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植
松
正
著

元
代
江
南
政
治
社
曾
史
研
寛

槙

井

美

智

植
松
氏
の
数
多
い
研
究
の
う
ち
、
「
江
南
」
に
関
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を

扱
っ
た
論
考
が
、
著
者
の
校
訂
を
経
て
一
加
の
本
に
ま
と
め
ら
れ
た
。
手
に
入

り
に
く
い
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
論
考
を
含
め
、
多
く
の
讃
者
が
、
著
者
の
研
究

の
軌
跡
を
一
息
に
た
ど
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
非
常
に
喜
ば
し
い
こ
と
で

あ
る
。
著
者
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
戦
後
、
特
に
昭
和
四

0
年
代
以
降
の
日
本

に
お
け
る
元
代
史
研
究
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
研
究
者
の
一
人
で
あ
る
。
と
り
わ

け
、
「
江
南
」
地
域
に
関
わ
る
問
題
の
具
鐙
的
分
析
と
元
代
法
制
史
の
ま
と
ま

っ
た
研
究
は
、
他
者
の
迫
随
を
許
さ
な
い
。
一
貫
し
た
問
題
を
針
象
に
設
定
し

て
研
究
所
-
縫
績
し
て
い
る
著
者
の
根
気
と
努
力
が
、
本
書
に
ま
と
め
ら
れ
た
成

果
の
後
ろ
に
見
え
隠
れ
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

本
書
に
牧
録
さ
れ
た
論
考
は
、
一
九
六
八
年
J
一
九
九
六
年
の
三
十
年
聞
に

わ
た
っ
て
渡
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
司
会
者
桶
と
も
、
著
者
の
関
心
を
背
景
に
、

「
江
南
」
が
政
治
的
・
祉
曾
聞
に
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
っ
た
か
を
追
究
す

る
。
序
章
で
述
べ
る
如
く
、
各
章
は
「
適
宜
に
加
筆
、
修
正
、
削
除
を
行
」
な

い
つ
つ
も
「
お
お
む
ね
原
文
の
鐙
裁
を
残
し
て
い
る
」
〈
一
五
J
一
六
頁
)
。
つ

ま
り
、
昭
和
四
、
五

0
年
代
の
研
究
の
成
果
も
そ
の
ま
ま
留
め
ら
れ
て
い
る
た

め
、
我
々
は
、
本
書
に
よ
っ
て
著
者
の
研
究
の
数
々
を
参
照
す
る
使
が
得
ら
れ

る
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
、
元
代
史
研
究
と
い
う
も
の
が
、
こ
こ
三
十
年
開

の
日
本
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
環
境
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
進
め
ら
れ
て
き

た
の
か
に
つ
い
て
も
、
そ
の
一
端
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

本
書
の
構
成
を
示
す
と
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

序
章

第
一
部
江
南
地
域
社
舎
と
経
済
政
策

第
一
章
元
初
江
南
に
お
け
る
徴
税
健
制
に
つ
い
て

第
二
章
元
代
江
南
の
戸
口
統
計
と
徴
税
請
負
制
度

第
三
章
元
代
江
南
投
下
領
の
分
賜
に
つ
い
て

第
四
章
元
代
江
南
投
下
考

ー
ヨ
克
典
章
』
文
書
に
み
る
投
下
と
有
司
の
相
克
|

第
五
章
元
代
の
賜
回
に
つ
い
て
の
一
考
察

ー
そ
の
返
還
の
動
向
を
手
が
か
り
と
し
て

l

第
二
部
江
南
地
域
社
舎
と
在
地
官
人

第
一
章
元
代
江
南
行
省
宰
相
考

第
二
章
元
代
江
南
の
地
方
官
任
用
に
つ
い
て

第
三
章
阿
里
海
牙
一
族
と
溜
州

第
四
章
元
代
江
南
の
豪
族
朱
清
・
張
諸
に
つ
い
て

そ
の
訣
殺
と
財
産
官
淡
を
め
ぐ
っ
て

l

第
五
章
元
代
江
南
の
一
高
官
の
犯
罪

第
三
部
江
南
地
域
杜
舎
と
少
数
民
族

第
一
章
元
一
初
の
舎
族
の
叛
飢
に
つ
い
て

第
二
章
苗
軍
の
軌
跡
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本
書
或
い
は
本
書
に
牧
め
ら
れ
た
各
論
考
の
内
い
く
ら
か
は
、
す
で
に
書
評

が
存
在
す
る
た
一
勺
そ
れ
ら
も
あ
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。
さ
て
、
ま
ず
は
既



設
表
の
書
評
と
の
重
複
は
な
る
べ
く
避
け
つ
つ
、
本
書
の
配
列
に
お
お
む
ね
従

い
な
が
ら
、
評
者
な
り
に
簡
単
に
内
容
を
紹
介
し
、
各
論
に
つ
い
て
の
個
別
的

な
意
見
を
述
べ
て
い
こ
う
と
思
う
。
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第
一
部
は
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
第
一
・
二

章
で
は
、
徴
税
を
め
ぐ
る
問
題
が
論
じ
ら
れ
、
第
三
章
以
下
で
は
、
賜
田
と
投

下
に
関
す
る
問
題
が
論
じ
ら
れ
る
。
第
一
章
で
は
、
ま
ず
至
元
二

0
年
代
を
中

心
と
し
た
「
理
算
」
の
経
過
が
述
べ
ら
れ
る
。
サ
ン
ガ
執
政
前
後
に
、
巌
し
い

未
徴
銭
糧
の
取
り
立
て
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
、
政
治
的
側
面
・
制
度
的
側
面
か

ら
検
討
す
る
。
一
方
で
、
江
南
に
お
け
る
元
初
の
税
枚
が
南
宋
の
公
団
の
吠
況

を
縫
承
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
史
料
が
墜
富
な
松
江
と
鎮
江
を
例
と
し
て

詮
明
す
る
。
宋
代
の
公
団
が
元
初
に
お
い
て
も
、
そ
の
ま
ま
徴
税
鐙
制
の
制
度

的
基
礎
と
な
っ
た
と
す
る
の
は
、
第
二
部
以
降
で
述
べ
ら
れ
る
官
制
な
ど
に
お

け
る
宋
か
ら
元
へ
の
人
的
踏
襲
朕
況
に
鑑
み
て
も
、
説
得
力
の
あ
る
結
論
で
あ

る
。
前
代
や
後
代
と
の
関
連
に
注
意
を
梯
い
、
そ
れ
を
初
め
て
賞
詮
閏
に
示
し

た
著
者
の
成
果
は
、
今
で
も
定
設
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

第
二
章
で
は
、
第
一
章
で
も
多
少
ふ
れ
て
い
る
(
四

O
頁
等
)
租
税
の
不
足

分
の
代
納
を
核
に
、
戸
口
統
計
の
賓
際
と
、
そ
れ
を
基
礎
と
す
る
徴
税
請
負
制

度
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
る
。
ま
ず
、
南
宋
末
元
初
の
戸
口
の
推
移
に
つ
い
て

分
析
し
、
雨
新
で
の
戸
口
の
伸
び
に
注
目
す
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
括
勘
と
い

わ
れ
る
至
元
二

0
年
代
の
戸
口
調
査
の
や
り
方
を
説
明
し
、
戸
ご
と
に
口
数
と

事
産
を
詳
細
に
報
告
さ
せ
た
上
で
帳
簿
を
作
成
す
る
と
い
う
、
表
面
上
は
巌
格

な
調
査
が
な
さ
れ
た
と
の
史
料
が
存
在
す
る
一
方
で
、
調
査
が
不
十
分
な
江
西

行
省
な
ど
で
は
、
一
戸
H
H
五
日
と
な
る
よ
う
な
机
上
の
計
算
が
必
要
な
帳
簿
が

で
き
あ
が
る
と
い
う
、
あ
る
意
味
で
は
現
賓
に
卸
し
た
針
磨
が
な
さ
れ
た
こ
と

が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
も
と
も
と
、
つ
じ
つ
ま
あ
わ
せ
で
作
ら
れ
た
帳
簿
に
従

っ
て
行
わ
れ
る
徴
税
は
、
請
負
責
任
の
行
政
シ
ス
テ
ム
(
九
二
頁
)
の
中
で
、

ど
の
段
階
か
で
代
納
が
行
わ
れ
た
と
す
る
。

南
宋
末
元
初
に
お
い
て
、
雨
漏
則
及
び
江
東
地
方
の
戸
口
が
他
の
地
域
と
比
較

し
て
著
し
く
増
加
し
た
こ
と
は
、
移
民
の
動
向
を
表
す
だ
け
で
な
く
、
モ
ン
ゴ

ル
に
よ
る
江
南
接
牧
状
況
を
解
明
す
る
際
に
も
援
用
で
き
る
資
料
で
あ
る
。
ま

た
、
徴
税
請
負
制
度
と
い
う
、
い
わ
ば
責
任
の
な
す
り
あ
い
は
、
元
代
ひ
い
て

は
中
園
近
世
以
降
に
お
い
て
、
極
端
な
文
書
依
存
の
構
造
の
一
因
と
な
っ
て
い

た
、
各
級
官
吏
の
責
任
回
避
の
指
向
と
の
遠
闘
が
想
定
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

第
三
章
以
下
で
追
究
さ
れ
る
問
題
は
「
投
下
」
で
あ
り
、
そ
の
中
で
も
著
者

は
江
南
の
投
下
に
つ
い
て
考
詮
を
進
め
る
と
す
る
。
投
下
と
は
い
か
な
る
も
の

か
、
と
い
う
根
本
的
問
題
は
、
多
く
の
研
究
者
が
取
り
組
ん
で
き
て
お
り
、
一

見
解
決
が
つ
い
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
賓
の
と
こ
ろ
、
著
者
が
「
現

在
の
と
こ
ろ
、
そ
の
江
南
の
投
下
領
が
ど
こ
に
設
置
さ
れ
て
い
た
か
す
ら
明
確

に
整
理
し
た
も
の
が
な
い
よ
う
で
あ
る
」
(
九
八
頁
)
、
「
南
中
園
濁
自
の
問
題

と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
は
さ
ほ
ど
多
く
な
い
」
(
一
二
三
頁
)
な
ど
と

述
べ
る
よ
う
に
、
特
に
江
南
に
お
け
る
そ
の
寅
態
は
、
踏
み
込
ん
だ
研
究
が
な

さ
れ
て
い
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
第
三
章
に
示
さ
れ
る
著
者
の
作
業
は
、
『
元

史
』
食
貨
志
に
見
え
る
「
歳
賜
」
の
項
目
だ
け
で
な
く
、
本
紀
に
散
見
す
る
賜

田
の
記
事
と
も
結
び
つ
け
て
、
初
め
て
総
合
的
に
検
討
し
た
黙
で
、
非
常
に
有

用
か
つ
意
義
深
い
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
宗
室
や
功
臣
に
封
し
て
分
地
を
輿

え
る
行
震
の
最
終
目
的
が
、
江
南
に
お
い
て
は
、
北
方
の
投
下
を
論
じ
る
際
に

お
き
ま
り
の
「
人
戸
」
で
は
な
く
、
「
田
」
と
そ
の
土
地
か
ら
あ
が
る
税
牧
で

あ
っ
た
こ
と
を
透
明
し
、
南
北
の
這
い
の
具
値
的
な
一
側
面
を
見
事
に
浮
か
び

上
が
ら
せ
て
い
る
。

-157ー
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そ
し
て
、
第
四
章
で
は
「
投
下
領
の
貧
態
」
(
一
二
四
頁
)
を
追
究
す
る
た

め
、
第
一

節
で
は
戸
計
長
官
司
、
第
二
節
で
は
財
賦
都
総
管
府
と
財
賦
提
穆

司
、
第
三
節
で
は
『
元
典
章
』
各
九
、
吏
部
、
投
下
の
各
僚
に
つ
い
て
、
先
行

研
究
が
あ
る
も
の
も
含
め
、
改
め
て
順
に
分
析
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
各
候
か
ら
抽

出
さ
れ
る
事
件
は
、
ど
れ
も
具
盛
田
か
つ
寓
質
的
で
、

首
時
起
こ
っ
て
い
た
紛

争
の
様
子
を
よ
く
説
明
し
て
お
り
、
特
に
第

一
節
の
戸
計
長
官
司
を
め
ぐ
る
問

題
は
、
投
下
の
貫
情
の
一
端
を
表
す
も
の
と
し
て
と
り
わ
け
面
白
い
テ

1
7
で

あ
る
。
た
だ
、
本
節
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
史
料
が
語
る
事
件
の
舞
肇
は
、
章
題

と
は
濯
っ
て
、
貸
は
江
南
の
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
以
後
同
じ
よ

う
な
事
件
が
起
き
た
場
合
に
、
そ
の
案
件
を
い
か
に
庭
理
す
る
べ
き
か
を
示
す

前
例
と
し
て
、
江
南
に
も
文
書
が
迭
ら
れ
た
だ
け
で
、
華
北
で
起
き
た
事
件
を

設
端
と
す
る
僚
も
か
な
り
あ
る
。
こ
の
黙
、
本
書
の
譲
者
は
注
意
が
必
要
で
あ

る。

一
方
で
、
我
々
研
究
者
の
課
題
と
し
て
は
、
「
投
下
領
の
寅
態
」
と
「
江

南
の
投
下
領
」
を
、
さ
ら
に
地
域
を
限
定
す
る
な
ど
の
方
法
を
以
て
、
分
析
的

に
結
び
つ
け
て
い
く
よ
う
な
地
道
な
作
業
も
、
今
後
不
可
紋
で
あ
ろ
う
。

第
五
一
章
で
は
、
親
族
功
臣
な
ど
へ
の
賜
田
の
動
向
を
歴
史
的
に
と
ら
え
よ
う

と
す
る
。
そ
の
中
で
賜
固
と
職
田
に
お
け
る
問
題
の
類
似
性
を
指
摘
す
る
。
さ

ら
に
、
本
意
は
、
中
園
に
お
い
て
超
時
的
普
遍
的
な
問
題
と
も
い
う
べ
き
、
土

地
の
兼
併
及
び
膏
吏
や
富
裕
層
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
第
一
部
の

ま
と
め
と
も
な
っ
て
い
る
。

第

一
部
が
主
に
経
済
政
策
を
軸
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
の
に
針
し
、
第

二
部
は
政
治
や
制
度
に
つ
い
て
扱
う
。
第
一
章
で
は
、
「
江
漸
行
省
・
江
西
・

湖
底
風
」
な
ど
南
中
園
の
行
省
の
宰
相
と
な
っ
た
人
物
に
つ
い
て
リ
ス
ト
を
作
成

し
て
分
析
を
加
え
、
第
二
章
以
降
は
、
至
元
・
大
徳
年
開
を
中
心
に
し
た
官
員

登
用
や
地
方
官
の
動
向
を
、
様
々
な
角
度
か
ら
具
程
的
に
採
る
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
第
一

章
で
作
成
さ
れ
た

一
覧
表
は
、
今
後
の
研
究
の
進
展
に
寄
興
す

る
、
た
い
へ
ん
貴
重
な
成
果
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
元
代
史
研
究
者
が
行
省
の
宰

相
に
つ
い
て
調
査
す
る
際
に
は
、
『
新
元
史
』
の
不
十
分
な
「
行
省
宰
相
年
表
」

な
ど
を
検
索
し
、
そ
の
後
、
そ
の
他
の
個
別
史
料
か
ら
逐
一
拾
っ
て
い
く
し
か

方
法
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
「
線
数
は
五
七
四
人
」
(
一
八
八
頁
)
と
い
う
ま

と
ま
っ
た
形
に
な
り
、
一
目
で
概
要
を
見
渡
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
利
便
性
は
計

り
知
れ
な
い
。
そ
の
上
で
、
著
者
は
、
主
に
南
人
の
仕
官
状
況
に
着
目
し
て
一
一一

時
期
に
分
割
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
背
景
を
簡
単
に
設
明
し
、
さ
ら
に
、
表
の

分
析
か
ら
明
ら
か
に
な
る
問
題
を
幾
っ
か
提
起
し
て
い
る
。
①
北
中
園
出
身
の

漢
人
の
南
中
園
で
の
任
官
に
つ
い
て
。

②
タ
ン
グ
l
ト
が
モ
ン
ゴ
ル
勢
力
の
庇

護
の
も
と
に
、
ど
の
よ
う
に
活
動
し
た
の
か
。
③
世
襲
的
傾
向
の
詳
細
な
分

析
。
@
知
識
人
出
仕
の
経
緯
と
科
翠
の
再
開
。
こ
れ
ら
が
、
著
者
の
提
起
す
る

主
な
問
題
で
あ
り
、
ど
の
項
目
も
江
南
研
究
に
と
っ
て
必
ず
や
解
決
が
必
要
な

も
の
ば
か
り
で
あ
る
。

こ
れ
ら
以
外
に
も
評
者
な
り
に
問
題
を
つ
け
加
え
れ
ば
、
①
の
結
果
は
、
南

中
園
出
身
者
の
、
中
京国省
及
び
険
西
そ
の
他
北
方
行
省
へ
の
出
仕
と
比
較
す
る

必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
一
般
的
に
卒
章
政
事
が
ト
ッ
プ
で
あ
る
制
度
に
照
ら

す
と
、
表
中
に
丞
相
ク
ラ
ス
が
か
な
り
現
れ
る
こ
と
を
ど
う
解
穫
す
る
の
か
、

質
際
の
任
期
は
ど
う
か
な
ど
、
表
か
ら
浮
か
び
上
が
る
基
本
的
か
つ
重
要
な
問

題
は
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
表
の
項
目
に
な
い
問
題
、
例
え

ば
様
々
に
異
な
る
出
仕
経
路
、
複
雑
な
人
的
関
係
な
ど
、
今
後
江
南
に
お
け
る

官
吏
の
人
的
構
造
を
追
究
す
る
際
に
も
、
こ

の
表
が
利
用
で
き
る
。

本
章
で
、
一
つ
だ
け
気
に
な
る
の
は
、
表
分
析
の
際
に
数
量
化
の
基
準
と
な

っ
て
い
る
「
氏
族
・
本
貫
」
の
項
目
に
お
け
る
「
南
人
」
と
は
何
か
、
と
い
う
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定
義
に
つ
い
て
で
あ
る
。
著
者
は
「
南
中
園
出
身
者
(
奮
南
宋
領
の
地
域
の
出

身
者
、
い
わ
ゆ
る
南
人
ど
と
い
う
表
現
を
採
る
が
ご
八
九
頁
)
、
『
元
史
』

選
翠
士
山
に
記
載
さ
れ
る
よ
う
に
、
南
宋
治
下
の
す
べ
て
の
人
々
が
必
ず
し
も
南

人
と
い
う
謬
で
は
な
い
。
制
度
的
に
は

「元
の
江
掘
削

・
湖
廉
・
江
西
三
行
省
及

び
河
南
行
省
の
江
北
・
准
南
諸
路
」
一
川
町
身
者
と
い
う
明
確
な
地
域
範
圏
を
持

つ
。
つ
ま
り
、
四
川
出
身
者
は
南
人
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

第
一
章
で
の
分
析
の
基
礎
を
作
っ
た
と
恩
わ
れ
る
の
が
、
第
二
章
以
下
の
研

究
で
あ
る
。
第
二
草
は
、
地
方
官
任
用
の
全
慢
を
概
観
し
つ
つ
、
時
期
ご
と
の

個
別
問
題
を
掘
り
下
げ
る
、
極
め
て
寅
設
的
で
債
値
の
あ
る
堅
貧
な
成
果
で
あ

る
。
江
南
地
方
で
い
う
元
初
、
つ
ま
り
至
元
年
開
後
半
、
人
的
に
も
制
度
的
に

も
横
滑
り
さ
せ
た
か
た
ち
で
、
南
宋
時
代
の
奮
官
員
が
そ
の
ま
ま
地
方
官
に
任

用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
併
せ
て
、
南
宋
末
の
進
士
登
第
者
の

動
向
も
追
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
「
南
人
」
が
ど
の
時
期
に
も
官
界
か
ら
締
め

出
さ
れ
て
い
た
と
す
る
、
歴
代
劉
記
な
ど
の
一
部
の
内
容
を
覆
す
。
そ
の
後
、

時
期
が
下
る
に
つ
れ
て
冗
官
問
題
・
豪
民
問
題
が
愛
生
し
、
政
権
に
不
都
合
な

「
南
人
」
官
吏
が
徐
々
に
抽
唱
え
て
き
た
た
め
、
そ
の
針
態
と
し
て
官
吏
の
任

用
・
退
任
を
制
度
化
し
、
豪
民
の
取
り
つ
ぶ
し
が
強
行
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
す

る
。
第
三
J
五
章
は
、
第
二
章
の
第
二
・
三
節
で
奉
げ
ら
れ
た
問
題
に
つ
い

て
、
具
鐙
例
を
掘
り
下
げ
て
詳
細
に
た
ど
っ
た
も
の
で
あ
る
。

第
三
章
で
は
、
湖
南
地
方
に
お
け
る
阿
里
海
牙
一
族
の
動
向
が
、
そ
の
息
子

貫
只
寄
の
こ
ろ
の
一
事
件
を
中
心
に
分
析
さ
れ
る
。
『
元
典
章
』
該
僚
の
紹
妙

な
解
寝
に
よ
り
、
事
件
の
詳
細
が
自
の
前
に
浮
か
ぶ
か
の
よ
う
で
あ
る
。
な

お
、
阿
皇
海
牙
の
孫
で
あ
る
小
雲
石
海
涯
に
つ
い
て
、
中
図
的
教
養
を
身
に
つ

け
て
い
た
彼
が
、
そ
の
「
あ
り
徐
る
才
能
を
愛
揮
さ
せ
な
か
っ
た
の
は
、
征
服

者
と
し
て
の
自
分
の
家
の
歴
史
に
つ
い
て
の
自
己
撞
着
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う

か
」
と
む
す
ぶ
が
(
二
八
九
頁
〉
、
彼
に
づ
い
て
は
最
近
別
の
角
度
か
ら
詳
細

な
考
察
が
な
さ
れ
て
お
り
、
あ
わ
せ
て
参
照
す
べ
き
だ
ろ
う
。

第
五
章
で
は
、
江
西
地
方
の
代
表
人
物
胡
顕
孫
の
事
件
を
、
や
は
り
大
徳
年

聞
の
大
事
件
と
し
て
取
り
上
げ
る
。
そ
し
て
事
件
の
経
過
だ
け
で
は
な
く
、
江

西
に
お
け
る
貿
易
や
裁
剣
な
ど
、
貧
際
の
政
治
経
営
の
側
面
を
詳
細
に
追
究

し
、
特
に
奉
使
宣
撫
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
、
明
清
時
代
の
本
籍
回

避
制
度
の
原
因
が
元
代
の
社
禽
朕
況
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
問
題
提
起
す

る
。
著
者
が
第
二
章
な
ど
で
奉
げ
る
程
鐙
夫
『
雲
棲
集
』
巻
一

O
「
吏
治
五

事
」
(
二
三

O
頁
)
の
中
に
は
、
南
北
の
地
方
官
を
相
互
に
濯
輔
押
さ
せ
る
こ
と

を
請
う
た
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
寅
際
に
銀
江
路
に
お
い
て
、
正
官
だ
け
で
な

く
首
領
官
ま
で
も
が
、
多
く
は
華
北
の
出
身
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い

お
戸
そ
こ
か
ら
、
本
籍
回
避
制
度
の
淵
源
も
ま
た
元
代
に
あ
っ
た
可
能
性
ま
で

も
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
本
章
で
の
劉
象
地
域
が
江
西
地
方
で
あ

り
、
次
に
見
る
第
四
章
が
江
滋

・
江
市
例
行
省
に
お
け
る
こ
と
で
あ
る
た
め
、
江

南
の
三
行
省
か
ら
一
つ
ず
つ
例
が
奉
げ
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
政
治
・
経

済
状
況
が
少
し
づ
っ
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
は
著
者
の
配
慮
に

違
い
な
い
。

そ
の
第
四
章
で
は
、
や
は
り
同
じ
大
徳
末
に
諒
殺
籍
浅
さ
れ
た
朱
清
と
張
墳

に
つ
い
て
、
こ
ち
ら
は
中
央
政
界
の
状
況
と
絡
め
て
考
察
を
進
め
て
い
る
。
朱

清

・
張
誼
の
謙
殺
は
、
単
な
る
経
済
的
な
問
題
に
止
ま
ら
ず
、
皇
后
の
権
力
と

絡
ん
だ
政
治
色
の
濃
い
事
件
で
あ
っ
た
と
い
う
捉
え
方
は
、
論
考
設
表
嘗
時

(
一
九
六
八
年
)
に
あ
っ
て
は
、
全
く
斬
新
な
見
方
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の

長
い
関
、
仁
宗
延
祐
年
開
こ
そ
が
、
中
園
方
面
に
お
け
る
制
度
面
の
整
備
や
中

華
的
文
化
の
吸
牧
が
、
世
租
至
元
年
聞
に
つ
い
で
積
極
的
に
行
わ
れ
た
時
期
で

あ
っ
た
と
、
漠
然
と
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
著
者
は
、
ご
く
初
期
の
こ
の
論
考
中
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で
、
既
に
嘗
時
の
四
月
子
界
の
定
設
に
疑
問
を
呈
し
、
大
徳
年
閲
を
主
要
な
研
究
針

象
と
し
た
の
で
あ
る
。
江
南
地
方
で
の
政
策
と
、
こ
れ
ら
三
事
件
の
分
析
か
ら

は
、
大
徳
年
聞
の
そ
れ
も
中
期
に
は
、
す
で
に
江
南
地
方
に
針
す
る
明
ら
か
な

政
治
的
方
向
縛
換
が
あ
っ
た
こ
と
が
讃
み
取
れ
る
。
そ
れ
が
、
は
っ
き
り
と
し

た
か
た
ち
で
、
官
吏
任
用
に
反
映
さ
れ
る
の
が
武
宗
以
後
で
あ
り
、
第
一
章
に

お
け
る
第
一
・
二
期
の
匿
分
は
、
事
質
上
こ
の
繁
化
を
ひ
と
つ
の
根
擦
と
し
て

い
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
第
一
期
と
第
二
期
の
交
代
期
に
関
し
て
は
今
後
さ
ら
に
追
究
が
必
要
な

時
期
だ
と
恩
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
政
治
的
に
も
制
度
的
に
も
、
こ
の
時
期

に
大
き
な
拙
変
化
が
見
ら
れ
、
解
明
す
べ
き
問
題
が
多
く
残
っ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
著
者
が
指
摘
す
る
、
科
翠
の
再
開
を
め
ぐ
る
問
題

や
そ
の
位
置
づ
け
も
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
著
者
は
科
翠
の
再
開
を
、
従
来
定

設
の
如
く
言
わ
れ
て
い
た
角
度
と
は
別
の
視
黙
か
ら
、
「
江
南
土
着
の
官
吏
を

大
量
に
寵
菟
し
た
」
(
二
五
五
頁
〉
後
で
、

「地
方
官
と
し
て
有
能
か
つ
良
質
の

人
材
を
得
る
」

(
二
五
六
頁
〉
と
い
う
目
的
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
良

質
の
官
僚
が
不
足
し
て
い
た
と
い
う
嘗
時
の
朕
況
を
直
接
的
な
原
因
と
し
て
科

患
が
開
始
さ
れ
た
、
と
す
る
結
論
そ
れ
自
鰻
は
、
無
批
判
に
踏
拙
製
さ
れ
て
い
た

定
読
へ
の
挑
戦
と
し
て
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
人
材
不
足
と

い
う
判
断
の
傍
誼
の

一
つ
と
な
っ
て
い
る
、
『
元
史
』
武
宗
本
紀
の
記
事
(
二

五
五
頁
〉
は
、
賞
際
に
は
武
宗
個
人
の
先
走
っ
た
行
動
を
諌
め
た
意
味
合
い
が

強
く
、
武
宗
が
必
要
に
迫
ら
れ
て
官
を
大
量
に
登
用
し
た
こ
と
を
指
す
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
官
吏
の
粛
清
と
い
う
側
面
は
大
徳
末
に
始
ま
っ
た

こ
と
で
は
な
い
し
、
ま
た
、
至
大
年
聞
に
官
員
を
減
ら
す
命
令
が
出
さ
れ
て
い

る
獄
況
に
照
ら
し
て
も
、
官
界
全
睡
と
し
て
人
材
不
足
が
ど
の
程
度
深
刻
で
あ

っ
た
の
か
は
、
正
直
な
と
こ
ろ
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
著
者

が
提
唱
し
た
人
材
不
足
設
も
、
有
力
な

「
物
的
詮
援
」
を
得
て
初
め
て
断
言
で

き
る
結
論
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
て
、
第
三
部
は
わ
ず
か
に
二
篇
を
牧
め
る
の
み
だ
が
、
舎
族
の
叛
飢
と
苗

軍
の
動
向
と
い
う
こ
つ
の
課
題
を
研
究
封
象
と
す
る
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な

い
。
民
族
史
・
言
語
息
子
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
歴
史
皐
な
ど
を
総
合
し
て
初
め
て
封

象
と
す
る
こ
と
の
で
き
る
分
野
だ
か
ら
で
あ
る
。
第
二
一
章
に
お
い
て
、
民
族
叛

飢
を
茶
賊
・
堕
賊
な
ど
の
寅
態
と
結
び
つ
け
て
述
べ
た
り
、
彼
ら
の
活
動
が

『
至
元
新
格
』
に
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
り
で
き
る
の
は
、
著
者

の
視
野
の
庚
さ
が
土
蓋
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
本
書
が
針
象
と
す
る
問
題
は
、
政
治
・
経
済
・

制
度

・
祉
曾
と
あ
ら
ゆ
る
面
に
及
び
、
一
見
ま
と
ま
り
が
な
い
よ
う
で
あ
り
な

が
ら
、
す
べ
て
は
、

「
元
代
」
と
い
う
時
代
・
「
江
南
」
と
い
う
場
所
の
二
つ

の
軸
の
接
黙
で
結
び
つ
く
。
そ
し
て
、
ど
の
論
題
も
、
嘗
時
の
扶
況
の
解
明
に

と
っ
て
土
牽
と
な
る
よ
う
な
、
基
本
的
か
っ
、
だ
か
ら
こ
そ
困
難
な
問
題
ば
か

り
で
あ
る
。
著
者
が
こ
の
よ
う
な
研
究
課
題
を
選
揮
し
て
き
た
こ
と
に
、
改
め

て
敬
意
を
表
し
た
い
。
た
だ
、
本
書
を
一
つ
の
完
成
し
た
研
究
作
品
と
し
て
見

直
し
て
み
た
時
、
全
鐙
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
気
に
な
る
黙
も
無
し
と
し
な

い
。
以
下
、
評
者
の
観
黙
に
偏
る
が
、
若
干
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
。

ま
ず
は
、
史
料
の
解
穣
の
問
題
で
あ
る
。

二
九
頁
で
理
算
に
お
け
る
迫
徴
の

封
象
は
「
中
統
元
年
(
一

二
六
O
)
以
来
」
の
未
徴
分
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、

『
元
典
章
』
新
集
の
一
該
一
僚
に
お
い
て
、
と
り
し
ま
り
の
封
象
と
さ
れ
る
の
は
、

現
在
ま
で
の
未
徴
分
す
べ
て
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
現
在
以
降
の
銭
物
の
み

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
理
算
は
著
者
も
述
べ
る
如
く
、
本
来

「き
ち
ん
と
計
算
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す
る
」
と
い
う
意
味
を
持
つ
。
そ
こ
か
ら
推
し
て
、
理
算
を
「
強
制
的
な
銭
糧

徴
枚
」
と
讃
み
換
え
る
こ
と
に
は
、
確
か
に
異
論
は
な
い
。
た
だ
、
こ
の
よ
う

な
、
理
算
の
時
期
に
か
か
る
史
料
が
す
べ
て
、
ス
ト
レ
ー
ト
に
釆
徴
分
の
清
算

(
三
二
頁
)
を
指
す
か
ど
う
か
は
、
詳
細
な
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
や
は
り
『
元
典
章
』
の
「
大
小
勾
営
鐙
例
」
(
一
四
三
J
一
四
四
頁
〉

に
つ
い
て
、
著
者
は
、
「
使
臣
の
忽
里
空
は
安
西
王
の
令
旨
に
よ
っ
て
、
軍
事

力
を
背
景
に
吉
州
路
で
物
資
の
徴
牧
を
行
お
う
と
し
た
」
と
理
解
す
る
。
し
か

ち

か

ら

し
、
該
僚
の
「
箪
の
気
力
は
用
い
る
」
の
部
分
は
「
軍
の
気
力
に
用
い
る
」
と

諌
む
べ
き
で
あ
っ
て
、
徴
牧
す
る
物
資
、
つ
ま
り
「
水
弓
・
皮
袋
・
段
疋
・
沙

羅
井
び
に
利
銭
の
紗
錠
等
の
物
」
の
使
い
み
ち
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の

だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
績
く
「
使
臣
合
喫
肉
食
」
の
僚
に
お
い
て
、
こ
の
一
僚

の
み
か
ら
で
は
、
羊
肉
の
供
出
を
要
求
し
た
の
が
諸
王
位
下
の
使
匡
で
あ
る
と

特
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
「
投
下
の
撞
行
」
(
九
八
頁
)
・
「
投
下
の

怒
意
的
行
震
を
で
き
る
か
ぎ
り
抑
制
し
よ
う
と
す
る
一
般
行
政
官
た
ち
の
姿
」

(
一
四
六
頁
)
と
い
う
結
論
が
、
先
に
あ
る
か
の
よ
う
に
思
っ
て
し
ま
う
の

は
、
評
者
の
勘
ぐ
り
す
ぎ
だ
ろ
う
か
。

次
に
、
地
域
設
定
の
問
題
で
あ
る
。
第
一
部
第
四
章
に
お
い
て
、
史
料
が
語

る
事
件
の
舞
蓋
が
江
南
の
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
こ
と
、
及
び
、
第
二
部
第
一

章
に
お
け
る

「
南
人
」
の
出
身
地
域
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
指
摘
し
た

と
お
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
べ
き
は
、
江
南
を
論
じ
る
際
の
針
象
地

域
と
し
て
、
准
南
に
関
す
る
情
報
が
大
き
な
根
援
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
特
に
第

一
部
で
社
舎
状
況

・
経
済
状
況
を
検
討
す
る
際
に
、
江
南
と
准
南

の
史
料
が
同
じ
レ
ベ
ル
で
語
ら
れ
る
の
は
看
過
で
き
な
い
。
著
者
は
「
江
准
行

省
の
名
の
も
と
に
、
雨
准
地
方
は
雨
漸
や
江
東
地
方
と
と
も
に
一
種
的
に
運
営

さ
れ
て
い
た
の
で
、
政
策
史
的
考
察
の
た
め
に
准
南
地
方
に
封
す
る
施
策
を
も

考
慮
に
い
れ
て
お
き
た
い
」
と
す
る
(
三
四
頁
)
。
し
か
し
、
爾
准
地
方
と
江

東
・
新
江
地
域
の
綬
て
き
た
歴
史
が
全
く
異
な
っ
て
い
る
以
上
、
雨
地
へ
の
政

策
の
方
向
も

一
様
で
は
な
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
雨
准
地
方
は
そ
れ
ま
で
の
約

一
五
O
年
に
及
ぶ
南
北
針
立
の
結
果
、
最
前
線
と
し
て
、
人
の
あ
ま
り
住
ま
な

い
、
ま
さ
に
荒
土
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
地
域
を
も
う
一
度
耕
作
で
き

る
土
地
と
す
る
、
い
わ
ば
入
植
の
よ
う
な
措
置
が
採
ら
れ
た
。
そ
れ
に
封
し

て
、
江
南
地
方
は
モ
ン
ゴ
ル
の
進
攻
の
も
と
で
建
築
物
や
土
地
が
荒
慶
し
た
と

す
る
記
録
も
あ
る
一
方
で
、
南
宋
以
来
の
人
口
流
入
や
都
市
の
設
展
の
中
で
、

戸
口
の
増
加
や
税
牧
の
増
加
が
見
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
吠
況
の
遠
い
は
、
第

一
部
第
二
章
で
著
者
自
身
も
述
べ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
(
七
五
J
七
九
頁
〉
、
そ

も
そ
も
物
理
的
な
朕
況
が
全
く
異
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
第
一
部

第
一
章
で
家
げ
ら
れ
る
『
元
典
章
』
巻
一
九
「
荒
関
田
土
無
主
的
倣
屯
田
」

(
一
二
五
・
七
七
頁
〉
中
の
目
立
口
見
は
、
至
元
=
二
年
以
来
縫
績
し
て
准
西
の
屯

田
開
愛
に
携
わ
っ
た
人
物
で
あ
る
。
こ
の
一
僚
は
、
軍
隊
の
食
糧
調
達
の
た
め

の
屯
回
開
裂
を
、
嘗
地
の
責
任
者
の
昂
吉
見
が
上
奏
し
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
た

事
寅
を
停
え
て
い
る
こ
と
ま
で
は
関
違
い
な
い
。
そ
の
結
果
、
「
勢
力
家
の
回

土
旗
大
に
寄
興
す
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
」
と
い
う
こ
と
も
、
准
西
に
お
い
て

は
、
あ
る
程
度
よ
く
見
ら
れ
る
よ
う
な
事
象
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
こ
の
よ
う
な
雨
准
に
お
け
る
屯
回
開
設
の
欣
況
と
そ
の
結
果
を
、
江
南
地

域
に
敷
街
す
る
た
め
に
は
、
江
准
行
省
の
存
在
や
断
例
の
遁
逮
状
況
以
外
に
も

(
七
九
頁
)
、
南
地
域
の
類
似
性
あ
る
い
は
関
連
性
を
裏
づ
け
る
、
よ
り
積
極

的
な
根
濠
が
欲
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

さ
て
、
著
者
が
中
心
と
し
て
撮
る
史
料
は
『
元
史
』
、
『
元
典
章
』
〈
及
び

『
遇
制
篠
格
』
)
で
あ
り
、
ま
た
各
種
文
集
で
あ
る
。
著
者
が
各
論
考
を
渡
表

し
始
め
た
昭
和
四

0
年
代
J
六
0
年
代
ご
ろ
に
か
け
て
、
元
代
史
研
究
に
お
い
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て
一
般
的
に
利
用
さ
れ
る
史
料
も
、
ま
た
し
か
り
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
史
料

は
、
例
え
ば
『
元
史
』
は
嘗
然
な
が
ら
百
柄
本
を
使
い
、
文
集
は
比
較
的
大
き

な
図
書
館
に
備
え
ら
れ
た
四
部
叢
刊
所
牧
の
十
数
種
と
叢
書
集
成
所
牧
本
を
せ

い
ぜ
い
利
用
で
き
る
よ
う
な
困
難
な
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
研
究
を
行
う

こ
と
自
鐙
に
、
品
目
を
少
し
も
惜
し
ま
な
い
努
力
と
、
的
確
な
史
料
操
作
を
行
う

判
断
能
力
が
必
要
と
さ
れ
た
に
違

い
な
い
。

一方、

『
元
史
』
刑
法
志
及
び

『
通
制
保
格
』
の
誇
註
、
『
元
典
章
』
刑
部
の
黙
校
な
ど
が
次
々
に
準
備
・
出

版
さ
れ
た
の
は
、
周
知
の
と
お
り
昭
和
三

0
年
代
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
嘗

時
劃
期
的
な
研
究
成
果
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
史
料
の
う
ち
『
元
典
章
』
に
つ

い
て
は
、
著
者
は
山
首
時
で
は
利
用
が
容
易
で
な
い
元
刻
本
を
敢
え
て
底
本
と
し

て
採
用
し
た
。
著
者
が
そ
の
『
元
典
一
章
一
』
を
基
本
史
料
と
し
て
扱
い
、
長
年
研

究
を
績
け
る
こ
と
に
な
る
出
設
鈷
も
、
物
と
し
て
の
来
歴
や
性
格
を
見
極
め
て

初
め
て
そ
の
内
容
の
解
穫
が
生
き
た
も
の
と
な
る
『
元
典
章
』
の
史
料
自
鐙
の

魅
力
に
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
著
者
は
、
嘗
時
の
最
新

成
果
を
積
極
的
に
利
用
す
る
と
こ
ろ
か
ら
研
究
を
始
め
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
か
ら
三
十
年
が
経
ち
、
日
本
の
元
代
史
研
究
を
取
り
経
く
環
境
は
、
そ

の
閉
に
大
き
く
舞
化
し
た
。
そ
の
た
め
研
究
ス
タ
イ
ル
も
多
様
化
し
て
き
た

し
、
今
後
も
柔
軟
な
針
態
が
必
須
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
研

究
動
向
紹
介
や
論
設
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。
評
者
も
ま
た
、

そ
の
よ
う
な
研
究
環
境
の
襲
化
を
身
を
以
て
感
じ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
、一

九
八
0
年
代
か
ら
始
ま
っ
た
、
史
料
の
利
用
朕
況
の
繁
化
及
び
図
際
交
流
の
面

で
の
鑓
化
、
こ
の
二
つ
が
最
も
顕
著
な
側
面
だ
と
い
え
よ
う
。
本
書
の
内
容
と

は
少
し
離
れ
る
が
、
評
者
の
見
方
を

一
つ
ず
つ
や
や
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
を
お

許
し
い
た
だ
き
た
い
。

ま
ず
、
中
園
大
陸
・
喜
一
湾
で
の
典
籍
史
料
の
整
理
は
、
自
を
見
張
る
も
の
が

あ
る
。
文
集
に
つ
い
て
は
、
早
く
は
元
代
珍
本
文
集
奨
刊
、
そ
し
て
元
人
文
集

珍
本
叢
刊
、
北
京
図
書
館
古
籍
珍
本
叢
刊
の
集
部
な
ど
、
シ
リ
ー
ズ
で
次
々
と

出
版
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
中
園
大
陸
を
中
心
と
し
て
、
元
人
別
集
、
総
集
な
ど

諸
史
料
が
、
標
貼
を
附
し
て
ど
ん
ど
ん
出
版
さ
れ
て
い
る
。
地
方
士
ゅ
で
は
、
中

園
大
陸
・
妥
湾
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
宋
元
地
方
志
の
集
成
が
出
版
さ
れ
た
し
、
標

駄
木
も
作
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
研
究
者
と
基
本
的
な
典
籍
史
料
と
の
距

離
を
グ
ン
と
縮
め
る
と
い
う
数
果
を
も
た
ら
し
た
。
そ
し
て
、
史
料
と
の
距
離

は
、
利
便
性
に
結
び
つ
く
だ
け
で
な
く
、
心
理
的
な
史
料
と
の
距
離
を
克
服
し

て
、
史
料
全
鐙
を
見
渡
す
目
を
養
う
こ
と
に
も
結
び
つ
く
。
新
た
に
整
理
・
出

版
さ
れ
た
も
の
の
中
に
は
、
現
存
す
る
最
良
の
刊
本
や
珍
本
を
枚
め
た
も
の
が

か
な
り
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
そ
れ
ら
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
例
え
ば
元
刊
本

に
し
か
な
い
記
述
方
式
や
用
語
法
な
ど
の
特
徴
が
わ
か
り
、
そ
こ
か
ら
嘗
時
の

常
識
や
規
則
、
人
々
の
考
え
方
が
讃
み
取
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
本
自
睦
が
ど
の

よ
う
な
経
緯
で
整
理
さ
れ
出
版
さ
れ
た
か
な
ど
、
物
と
し
て
の
性
格
を
追
究
す

る
う
ち
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら

と
明
清
の
別
刊
本
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
重
要
な
事
質
が
夜
見
さ
れ
る
こ
と
も

多
々
あ
る
。

典
籍
史
料
以
外
で
も
、
数
は
多
く
な
い
が
元
代
の
文
書
が
褒
見
さ
れ
、
そ
れ

が
出
版
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
他
の
時
代
に
も
嘗
て
は
ま
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、

碑
刻
史
料
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
整
理
が
進
ん
で
い
る
。
宋
代
以
来
の
石
刻
書
の

集
成
が
出
版
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
道
教
関
係
の
碑
文
が
整
理
校
訂
さ
れ
る
な

ど
、
重
要
な
特
定
分
野
で
の
研
究
も
生
ま
れ
て
い
る
。
石
刻
の
拓
影
も
ま
た
、

潟
県
で
多
数
公
表
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
史
料
は
、
全
て
こ
こ
十

数
年
の
聞
に
初
め
て
利
用
の
便
宜
が
悶
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
、
い

わ
ば
新
資
料
を
フ
ル
利
用
す
る
よ
う
な
研
究
も
、
日
本
で
は
最
近
目
に
す
る
よ
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う
に
な
っ
て
き
た
。

も
う
一
つ
の
側
面
、
園
際
交
流
の
進
展
は
、
さ
ら
に
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ

る
。
そ
も
そ
も
、
右
記
の
よ
う
な
史
料
が
容
易
に
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
も
、
そ
の
一
演
で
あ
る
。
欧
米
で
の
研
究
と
の
相
互
交
流
の
時
代

は
長
く
、
今
も
績
い
て
い
る
。
そ
れ
に
加
え
、
現
在
、
我
々
は
中
園
大
陸
や
牽

湾
な
ど
で
の
研
究
の
成
果
に
つ
い
て
、
日
本
に
在
り
な
が
ら
、
ほ
ぼ
そ
の
全
貌

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
恵
ま
れ
た
好
環
境
に
な

っ
て
か
ら
は
、
ま
だ
十
年
も
経
っ
て
い
な
い
し
、
園
際
協
力
研
究
な
ど
の
名
の

も
と
に
、
本
山
富
の
意
味
で
の
相
互
協
力
・
相
互
理
解
が
進
む
の
は
、
こ
れ
か
ら

と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
研
究
の
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
化
は
着
賞
に
進
展

し
て
お
り
、
そ
の
分
ア
ン
テ
ナ
を
高
く
掲
げ
て
相
互
の
成
果
を
利
用
す
る
よ
う

努
め
る
必
要
が
出
て
き
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
人
的
交
流
は
一
九
八

0
年
代
か
ら
徐
々
に
盛
ん
に
な
っ
て
き
て
い

る
。
と
り
わ
け
、
こ
こ
数
年
、
海
外
の
園
書
館
の
利
便
性
や
手
頃
な
交
通
費
を

考
慮
に
入
れ
た
上
で
、
日
本
人
が
海
外
に
出
て
、
研
修
、
留
筆
、
史
料
調
査
な

ど
を
積
極
的
に
行
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
各
園
の
研
究
者
が
そ

れ
ぞ
れ
抱
え
て
い
た
問
題
を
解
決
す
る
糸
口
が
容
易
に
見
つ
か
る
こ
と
も
あ

り
、
逆
に
思
わ
ぬ
庭
に
疑
問
を
抱
く
き
っ
か
け
と
な
っ
た
り
す
る
。
蛍
地
の
図

書
館
に
お
い
て
、
自
ら
の
目
で
史
料
を
見
、
自
ら
の
手
で
そ
れ
に
燭
れ
る
こ
と

が
で
き
る
の
も
、
物
と
し
て
の
史
料
を
痛
感
す
る
よ
い
機
舎
に
な
る
。

こ
れ
ら
す
べ
て
は
我
々
が
現
在
お
か
れ
て
い
る
研
究
扶
況
で
あ
り
、
今
後

は
、
こ
の
扶
況
を
否
慮
な
く
認
識
、
享
受
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

し
て
、
環
境
の
利
貼
を
生
か
す
中
で
、
本
書
に
つ
い
て
奉
げ
た
疑
問
鈷
も
、
新

し
い
答
え
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
具
鐙
例
を
穆
げ

れ
ば
、
第
二
部
第
二
章
で
問
題
と
し
た
科
摩
に
関
す
る
問
題
は
、
例
え
ば
中
央

政
府
、
或
い
は
官
僚
や
土
人
た
ち
が
、
科
掌
再
開
に
向
け
て
い
つ
ど
の
よ
う
な

準
備
を
し
た
の
か
、
そ
し
て
科
奉
再
開
後
の
科
翠
賓
施
の
シ
ス
テ
ム
は
い
か
に

あ
っ
た
か
な
ど
、
圏
外
の
研
究
や
新
た

ι整
理
さ
れ
た
史
料
を
利
用
し
て
追
究

す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
新
出
の
文
書
を
用
い
て
、
徴
税
の
兵
睦

的
側
面
広
踏
み
込
む
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
一
し
か
し
な
が
ら
、
繰
り
返
す
よ
う

だ
が
、
こ
の
よ
う
な
あ
る
意
味
で
は
気
を
抜
け
な
い
が
、
非
常
に
恵
ま
れ
た
吠

況
は
、
ほ
ん
の
十
数
年
前
か
ら
始
ま
っ
て
き
た
こ
と
で
あ
り
、
利
用
可
能
な
史

料
を
フ
ル
に
利
用
し
て
研
究
を
行
っ
て
き
た
著
者
の
功
績
は
高
い
許
債
を
得
て

し
か
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
著
者
の
論
稿
の
多
く
が
海
外
で
翻
-
課
さ
れ
て
い
る

の
も
う
な
ず
け
あ
。
そ
し
て
、
そ
の
中
で
作
り
上
げ
ら
れ
た
元
代
史
研
究
の
一

定
の
水
準
は
、
も
ち
ろ
ん
今
も
色
あ
せ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
図
際
交
流
に
関
連
し
て
、
本
書
に
特
徴
的
な
史
料
引
用
へ
の
配
慮

を
、
特
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
本
文
に
史
料
を
引
用
す
る
際
、
各
論
文
に
お

い
て
は
、
日
本
式
の
書
き
下
し
文
(
及
び
意
味
を
明
確
に
す
る
た
め
の
ル
ビ
)

の
み
を
採
用
し
て
お
り
、
こ
れ
は
、
現
在
の
日
本
の
中
園
史
筆
の
論
文
の
基
本

ス
タ
イ
ル
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
著
者
は
本
書
を
編
集
す
る
際
、
も
と
も
と
の

論
文
の
盤
裁
を
破
り
、
本
来
主
に
註
に
牧
め
ら
れ
て
い
た
句
讃
貼
を
施
し
た
原

文
を
、
書
き
下
し
文
に
並
べ
て
本
文
中
に
引
用
し
た
。
こ
れ
は
評
者
自
身
も
述

べ
る
よ
う
に
、
古
代
漢
語
と
は
違
っ
た
近
代
漢
語
や
モ
ン
ゴ
ル
語
直
課
捜
風
漢

文
な
ど
、
多
様
な
漢
文
を
正
確
に
理
解
し
て
い
こ
う
と
す
る
際
の
意
義
深
い
決

断
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
方
法
が
讃
者
に
最
も
利
便
を
奥
え
る
か
ど
う
か
は
、

ま
た
別
問
題
で
あ
り
、
書
物
の
出
版
の
際
に
必
ず
問
題
と
な
る
分
量
と
い
う
観

貼
か
ら
し
て
も
、
賛
否
雨
論
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
各
雑
誌
に
掲

載
さ
れ
た
論
文
に
比
べ
、

一
加
に
ま
と
め
ら
れ
た
書
物
は
、
日
本
圏
内
だ
け
で

な
く
、
海
外
の
研
究
者
の
目
に
繍
れ
る
機
舎
が
格
段
に
抽
唱
え
る
に
違
い
な
い
。
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書
き
下
し
文
と
い
う
、

彼
ら
に
と
っ
て
の
一
つ
の
壁
を
取
り
梯
お
う
と
す
る
著

者
の
意
図
が
讃
み
と
れ
る
。
本
書
の
末
に
、
英
文
だ
け
で
な
く
、
中
園
語
の
サ

マ
リ
ー
が
附
さ
れ
る
の
も
、
そ
の
姿
勢
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
。
特
に
、
著
者

が
扱
う
『
元
典
章』

は
、
全
鐙
を
通
し
て
の
恥
校
・
翻
誇
は
未
だ
存
在
し
な
い

困
難
な
材
料
で
あ
る
。
そ
の
理
解
の
正
誤
は
結
論
の
方
向
に
大
き
く
関
わ
る
も

の
だ
け
に
、
引
用
へ
の
配
慮
の
意
義
は
大
き
い
。
今
後
現
代
語
謬
も
含
め
た
、

ど
の
よ
う
な
引
用
が
最
も
望
ま
し
い
の
か
を
考
え
る
き
っ
か
け
に
も
な
る
。
我

々
日
本
人
が
、
外
図
史
と
し
て
中
園
史
を
専
攻
す
る
際
に
、
外
に
向
け
て
自
分

の
研
究
を
愛
信
し
、
お
互
い
に
研
究
を
高
め
合
お
う
と
す
る
著
者
の
姿
勢
に

は
、
見
習
う
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
配
慮
も
ふ
く
め
、
著
者
の
一
連
の
研
究
を
ま
と
め
た
本
書
は
、

一一一一
J
四
世
紀
の
中
園
研
究
を
目
指
す
も
の
だ
け
で
な
く
、
庚
く
中
園
近
世

史
、
経
済
史
、
↓
粧
品
目
史
な
ど
を
士
山
す
讃
者
に
と
っ
て
、
よ
き
道
標
と
な
る
も
の

で
あ
る
。
著
者
に
は
、
本
書
に
枚
め
ら
れ
た
論
考
以
外
に
も
、
『
元
典
章
』
の

基
本
的
解
讃
に
関
わ
る
論
考
や
元
代
法
制
史
に
関
連
す
る
研
究
も
数
多
く
存
在

す
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
も
本
書
の
よ
う
に
本
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
、
護
者
の

利
用
の
使
が
図
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
、

書
評
を
結
び
た
い
。

註(
1
〉
本
書
の
書
-
評
と
し
て
は
、
徳
永
洋
介

「
異
民
族
支
配
下
の
中
園
佐
倉

を
問
う
確
か
な
一
歩
」
『
東
方
』
二

O
四
(
一
九
九
八
年
二
月
)
、
森

田
憲
司
書
評
『
史
街
』
五
五
(
一
九
九
八
年
三
月
〉
、
矢
津
知
行
書
評

『
歴
史
筆
研
究
』
七
一
五
(
一
九
九
八
年
一

O
月
〉
が
あ
る
。
第
一
部

第
四
章
に
は
、
『
法
制
史
研
究
』
四
六
(
一
九
九
七
年
三
月
)
に
池
内

功
氏
の
書
評
が
、
第
二
部
第
二
章
に
は
、
『
法
制
史
研
究
』
四
二
(
一

九
九
三
年
三
月
〉
に
池
内
氏
の
書
評
が
、
そ
し
て
同
部
第
二
章
に
つ
い

て
は
、
『
法
制
史
研
究
』
四

O
(
一
九
九

一
年
三
月
)
に
川
村
康
氏
の

書
評
が
あ
る
。
な
お
、
第
一
部
第
二
章
第
二
・

三
節
の
内
容
は
、
南
京

大
同
学
元
史
研
究
室
編
『
内
陸
直
洲
歴
史
文
化
研
究
韓
儒
林
先
生
紀
念

文
集
』
(
南
京
大
皐
出
版
社
、
一
九
九
六
年
一
一
月
)
中
で
も
、
「
元
代

江
商
社
舎
の
官

・
民
構
造
と
徴
税
請
負
制
度
」
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
。

(
2
〉
周
良
容
「
札
記
二
篇
」
『
元
史
論
叢
』
六
(
中
園
祉
倉
科
祭
出
版

社
、
一
九
九
七
年
五
月
〉
二
、
今
南
人
。
輿
今
北
人
ヘ
拙
稿
「
趨
孟

頬
の
活
動
と
そ
の
背
景
」
『
東
洋
史
研
究
』
五
六
四
(
一
九
九
八
年

三
月
)
註
(
日
)
を
参
照
。

(
3
〉
宮
紀
子
「
『
孝
経
直
解
』
の
出
版
と
そ
の
時
代
」
、
『
中
図
文
拳
報
』

五
六
(
一
九
九
八
年
四
月
〉
五
、
『
家
経
直
解
』
を
め
ぐ
る
人
々
。

(

4

)

『
至
順
銀
江
志
』
巻
一
五
、
巻
二
ハ
、
及
び
太
田
菊
一
郎
「
元
朝
の

私
租
減
菟
令
を
め
ぐ
っ
て
」
『
東
北
大
事
東
洋
史
論
集
』

三

(
一
九
八

八
年
一
月
〉
四
、
元
朝
の
官
僚
構
成
を
参
照
。

(
5
)

杉
山
正
明
「
日
本
に
お
け
る
遼
金
元
時
代
史
研
究
」
『
中
園
祉
舎

と
文
化
!
』
一
一
一
(
中
園
祉
舎
文
化
皐
曾
、
一
九
九
七
年
六
月
〉
、
同

「モ

ン
ゴ
ル
時
代
史
研
究
の
現
状
と
課
題
」
佐
竹
靖
彦
等
編
『
宋
元
時

代
の
基
本
問
題
』
(
汲
古
書
院
、
一
九
九
七
年
七
月
)
、
中
砂
明
徳
「
江

南
史
の
水
脈
|
南
宋
・
元
・
明
の
展
望
|
」
『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
』

一
一
「
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
統
合
」
(
岩
波
書
庖
、
一
九
九
七
年
二

月
)
な
ど
。
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