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概
要

　

唐
の
第
二
代
皇
帝
・
太
宗
は
、
貞
観
六
（
六
三
二
）
年
、
避
暑
の
た
め
に
九
成

宮
を
訪
れ
た
。
九
成
宮
は
、
隋
の
文
帝
が
造
営
し
た
仁じ

ん

寿じ
ゅ

宮き
ゅ
う

を
改
修
し
た
離
宮
で
、

唐
の
都
・
長
安
の
西
北
百
五
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
山
中
に
あ
っ
た
。
こ
の
地
は
真
夏

で
も
涼
し
く
、
避
暑
に
は
最
適
で
あ
っ
た
が
、
高
地
で
あ
る
こ
と
か
ら
水
源
に
乏

し
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
年
の
四
月
、
太
宗
が
長ち

ょ
う

孫そ
ん

皇
后
と
と
も
に
城
内
を

散
歩
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
西
側
の
高
閣
の
下
に
わ
ず
か
に
潤
い
の
あ
る
と
こ
ろ
を
見

つ
け
、
杖
で
つ
つ
く
と
醴
（
あ
ま
ざ
け
）
の
よ
う
な
泉
が
湧
き
出
て
き
た
と
い
う
。

　

こ
の
瑞
兆
（
め
で
た
い
こ
と
の
起
き
る
前
兆
）
を
記
念
し
、
勅
を
奉
じ
て
、
侍

中
（
側
近
）
の
魏ぎ

徴ち
ょ
う

（
五
八
〇
～
六
四
三
）
が
撰
文
し
、
弘
文
館
学
士
の
欧
陽
詢

（
五
五
七
～
六
四
一
）
が
「
楷
書
の
極
則
」
と
も
い
わ
れ
る
究
極
の
楷
書
で
書
き

上
げ
た
の
が
、「
九
成
宮
醴
泉
銘
」
で
あ
る
。

書
か
れ
て
い
る
内
容

　

九
成
宮
の
環
境
の
す
ば
ら
し
さ
を
説
き
、
太
宗
の
功
績
を
た
た
え
て
い
る
。
常

に
万
民
を
思
い
や
り
、
わ
が
身
の
労
を
い
と
わ
な
い
聖
天
子
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

こ
の
瑞
兆
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
し
て
太
宗
が
、「
高
い
と
こ
ろ
に
あ
っ

て
は
墜
ち
る
こ
と
を
思
い
、
満
ち
足
り
て
い
れ
ば
溢
れ
な
い
よ
う
戒
め
る
」
よ
う

に
す
れ
ば
、
今
後
も
う
ま
く
い
く
と
い
う
。
撰
者
の
魏
徴
は
、
太
宗
を
臆
せ
ず
戒

め
た
こ
と
で
有
名
で
あ
る
が
、
こ
の
銘
文
も
勧
戒
の
言
葉
で
結
ば
れ
て
い
る
。

原
石
・
拓
本
に
つ
い
て

　

原
碑
は
現
在
も
九
成
宮
遺
址
に
建
っ
て
い
る
が
、
古
く
か
ら
究
極
の
楷
書
を
学

ぼ
う
と
繰
り
返
し
採
拓
が
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
文
字
は
摩
滅
し
、
補
刻

が
施
さ
れ
た
た
め
、
旧
拓
で
な
け
れ
ば
そ
の
真
髄
を
学
ぶ
こ
と
は
難
し
い
。
以
下

の
二
品
は
、
旧
拓
の
中
で
も
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。



端た
ん

方ほ
う

旧
蔵
海
内
第
一
本
…
…
三
井
記
念
美
術
館
蔵
の
拓
本
。「
海
内
第
一
本
」

と
称
さ
れ
る
名
品
で
、南
宋
拓
と
さ
れ
る
。
清
の
端
方
な
ど
名
家
の
手
を
経
て
、

昭
和
十
一
（
一
九
三
六
）
年
、
三
井
高た

か

堅か
た

の
聴て

い

氷ひ
ょ
う

閣か
く

の
所
蔵
と
な
っ
た
。



李り

祺き

旧
蔵
本
…
…
も
と
は
明
の
李
祺
が
所
蔵
し
、現
在
は
故
宮
博
物
院
（
北
京
）

が
所
蔵
す
る
拓
本
。
現
存
最
古
の
宋
拓
と
さ
れ
、
三
井
本
に
比
べ
る
と
字
画
が

肥
潤
で
あ
る
。
石
碑
に
は
字
が
Ｖ
字
型
に
刻
さ
れ
る
た
め
、
風
蝕
や
採
拓
に
よ

り
石
面
の
字
は
次
第
に
細
く
な
っ
て
い
く
。
三
井
本
よ
り
も
古
い
故
宮
本
の
字

画
は
当
然
肥
潤
で
あ
り
、
よ
り
原
状
に
近
い
拓
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

概
要

　

欧
陽
詢
は
、
字
を
信し

ん

本ぽ
ん

と
い
い
、
湖
南
省
臨り

ん

湘し
ょ
う

の
出
身
で
あ
る
。
父
の
紇こ

つ

は
陳

の
広
州
刺
史
で
あ
っ
た
が
、
謀
反
の
疑
い
で
死
刑
と
な
り
、
詢
は
父
の
友
人
で
あ

る
江こ

う

総そ
う

に
養
わ
れ
た
。
人
並
み
外
れ
て
聡
明
で
、
書
物
を
数
行
同
時
に
読
む
こ
と

が
で
き
、
経
書
・
史
書
に
通
じ
て
い
た
。
隋
・
唐
に
仕
え
、
太
宗
が
即
位
す
る
と
、

太た
い

子し

率そ
つ

更こ
う

令れ
い

（
皇
太
子
の
養
育
係
）・
弘
文
館
学
士
と
な
り
、
渤ぼ

っ

海か
い

男だ
ん

の
爵
位
を

与
え
ら
れ
た
。
裴は

い

矩く

ら
と
共
に
『
芸げ

い

文も
ん

類る
い

聚じ
ゅ
う

』
を
編
纂
し
て
い
る
。

　

書
法
に
優
れ
、『
新
唐
書
』
欧
陽
詢
伝
に
よ
る
と
、
初
め
王
羲
之
を
学
ん
だ
が
、

年
を
重
ね
る
に
つ
れ
、そ
こ
に
独
自
の
険
勁
さ
が
加
わ
っ
て
い
っ
た
と
い
う
。い
っ

ぽ
う
同
書
に
は
、
魏
の
索さ

く

靖せ
い

が
書
い
た
碑
を
見
に
行
き
、
三
日
も
泊
り
込
ん
で
鑑

賞
し
て
い
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
清
の
阮げ

ん

元げ
ん

は
『
南
北
書

派
論
』
に
お
い
て
後
の
逸
話
を
重
視
し
、
欧
陽
詢
は
艶
麗
な
王
羲
之
で
は
な
く
、

魏
の
索
靖
の
よ
う
な
謹
厳
な
碑
刻
系
の
伝
統
を
受
け
継
い
だ
の
だ
と
述
べ
て
い

る
。
こ
の
説
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
が
、
そ
れ
ほ
ど
「
九
成
宮
醴
泉
銘
」
を

は
じ
め
と
し
た
欧
陽
詢
の
書
に
は
、
険
勁
さ
・
痩
怯
さ
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
書
風
に
反
し
て
欧
陽
詢
の
外
見
は
貧
弱
で
、
容
貌
も
醜
く
か
っ

た
と
い
わ
れ
る
。
唐
の
胡こ

璩き
ょ

『
譚た

ん

賓ひ
ん

録ろ
く

』
に
は
、
長
孫
皇
后
の
葬
儀
の
際
、
喪
服

姿
の
欧
陽
詢
を
見
た
官
吏
の
許き

ょ

敬け
い

宗そ
う

が
失
笑
し
、左
遷
さ
れ
た
と
い
う
話
も
あ
る
。

　

た
だ
、
気
性
は
激
し
か
っ
た
よ
う
で
、
唐
の
劉り

ゅ
う

肅し
ゅ
く

『
大
唐
新
語
』
な
ど
に
は
、

皇
后
の
兄
で
筆
頭
宰
相
で
あ
っ
た
長ち

ょ
う

孫そ
ん

無む

忌き

に
猿
と
か
ら
か
わ
れ
、「
お
前
な
ど

弁
髪
を
し
て
馬
に
乗
り
袴
を
は
い
て
い
る
胡
族
で
は
な
い
か
」
と
言
い
、
太
宗
に

た
し
な
め
ら
れ
た
と
い
う
話
も
あ
り
、
敵
も
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
実
は
白
猿
の
子
で
あ
っ
た
と
い
う
有
名
な
小
説
（『
補
江
総
白
猿
伝
』）
が
書

か
れ
た
の
も
、
そ
れ
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。

　
「
九
成
宮
醴
泉
銘
」
の
究
極
の
楷
書
に
は
、
欧
陽
詢
の
強
さ
や
気
性
の
激
し
さ
、

父
を
亡
く
し
な
が
ら
も
激
動
の
時
代
を
生
き
抜
い
た
し
な
や
か
さ
、
そ
し
て
コ
ン

プ
レ
ッ
ク
ス
を
ば
ね
に
し
た
美
へ
の
こ
だ
わ
り
が
背
景
に
あ
る
と
考
え
る
と
、
理

解
し
や
す
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

欧
陽
詢
の
他
の
作
品

　

楷
書
の
作
品
に
は
「
化け

度ど

寺じ

碑ひ

」、「
温お

ん

彦げ
ん

博は
く

碑ひ

」、「
皇こ

う

甫ほ

誕た
ん

碑ひ

」
な
ど
が
あ
る
。

ま
た
、
隷
書
の
作
品
に
は
「
房ぼ

う

彦げ
ん

謙け
ん

碑ひ

」
な
ど
が
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
行
・
草
書

や
細
楷
の
模
本
や
刻
本
が
い
く
つ
か
伝
わ
っ
て
い
る
。

指
導
上
の
留
意
点
・
書
風
に
つ
い
て

⃝

前
出
の
「
孔
子
廟
堂
碑
」
と
比
較
し
、
そ
の
書
風
の
違
い
が
ど
こ
か
ら
生
ま
れ

る
の
か
、
字
形
や
用
筆
に
着
目
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
導
き
た
い
。

⃝

虞
世
南
の
「
外
柔
内
剛
（
外
面
は
柔
軟
で
内
面
は
剛
毅
）」
に
対
し
、「
外
剛
内

柔
（
外
面
は
剛
毅
で
内
面
は
柔
軟
）」
と
評
さ
れ
、
そ
の
引
き
締
ま
っ
た
り
り

し
い
書
風
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

用
筆
・
点
画
の
特
徴
・
字
形
に
つ
い
て

❶
直
線
的
で
鋭
い
点
画

⃝

全
般
に
、
鋭
角
的
に
起
筆
し
、
切
れ
味
が
あ
る
引
き
締
ま
っ
た
線
質
を
心
が
け

て
筆
を
扱
い
た
い
。

⃝

起
筆
は
露
鋒
中
心
だ
が
、
一
部
に
蔵
鋒
的
な
筆
使
い
が
見
ら
れ
る
。

⃝

送
筆
は
、
長
短
線
と
も
に
直
線
的
で
あ
る
。
長
い
横
画
な
ど
に
、
送
筆
途
中
で

筆
圧
を
変
化
さ
せ
て
い
る
例
が
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

⃝

収
筆
は
、
一
度
押
さ
え
た
後
、
軽
く
筆
を
起
こ
し
て
打
ち
直
し
、
起
筆
の
方
向

へ
戻
し
て
形
作
る
も
の
が
多
い
。
穂
先
の
動
作
に
十
分
注
意
し
た
い
。

⃝

縦
画
の
は
ね
は
、
直
角
に
押
し
出
す
よ
う
に
は
ね
出
し
て
い
る
。

❷
緻
密
に
構
成
さ
れ
た
点
画

⃝

絶
妙
な
間か

ん

架か

結け
っ

構こ
う

法ほ
う

（
点
画
の
間
隔
の
取
り
方
と
字
形
の
整
え
方
）
で
書
か
れ

て
お
り
、
均
整
の
取
れ
た
造
形
か
ら
「
楷
書
の
極
則
」
と
よ
ば
れ
る
。

⃝

点
画
の
一
部
を
接
合
さ
せ
ず
に
離
し
て
い
る
字
が
多
く
見
ら
れ
、「
不
即
不
離
」

の
関
係
で
一
字
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
せ
た
い
。

⃝

横
画
の
右
上
が
り
が
強
い
。
特
に
、
偏
と
旁
か
ら
成
る
文
字
は
左
右
の
角
度
が

異
な
り
、
変
化
を
も
た
せ
な
が
ら
バ
ラ
ン
ス
を
取
っ
て
い
る
。

⃝

縦
画
を
上
部
に
突
き
出
す
こ
と
で
、
空
間
に
ゆ
と
り
を
も
た
せ
て
い
る
こ
と
に

気
づ
か
せ
た
い
。

❸
縦
長
で
背
勢

⃝
�

字
形
は
基
本
的
に
縦
長
で
あ
り
、
相
対

す
る
二
本
の
縦
画
を
背
勢
に
引
き
締
め

て
い
る
例
が
多
く
見
ら
れ
る
。
引
き
締

ま
っ
た
字
形
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
が

あ
り
、
一
律
に
背
勢
の
原
理
だ
け
で
字

形
が
統
一
さ
れ
て
い
る
も
の
で
も
な
い
。
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動
画
「
九
成
宮
醴
泉
銘
の
用
筆
」「
清
泉
」

別
冊
硬
筆
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
Ｐ
５
・
６

別
冊
毛
筆
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
Ｐ
６
～
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