
書

評
金
子
修
一
主
編
『
大
唐
元
陵
儀
注
新
釈
』

遠

藤

慶

太

平
成
二
十
七
年
四
月
十
日
発
行

皇
學
館
論
叢
第
四
十
八
巻
第
二
号

抜
刷



書

評

皇
學
館
論
叢

第
四
十
八
巻
第
二
号

平

成

二

十

七

年

四

月

十

日

金
子
修
一
主
編
﹃
大
唐
元
陵
儀
注
新
釈
﹄

遠

藤

慶

太

は

じ

め

に

前
近
代
の
東
ア
ジ
ア
で
︑
儒
教
が
ひ
と
つ
の
規
範
と
な
っ
た
こ
と
は
異

論
の
余
地
が
な
い
︒
し
た
が
っ
て
儒
教
的
価
値
が
実
践
さ
れ
た
儀
礼
は
︑

時
代
や
地
域
を
越
え
た
比
較
研
究
が
成
り
立
つ
で
あ
ろ
う
︒

と
は
い
え
容
儀
や
什
器
を
含
め
た
儀
礼
の
考
証
は
︑
研
究
者
の
総
知
を

注
ぎ
込
ん
で
な
お
︑
不
明
な
部
分
が
残
さ
れ
る
︒
経
書
と
そ
の
注
疏
で
展

開
さ
れ
た
礼
の
あ
り
か
た
を
正
し
く
理
解
し
︑
新
発
見
の
相
次
ぐ
中
国
の

考
古
事
情
に
も
精
通
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
︒
そ
の
う
え
で
日
本
古

代
の
儀
礼
ま
で
を
視
野
に
収
め
る
こ
と
の
で
き
る
研
究
者
・
研
究
グ
ル
ー

プ
の
存
在
は
貴
重
で
あ
る
︒

平
成
二
十
五
年
二
月
に
刊
行
さ
れ
た
金
子
修
一
主
編
﹃
大
唐
元
陵
儀
注

新
釈
﹄︵
汲
古
書
院
︶
は
︑
そ
の
貴
重
な
研
究
グ
ル
ー
プ
の
十
年
以
上
に

お
よ
ぶ
討
議
の
成
果
で
あ
る
︒
儒
教
に
則
っ
て
行
わ
れ
る
中
国
皇
帝
の
喪

葬
儀
礼
や
宗
廟
祭
祀
な
ど
︑
日
本
古
代
史
の
分
野
に
も
得
る
も
の
は
多

く
︑
す
で
に
山
下
洋
平
・
丸
山
裕
美
子
両
氏
に
よ
っ
て
紹
介
・
書
評
が
公

表
さ
れ
て
い
る
︵
１
︶

︒

評
者
・
遠
藤
は
︑
平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
三
日
に
東
京
大
学
史
料
編

纂
所
大
会
議
室
で
開
催
さ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹁
東
ア
ジ
ア
儀
礼
文
化
の

実
相
と
展
開
︱
﹁
大
唐
元
陵
儀
注
﹂
の
可
能
性
︱
﹂
に
お
い
て
︑﹃
大
唐

元
陵
儀
注
新
釈
﹄
に
関
す
る
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
行
っ
た
︵
２
︶

︒
今
回
そ
の
内

容
を
ま
と
め
︑
価
値
あ
る
本
書
の
紹
介
と
し
た
い
︒
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一
︑
﹁
大
唐
元
陵
儀
注
﹂
と
顔
真
卿

ま
ず
﹃
大
唐
元
陵
儀
注
新
釈
﹄
が
註
釈
し
た
﹁
大
唐
元
陵
儀
注
﹂
に
つ

い
て
説
明
し
て
お
こ
う
︒

﹁
大
唐
元
陵
儀
注
﹂
と
は
唐
皇
帝
の
葬
送
記
録
で
あ
る
︒
唐
・
大
暦

十
四
年
︵
七
七
九
︶
五
月
︑
代
宗
︵
在
位
七
六
二
︱
七
七
九
︶
が
崩
じ
︑

同
年
十
月
﹁
元
陵
﹂
に
葬
ら
れ
た
︒﹁
大
唐
元
陵
儀
注
﹂
は
こ
の
と
き
の

服
喪
を
め
ぐ
る
議
論
や
儀
式
次
第
を
詳
細
に
記
録
し
て
い
る
︒
た
だ
し
逸

文
で
︑
杜
佑
︵
七
三
五
︱
八
一
二
︶
が
撰
述
し
た
﹃
通
典
﹄︵
八
〇
一
成

立
︶
に
記
事
が
引
用
さ
れ
て
残
っ
た
︒﹃
通
典
﹄
で
﹁
大
唐
元
陵
儀
注
﹂
と

明
記
さ
れ
た
記
事
は
二
十
二
条
文
︑
そ
の
ほ
か
に
も
関
係
の
記
事
が
あ
る
︒

本
来
︑
皇
帝
の
喪
葬
儀
礼
は
﹁
凶
事
は
臣
下
の
宜
し
く
言
ふ
べ
き
に
あ

ら
ず
︑
遂
に
其
の
国
恤
一
篇
を
去
る
︒
是
に
よ
り
天
子
の
凶
礼
は
闕
く
﹂

︵﹃
新
唐
書
﹄
礼
楽
志
︶
と
あ
り
︑
た
し
か
に
﹃
大
唐
開
元
礼
﹄
に
は
該
当

す
る
記
載
が
な
い
︒
と
こ
ろ
が
﹁
大
唐
元
陵
儀
注
﹂
を
た
ど
れ
ば
︑
代
宗

の
喪
葬
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
の
で
あ
る
︒

﹁
大
唐
元
陵
儀
注
﹂
の
撰
者
は
︑
唐
の
名
臣
・
顔
真
卿
︵
七
〇
九
︱

七
八
五
︶
と
さ
れ
る
︒
真
卿
は
義
に
殉
じ
た
忠
節
が
高
く
評
価
さ
れ
︵
浅

見
絅
斎
﹃
靖
献
遺
言
﹄
な
ど
︶︑
能
書
と
し
て
書
の
歴
史
で
も
大
き
な
位

置
を
占
め
る
︒

な
に
よ
り
顔
真
卿
の
家
系
は
︑
著
述
・
文
筆
の
業
績
で
知
ら
れ
て
き
た
︒

﹃
顔
氏
家
訓
﹄︵
顔
之
推
︶・﹃
漢
書
顔
師
古
注
﹄︵
顔
師
古
︶・﹃
干
禄
字
書
﹄

︵
顔
元
孫
︶
は
︑
こ
の
一
族
の
著
述
で
あ
る
︒
真
卿
自
身
︑
曾
祖
父
の
碑

文
に
お
い
て
﹁
多
く
は
名
徳
・
著
述
・
学
業
・
文
翰
を
以
て
儒
林
に
交
映

す
︒
故
に
当
代
︑
こ
れ
を
学
家
と
謂
ふ
﹂︵﹁
顔
勤
礼
碑
﹂
陝
西
省
博
物
館
︶

と
述
べ
︑﹁
学
家
﹂
の
世
評
を
誇
り
と
し
た
︒

﹁
大
唐
元
陵
儀
注
﹂
の
撰
者
を
顔
真
卿
と
推
定
し
た
の
は
清
・
黄
本
驥

で
あ
る
︒
黄
本
驥
は
︑
真
卿
の
文
章
を
集
め
た
﹃
顔
魯
公
集
﹄
に
﹁
儀
注
﹂

を
収
録
し
︑﹁
代
宗
大
暦
十
四
年
十
月
己
酉
を
以
て
元
陵
に
葬
る
︒
其
の

時
︑
魯
公
礼
儀
使
為
り
︒
則
ち
此
の
儀
︑
公
の
手
筆
為
る
こ
と
疑
い
無
し
﹂

と
述
べ
た
︵
３
︶

︒

重
要
な
点
な
の
で
︑
黄
本
驥
が
根
拠
と
し
た
史
料
を
挙
げ
て
お
き

た
い
︒

︹
唐
会
要
︺
巻
第
三
十
七

礼
儀
使

十
四
年
五
月
十
二
日
︑
吏
部
尚
書
顔
真
卿
を
礼
儀
使
に
徐
す
︒
建
中

元
年
︵
＝
七
八
〇
︶
停
め
︑
自
后
は
置
か
ず
︒

︹
全
唐
文
︺
巻
第
五
百
十
四

殷
亮
﹁
顔
魯
公
行
状
﹂

今
上
︵
＝
徳
宗
︶
諒
闇
の
際
︑
公
︵
＝
顔
真
卿
︶
に
詔
し
て
礼
儀
使

と
為
す
︒
⁝
⁝
公
︑
介
情
を
為
さ
ず
︑
惟
だ
礼
経
を
捜
し
︑
直
道
を

執
り
て
行
ふ
の
み
︒
今
上
察
し
て
こ
れ
に
委
ぬ
︒
山
陵
畢
り
︑
光
禄
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大
夫
を
授
か
り
︑
太
子
少
師
に
遷
る
︒
前
に
依
り
て
礼
儀
使
と
為

す
︒
前
後
に
制
す
る
所
の
儀
注
︑
門
生
左
輔
元
を
し
て
﹃
礼
儀
﹄
十

巻
と
為
さ
し
む
︒
今
に
存
す
︒

こ
れ
ら
の
記
事
に
よ
り
︑
顔
真
卿
が
﹁
礼
儀
使
﹂
に
任
じ
ら
れ
て
代
宗

の
喪
葬
に
関
わ
り
︑
礼
に
関
す
る
経
書
を
参
照
し
て
儀
式
次
第
を
整
え
た

こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
る
︒

﹁
大
唐
元
陵
儀
注
﹂
の
史
料
的
価
値
は
︑
唐
皇
帝
の
喪
葬
儀
礼
を
記
録

し
た
他
に
類
の
な
い
文
献
で
あ
る
こ
と
︑
そ
し
て
そ
れ
は
学
問
の
家
系
に

生
ま
れ
た
唐
の
名
臣
・
顔
真
卿
の
撰
に
な
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
︒
早
く

金
子
修
一
氏
が
﹁
大
唐
元
陵
儀
注
﹂
の
史
料
的
性
格
を
紹
介
し
︑
続
い
て

来
村
多
加
史
氏
が
考
古
学
の
立
場
よ
り
﹁
大
唐
元
陵
儀
注
﹂
の
解
説
を
公

表
し
て
い
る
︵
４
︶

二
︑
﹃
大
唐
元
陵
儀
注
新
釈
﹄
の
内
容
概
略

金
子
修
一
主
編
﹃
大
唐
元
陵
儀
注
新
釈
﹄
は
︑
研
究
グ
ル
ー
プ
の
十
年

以
上
に
お
よ
ぶ
討
議
の
成
果
で
あ
る
︒
同
グ
ル
ー
プ
に
よ
り
二
〇
〇
二
年
～

二
〇
一
〇
年
に
か
け
て
公
表
さ
れ
た
﹁
大
唐
元
陵
儀
注
試
釈
﹂
の
蓄
積
を

再
検
討
し
︑
来
村
多
加
史
氏
の
研
究
を
踏
ま
え
て
刊
行
さ
れ
た
︒
本
書
の

構
成
は
次
の
通
り
で
あ
る
︒

は
し
が
き

第
一
章

﹁
大
唐
元
陵
儀
注
﹂
に
つ
い
て

第
一
節

﹁
大
唐
元
陵
儀
注
﹂
解
説
︵
金
子
修
一
︶

第
二
節

﹁
大
唐
元
陵
儀
注
﹂
解
題

文
献
解
題
︵
江
川
式
部
︶・

各
論
解
題
︵
金
子
修
一
︶

第
三
節

各
項
目
の
概
要
︵
江
川
式
部
ほ
か
︶

第
四
節

大
唐
元
陵
関
係
年
表
︵
江
川
式
部
︶

第
二
章

各

論

１
喪
廃
祭
儀
～
29
諡
冊
文

︵
担
当
は
︑
江
川
式
部
・
稲
田
奈
津
子
・
金
子
由
紀
・
河
内
春
人
・
鈴

木

桂
・
野
田
有
紀
子
・
榊
佳
子
・
牧
飛
鳥
・
小
倉
久
美
子
・
小
幡

み
ち
る
の
各
氏
︶

終
章
及
び
余
論

︵
金
子
修
一
︶

附
録
一

唐
乾
陵
の
文
化
景
観
の
も
つ
内
容
と
特
性

︵
劉

向
陽
︶

附
録
二

唐
皇
帝
陵
踏
査
記

︵
榊
佳
子
ほ
か
︶

あ
と
が
き

︵
江
川
式
部
︶

金
子
修
一
氏
に
よ
る
﹁
大
唐
元
陵
儀
注
﹂
解
説
は
︑
唐
皇
帝
の
喪
葬
か

ら
即
位
に
い
た
る
一
連
の
儀
礼
に
つ
い
て
基
礎
的
事
項
を
確
認
し
︑
次
い

で
﹁
大
唐
元
陵
儀
注
﹂
の
成
立
状
況
を
解
き
明
か
す
︒﹁
大
唐
元
陵
儀
注
﹂

金
子
修
一
主
編
﹃
大
唐
元
陵
儀
注
新
釈
﹄︵
遠
藤
︶
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を
採
録
し
た
杜
佑
の
﹃
通
典
﹄
ま
で
を
視
野
に
収
め
︑
代
宗
を
継

承
し
た
次
代
の
皇
帝
・
徳
宗
︵
在
位
七
七
九
︱
八
〇
五
︶
の
皇

帝
祭
祀
に
つ
い
て
︑
安
史
の
乱
後
に
唐
の
祭
祀
儀
礼
が
復
興
さ
れ

る
時
期
と
評
価
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
続
く
江
川
式
部
氏
の
﹁
文
献

解
題
﹂
は
︑
﹁
大
唐
元
陵
儀
注
﹂
を
収
録
す
る
テ
キ
ス
ト
に
つ
い

て
概
説
し
︑
清
・
黄
本
驥
に
よ
る
再
発
見
以
後
の
研
究
史
を
ま
と

め
て
い
る
︒
両
篇
あ
い
ま
っ
て
︑﹁
大
唐
元
陵
儀
注
﹂
を
ひ
も
と

き
︑
﹁
新
釈
﹂
が
展
開
す
る
註
釈
へ
と
読
み
進
め
る
た
め
に
は
︑

必
須
の
導
入
と
な
っ
て
い
る
︒

率
直
に
い
え
ば
︑﹁
大
唐
元
陵
儀
注
﹂
の
内
容
を
一
読
し
て
理

解
す
る
の
は
容
易
で
は
な
い
︒
そ
こ
で
﹃
大
唐
元
陵
儀
注
新
釈
﹄

で
は
︑
訓
読
や
註
釈
は
も
と
よ
り
︑
現
代
語
訳
ま
で
設
け
て
喪
葬

の
議
論
や
儀
式
進
行
を
描
き
出
し
て
い
る
︒
そ
の
豊
か
な
内
容
を

理
解
す
る
た
め
に
は
︑
読
者
の
側
で
も
受
け
身
で
は
な
く
︑
あ
る

程
度
の
準
備
が
必
要
で
あ
る
︒

そ
こ
で
私
は
︑
喪
葬
儀
礼
全
体
の
大
ま
か
な
見
取
り
を
作
り
︑

こ
の
節
は
ど
の
段
階
に
あ
た
る
の
か
自
分
な
り
に
確
か
め
つ
つ
読

み
進
め
た
︒
﹃
大
唐
元
陵
儀
注
新
釈
﹄
の
﹁
第
一
章

第
三
節
﹂

︵
各
項
目
の
概
要
︶
を
た
よ
り
に
︑
本
書
の
中
心
で
あ
る
﹁
第
二

章

各
論
﹂
１
喪
廃
祭
儀
～
29
諡
冊
文
で
何
が
行
わ
れ
た
の
か
を

一
覧
と
し
た
の
で
あ
る
︒
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通典 新釈 標 題 概 要

52 1 喪廃祭儀 定例祭祀催行の是非を議論 大唐元陵之制

80 2 総論喪期 代宗による遺詔の喪期部分引用 大唐元陵遺制

80 3 奔大喪 宗室の服喪方法を議論

81 4 諸侯及公卿大夫為天子服議 服喪期間短縮の先例引用 大唐元陵遺詔

81 5 宗室童子為天子服制議 皇孫の服喪期間を議論 大唐元陵之制

83 6 復 魂呼ばい・代宗崩御の布告

84 7 沐浴 遺体の清拭

84 8 含 遺体に玉・粱飯を含ませ、襲衣を着せる

84 9 小歛 死去翌日夜明けの遺体の着せ替え

85 10 小歛奠 小歛後の献饌

85 11 大歛 納棺

85 12 殯 柩を安置し欑宮を作る

85 13 大歛奠 大歛後の献饌

84 14 設銘 故人の名を記した旗を立てる

84 15 懸重 粥を入れた器を横木に懸ける

87 16 小祥変 服喪の第一段階緩和、倚廬から堊室へ

87 17 大祥変 服喪の第二段階緩和、堊室の撤去

87 18 禫変 喪明け

85 19 将葬筮宅 選定された陵地の吉凶を占う

85 20 啓殯朝廟 埋葬に備え欑宮から柩を取り出す

86 21 薦車馬明器及飾棺 埋葬に備え柩を大極殿から降ろす

86 22 祖奠 大極殿から降ろした柩への献饌

86 23 遣奠 葬送当日の献饌と哀冊文の読み上げ

― 24 哀冊文 哀冊文の全文 文苑英華

86 25 挽歌 山陵への葬列編成 大唐元陵之制

86 26 葬儀 柩を玄室に安置する

87 27 虞祭 埋葬から帰還後の死者の魂鎮め

87 28 祔祭 神主を宗廟に安置する

104 29 諡冊文 諡冊文の全文



こ
の
一
覧
表
を
み
る
と
瞭
然
と
す
る
の
で
あ
る
が
︑﹁
新
釈
﹂
で
註
釈

さ
れ
て
い
る
各
項
目
は
︑
大
き
く
三
つ
の
内
容
に
分
か
れ
る
︒

一
つ
め
は
本
格
的
な
儀
礼
が
始
ま
る
以
前
で
︑
①
服
喪
に
関
す
る
議
論

で
あ
る
︵
１
喪
廃
祭
儀
～
５
宗
室
童
子
為
天
子
服
制
議
︶︒

二
つ
め
は
②
実
際
の
喪
葬
儀
礼
で
あ
る
︵
６
復
～
28
祔
祭
︶︒﹃
旧
唐

書
﹄
に
よ
れ
ば
︑
大
暦
十
四
年
︵
七
七
九
︶
五
月
壬
戌
︵
二
十
二
日
︶
に

代
宗
の
柩
が
大
極
殿
に
遷
さ
れ
︑
発
喪
が
行
わ
れ
た
︒
遺
体
を
前
に
し
た

儀
礼
は
︑
こ
こ
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
の
で
あ
る
︒﹃
旧
唐
書
﹄
は
こ
の
後
︑

十
月
己
酉
︵
十
三
日
︶
に
元
陵
に
葬
り
︑
十
二
月
丁
酉
︵
一
日
︶
に
太
廟

に
祔
す
と
の
記
事
が
あ
る
︒

三
つ
め
は
③
喪
葬
儀
礼
で
読
み
あ
げ
ら
れ
た
文
章
で
あ
る
︵
24
哀
冊

文
・
29
諡
冊
文
︶
︒

こ
の
よ
う
に
区
分
し
た
と
き
︑
①
服
喪
に
関
す
る
議
論
・
②
実
際
の
喪

葬
儀
礼
と
で
は
︑
性
格
が
異
な
る
こ
と
が
分
か
る
︒
②
が
儀
礼
の
式
次
第

で
あ
る
の
に
対
し
︑
①
で
は
喪
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
代
宗
の
遺
詔
が
引

用
さ
れ
︑
経
書
と
そ
の
注
疏
・
先
例
を
引
証
し
た
理
念
的
な
議
論
が
な
さ

れ
る
︒
①
の
多
く
が
﹁
大
唐
元
陵
之
制
﹂︵
１
喪
廃
祭
儀
・
５
宗
室
童
子

為
天
子
服
制
議
・
25
挽
歌
︶・﹁
大
唐
元
陵
遺
制
﹂︵
２
総
論
喪
期
︶・﹁
大

唐
元
陵
遺
詔
﹂
︵
４
諸
侯
及
公
卿
大
夫
為
天
子
服
議
︶
な
ど
︑﹁
大
唐
元
陵

儀
注
﹂
と
は
違
う
名
称
で
﹃
通
典
﹄
に
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
内
容
の

違
い
と
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
︒

で
は
こ
れ
ら
の
条
文
は
︑
﹁
大
唐
元
陵
儀
注
﹂
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に

あ
る
の
だ
ろ
う
か
︒

１
喪
廃
祭
儀
の
概
要
で
は
︑
江
川
式
部
氏
が
﹁
本
来
の
儀
注
で
は
な
く
︑

代
宗
葬
儀
に
関
係
し
た
史
料
と
し
て
﹃
通
典
﹄
に
採
録
さ
れ
た
の
で
あ
ろ

う
﹂︵
三
九
頁
︶
と
解
説
さ
れ
る
︒
ま
た
５
宗
室
童
子
為
天
子
服
制
議
の

概
要
で
も
︑
鈴
木
桂
氏
に
よ
り
﹁
前
述
の
︹
１
︺︹
４
︺
及
び
本
項
の
︹
５
︺

は
︑
礼
官
の
議
に
基
づ
い
た
上
奏
文
で
︑
そ
の
筆
者
は
礼
儀
使
の
顔
真
卿

の
可
能
性
も
あ
る
﹂︵
四
一
頁
︶
と
の
説
明
が
あ
る
︒

反
対
に
︑
﹁
大
唐
元
陵
儀
注
﹂
と
し
て
引
用
さ
れ
て
は
い
る
が
︑
宗
室

の
服
喪
方
法
を
議
論
し
た
３
奔
大
喪
に
は
︑
金
子
由
紀
氏
が
﹁
な
お
︑﹃
通

典
﹄
に
お
け
る
本
項
の
見
出
し
は
﹁
大
唐
元
陵
儀
注
﹂
で
あ
る
が
︑
内
容

は
明
ら
か
に
儀
注
で
は
な
い
︒
本
項
の
見
出
し
は
﹁
大
唐
元
陵
之
制
﹂
と

す
る
の
が
正
し
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
﹂︵
四
一
頁
︶
と
の
理
解
を
示
し

て
い
る
︒
１
～
５
は
喪
葬
儀
礼
の
式
次
第
で
は
な
く
︑
服
喪
に
関
す
る
諸

家
の
議
論
で
あ
る
か
ら
︑
３
奔
大
喪
が
﹁
儀
注
﹂
で
は
な
い
と
の
提
起
は

説
得
的
で
あ
る
︒

そ
こ
か
ら
派
生
し
て
︑﹁
大
唐
元
陵
儀
注
﹂
は
ど
の
よ
う
な
形
態
で
撰

述
さ
れ
た
の
か
を
考
え
て
お
く
必
要
が
生
じ
る
だ
ろ
う
︒
た
と
え
ば
25
挽

歌
は
﹁
大
唐
元
陵
之
制
﹂
で
あ
り
︑
一
覧
表
で
は
孤
立
的
に
み
え
る
︒
こ

れ
に
つ
い
て
重
要
な
の
は
︑
江
川
式
部
氏
が
﹁﹁
大
唐
元
陵
之
制
﹂
の
標

題
が
正
し
い
と
す
れ
ば
︑
本
稿
は
儀
注
と
は
別
に
定
め
ら
れ
︑﹃
通
典
﹄
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に
収
録
す
る
際
に
遣
奠
の
後
の
該
当
箇
所
に
挿
入
し
た
こ
と
に
な
る
﹂

︵
五
〇
頁
︶
と
註
釈
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
︒
つ
ま
り
代
宗
の
喪
葬
に
関

わ
っ
て
︑
儀
式
次
第
そ
の
も
の
を
記
述
し
た
﹁
大
唐
元
陵
儀
注
﹂
本
体
が

あ
っ
て
︑
そ
れ
と
は
別
に
添
付
さ
れ
た
関
係
記
録
の
存
在
を
想
定
さ
れ

た
︒
﹁
大
唐
元
陵
儀
注
﹂
が
﹃
通
典
﹄
に
採
録
さ
れ
る
ま
で
に
は
︑
儀
式

次
第
と
関
係
記
録
は
一
括
し
て
フ
ァ
イ
ル
の
よ
う
に
保
存
さ
れ
て
い
た
と

考
え
る
わ
け
で
あ
る
︒

そ
し
て
さ
ら
に
︑
﹃
通
典
﹄
編
纂
の
段
階
で
加
え
ら
れ
た
関
係
文
献
や
︑

﹃
通
典
﹄
撰
者
の
コ
メ
ン
ト
が
重
層
し
て
逸
文
が
構
成
さ
れ
て
い
る
︒
こ

れ
ら
の
厳
密
な
区
別
は
困
難
で
あ
る
が
︑
18
禫
変
で
の
註
釈
で
は
︑
鈴
木

桂
氏
が
﹁
大
唐
元
陵
儀
注
﹂
と
﹃
通
典
﹄
撰
者
の
こ
と
ば
の
区
分
を
試
み

て
い
る
︒

こ
の
ほ
か
附
録
と
し
て
︑
劉
向
陽
氏
︵
乾
陵
博
物
館
︶
に
よ
る
﹁
唐
乾

陵
の
文
化
景
観
の
も
つ
内
容
と
特
性
﹂
が
乾
陵
︵
高
宗
・
則
天
武
后
合
葬

陵
︶
に
つ
い
て
現
地
の
研
究
者
か
ら
の
所
見
を
披
瀝
し
︑
榊
佳
子
氏
を
は

じ
め
と
す
る
﹁
新
釈
﹂
研
究
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
﹁
唐
皇
帝
陵
踏
査
記
﹂
が

九
基
の
唐
皇
帝
陵
を
踏
査
し
た
現
況
記
録
を
伝
え
る
︒
註
釈
と
あ
い
ま
っ

て
貴
重
な
知
見
で
あ
る
︒

三
︑
﹃
大
唐
元
陵
儀
注
新
釈
﹄
を
読
ん
で

こ
こ
か
ら
は
日
本
古
代
史
の
立
場
か
ら
︑﹃
大
唐
元
陵
儀
注
新
釈
﹄
を

読
ん
で
感
じ
た
こ
と
を
紹
介
し
た
い
︒

１
．

礼
の
現
実
的
運
用

﹃
大
唐
元
陵
儀
注
新
釈
﹄
を
読
ん
で
新
鮮
だ
っ
た
の
は
︑
中
国
に
お
い

て
も
︑
経
書
に
示
さ
れ
た
礼
制
を
現
実
的
に
運
用
す
る
た
め
︑
さ
ま
ざ
ま

な
議
論
が
重
ね
ら
れ
た
事
実
で
あ
る
︒
評
者
の
思
い
こ
み
か
も
し
れ
な
い

が
︑
儒
教
の
礼
に
も
と
づ
く
儀
礼
は
︑
唐
に
お
い
て
は
厳
密
に
遵
守
さ
れ
︑

日
本
で
は
実
情
に
あ
っ
た
方
法
に
変
改
し
て
受
容
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
と
の

予
見
が
あ
っ
た
︒
そ
の
た
め
唐
に
お
い
て
も
︑
礼
制
と
現
実
と
の
間
で
葛

藤
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
た
の
が
興
味
深
い
︒

最
も
顕
著
な
の
は
︑﹁
日
を
以
て
月
に
易か

へ
る
﹂
服
喪
期
間
の
方
法
で

あ
ろ
う
︒

﹁
大
唐
元
陵
儀
注
﹂
に
よ
れ
ば
︑﹁
十
三
日
に
し
て
小
祥
︑
二
十
五
日
に

し
て
大
祥
︑
二
十
七
日
に
し
て
服
を
釈
け
﹂︵
２
総
論
喪
期
︶・﹁
日
を
以

て
月
に
易
え
︑
奄
に
小
祥
に
及
ぶ
﹂︵
16
小
祥
変
︶・﹁
臣
伏
し
て
遺
詔
を

守
り
︑
礼
は
易
月
に
従
い
︑
禫
祥
の
変
除
︑
儀
注
皆
備
わ
る
﹂︵
18
禫
変
︶

な
ど
と
あ
り
︑
服
喪
期
間
を
短
縮
し
た
方
法
で
喪
葬
儀
礼
が
進
行
し
て

い
る
︒
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そ
の
根
拠
と
な
っ
た
の
は
も
ち
ろ
ん
代
宗
の
遺
詔
で
あ
る
が
︑
唐
の
場

合
︑
易
月
で
の
服
喪
指
示
は
初
代
の
高
祖
︵
在
位
六
一
八
︱
六
二
六
︶

に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
︒

貞
観
九
年
︵
六
三
五
︶
五
月
に
大
漸
に
至
っ
た
高
祖
は
﹁
其
れ
服
の
軽

重
は
悉
く
漢
制
に
従
い
︑
日
を
以
て
月
に
易
へ
よ
﹂
と
詔
し
︑
こ
の
日
に

崩
じ
た
︵
﹃
旧
唐
書
﹄
高
祖
本
紀
︶︒

こ
こ
で
の
﹁
漢
制
﹂
と
は
︑
前
漢
・
文
帝
︵
在
位
紀
元
前
一
八
〇
︱

一
五
七
︶
の
遺
詔
を
指
す
︒
文
帝
の
遺
詔
は
︑
拠
る
べ
き
薄
葬
の
例
と
し

て
唐
だ
け
で
な
く
︑
日
本
で
も
参
照
さ
れ
た
︵
５
︶

︒

文
帝
の
遺
詔
を
み
て
お
く
と
﹁
大
紅
を
服
す
る
こ
と
十
五
日
︑
小
紅
は

十
四
日
︑
纖
は
七
日
に
し
て
︑
釈
服
せ
よ
﹂︵﹃
漢
書
﹄
文
帝
紀
︶
と
あ
り
︑

顔
師
古
︵
五
八
一
︱
六
四
五
︶
は
︑
先
行
す
る
﹃
漢
書
﹄
諸
注
を
批
判

し
な
が
ら
次
の
よ
う
に
解
説
す
る
︒

師
古
曰
く
︑
﹁
紅
︑
功
と
同
じ
︒
服
・
晋
︵
＝
服ふ

く

虔け
ん

・
晋し
ん

灼
し
ゃ
く

︶
の
二

説
是
な
り
︒
此
の
喪
制
は
︑
文
帝
自
ら
己
の
意
に
よ
り
創
り
て
為

す
︒
﹃
周
礼
﹄
を
取
る
に
有
る
に
非
ざ
る
な
り
︒
何
為
れ
ぞ
日
を
以

て
月
に
易
ふ
る
や
︒
三
年
の
喪
︑
其
の
実
は
二
十
七
月
︑
豈
に
三
十

六
月
の
文
有
ら
む
や
︒
禫た
ん

は
ま
た
七
月
無
き
な
り
︒
応
氏
︵
＝
応お
う

劭
し
ょ
う

︶
既
に
し
て
前
に
失
ふ
︒
而
る
に
近
代
の
学
者
︑
謬
説
に
因
循

し
︑
い
ま
だ
思
は
ざ
る
な
り
﹂

顔
師
古
は
顔
真
卿
の
一
族
で
も
あ
る
の
で
注
意
さ
れ
る
︒
右
の
解
説
を

み
る
と
︑
唐
代
に
お
い
て
も
易
月
で
の
服
喪
を
め
ぐ
り
﹁
近
代
の
学
者
﹂

で
礼
書
の
解
釈
が
一
致
せ
ず
︑
政
務
な
ど
の
現
実
的
な
課
題
と
﹁
あ
る
べ

き
﹂
礼
を
め
ぐ
っ
て
葛
藤
の
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
漢
・
文
帝
は

﹃
周
礼
﹄
に
依
拠
す
る
こ
と
な
く
︑
自
身
の
意
で
易
月
の
制
を
創
出
し
た

と
の
見
解
も
興
味
深
い
︒
礼
制
に
根
拠
が
な
く
と
も
︑
明
君
と
し
て
定
評

の
あ
る
漢
・
文
帝
で
あ
る
か
ら
こ
そ
︑
先
例
と
し
て
説
得
力
を
持
っ
た
︒

こ
の
よ
う
な
註
釈
を
残
す
顔
師
古
は
︑
礼
と
現
実
の
機
微
に
通
じ
て
い
る

よ
う
で
あ
る
︒

﹁
大
唐
元
陵
儀
注
﹂
に
あ
っ
て
も
︑
①
服
喪
に
関
す
る
議
論
︵
１
喪
廃

祭
儀
～
５
宗
室
童
子
為
天
子
服
制
議
︶
に
多
く
が
費
や
さ
れ
て
い
る
の

は
︑
代
宗
の
喪
葬
が
お
こ
な
わ
れ
る
前
に
︑
朝
廷
で
の
合
意
を
形
成
す
る

必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒

こ
れ
ら
の
状
況
を
念
頭
に
お
け
ば
︑
た
と
え
ば
光
仁
太
上
天
皇
の
服
喪

期
間
を
め
ぐ
る
や
り
と
り
︵
﹃
続
日
本
紀
﹄
天
応
元
年
十
二
月
丁
未
・
辛

亥
︑
延
暦
元
年
七
月
戊
申
条
︶
は
︑
礼
制
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
﹁
孝

子
﹂
桓
武
天
皇
と
︑
現
実
的
な
政
務
運
営
を
要
望
す
る
公
卿
と
の
意
見
衝

突
と
し
て
理
解
で
き
よ
う
︒
大
学
頭
に
在
任
し
た
経
歴
を
も
つ
桓
武
天
皇

の
祭
祀
観
を
考
え
る
ひ
と
つ
の
材
料
と
な
る
︒

ち
な
み
に
稲
田
奈
津
子
氏
は
︑
日
本
の
古
代
天
皇
の
喪
葬
で
も
淳
和
太

上
天
皇
・
仁
明
天
皇
・
文
徳
天
皇
と
﹁
以
日
易
月
﹂
の
明
記
が
あ
る
服
期
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の
例
を
報
告
し
て
い
る
︵
６
︶

︒
令
の
規
定
で
は
﹁
凡
そ
服
紀
は
︑
君
︑
父
母
︑

及
び
夫
︑
本
主
の
為
に
一
年
﹂︵
喪
葬
令
17
︶
と
あ
る
が
︑
実
際
の
と
こ

ろ
令
文
と
は
異
な
る
の
で
あ
る
︒

儀
礼
の
研
究
に
お
い
て
は
︑
経
書
に
み
ら
れ
る
礼
制
の
﹁
建
前
﹂
と
︑

実
際
に
行
わ
れ
た
儀
礼
次
第
の
双
方
を
押
さ
え
た
︑
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た

研
究
の
姿
勢
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
︒﹁
新
釈
﹂
の
主
編
で
あ
る
金

子
修
一
氏
は
︑
歴
史
学
に
お
け
る
儀
礼
研
究
の
あ
り
か
た
と
し
て
次
の
よ

う
に
提
言
す
る
︒
﹁
歴
史
学
と
し
て
祭
祀
儀
礼
を
扱
う
難
し
さ
は
︑
ど
こ

ま
で
が
建
前
で
あ
り
ど
こ
ま
で
が
現
実
で
あ
る
か
を
見
極
め
ら
れ
る
か
ど

う
か
︑
そ
の
建
前
と
現
実
と
の
差
異
を
的
確
に
評
価
で
き
る
か
否
か
︑
と

い
う
点
に
あ
る
で
あ
ろ
う
﹂︵
一
九
頁
︶︒
傾
聴
す
べ
き
提
言
で
あ
る
︵
７
︶

︒

そ
の
う
え
で
課
題
と
な
る
の
が
︑﹁
大
唐
元
陵
儀
注
﹂
そ
の
も
の
が
一

回
限
り
の
喪
葬
記
録
な
の
か
︑
唐
皇
帝
喪
葬
の
典
範
と
な
る
テ
キ
ス
ト
か

と
い
う
問
題
で
あ
る
︒﹃
大
唐
元
陵
儀
注
新
釈
﹄
は
︑
後
者
と
し
て
註
釈

を
進
め
て
い
る
︒

２
．

政
治
空
白
の
解
消
と
儀
礼
の
場

﹁
大
唐
元
陵
儀
注
﹂
の
進
行
を
追
い
か
け
る
と
︑
代
宗
の
喪
葬
を
主
催

す
る
次
の
皇
帝
・
徳
宗
の
呼
称
は
途
中
で
変
化
す
る
︒
す
な
わ
ち
10
小
歛

奠
ま
で
は
徳
宗
は
﹁
嗣
皇
帝
﹂
と
称
さ
れ
る
が
︑
11
大
歛
以
後
は
﹁
皇
帝
﹂

と
な
り
︑
大
歛
︵
納
棺
︶
を
境
に
死
者
と
喪
主
の
主
客
関
係
が
入
れ
替
わ

り
︑
皇
太
子
は
皇
帝
と
な
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
点
︑
河
内
春
人
氏
の
解
説

は
﹁
代
宗
の
遺
体
を
納
め
て
梓
宮
の
蓋
を
閉
め
て
か
ら
即
位
儀
礼
を
行
っ

た
の
で
あ
ろ
う
﹂
︵
四
四
頁
︶
と
的
確
で
あ
る
︒
日
本
の
よ
う
に
譲
位
に

よ
る
権
力
移
譲
が
常
態
で
は
な
い
の
だ
か
ら
︑
唐
皇
帝
の
喪
葬
儀
礼
と

は
︑
皇
帝
の
死
を
経
て
生
じ
た
政
治
空
白
が
解
消
さ
れ
る
過
程
で
も
あ

り
︑
そ
の
な
か
で
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
の
が
大
歛
︵
納
棺
︶
な
の
で
あ
っ
た
︒

中
国
皇
帝
の
地
位
継
承
は
︑
先
帝
が
崩
じ
る
と
遺
詔
が
発
せ
ら
れ
︑
皇

太
子
の
柩
前
で
の
即
位
が
宣
言
さ
れ
る
︵
８
︶

︒
﹃
旧
唐
書
﹄
代
宗
本
紀
で
は
﹁
辛

酉
︑
皇
太
子
︵
＝
徳
宗
︶
に
詔
し
て
監
国
せ
し
む
︒
是
の
夕
︑
上
︵
＝
代

宗
︶
紫
宸
の
内
殿
に
崩
ず
︒
皇
太
子
に
遺
詔
し
て
柩
前
に
即
位
せ
し
む
︒

壬
戌
︑
神
柩
を
太
極
殿
に
遷
し
︑
喪
を
発
す
﹂
と
あ
る
︒

注
目
す
べ
き
は
そ
の
儀
式
の
場
で
あ
る
︒
代
宗
の
場
合
︑
大
明
宮
の

﹁
紫
宸
の
内
殿
﹂
︵﹃
旧
唐
書
﹄
代
宗
本
紀
︶
も
し
く
は
﹁
蓬
莱
殿
﹂︵
24
哀

冊
文
︶
で
崩
じ
た
︒
し
か
し
喪
葬
儀
礼
は
︑
代
宗
の
遺
体
が
大
極
殿
に
移

さ
れ
て
か
ら
本
格
的
に
ス
タ
ー
ト
す
る
︒﹁
大
唐
元
陵
儀
注
﹂
に
よ
れ
ば

６
復
～
22
祖
奠
ま
で
儀
礼
の
舞
台
は
大
極
殿
で
あ
り
︑
そ
こ
に
柩
︵
梓
宮
︶

を
載
せ
た
龍
輴

り
ゅ
う
ち
ゅ
ん

が
安
置
さ
れ
︑
黄こ
う

腸
ち
ょ
う

題だ
い

湊そ
う

に
よ
る
欑さ
ん

宮
き
ゅ
う

が
築
か
れ
た
︒

さ
す
が
に
唐
皇
帝
の
殯
︑
お
お
が
か
り
で
あ
る
が
︑
そ
の
場
は
大
極
殿
な

の
で
あ
る
︒
こ
こ
ま
で
了
解
し
て
は
じ
め
て
︑﹃
旧
唐
書
﹄
代
宗
本
紀
の

記
述
﹁
壬
戌
︑
神
柩
を
太
極
殿
に
遷
し
︑
喪
を
発
す
﹂
の
意
味
が
よ
く
わ

か
る
で
あ
ろ
う
︒
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と
こ
ろ
で
唐
皇
帝
が
朝
賀
を
受
け
た
の
は
︑
長
安
城
東
北
に
あ
っ
た
大

明
宮
︵
蓬
莱
宮
︶
の
正
殿
﹁
含
元
殿
﹂
で
あ
る
︒
天
宝
十
二
載
︵
七
五
三
︶

の
朝
賀
で
遣
唐
副
使
の
大
伴
古
麻
呂
が
新
羅
使
と
席
次
を
争
っ
た
の
も
︑

含
元
殿
で
あ
っ
た
︵
﹃
続
日
本
紀
﹄
天
平
勝
宝
六
年
正
月
丙
寅
条
︶︒
皇
帝

が
常
住
し
政
務
の
場
と
し
た
た
め
︑
重
要
な
儀
礼
は
大
明
宮
で
行
わ
れ
た

と
考
え
や
す
い
︒
し
か
し
そ
う
で
は
な
く
︑
長
安
城
の
北
闕
を
占
め
る
大

極
宮
の
正
殿
﹁
大
極
殿
﹂
こ
そ
が
︑
依
然
と
し
て
最
も
格
の
高
い
殿
舎
で

あ
っ
た
︒
そ
の
こ
と
が
﹁
大
唐
元
陵
儀
注
﹂
の
記
述
を
追
う
こ
と
で
改
め

て
確
認
で
き
た
︒

こ
の
あ
た
り
の
儀
礼
進
行
も
含
め
︑﹃
大
唐
元
陵
儀
注
新
釈
﹄
は
全
般

を
通
し
て
図
版
が
豊
富
で
︑
な
じ
み
の
な
い
儀
礼
・
器
物
・
人
間
の
動
き

が
わ
か
り
や
す
い
︒
現
代
語
訳
を
備
え
て
解
釈
を
曖
昧
に
し
な
か
っ
た

点
・
詳
細
な
索
引
が
あ
る
点
と
あ
わ
せ
て
︑
本
書
の
価
値
あ
る
工
夫
で
あ

る
︒
た
と
え
ば
20
啓
殯
朝
廟
の
図
三
は
︑
欑
宮
の
遺
体
︵
西
︶
と
皇
帝
の

御
座
︵
東
︶
が
大
極
殿
内
で
相
対
す
る
こ
と
が
明
瞭
に
図
示
さ
れ
る
︒
皇

帝
は
先
帝
の
遺
体
と
同
格
の
あ
つ
か
い
で
東
西
配
置
を
と
っ
た
の
で
あ
る
︒

図
版
が
充
実
し
て
い
る
た
め
︑
28
祔
祭
で
は
宗
廟
祭
祀
の
あ
り
か
た
が

詳
細
に
解
説
さ
れ
て
お
り
︑
き
わ
め
て
有
益
で
あ
る
︒
祖
先
の
位
牌
︵
神

主
︶
を
安
置
す
る
宗
廟
は
日
本
で
イ
メ
ー
ジ
し
に
く
い
も
の
の
ひ
と
つ
で

あ
る
︒
﹁
山
陵
は
猶
︑
宗
廟
の
ご
と
き
な
り
﹂︵﹃
続
日
本
後
紀
﹄
承
和
七

年
五
月
辛
巳
条
︶
や
﹁
太
神
宮
の
事
︑
余
社
に
異
な
る
︒
⁝
⁝
太
廟
の
他

に
異
な
る
を
表
は
す
﹂︵
﹃
兵
範
記
﹄
仁
安
三
年
十
二
月
二
十
九
日
条
︶
な

ど
︑
天
皇
陵
や
伊
勢
神
宮
を
﹁
廟
﹂
と
表
現
す
る
こ
と
は
あ
っ
た
︒
し
か

し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
見
立
て
ら
れ
た
に
過
ぎ
ず
︑
28
祔
祭
で
進
行
し
た
宗

廟
の
儀
礼
を
み
れ
ば
︑
山
陵
や
神
宮
の
祭
祀
と
は
ま
っ
た
く
異
質
で
あ

る
︒
日
本
の
古
代
で
は
︑
儒
教
の
礼
の
根
幹
で
あ
る
祖
先
祭
祀
を
理
解

し
︑
継
受
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒﹃
大
唐
元
陵
儀

注
新
釈
﹄
を
出
発
点
に
︑
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
可
能
で
あ
る
︒

３
．

註
釈
の
め
ざ
す
も
の

﹃
大
唐
元
陵
儀
注
新
釈
﹄
は
東
洋
史
・
日
本
史
の
文
献
史
学
を
専
門
と

す
る
研
究
者
に
よ
る
共
同
研
究
の
成
果
で
あ
り
︑
そ
の
価
値
は
き
わ
め
て

高
い
︒
こ
の
点
を
押
さ
え
た
う
え
で
︑
最
後
に
註
釈
は
﹁
な
に
を
復
原
す

る
の
か
﹂
を
考
え
た
い
︒

﹃
通
典
﹄
で
﹁
大
唐
元
陵
儀
注
﹂
と
明
記
さ
れ
た
の
は
二
十
二
条
文
で

あ
り
︑﹃
大
唐
元
陵
儀
注
新
釈
﹄
が
採
録
し
た
次
の
五
条
文
は
別
の
出
典

注
記
を
も
つ
︒

１
喪
廃
祭
儀
・
５
宗
室
童
子
為
天
子
服
制
議
・
25
挽
歌

﹁
大
唐
元
陵
之
制
﹂

２
総
論
喪
期

﹁
大
唐
元
陵
遺
制
｣

４
諸
侯
及
公
卿
大
夫
為
天
子
服
議

﹁
大
唐
元
陵
遺
詔
｣

く
り
か
え
し
に
な
る
が
︑
﹁
新
釈
﹂
の
見
解
で
は
︑
右
の
五
条
文
は
代

金
子
修
一
主
編
﹃
大
唐
元
陵
儀
注
新
釈
﹄︵
遠
藤
︶
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宗
葬
儀
に
関
係
し
た
資
料
と
み
て
い
る
︒
つ
ま
り
﹃
大
唐
元
陵
儀
注
新

釈
﹄
が
註
釈
の
対
象
と
し
た
条
文
の
な
か
に
は
︑﹁
大
唐
元
陵
儀
注
﹂
の

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
文
︑﹃
通
典
﹄
で
加
え
ら
れ
た
関
係
文
献
︑
さ
ら
に
﹃
通
典
﹄

撰
者
の
こ
と
ば
︵
地
の
文
︶︑
こ
の
三
種
が
層
に
な
っ
て
存
在
す
る
こ
と

に
な
る
︒

そ
こ
で
丸
山
裕
美
子
氏
の
よ
う
に
︑﹁
新
釈
﹂
が
﹃
通
典
﹄
の
配
列
を

変
更
し
た
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
の
か
︑
ま
た
﹁
元
陵
儀
注
﹂
と
﹃
通
典
﹄

の
地
の
文
を
厳
密
に
区
別
す
べ
き
で
は
な
い
か
︑
と
の
批
判
が
提
起
さ

れ
る
︵
９
︶

︒
前
者
の
提
起
に
対
し
て
は
︑
喪
葬
儀
礼
が
易
月
の
権
制
に
よ
っ
て
進
行

し
た
た
め
︑
喪
服
を
脱
ぎ
着
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
こ
と
に
注
意

し
た
い
︵
10
︶

︒
﹃
通
典
﹄
の
順
序
で
は
こ
の
状
況
を
追
え
な
い
か
ら
︑﹁
大
唐
元

陵
儀
注
﹂
を
儀
礼
の
順
序
に
並
べ
直
す
こ
と
で
︑
喪
服
の
変
化
が
把
握
で

き
る
意
味
が
あ
っ
た
︒

丸
山
氏
の
後
者
の
提
起
に
つ
い
て
は
︑
さ
ら
に
違
う
角
度
か
ら
考
え
た

い
︒
Ⅰ
﹁
大
唐
元
陵
儀
注
﹂
を
注
釈
す
る
の
か
︑
Ⅱ
﹁
大
唐
元
陵
儀
注
﹂

を
採
録
し
た
﹃
通
典
﹄
の
編
纂
意
図
を
読
み
解
く
の
か
︑
Ⅲ
代
宗
の
喪
葬

儀
礼
そ
の
も
の
を
復
元
・
考
察
す
る
の
か
︑
と
の
問
い
か
け
で
あ
る
︒
こ

の
三
つ
の
立
場
は
密
に
関
連
し
な
が
ら
も
︑
目
指
す
も
の
が
異
な
る
︒

問
題
と
な
る
の
が
︑
24
哀
冊
文
︵
文
苑
英
華
︶・
29
諡
冊
文
︵
通
典
︶

の
扱
い
で
あ
る
︒
一
覧
表
で
区
別
し
た
よ
う
に
︑
こ
れ
ら
は
③
喪
葬
儀
礼

で
読
み
あ
げ
ら
れ
た
文
章
で
あ
る
︒
①
服
喪
に
関
す
る
議
論
・
②
実
際
の

喪
葬
儀
礼
と
も
異
な
る
︒

24
哀
冊
文
は
︑﹁
大
唐
元
陵
儀
注
﹂
を
紹
介
し
た
金
子
修
一
氏
の
﹃
古

代
中
国
と
皇
帝
祭
祀
﹄︵
二
〇
〇
一
年
︶
で
は
採
録
さ
れ
て
い
な
い
︒﹁
大

唐
元
陵
儀
注
﹂
と
の
関
連
で
代
宗
の
哀
冊
文
を
最
初
に
指
摘
し
た
の
は
来

村
多
加
史
氏
﹃
唐
代
皇
帝
陵
の
研
究
﹄
︵
二
〇
〇
一
年
︶
で
の
功
績
で
あ

る
︒
来
村
氏
は
著
書
の
な
か
で
﹁﹃
文
苑
英
華
﹄
の
代
宗
哀
冊
文
を
あ
げ

た
の
は
︑﹁﹃
儀
注
﹄
の
完
全
な
復
元
を
め
ざ
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
﹂

︵
二
八
一
頁
︶
と
述
べ
て
い
る
︒

し
か
し
﹃
文
苑
英
華
﹄
の
代
宗
哀
冊
文
は
︑
は
た
し
て
﹁
大
唐
元
陵
儀

注
﹂
の
な
か
に
採
録
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

同
じ
こ
と
を
29
諡
冊
文
︵
通
典
︶
か
ら
考
え
た
い
︒﹁
大
唐
元
陵
儀
注
﹂

を
再
発
見
し
た
清
・
黄
本
驥
は
29
諡
冊
文
を
顔
真
卿
の
撰
述
と
区
別
し

た
︒﹁
ま
た
﹃
通
典
﹄
を
案
ず
る
に
︑﹃
元
陵
儀
注
﹄
の
外
︑
別
に
諡
冊
文

一
首
有
り
︒
今
公
︵
＝
顔
真
卿
︶
の
撰
為
り
と
定
む
こ
と
能
わ
ず
︒
因
り

て
小
注
を
用
い
て
︿
取
進
諡
冊
﹀
の
句
の
下
に
附
載
す
﹂︵
顔
魯
公
集
︶

と
い
う
の
で
あ
る
︒

逸
文
の
採
録
と
い
う
立
場
を
厳
密
に
す
る
な
ら
ば
︑
29
諡
冊
文
を
区
別

し
た
黄
本
驥
の
見
識
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
︒
ま
し
て
や
﹃
通
典
﹄

に
は
な
く
︑﹃
文
苑
英
華
﹄
に
収
録
さ
れ
た
24
哀
冊
文
は
︑﹁
大
唐
元
陵
儀

注
﹂
の
逸
文
と
認
定
す
る
の
は
む
ず
か
し
い
︒
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念
の
た
め
に
い
っ
て
お
く
と
︑
24
哀
冊
文
・
29
諡
冊
文
が
不
要
で
あ
る

と
主
張
す
る
の
で
は
な
い
︒
代
宗
の
喪
葬
儀
礼
を
理
解
す
る
う
え
で
両
者

は
不
可
欠
の
史
料
で
あ
り
︑﹃
大
唐
元
陵
儀
注
新
釈
﹄
が
註
釈
を
加
え
た

こ
と
は
大
き
な
成
果
で
あ
る
︒
た
だ
そ
の
こ
と
と
哀
冊
文
・
諡
冊
文
が

﹁
大
唐
元
陵
儀
注
﹂
の
逸
文
で
あ
っ
た
か
は
別
の
問
題
で
︑
他
の
逸
文
と

同
列
に
表
示
す
る
方
法
が
妥
当
で
あ
る
か
を
問
い
直
し
た
い
の
で
あ
る
︒

﹃
大
唐
元
陵
儀
注
新
釈
﹄
は
︑﹁
大
唐
元
陵
儀
注
﹂
を
註
釈
す
る
う
え
で
︑

先
に
整
理
し
た
Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
三
つ
の
立
場
が
混
在
し
て
い
る
︒
そ
れ
は
お

そ
ら
く
︑
註
釈
メ
ン
バ
ー
が
唐
皇
帝
の
喪
葬
儀
礼
に
関
心
を
寄
せ
︑﹁
大

唐
元
陵
儀
注
﹂
を
読
み
進
め
る
な
か
で
知
見
を
深
め
て
き
た
こ
と
を
反
映

す
る
の
で
あ
ろ
う
︒

こ
の
註
釈
姿
勢
の
﹁
ゆ
れ
﹂
は
︑
関
心
を
共
有
し
成
長
を
続
け
る
研
究

会
の
軌
跡
と
し
て
︑
む
し
ろ
積
極
的
な
意
味
が
あ
る
と
思
う
︒
主
編
で
あ

る
金
子
修
一
氏
は
﹁
今
回
︑﹁
元
陵
儀
注
﹂
の
解
説
を
書
き
な
が
ら
︑﹃
通

典
﹄
を
一
冊
の
著
書
と
し
て
読
む
こ
と
の
必
要
性
を
痛
感
し
た
﹂︵
三
五
九

頁
︶
と
ま
と
め
ら
れ
た
︒﹁
大
唐
元
陵
儀
注
﹂
を
註
釈
す
る
な
か
で
発
見

さ
れ
た
︑
次
な
る
研
究
課
題
で
あ
る
︒

﹃
大
唐
元
陵
儀
注
新
釈
﹄
は
︑
唐
だ
け
で
は
な
く
日
本
や
朝
鮮
半
島
を

ふ
く
む
東
ア
ジ
ア
の
儀
礼
・
祭
祀
を
検
討
す
る
う
え
で
基
礎
と
な
る
重
要

な
註
釈
研
究
で
あ
る
︒
息
の
長
い
活
動
か
ら
す
ぐ
れ
た
註
釈
成
果
を
世
に

送
り
出
し
た
研
究
会
に
つ
い
て
︑
今
後
一
層
の
期
待
を
胸
に
︑
蕪
雑
な
こ

の
稿
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
た
い
︒

注

１

山
下
洋
平
﹁
新
刊
紹
介

金
子
修
一
主
編
﹃
大
唐
元
陵
儀
注
新
釈
﹄﹂
︑

﹃
史
学
雑
誌
﹄
一
二
二
︱
九
︑
二
〇
一
三
年
九
月
︑
丸
山
裕
美
子
﹁
書

評
・
新
刊
紹
介

金
子
修
一
主
編
﹃
大
唐
元
陵
儀
注
新
釈
﹄﹂︑﹃
唐
代

史
研
究
﹄
十
七
︑
二
〇
一
四
年
八
月

２

東
方
学
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
﹁
若
手
研
究
者
の
研
究
会
等
支
援
事

業
﹂
平
成
二
十
六
年
度
に
は
︑
稲
田
奈
津
子
氏
に
よ
る
東
ア
ジ
ア
儀
礼

文
化
研
究
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
報
告
書
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒

︵
h
ttp
:
//w
w
w
.
toh
og
ak
k
ai.
com
/w
ak
ate-p
rog
ram
.
h
tm
l︶︑

二
〇
一
五
年
四
月
十
三
日
閲
覧

３

黄
本
驥
編
訂
﹃
顔
真
卿
集
﹄︵
黒
龍
江
人
民
出
版
社
︑
一
九
九
三
年
︶

４

金
子
修
一
﹃
古
代
中
国
と
皇
帝
祭
祀
﹄︵
汲
古
書
院
︑
二
〇
〇
一
年
︶︑

来
村
多
加
史
﹃
唐
代
皇
帝
陵
の
研
究
﹄︵
学
生
社
︑
二
〇
〇
一
年
︶

５

山
下
洋
平
﹁
律
令
国
家
に
お
け
る
臣
下
服
喪
儀
礼
の
特
質
︱
唐
制

と
の
比
較
を
通
し
て
︱
﹂︑﹃
史
学
雑
誌
﹄
一
二
一
︱
四
︑
二
〇
一
二

年
四
月

６

稲
田
奈
津
子
﹁
日
本
古
代
の
服
喪
と
追
善
﹂︑﹃
日
本
史
研
究
﹄

六
一
八
︑
二
〇
一
四
年
二
月
︶

７

儀
礼
書
が
撰
述
時
点
で
の
儀
礼
の
実
態
を
反
映
す
る
も
の
で
な
い
こ

金
子
修
一
主
編
﹃
大
唐
元
陵
儀
注
新
釈
﹄︵
遠
藤
︶
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と
は
︑
金
子
修
一
﹁
唐
朝
と
皇
帝
祭
祀
︱
そ
の
制
度
と
現
実
︱
﹂︵﹃
歴

史
評
論
﹄
七
二
〇
︑
二
〇
一
〇
年
四
月
︶
に
も
検
証
が
あ
る
︒

８

金
子
修
一
﹃
中
国
古
代
皇
帝
祭
祀
の
研
究
﹄︵
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
六

年
︶

９

丸
山
氏
前
掲
注
１
書
評

10

小
倉
久
美
子
﹁
日
本
古
代
に
お
け
る
天
皇
服
喪
の
実
態
と
展
開
﹂︑

﹃
日
本
歴
史
﹄
七
七
三
︑
二
〇
一
二
年
十
月

︵
Ｂ
５
判
︑
四
二
六
ペ
ー
ジ
︑
汲
古
書
院
︑
二
〇
一
三
・
二
刊
︶

︵
え
ん
ど
う
・
け
い
た

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
准
教
授
︶
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訂
正

前
号
︵
第
四
十
八
巻
第
一
号
︑
平
成
二
十
七
年
二
月
︶
掲
載

の
荊
木
美
行
氏
﹁
白
集
漢
墓
と
そ
の
画
像
石
﹂
に
︑
誤
植
が

あ
り
ま
し
た
︒
著
者
な
ら
び
に
読
者
各
位
に
お
詫
び
申
し
上

げ
ま
す
と
と
も
に
︑
左
記
の
と
お
り
訂
正
い
た
だ
き
た
く
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
︒

三
二
頁

図
版
Ⅲ
の
一
番
上
の
図

末
耳
室

↓

東
耳
室

四
九
頁

後
ろ
か
ら
一
行
目

洪
〓

↓

洪
宇

皇
學
館
大
學
人
文
學
會
編
輯
委
員
会


