門
に
入
る
る
の
間
、

乗
馬
の
人
敷
百
が
門
に
入
る
。
昇
殿
拝
護
の
人
等
な
り
。

次
ぎ
に
第
三
の
大
門
を
入
る
。
敷
里
を
経
ぎ
て
東
華
門
の
南
廊
に
入
り
て

し

ば

い

た

だ

安
下
す
。
幕
簾
を
懸
け
椅
子
を
立
つ
。
且
し
饗
膳
を
備
く
の
間
、
敷
千
人

が
来
た
り
見
る
。

． 
．
 
．
 宋

朝
の
賓
礼

後
、
依
例
於
崇
政
殿
、

△
 

報
無
公
事
、
前
再
拝

0

△

1̂ 

出
、
引
嘗
殿
、
唱
賜

0

0

 
0
 

0
 
0
 

酒
食
、
唱
拝
再
拝
、

0

0

 

0
 
0
 
0
 
0
 

随
拝
萬
歳
唱
、
各
祇
（
祗
）

候
酒
食
畢
、
唱
拝
再

拝
、
随
拝
萬
歳
唱
、

各
祇
（
祗
）
候
出

依
例
子
崇
政
殿
、
無
公
事
、

従
再
引
出
頭
、
至
崇

△

△

0
 

0
 
0
 

政
殿
、
臨
引
出
、
又

0

0

 

0
 
0
 
0
 

0
 

口
奏

o
o
 

（
以
下
は
前
半
に
あ
り
）

箱
過
、
又
雨
拝
、
随
拝

萬
歳
、
喝
各
祗
候
出
、

著
所
賜
衣
服
、
喫
酒
食

子
崇
政
殿
、
再
引
出
頭

と
な

辰
の
二
貼
、
客
省
の
官
人
二
人
が
来
た
り
、
御
前
に
立
ち
て
萬
歳
を
呼
え

る
作
法
を
教
う
。

延
和
殿
進
呈

（五）

せ
ん
ど
う

辰
の
三
貼
、
客
省
の
官
人
井
び
に
通
事
を
以
て
前
立
と
為
し
、
第
四
の
門

を
入
り
、
漸
く
〔
殿
〕
庭
に
出
ず
。

便
宜
上
、
箇
条
書
き
に
し
た
が
、
延
和
殿
に
伺
候
す
る
ま
で
の
次
第
で
あ
る
。

第
一
の
大
門
と
は
ど
の
門
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
行
の
宿
坊
で
あ
る
太

平
興
国
寺
伝
法
院
は
、
『
東
京
夢
華
録
』
の
記
述
に
従
え
ば
大
内
の
西
角
楼
大
街

の
斜
前
、
ち
ょ
う
ど
太
宗
生
誕
の
地
に
建
立
さ
れ
た
啓
聖
禅
院
と
、
大
街
を
灰

ん
だ
南
側
に
位
置
し
て
お
り
、
東
華
門
を
入
る
た
め
に
は
当
然
、
朱
雀
門
街
へ

出
て
北
上
し
宣
徳
門
の
前
に
至
る
か
、
浚
儀
橋
街
を
北
へ
向
か
い
、
西
角
楼
前

を
右
折
し
て
宜
徳
門
前
に
至
る
し
か
な
い
。
こ
こ
よ
り
第
四
の
門
に
あ
た
る
東

華
門
へ
至
る
に
は
、
皇
城
の
東
南
隅
に
位
置
す
る
東
角
楼
を
左
に
折
れ
、
最
も

繁
華
街
と
称
さ
れ
る
東
華
門
街
を
北
へ
向
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
東
華
門
ま
で
に

e、

三
つ
の
門
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
少
な
く
と
も
外
国
使
節
と
銘
打
つ
成
尋
ら
一

行
を
、
正
南
門
か
ら
入
内
さ
せ
な
い
と
い
う
奇
妙
さ
と
あ
わ
せ
、
市
街
に
回
廊

の
あ
る
不
都
合
さ
や
安
下
の
所
以
下
の
文
章
内
容
な
ど
と
、
す
こ
ぶ
る
も
っ
て

甑
語
を
き
た
す
。

参
内
が
こ
の
ル
ー
ト
で
な
か
っ
た
傍
証
を
二
日
後
の
廿
四
日
条
に
見
出
す
。

そ
の
前
日
、
使
臣
に
案
内
さ
れ
て
太
平
興
国
寺
、
啓
聖
禅
院
、
大
相
国
寺
等
に

参
詣
し
た
あ
と
を
受
け
て
、
今
度
は
中
使
の
侍
中
に
案
内
さ
れ
福
聖
禅
院
、
開

宝
寺
の
拝
観
を
行
う
次
第
を
記
し
た
く
だ
り
が
あ
る
。
そ
の
最
初
の
部
分
に
、

奇
し
く
も
こ
の
コ
ー
ス
を
辿
っ
た
事
実
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち

伝
法
院
を
出
発
し
、

敷
里
を
過
ぎ
て
皇
城
の
南
門
、
宣
徳
の
門
を
見
る
。
七
間
の
門
に
し
て
棲

． 



ひ
く

門
な
り
。
左
右
に
二
棲
有
り
。
各
重
五
尺
許
り
、
高
さ
頗
る
下
し
。
内
面

な
ら

に
は
左
右
に
棲
廊
を
造
り
列
べ
、
外
面
に
は
左
右
の
會
（
舎
？
）
有
り
。

日
本
の
朱
雀
門
の
如
し
。
是
れ
〔
皇
城
〕
南
面
の
東
第
一
門
な
り
。
東
は

三
百
歩
を
隔
て
て
左
披
門
有
り
。
人
び
と
此
れ
従
り
出
入
す
。
五
間
の
大

門
棲
な
り
。
漸
く
に
し
て
巽
の
角
を
過
ぎ
る
に
大
棲
有
り
。
門
戸
無
く
、

下
は
一
丈
五
尺
、
瓦
を
重
ね
上
に
造
れ
る
棲
（
東
角
棲
）
な
り
。
次
に
北

へ
向
い
て
行
く
に
、
東
華
門
を
見
る
。
東
面
の
南
第
一
門
に
し
て
大
棲
の

門
は
七
間
、
三
つ
の
門
戸
有
り
。
外
面
の
左
右
に
は
十
餘
間
の
舎
有
り
、

•••• 

官
人
の
進
居
な
り
。
朝
見
の
日
、
最
初
に
入
り
し
門
な
り9P

、

と
述
べ
る
。
『
東
京
夢
華
録
」
な
ど
の
記
載
と
は
出
入
も
あ
る
力
優
劣
つ
け
難

い
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
奇
妙
な
こ
と
は
、
宣
徳
門
お
よ
び
左

披
門
を
あ
た
か
も
初
見
の
如
く
紹
介
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
東
角
棲
を
左
折

し
て
東
華
門
街
を
北
に
向
か
い
、
東
華
門
を
「
朝
見
の
日
、
最
初
に
入
り
し
門
」

と
語
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
朝
見
の
日
、
早
旦
の
せ
い
か
極
度
の
緊
張
の

故
に
か
、
門
名
を
訊
ね
る
情
況
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
ま
た
東

華
門
に
つ
い
て
は
、
門
の
南
廊
で
饗
膳
の
接
待
に
あ
ず
か
り
な
が
ら
朝
見
の
時

を
待
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
休
息
所
で
朝
見
の
儀
礼
を
客
省
の
官
人
に
手

ほ
ど
き
さ
れ
、
こ
こ
か
ら
正
式
に
先
導
さ
れ
て
東
華
門
を
入
り
、
参
内
の
第
一

歩
を
刻
し
た
、
と
の
懐
い
が
強
く
働
い
た
た
め
で
も
あ
ろ
う
。

論
を
も
と
に
も
ど
す
と
、
一
行
は
や
は
り
朱
雀
門
街
を
北
に
向
か
い
一
大

門
、
す
な
わ
ち
正
門
の
宣
徳
門
を
入
り
、
右
（
東
）
の
回
廊
に
て
下
馬
、
そ
こ

に
こ
の
日
の
た
め
か
幕
を
張
っ
た
休
息
所
が
し
つ
ら
え
て
あ
っ
た
と
み
ね
ば
な

⑳
、

ら
な
い
。
そ
し
て
第
二
の
門
す
な
わ
ち
左
昇
龍
門
を
入
り
さ
ら
に
第
三
の
大

門
を
へ
て
東
華
門
に
達
す
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
第
三
の
大
門
名
は
不
明
で
あ

る
が
、
お
そ
ら
く
左
披
門
前
を
過
ぎ
、
後
年
、
徽
宗
の
政
和
五
年
（
一
―
―
五
）

⑳
 

に
明
堂
が
建
て
ら
れ
た
場
所
、
す
な
わ
ち
旧
秘
書
省
東
南
角
あ
た
り
に
あ
っ
た

横
門
で
あ
り
、
そ
の
門
を
入
っ
て
皇
城
の
内
壁
ぞ
い
に
数
里
を
北
へ
進
み
、
東

華
門
の
南
廊
に
至
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
第
四
の
門
を
入
り
殿
庭
に
出
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
門
を
東
華

門
と
す
れ
ば
、
ま
た
も
奇
妙
な
結
果
を
招
く
こ
と
に
な
る
。
第
四
の
門
を
入
り
、

漸
く
庭
に
出
た
成
尋
ら
は

拝
人
二
人
を
見
る
。
井
び
に
舞
倒
三
拝
し
、
次
ぎ
に
三
拝
し
次
ぎ
に
三
拝

す
。
東
方
よ
り
一
人
が
進
み
出
て
、
引
整
し
て
呼
ぶ
に
、
其
れ
に
随
い
各

お
の
三
拝
す
る
な
り
。
〔
拝
人
は
〕
共
に
赤
杉
を
著
く
。
諸
州
の
通
判
か
。

聖
主
は
延
和
の
殿
に
居
り
て
北
面
す
。
後
の
左
右
に
は
敷
百
人
が
拉
び
立

つ
。
其
の
中
に
は
胡
録
（
録
）
を
負
い
し
人
、
敷
十
人
有
り
。
聖
主
は
銀

の
椅
子
に
坐
し
、
銀
の
〔
脚
〕
床
を
踏
み
、
赤
杉
衣
を
著
く
。

延
和
殿
は
『
東
京
夢
華
録
』
に
み
え
ず
、
『
宋
史
」
地
理
志
一
に
、
集
英
殿
の
後

に
需
雲
殿
、
そ
の
東
に
宮
中
観
宴
の
と
こ
ろ
で
あ
る
昇
平
楼
、
そ
の
後
に
皇
帝

の
閲
事
す
な
わ
ち
政
務
室
が
あ
る
崇
政
殿
、
そ
の
後
に
景
福
殿
、
そ
し
て

R
 

〔
景
輻
〕
殿
の
西
に
殿
有
り
て
北
向
す
。
延
和
と
日
う
、
便
坐
の
殿
な
り
。

と
記
し
、
原
注
に
よ
れ
ば
大
中
祥
符
七
年

(
1
0
一
四
）
の
創
建
、
も
と
承
明

殿
と
称
し
明
道
元
年
(
1
0
三
二
）
に
明
良
つ
い
で
端
明
、
翌
年
に
延
和
と
改

名
さ
れ
た
と
い
う
。
ま
さ
に
成
尋
が
伝
え
る
と
お
り
皇
帝
が
北
面
す
る
殿
で
あ

一四



宋
朝
の
賓
礼

り
、
『
宋
会
要
』
方
域
一
に
は
「
殿
は
北
向
し
、
俗
に
倒
坐
殿
と
呼
ぶ
」
の
解
説

を
付
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
朝
見
の
儀
が
延
和
殿
で
行
わ
れ
た
と
な
れ
ば
、
宣
徳
門
よ
り
数
え

て
第
四
の
門
を
入
り
、
「
漸
く
〔
延
和
殿
〕
庭
に
出
ず
」
と
い
う
成
尋
の
記
述
は

不
都
合
千
万
な
も
の
と
な
る
。
こ
れ
を
前
引
用
の
廿
四
日
条
に
み
た
よ
う
に
東

華
門
を
「
朝
見
の
日
、
最
初
に
入
り
し
門
な
り
」
と
す
る
文
と
整
合
性
を
持
た

せ
て
読
も
う
と
す
れ
ば
、
第
四
の
門
と
は
東
華
門
よ
り
始
ま
る
第
四
の
門
と
み

る
べ
く
「
東
華
門
内
一
門
を
左
承
天
祥
符
と
日
う
」
に
加
え
、
ま
た
「
左
承
天

祥
符
門
内
道
北
の
門
を
宣
祐
と
日
う
」
を
経
過
し
、
「
熙
寧
の
間
、
崇
政
殿
北
の

横
門
を
改
め
て
通
極
と
日
う
」
第
四
番
目
の
門
を
入
っ
て
、
延
和
殿
庭
に
入
っ

た
と
解
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

横
門
で
あ
る
通
極
門
を
入
っ
て
第
一
の
建
物
が
崇
政
殿
で
あ
る
。
執
務
室
の

あ
る
崇
政
殿
と
そ
の
殿
庭
が
講
武
観
閲
の
場
で
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
。
な
お
か
の
裔
然
が
太
宗
に
謁
見
し
た
殿
で
も
あ
る
。
今
『
宋
會
要
』
證

九
•
閲
講
武
を
検
索
す
る
に
、
真
宗
咸
平
三
年
十
一
月
五
日
条
の

崇
政
殿
に
御
し
、
捧
日
天
武
右
第
一
軍
第
一
指
揮
の
教
戦
を
閲
す

を
初
出
と
し
、
神
宗
の
元
豊
六
年
正
月
二
十
九
日
条
ま
で
記
録
が
散
見
す
る
。

成
尋
ら
朝
見
の
年
に
も

熙
寧
五
年
五
月
二
十
八
日
、
崇
政
殿
に
御
し
、
湮
原
路
街
（
術
？
）
敦
陣

隊
を
閲
す
。
詔
し
て
陣
法
を
以
て
諸
路
に
頒
行
せ
し
む

な
ど
と
み
え
る
。
相
当
の
広
さ
を
持
つ
殿
庭
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
当
然
、

皇
帝
南
面
す
る
南
側
の
庭
で
演
じ
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
講
武
観
閲

観
閲
す

の
で
あ
る
。

一五

康
定
元
年

(
1
0
四
0
)
七
月
十
五
日
、
延
和
殿
に
御
し
、
諸
軍
士
卒
の

戦
陣
法
を
習
う
を
閲
す

元
豊
四
年

(
1
0
八
一
）
四
月
六
日
、
上
、
延
和
殿
に
御
し
、
試
保
甲
を

な
ど
と
み
え
る
。
実
は
崇
政
殿
に
先
立
っ
て
延
和
殿
が
観
閲
の
場
で
あ
っ
た
ら

し
い
。
は
じ
め
「
開
賓
通
證
」
の
四
時
講
武
儀
礼
に
も
と
づ
き
、
西
郊
や
東
北

郊
で
、
あ
る
い
は
千
秋
門
外
の
楊
村
に
築
か
れ
た
講
武
台
、
時
に
は
東
華
門
で

閲
兵
が
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
咸
平
三
年

(1
0
0
0
)
四
月
二
日
、

帝
、
便
殿
に
御
し
、
河
北
の
防
城
の
畢
人
康
克
勤
等
三
十
人
を
召
し
、
試

す
る
に
強
弓
・
勁
弩
を
以
て
す

と
武
挙
の
実
技
が
行
わ
れ
、
康
克
勤
ら
及
第
し
た
十
人
が
三
班
借
職
に
補
せ
ら

れ
た
経
緯
を
伝
え
る
。
こ
の
月
の
十
四
日
に
、
や
は
り
便
殿
で
神
騎
第
五
副
兵

馬
使
焦
偏
の
武
技
を
「
閲
兵
」
と
い
う
の
も
同
様
で
あ
る
。
延
和
殿
が
便
坐
殿
、

便
殿
で
あ
る
こ
と
、
崇
政
殿
を
前
殿
と
い
う
の
に
対
し
延
和
殿
を
後
殿
と
称

し
、
天
子
北
面
の
逆
坐
殿
で
あ
る
関
係
上
、
実
技
も
延
和
殿
の
北
側
、
つ
ま
り

成
尋
ら
の
朝
見
が
行
わ
れ
た
殿
庭
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
お
そ
ら
く
通
極

門
を
入
っ
た
一
行
は
西
に
進
み
、
崇
政
殿
の
裏
庭
を
通
り
延
和
殿
に
導
か
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

の
行
わ
れ
た
も
う
一
っ
の
場
所
が
認
め
ら
れ
、
そ
れ
が
ほ
か
な
ら
ぬ
延
和
殿
な



こ
の
臨
場
感
あ
ふ
れ
る
成
尋
の
記
録
ほ
ど
詳
細
な
も
の
は
な
い
。
た
だ
に
日
本

（イ）

一
行
底
本
は
一
服
に
作
る
が
誤
り
で
あ
ろ
う
。

付

通

班

朝
班
に
通
ず
。
顕
要
の
官
職
。
唐
劉
知
幾
「
史
通
』
杵
時
に
「
僕
少
小
仕
、

（＊） 

『
宋
史
』
は
「
西
向
拐
」
。
『
太
常
因
革
礼
』
は
「
西
向
立
」
。
射
は
聖
射
。

日
『
宋
史
』
は
見
辟
謝
に
作
る
。

ひ
と
な
ら
び

日
本
〔
僧
等
〕
一
行
す
切
。
庭
中
に
立
ち
拉
ぶ
人
は
敷
百
人
、
左
右
は
御

前
を
以
て
上
と
為
し
列
（
拉
）
び
立
つ
。
次
に
僧
等
は
庭
中
に
出
で
、
南

む
か

に
向
い
御
〔
前
〕
に
封
い
て
立
つ
。
西
を
以
て
上
と
為
し
八
人
拉
び
立
つ
。

次
に
一
人
有
り
、
引
墜
し
て
云
う
「
引
見
」
と
。
次
に
通
事
〔
陳
詠
〕
出

で
進
み
て
敬
し
く
屈
げ
「
聖
拐
萬
賓
」
と
呼
ぶ
。
次
に
諸
僧
は
低
頭
し

「
萬
歳
萬
萬
歳
」
と
呼
ぶ
。
次
に
引
整
し
て
「
賜
例
物
」
と
云
う
。
次
に

た
だ

西
方
従
り
僧
の
前
を
経
て
東
方
へ
賜
衣
・
絹
等
を
擁
ぎ
渡
す
。
即
ち
に
諸

僧
は
〔
萬
歳
萬
萬
歳
と
〕
呼
ぶ
こ
と
前
の
如
く
す
。
次
に
引
整
し
「
却
祗

候
」
と
稲
う
。
諸
僧
は
〔
萬
歳
萬
萬
歳
と
〕
呼
ぶ
こ
と
前
の
如
く
す
。
次

も

う

ゆ

る

に
勅
使
の
御
薬
、
御
前
従
り
来
た
り
「
諸
寺
に
参
で
燒
香
す
る
を
可
す
」

と
の
宣
旨
を
仰
せ
ら
る
。
次
に
他
の
勅
使
、
御
前
従
り
来
た
り
「
五
驀
山

も
う

に
参
ず
る
を
可
す
」
〔
と
の
宣
旨
〕
を
仰
せ
ら
れ
了
ん
ぬ
。
即
ち
に
退
出
し

お

わ

い

た

だ

畢
り
て
、
安
下
の
所
に
至
り
齋
を
喫
く
。
種
々
の
珍
菓
・
莱
飯
あ
り
、
記

い
た
だ

し
壷
す
可
か
ら
ず
。
勅
使
の
上
卿
一
人
来
た
り
封
坐
し
、
同
に
齋
を
喫

く
。
畢
り
て
本
の
如
く
二
つ
の
門
を
出
で
、
馬
に
乗
り
本
院
に
蹄
れ
り
。

り 回
重
行
異
位
朝
廷
の
公
事
に
お
け
る
親
王
以
下
の
班
次
。
「
新
唐
書
』
礼
楽
志
一
「
九

切
『
宋
史
』
礼
志
―
一
七
、
邊
な
し
。

さ
て
延
和
殿
の
朝
見
風
景
に
進
も
う
。

（六）

使
節
の
も
の
に
と
ど
ま
ら
ず
、
宋
朝
の
賓
礼
と
り
わ
け
常
貢
以
外
の
朝
見
の
儀

の
あ
ら
ま
し
を
伝
え
て
い
る
と
み
て
よ
い
。
こ
れ
を
宋
側
の
史
料
に
求
め
れ

ば
、
成
尋
ら
に
最
も
近
い
熙
寧
三
年
、
正
街
視
朝
を
め
ぐ
る
知
制
詰
宋
敏
求
の

献
言
に
関
係
し
て
、
翰
林
学
士
韓
維
ら
が
『
入
閤
圏
』
を
も
と
に
増
損
裁
定
し

た
「
文
徳
殿
入
閤
儀
」
の
中
に

應
て
外
國
の
蕃
客
の
見
・
辟
に
は
、
喚
班
・
先
引
を
候
ち
て
殿
庭
の
東
邊

切
に
立
ち
、
本
國
の
職
次
・
重
行
・
異
位
回
に
依
っ
て
立
定
し
何
、
見
・

謝
辟
呂
の
班
絶
ゆ
る
を
候
ち
、
面
あ
た
り
に
射
に
向
う
向
。
舎
人
・
嘗
殿

の
通
班
日
は
宣
制
石
の
南
に
轄
じ
て
北
向
し
て
立
ち
、
賛
喝
す
る
こ
と
儀

の
如
く
し
西
出
す
。
そ
の
酒
食
・
分
物
は
並
び
に
門
に
賜
う
。
如
し
進
奉

有
れ
ば
、
弾
奏
御
史
の
出
ず
る
を
候
ち
、
進
奉
し
て
入
る
。
進
奉
の
出
ず

る
を
候
ち
、
給
事
中
「
殿
中
無
事
」
を
奏
し
て
、
出
ず
。
そ
の
後
殿
の
再

坐
、
合
に
引
出
す
べ
き
者
は
、
別
儀
に
従
う
。
（
『
宋
史
』
巻
―
―
七
・
礼

志
二
0
)

廟
子
孫
於
享
官
公
卿
之
南
、
昭
穆
異
位
」
。

『
宋
史
』
定
の
字
な
し
。

一
六



早
摘
通
班
」
。

こ
れ
を
『
太
常
因
革
酸
』
の
「
海
外
進
奉
蕃
客
見
辟
」
と
比
べ
れ
ば
、
六
十
年

の
差
か
、
あ
る
い
は
崇
徳
（
の
ち
紫
痕
）
殿
儀
と
文
徳
殿
儀
、
つ
ま
り
便
殿
と

R
 

前
殿
に
よ
る
儀
礼
の
違
い
な
の
か
、
今
―
つ
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
内
容
に
か

な
り
出
入
が
あ
る
。

唐
代
に
は
周
辺
諸
国
か
ら
の
朝
貢
使
節
に
ラ
ン
ク
を
つ
け
、
朝
見
次
第
の
ほ

R
 

か
処
遇
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
賓
礼
に
差
異
を
設
け
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ

れ
を
蕃
望
と
称
し
た
が
、
宋
朝
で
も
同
様
の
措
置
が
採
ら
れ
て
お
り
、
『
宋
史
』

職
官
志
・
鴻
臆
寺
の
条
に
「
凡
そ
四
夷
の
君
長
・
使
竹
の
朝
見
に
は
、
其
の
等

あ
っ
か

位
を
辮
じ
、
賓
證
を
以
て
之
を
待
う
」
と
説
明
す
る
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の
具

体
的
証
拠
と
し
て
は
契
丹
・
西
夏
・
新
羅
・
金
を
、
そ
れ
ぞ
れ
他
の
朝
貢
国
と

は
別
の
扱
い
と
し
て
い
る
事
実
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
宋
史
』
礼
志
ニ
ニ
・
賓

礼
四
は
「
契
丹
國
使
入
聘
見
辟
儀
」
「
夏
國
進
奉
使
見
辟
儀
」
「
高
麗
進
奉
見
辟

R
 

儀
」
「
金
國
聘
使
見
辟
儀
」
を
別
格
と
し
「
諸
國
朝
貢
」
の
常
貢
な
き
入
貢
国
の

中
に
日
本
が
含
ま
れ
て
い
る
。
各
国
の
内
容
は
元
豊
の
改
革
い
ご
の
、
な
い
し

⑳
 

は
南
宋
の
制
が
主
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
緊
迫
し
た
北
辺
の
国
際
情
勢
そ
の
ま
ま

を
投
影
し
た
こ
の
扱
い
は
、
成
尋
入
宋
時
も
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
か
っ
た
と
み
て

よ
か
ろ
う
。
そ
の
諸
国
朝
貢
条
に
「
交
州
・
宜
州
・
黎
州
諸
國
の
見
辟
は
、
並

び
に
上
儀
の
如
く
す
」
、
つ
ま
り
こ
の
三
国
の
儀
制
は
上
記
別
格
の
国
に
な
ら

げ
ん

う
が
、
そ
れ
で
も
「
惟
、
逐
努
宴
賓
の
敷
は
、
則
ち
殺
ず
る
有
り
」
と
差
異
が

あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
次
に
数
歳
一
貢
の
占
城
・
回
鵜
・
大
食
・
子

宋
朝
の
賓
礼

一七

閲
・
三
仏
斉
な
ど
が
つ
づ
き
、
そ
し
て

層
檀
・
日
本
・
大
理
・
注
肇
・
蒲
甘
・
亀
姦
．
佛
泥
．
彿
森
・
慎
臓
・

羅
殿
・
渤
泥
・
逮
黎
・
闇
婆
・
甘
眉
流

の
グ
ル
ー
プ
が
「
一
・
再
、
或
は
三
・
四
、
常
に
は
至
ら
ぬ
」
国
々
と
し
て
扱

わ
れ
、
朝
見
儀
礼
も
略
さ
れ
て
見
る
を
得
な
い
が
、
恐
ら
く
朝
見
・
辞
見
の
礼

に
も
前
の
両
グ
ル
ー
プ
と
は
大
き
な
違
い
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
た

が
っ
て
如
上
の
成
尋
ら
朝
見
の
儀
礼
は
、
飽
く
ま
で
も
最
も
軽
い
諸
国
朝
貢
の

そ
れ
に
限
定
さ
れ
る
も
の
の
、
宋
側
を
は
じ
め
他
の
史
乗
に
、
こ
れ
ほ
ど
詳
細

な
内
容
の
紹
介
記
録
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
思
え
ば
、
成
尋
の
功
績
は
高
く
評

価
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
『
宋
會
要
』
儀
制
九
の
告
謝
に
は
「
宋
朝
は
凡
そ
宰
臣
・
親
王
・

使
相
・
櫃
密
使
・
節
度
使
、
麻
制
を
降
す
の
日
、
並
び
に
崇
政
、
或
は
延
和
殿

に
詣
り
て
辟
免
す
」
の
文
に
つ
づ
け
、
参
知
政
事
以
下
の
告
謝
を
許
さ
れ
た
諸

僚
を
列
挙
し
た
あ
と

契
丹
・
高
麗
・
交
州
・
夏
州
國
信
使
・
副
、
並
特
令
告
謝

と
契
丹
・
高
麗
・
夏
国
を
別
格
と
し
交
州
・
宜
州
・
黎
州
を
こ
れ
に
準
ぜ
し
め

た
と
す
る
『
宋
史
』
證
志
の
文
に
応
ず
る
記
載
が
あ
る
。
そ
の
儀
礼
は
皇
帝
が

ま
ず
臨
軒
し
、
閤
門
使
が
殿
上
に
て
姓
名
等
の
口
奏
を
行
い
、
通
事
舎
人
が
国

信
使
を
崇
政
な
い
し
延
和
殿
へ
導
き
出
す
。
国
信
使
は
再
拝
し
て
少
し
前
に
進

み
、
告
謝
の
の
ち
ま
た
再
拝
し
て
退
庭
。
た
だ
し
章
服
を
宣
賜
さ
れ
た
者
は
恩

を
謝
し
て
再
拝
し
、
東
廂
に
赴
い
て
賜
服
に
着
が
え
る
と
、
も
う
一
度
御
前
に

導
き
出
さ
れ
、
前
と
同
様
の
儀
礼
を
く
り
か
え
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。



錢
三
貫

通
事

褐
色
袈
裟
裳

八
丈
美
廣
絹

二
十
疋
八
人

七
人

た
の
で
あ
り
、
そ
の
内
訳
は 一

百
六
十
疋

右
具
如
前
、
交
領
到
前
項
並
足
、
如
後
異
同

牒
件
状
如
前
、
謹
牒

年

祗
候
庫
と
は
宮
庫
の
―
つ
で
、
宋
で
は
供
備
庫
、
一
名
内
物
料
庫
、
内
蔵
庫
、

奉
衷
庫
の
ほ
か
に
衣
服
や
器
皿
そ
し
て
下
賜
品
な
ど
を
収
蔵
す
る
祗
候
庫
な
る

⑮
 

も
の
が
あ
っ
た
。
成
尋
ら
へ
の
宣
賜
は
ま
さ
に
こ
の
祗
候
庫
か
ら
と
ど
け
ら
れ

月

日

牒

金
羅
褐
僧
衣
七
副

白
絹
定
（
金
）

各
三
件

甘
受
重
罪
、
不
詞

日
本
大
雲
寺
主
阿
闇
梨
偲
燈
大
法
師
位
成
尋
等

到
下
項
封
見
分
物

金
羅
紫
衣
一
副

三
件

こ
れ
を
成
尋
ら
の
儀
制
と
比
べ
て
み
れ
ば
、
か
な
り
様
相
を
異
に
す
る
。
成
尋

一
行
は
章
服
に
か
わ
る
紫
衣
の
宣
賜
が
あ
り
な
が
ら
、
着
が
え
て
再
見
す
る
シ

ー
ン
は
な
く
、
そ
の
ま
ま
退
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
成
尋
ら
に
宣
賜
さ
れ
た
衣

絹
な
ど
は
、
の
ち
ほ
ど
伝
法
院
に
「
車
に
賜
物
を
入
れ
」
て
送
り
と
ど
け
ら
れ

た
が
、
そ
の
内
容
は
請
文
に
あ
る
。

准
祇
（
祗
）
候
庫
、
賜

(4) (3) (2) (1) 

゜
、つ

底
本
は
具
の
字
な
し
。

で
あ
っ
た
。
僧
八
人
が
語
ら
い
絹
二
疋
づ
つ
を
出
し
合
っ
て
の
十
六
疋
を
、
通

事
陳
詠
に
贈
る
こ
と
に
し
た
。
成
尋
は
こ
の
処
遇
を

中
間
の
僧
二
人
、
下
法
師
二
人
、
朝
見
を
被
む
る
は
是
れ
希
有
な
り
。
各

ぁ

お
の
賜
二
十
疋
、
井
び
に
装
束
に
充
つ
。
已
に
以
て
富
人
と
成
り
了
ん

ぬ
。
登
、
駿
尾
の
蠅
に
異
な
ら
ん
乎

皮
肉
ま
じ
り
に
感
嘆
し
て
い
る
。
と
も
あ
れ
契
丹
な
ど
別
格
の
朝
貢
使
節
を
の

ぞ
き
、
一
般
の
儀
礼
は
成
尋
ら
の
場
合
と
大
同
小
異
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
よ

最
後
に
な
っ
た
が
巻
八
に
み
え
る
朝
見
に
対
す
る
辞
見
の
儀
礼
を
紹
介
し
て

お
こ
う
。二

日
乙
又
卯
二
貼
、
借
馬
四
疋
、
参
東
華
門
、
途
中
客
省
使
三
人
束
向
、

入
三
重
門
、
従
第
四
門
、
廊
東
面
、
有
休
息
虞
、
曳
幕
立
椅
子
装
束
、
備

齋
四
前
、
以
銀
器
盛
珍
菓
美
菜
、
多
以
調
備
、

待
御
出
間
、
一
時
許
休
居
、
荘
厳
車
敷
百
、
出
入
其
中
、
以
黄
金
装
束
車

入
、
皇
帝
妹
入
内
云
々
、
黄
金
洗
手
井
金
踏
床
、
七
賓
具
切
足
、
在
御
車

前
後
、
採
女
車
七
八
雨
相
列
、

切
辰
三
貼
、
依
催
入
門
、
南
庭
敷
百
人
拉
立
、
殆
及
千
人
欺
、
有
御
出
、
著

白
杉
、
用
常
冠
、
有
銀
踏
床
、
於
崇
政
殿
、
南
面
坐
、
延
和
殿
北
殿
也
、

官
人
各
拝
謝
了
、
申
慶
賀
由
、
各
一
人
出
拝
謝
、
三
面
立
兵
士
拝
謝
了
、

依
催
僧
少
進
、
向
御
拉
立
、
如
前
一
＿
一
度
呼
萬
歳
、
退
蹄
之
虞
、
有
小
師
二

一八



゜ ゜ 。
(6) (5) 

宋
朝
の
賓
礼

成
尋
頗
東
退
立
、
以
御
薬
為
勅
使
、
有
雨
年
後
必
可
参
来
宣
旨
、

可
参
由
奏
了
、
於
御
前
賜
絹
三
十
疋
、
錢
等
、
至
ム
錢
者
、
絹
上
置
三
貰

許
、
即
退
出
、

安
下
慮
、
有
舎
人
一
人
、
為
齋
伴
、
喫
〔
齋
〕
了
、
蹄
本
院
了
、
祇
（
祗
）

候
庫
庫
子
三
人
、
車
入
絹
三
十
疋
、
錢
六
十
貫
来
、
成
尋
絹
十
疋
、
錢
三

十
貫
、
聖
秀
、
長
命
各
絹
十
疋
、
錢
十
貫
、
通
事
陳
詠
錢
十
貫
也

〔
四
月
〕
二
日
乙
亥
、
卯
の
二
貼
、
馬
四
疋
を
借
り
て
東
華
門
に
参
ず
。
途

中
、
客
省
の
使
い
三
人
束
向
し
三
つ
の
重
門
を
入
る
。
第
四
の
門
従
り
す
。

廊
の
東
面
に
休
息
の
虞
有
り
、
幕
を
曳
き
僑
子
を
立
て
て
装
束
し
、
齋
を

四
前
に
備
う
。
銀
器
を
以
て
珍
菓
・
美
菜
を
盛
り
、
多
く
以
て
調
備
す
。

み
か
ど御

の
出
ず
る
を
待
つ
の
間
、
一
時
許
り
休
居
す
。
荘
厳
せ
る
車
敷
百
、
そ

R
 

の
中
に
出
入
す
。
黄
金
を
以
て
装
束
せ
る
車
、
入
る
。
皇
帝
の
妹
入
内
す

て
あ
ら
い

る
と
、
云
々
。
黄
金
の
洗
手
、
井
び
に
金
の
踏
床
、
七
賓
の
具
足
、
御
車

の
前
後
に
在
り
。
妹
女
の
車
七
・
八
雨
、
相
い
列
ぶ
。

辰
の
三
貼
、
催
さ
る
る
に
依
り
門
に
入
る
。
南
庭
に
敷
百
人
が
拉
び
立
つ
。

殆
ん
ど
千
人
に
及
ぶ
か
。
御
の
出
有
り
。
白
杉
を
著
け
、
常
冠
を
用
か

る
。
銀
の
踏
床
有
り
、
崇
政
殿
に
於
て
南
面
し
て
坐
す
。
延
和
殿
の
北
の

此
間 （イ）

＿伴

人
賜
紫
衣
宣
旨
、
即
於
御
前
著
三
件
り
、
又
出
進
御
前
、
雨
人
呼
萬
歳
、

三
衣
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。

゜ ゜ ゜② ① 注

一九
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殿
な
り
。
官
人
各
お
の
拝
謝
し
了
る
。
慶
賀
の
由
を
申
す
。
各
お
の
一
人

づ
つ
出
で
て
拝
謝
す
。
三
面
に
立
て
る
兵
士
、
拝
謝
し
了
ん
ぬ
。

催
さ
る
る
に
依
り
僧
ら
少
し
く
進
み
、
御
に
向
い
て
拉
び
立
つ
。
前
の
如

さ

It

く
三
度
、
萬
歳
を
呼
ぶ
。
退
蹄
の
虞
、
小
師
二
人
に
紫
衣
を
賜
う
の
宣
旨

有
り
。
即
ち
御
前
に
於
て
三
衣
を
著
け
、
又
、
御
前
に
出
で
進
む
。
雨
人

は
萬
歳
を
呼
ぶ
。

や

此
の
間
、
成
尋
は
頗
や
東
に
退
き
立
つ
。
御
薬
を
以
て
勅
使
と
為
し
、
雨

年
の
後
、
必
ら
ず
参
来
す
可
し
と
の
宣
旨
有
り
。
参
ず
可
き
由
を
奏
し
了

わ
れ

ん
ぬ
。
御
前
に
於
て
絹
三
十
疋
と
錢
等
を
賜
う
。
ム
の
錢
に
至
り
て
は
、

絹
の
上
に
三
貫
許
り
を
置
く
。
即
ち
退
出
す
。

ま
か
な
い

安
下
の
虞
に
舎
人
一
人
有
り
て
、
齋
の
伴
を
為
す
。
齋
を
喫
し
了
ん
ぬ
。

本
院
に
蹄
り
了
ん
ぬ
。
祗
候
庫
の
庫
子
三
人
、
車
に
絹
三
十
疋
．
錢
六
十

貫
を
入
れ
て
来
た
る
。
成
尋
の
絹
十
疋
、
錢
三
十
貫
、
聖
秀
と
長
命
各
お

の
絹
十
疋
．
錢
十
貫
、
通
事
の
陳
詠
は
錢
十
貫
な
り
。

一
九
九
八
）
第
五
章
「
外
国
使
節
の

「
唐
の
北
方
問
題
と
国
際
秩
序
』
（
汲
古
書
院

皇
帝
謁
見
儀
式
復
元
」

『
宋
會
要
』
蕃
夷
七
・
十
月
二
十
二
日
、
〔
日
〕
本
國
僧
成
尋
猷
銀
香
櫨
木
栂
子
白
琉

璃
五
香
水
精
紫
檀
琥
珀
装
束
念
珠
青
色
織
物
綾
」



⑪ ⑩ ⑨
 

⑧
 

⑦
 

⑥
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巻
三
・
八
月
十
四
日
条
に
も
み
え
る
。

底
本
・
抄
本
と
も
に
「
如
案
多
錢
有
残
」
に
作
る
が
、
こ
こ
は
諸
本
に
従
い
錢
の
字

を
術
と
し
た
い
。

左
街
の
明
聖
観
音
院
に
滞
在
と
す
る
。
塚
本
善
隆
「
清
涼
寺
釈
迦
像
封
蔵
の
東
大

寺
裔
然
の
手
印
立
誓
書
」
「
宋
初
の
仏
教
と
裔
然
」
（
『
塚
本
善
隆
著
作
集
』
大
東
出

版
社
一
九
七
五
•
第
七
巻
•
第
四
章
•
第
五
章
）
木
宮
之
彦
『
入
宋
僧
裔
然
の
研

究
』
（
鹿
島
出
版
会
・
一
九
八
三
）

西
岡
虎
之
助
「
入
宋
僧
寂
照
に
就
い
て
の
研
究
」
一
・
ニ
（
『
史
学
雑
誌
』
三
四
ー

九
・
一

0
)
木
宮
泰
彦
『
日
華
文
化
交
流
史
』
（
富
山
房
・
一
九
五
五
）

「
金
剛
智
・
不
空
渡
天
行
釈
疑
ー
中
印
交
渉
を
手
懸
り
に
」
『
奥
田
慈
応
先
生
喜

寿
記
念
仏
教
思
想
論
集
」
一
九
七
六
年
。

太
平
興
国
五
年
（
九
八
0
)
五
月
、
中
天
竺
国
僧
囁
護
囁
。
淳
化
二
年
（
九
九
一
）

五
月
、
南
天
竺
那
蘭
陀
寺
僧
補
陀
羅
吃
多
。
至
道
元
年
（
九
九
五
）
、
天
竺
僧
迦
羅

拳
扇
。
大
中
祥
符
三
年

(
1
0
1
0
)
九
月
、
中
天
竺
僧
覚
称
・
法
界
。
天
聖
三

年

(
1
0
二
五
）
九
月
、
西
印
度
僧
愛
賢
智
・
信
護
。
同
五
年

(
1
0
二
七
）
ニ

月
、
法
吉
祥
等
五
人
。
景
祐
三
年

(
1
0
三
六
）
正
月
、
僧
善
称
等
九
人
、
と
あ

る『
宋
會
要
』
蕃
夷
四
・
回
鵜
「
乾
徳
三
年
十
一
月
、
遣
僧
法
淵
貢
佛
牙
及
瑠
璃
器
琥

珀
釜
」
。
「
咸
平
元
年
四
月
、
甘
州
回
鵜
可
汗
王
遣
僧
法
勝
等
来
貢
」
。
「
景
徳
元
年
九

月
、
甘
州
夜
落
乾
遣
進
奉
大
使
宣
教
大
師
賓
蔵
、
副
使
李
緒
、
判
官
都
監
将
軍
廻
乾

引
領
進
奉
充
都
継
管
結
諾
等
百
二
十
九
人
来
貢
」
。

「
夜
落
乾
遣
僧
雇
大
秦
、
来
猷
馬
十
五
匹
、
欲
於
京
城
建
佛
寺
、
祝
延
聖
壽
、
求
賜

名
額
、
不
許
」
。
そ
の
後
も
「
大
中
祥
符
三
年
十
一
月
六
日
、
甘
州
廻
鵜
僧
法
光
来

貢」。
「
慶
暦
四
年
十
一
月
十
四
日
、
賄
毯
等
遣
蕃
僧
貢
名
馬
」
「
慶
暦
七
年
十
月
七
日
、
磨

毬
國
遣
使
僧
蘭
種
等
貢
方
物
」
、
「
開
賓
四
年
十
一
月
一
日
（
原
注
）
山
堂
考
索
、

是
年
子
閻
國
僧
吉
祥
、
以
其
王
書
来
上
、
自
言
、
破
疏
勒
得
舞
象
一
、
欲
以
為
貢
、

従
之
」
「
苑
寧
二
年
二
月
二
十
二
日
、
占
城
國
王
、
使
波
羅
門
金
歌
麻
、
貢
龍
脳
・

斌
珊
・
象
牙
」
（
『
宋
會
要
』
蕃
夷
七
）
、
興
味
深
い
の
は
「
乾
徳
九
年
五
月
、
西
州
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回
鶴
輿
波
羅
門
及
波
斯
外
道
阿
里
煙
、
朝
貢
、
錫
賓
有
差
、
館
於
護
賓
院
、
西
州

進
奉
使
易
難
、
具
道
本
國
主
稲
競
服
飾
習
尚
風
俗
城
邑
道
里
、
一
如
亀
慈
國
、
其
婆

羅
僧
琥
永
世
、
亦
具
道
本
國
事
」
（
同
蕃
夷
四
・
高
島
）
、
と
あ
り
、
次
節
に
述
べ

る
国
情
問
訊
や
「
四
夷
述
職
圏
」
の
作
成
が
進
め
ら
れ
た
具
体
例
の
―
つ
で
あ
る
。

ま
た
「
太
宗
太
平
興
國
元
年
五
月
、
西
州
・
編
慈
、
遣
使
易
難
興
婆
羅
門
波
斯
外

道
、
来
貢
」
（
同
蕃
夷
四
・
亀
慈
）
と
も
あ
る
。
お
そ
ら
く
イ
ス
ラ
ム
教
の
聖
職
者

で
あ
ろ
う
。

「
宋
會
要
』
職
官
二
五
・
鴻
臆
寺
・
穂
賓
院
「
十
一
月
覗
賓
院
言
、
回
乾
僧
花
蔵
貢

奉
赴
醐
、
乞
赴
五
憂
山
瞳
種
、
箕
宗
曰
、
戎
褐
之
人
崇
尚
繹
敦
、
亦
中
國
之
利
也
、

可
給
資
根
、
聰
其
請
」
。

「
宋
會
要
』
蕃
夷
四
・
回
髄
「
天
聖
三
年
三
月
、
秦
州
廻
乾
紫
衣
僧
法
會
、
以
乾
元

節
、
貢
馬
十
疋
、
因
詔
秦
州
、
自
今
如
有
以
比
僧
進
奉
者
、
不
須
登
遣
詣
開
」

「
文
書
・
記
録
の
日
中
文
化
交
流
ー
博
徳
書
と
参
天
台
五
豪
山
記
」
（
「
東
西
学
術

研
究
所
紀
要
』
＝
三
号
）

宋
郊
宋
痒
の
こ
と
。
『
宋
史
』
巻
二
八
六
。

『
宋
會
要
』
蕃
夷
七
・
注
輩
國

巻
七
・
熙
寧
六
年
三
月
二
十
＿
―
-
日
条
及
び
巻
八
・
熙
寧
六
年
四
月
一
日
条
。

「
夢
渓
筆
談
』
巻
一
。
「
今
學
士
初
拝
、
自
東
華
門
入
、
至
左
承
天
門
、
下
馬
」

「
宋
史
』
巻
―
―
九
・
礼
志
ニ
ニ
。
な
お
外
国
使
節
の
宴
享
・
送
迎
業
務
は
往
来
国

信
所
の
ほ
か
亭
駅
・
懐
遠
駅
・
礼
賓
院
に
分
隷
し
た
が
、
こ
の
駅
と
は
契
丹
使

の
場
合
は
、
懐
遠
駅
で
あ
っ
た
。

閤
門
の
沿
革
等
に
つ
い
て
は
梅
原
郁
『
宋
代
官
僚
制
度
研
究
」
第
二
章
第
三
節
・

閤
職
に
詳
し
い
。

『
宋
史
』
巻
二
0
四
・
藝
文
志
に
は
「
梁
漉
閤
門
儀
制
十
二
巻
、
又
井
目
録
十
四
巻
」

と
あ
り
、
ほ
か
に
失
名
の
『
閤
門
集
例
井
目
録
」
『
閤
門
儀
制
四
巻
』
も
著
録
す
る
。

な
お
『
績
資
治
通
鑑
長
編
』
（
以
下
『
長
編
』
）
巻
五
六
゜

「
長
編
」
巻
二
五
五
・
熙
寧
七
年
八
月
癸
巳
条
に
「
右
諫
議
大
夫
集
賢
學
士
宋
敏

求
、
上
編
修
閤
門
儀
制
十
冊
」
と
あ
る
。
な
お
宋
敏
求
は
元
豊
元
年

(
-
0
七
八
）

に
は
『
朝
會
儀
』
二
篇
、
『
令
式
』
四
十
篇
を
上
呈
し
て
い
る
（
『
宋
史
』
礼
志
一

二
0
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宋
朝
の
賓
礼

九）。
『
長
編
』
巻
一
四
。
『
義
纂
』
は
の
ち
『
通
證
義
疏
j

と
改
称
さ
れ
た
（
『
長
編
』
巻

六
0
・
景
徳
二
年
七
月
丙
子
）
。
『
宋
史
」
巻
二

0
四
・
芸
文
志
三
は
「
劉
温
斐
開
賓

通
覗
二
百
巻
」
「
慮
多
遜
開
賓
通
證
儀
纂
一
百
巻
」
と
す
る
。

元
豊
中
の
編
纂
に
は
『
閤
門
儀
』
『
朝
會
禍
文
」
『
儀
注
』
『
徽
琥
賓
冊
儀
』
『
祭
祀
』

計
一
九
一
巻
、
『
祀
儀
』
よ
り
『
南
郊
式
』
『
大
覗
式
」
『
郊
廟
奉
祀
證
文
』
『
明
堂

袷
享
令
式
』
『
天
興
殿
儀
』
「
四
孟
朝
獣
儀
l

『
景
霙
宮
供
奉
勅
令
格
式
j

『
祈
穣
」

に
い
た
る
四
0
巻。

『
宋
史
』
巻
二
五
五
・
蟹
夷
四
で
は
『
諸
國
貢
奉
録
』
に
作
り
、
併
せ
て
『
客
省
四

方
館
撰
儀
』
に
も
言
及
す
る
。
な
お
西
南
蕃
に
つ
い
て
は
『
宋
會
要
』
蕃
夷
五
゜

『
東
京
夢
華
録
』
巻
二
に
は
東
華
門
街
に
晨
暉
門
が
あ
っ
た
と
い
う
。

『
東
京
夢
華
録
』
巻
一
・
大
内
お
よ
び
巻
ニ
・
宜
徳
棲
前
省
府
宮
宇
・
東
角
棲
街
巻

『
楓
窟
小
贖
」
上
「
乾
元
門
内
正
南
門
日
大
慶
、
東
西
横
門
日
左
右
昇
龍
」
と
あ
り
、

ま
た
「
宋
史
』
地
理
志
に
は
左
・
右
升
龍
門
と
す
る
。
こ
の
門
が
下
馬
所
で
あ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

『
皇
朝
編
年
網
目
備
要
』
巻
二
八
。
『
鐵
囲
山
叢
談
』
。
『
長
編
拾
補
』
巻
三
四
゜

『
楓
窟
小
贖
』
巻
下
に
も
あ
り
。

『
宋
会
要
』
俄
制
一
・
文
徳
殿
視
朝
。
『
丹
鉛
継
録
』
に
「
唐
之
朝
政
、
宣
政
前
殿
、

謂
之
街
…
紫
痰
便
殿
、
也
謂
之
閤
、
朔
望
不
御
前
殿
、
而
御
紫
哀
、
謂
之
入
閤
」
。

最
近
の
研
究
で
は
石
見
清
裕
「
蕃
望
に
つ
い
て
」
（
『
唐
の
北
方
問
題
と
国
際
秩
序
』

第
三
部
第
四
章
）
。

宋
の
政
和
年
間
(
-
―
―

-
1
一
八
）
、
五
礼
詳
定
の
と
き
「
紫
痰
殿
大
遼
使
朝
見

儀
」
「
紫
康
殿
正
旦
宴
大
遼
使
儀
」
「
紫
哀
殿
大
遼
朝
辟
儀
」
「
崇
政
殿
恨
日
大
遼
朝

見
儀
」
「
崇
政
殿
候
日
大
遼
使
朝
辟
儀
」
が
あ
っ
た
と
い
う
（
『
宋
史
』
巻
―
―
九
）
。

西
夏
・
高
麗
・
金
の
諸
国
に
も
同
様
の
も
の
が
詳
定
さ
れ
て
い
た
と
み
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。

『
宋
史
』
礼
志
・
賓
礼
四
・
夏
国
進
奉
使
見
辞
儀
に
「
凡
蕃
使
見
辟
、
同
日
者
、
先

夏
國
、
次
高
麗
、
次
交
趾
、
次
海
外
蕃
客
、
次
諸
蕃
」
と
あ
る
が
、
北
宋
に
お
い

て
は
夏
国
の
前
に
契
丹
、
契
丹
亡
び
て
の
ち
は
金
国
が
上
位
に
置
か
れ
た
の
で
あ

※
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る。『
夢
渓
筆
談
』
巻
二
二
に
よ
れ
ば
、
行
在
所
な
ど
に
も
置
か
れ
た
ら
し
い
。

皇
帝
の
妹
。
英
宗
に
は
四
女
が
あ
り
、
舒
国
公
主
は
早
く
亡
く
な
っ
て
い
る
の
で

長
女
の
陳
国
（
元
豊
八
年
卒
）
、
次
女
魏
国
（
元
豊
三
年
卒
）
、
三
女
韓
国
（
宣
和

五
年
卒
）
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
（
『
宋
史
』
巻
二
四
八
・
公
主
）

延
和
殿
北
殿
崇
政
殿
を
前
殿
、
延
和
殿
を
後
殿
と
す
る
以
上
、
崇
政
殿
の
北
の

殿
が
延
和
殿
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
北
殿
」
は
「
南
殿
」
と
改
め
る
か
、
成
尋

の
誤
り
で
あ
る
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

割
子
牒
文
な
ど
に
用
い
ら
れ
た
は
ず
の
拾
頭
な
ど
の
文
書
様
式
に
つ
い
て
は
王
麗

拝
氏
『
宋
代
の
中
日
交
流
史
研
究
』
（
勉
誠
出
版
・
ニ

0
0
二
）
第
一
章
第
二
節
・

文
書
の
形
式
に
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
今
は
割
愛
し
て
お
き
た
い
。



Binli - ceremonies to receive foreign delegates -

in the Sung dynasty - in connection with Chengxun's levee 

Masumi Fujiyoshi 

How were foreign delegates treated in China? It is a simple question, but actually it 

is a critical issue deeply concerned not only with the diplomatic relations with the 

countries concerned but with the national stre瑶 thin international situations and 

the mainstay of politics. It is natural that the successive dynasties of China paid 

close attention to how to treat foreign delegates. 

During the Tang dynasty, rules governing diplomatic protocols were called Binli. 

Binli provided rules of courtesy for greeting and bidding farewell to delegates, 

receptions, and levees during Tang dynasty, and is described in'Dai Tang Kai 

Yuan Li'. Efforts are being made to restore it. It appears that Binli also had an 

influence on the Sung dynasty. But even after examining'Son Hui Shua', it is 

difficult to determine if specific details of Bini were similar to Fang Wan of Tang 

dynasty, especially if different levels of courtesy were set according to the 

importance of visiting countries and the frequency of visits. Fortunately, the Tang 

dynasty official documents and private letters are attached to Chengxun's book of 

travels in China,'Can Tian Tai Wu Tai Shan Ji', and there are some overlaps with 

the small volume of remaining Sung dynasty materials. So it is possible to learn 

about Sung Dynasty Binli from the descriptions by Chengxun. 

In this paper, literature on the Sung Binli is examined and compared with the 

descriptions by Chengxun. This paper then discusses the order of the levee 

conducted at Yan He Dian inside Don Hua Men, procedures leading up to the levee, 

handling of offerings, banquets at Court, grants from the Emperor, and taboos. 




