
で
院
と
の
対
立
を
見
せ
た
こ
と
も
な
い
。
白
河
院
は
、
そ
の
院
政
期
間
中
を
通

じ
て
従
来
の
政
務
運
営
方
式
を
尊
重
す
る
方
式
を
と
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
対
応

不
可
能
な
状
態
や
自
己
の
意
思
七
の
組
齢
を
き
た
し
た
と
き
だ
け
、
自
ら
裁
断

を
加
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
院
と
天
皇
と
の
関
わ
り
か
た
に
つ
い
て
は
、
「
聖
主
と
し
て
の
天
皇
と

現
実
の
泥
に
ま
み
れ
た
院
と
が
、
一
種
の
役
割
分
担
を
行
な
っ
て
い
た
」
の
で

あ
り
、
天
皇
が
国
家
の
最
高
機
関
と
し
て
抽
象
化
さ
れ
た
人
格
で
あ
る
が
ゆ
え

に
太
政
治
官
符
・
宣
旨
は
永
続
的
存
在
で
あ
り
、
存
在
す
る
院
の
個
性
を
表
現

し
た
具
体
的
存
在
で
あ
る
が
ゆ
え
に
院
宣
は
院
の
死
と
と
も
に
消
滅
し
永
続
的

な
存
在
と
ほ
う
け
と
れ
な
か
っ
た
。

以
上
が
今
報
告
の
骨
子
で
あ
る
。
ま
ず
注
目
す
べ
き
は
、
院
政
を
国
家
支
配

層
の
危
機
へ
の
対
応
と
い
う
点
か
ら
捉
え
よ
う
と
す
る
視
点
そ
の
も
の
で
、
従

来
の
院
政
研
究
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
質
疑
の
中
で
も
述
べ
ら

れ
て
い
た
が
、
従
来
は
院
政
だ
け
を
そ
の
前
後
の
時
代
か
ら
切
り
離
し
て
ひ
と

っ
の
時
代
と
し
て
扱
っ
て
き
た
が
、
今
氏
は
後
期
王
朝
国
家
の
ひ
と
つ
の
政
治

形
態
と
し
て
位
置
付
け
た
の
で
あ
る
。
今
報
告
が
政
策
の
検
証
を
中
心
に
据
え

て
、
院
政
を
真
の
意
味
で
政
治
史
的
に
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
姿
勢
は
、
そ
の

結
論
に
対
し
て
の
賛
否
を
問
わ
ず
(
私
自
身
は
今
氏
と
同
じ
立
場
を
と
る
が
)

高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

質
疑
の
す
べ
て
を
紹
介
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
次
の
よ
う
な
質
問
が
な
さ
れ

た
。
ハ

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
論
題
と
深
く
関
わ
る
が
、
こ
の
時
期
の
「
危
機
」

と
は
在
地
領
主
層
の
台
頭
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
支
配
層
が
い
か
な
る
対
応

を
遂
げ
た
の
か
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
国
家
は
在
地
領
主
の
収
奪
を
保
障
す
る

と
と
も
に
自
己
の
政
治
体
系
の
末
端
に
位
置
付
け
る
と
い
う
方
向
で
対
処
し
よ

ぅ
と
し
た
が
、
最
終
的
に
は
こ
れ
を
抑
圧
せ
ざ
る
を
え
ず
、
こ
こ
に
院
の
デ
ス

ポ
テ
ィ
ズ
ム
の
必
要
性
が
あ
っ
た
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
た
。

ま
た
、
院
と
天
皇
の
差
、
院
と
天
皇
と
の
関
係
、
そ
の
場
合
の
天
皇
の
役
割

な
ど
に
つ
い
て
確
認
が
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
天
皇
は
現
実
の
政
治
か
ら

超
越
し
た
聖
主
と
し
て
の
存
在
で
あ
り
、
院
は
天
皇
と
同
等
の
権
威
を
も
ち
な

が
ら
も
天
皇
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
現
実
の
政
治
情
勢
に
対
応
し
う
る
存
在

で
あ
っ
た
こ
と
、
院
は
徐
々
に
政
権
を
固
め
た
と
い
う
形
で
は
な
く
そ
の
成
立

当
初
か
ら
天
皇
の
直
系
尊
属
と
し
て
権
威
を
保
持
し
て
い
た
こ
と
な
ど
の
説
明

が
な
さ
れ
た
。
天
皇
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
天
皇
は
あ
く
ま
で
国
家
機
構
の
頂

点
に
位
置
し
、
そ
の
意
向
が
た
と
え
院
か
ら
の
指
示
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、

国
家
機
構
上
は
天
皇
の
決
定
と
し
て
認
識
さ
れ
た
と
述
べ
ら
れ
た
。

こ
の
他
、
天
皇
の
聖
主
と
し
て
の
存
在
が
な
ぜ
こ
の
時
期
に
と
く
に
意
識
さ

れ
る
の
か
、
平
氏
や
鎌
倉
幕
府
と
の
関
係
は
今
氏
の
立
場
に
た
つ
と
き
ど
の
よ

う
に
説
明
が
な
さ
れ
る
の
か
な
ど
論
ぜ
ら
れ
る
べ
き
点
は
ま
だ
多
々
あ
っ
た
よ

ぅ
に
思
わ
れ
る
が
、
今
氏
の
報
告
は
、
こ
れ
ま
で
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
個
別

的
な
王
朝
国
家
の
政
治
体
制
・
機
構
な
ど
に
つ
い
て
の
研
究
を
も
と
に
、
国
家

の
政
治
形
態
と
し
て
の
院
政
を
す
ぐ
れ
て
政
治
史
的
に
検
討
さ
れ
た
点
に
意
義

が
あ
り
、
今
後
の
研
究
の
進
展
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

最
後
に
、
筆
者
の
不
手
際
に
よ
り
、
今
氏
や
質
問
者
の
方
々
の
意
図
を
取
り

違
え
て
い
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
が
、
皆
様
の
ご
寛
恕
を
お
願
い
す
る
次
第
で
す
。

西
　
洋
　
史

前
　
野
　
弘
　
志

西
洋
史
か
ら
は
、
堀
井
建
一
氏
が
「
前
四
二
年
ア
テ
ナ
イ
の
寡
頭
派
政
変

と
民
主
政
復
興
」
と
題
し
て
発
表
さ
れ
た
。
氏
は
、
従
来
か
ら
一
貫
し
て
ア
テ
ー

ナ
イ
の
寡
頭
政
研
究
に
取
り
組
ん
で
こ
ら
れ
た
。
今
回
の
報
告
で
は
、
ア
テ
ー
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ナ
イ
内
部
か
ら
の
民
主
政
存
亡
の
危
機
で
あ
る
前
四
一
一
年
の
寡
頭
派
政
変

を
、
前
古
典
期
及
び
古
典
期
に
お
け
る
ポ
リ
ス
か
ら
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
及
び

ロ
ー
マ
の
世
界
帝
国
へ
と
移
行
す
る
主
要
な
国
家
形
態
の
変
遷
の
中
に
、
ポ
リ

ス
的
な
政
治
運
営
の
機
構
、
言
い
替
え
れ
ば
、
素
人
に
よ
る
政
治
運
営
の
機
構

か
ら
専
門
家
集
団
(
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
)
に
よ
る
政
治
運
営
の
機
構
へ
の
変
態

の
先
盤
的
な
実
験
と
し
て
捉
え
よ
う
と
試
み
ら
れ
た
。

氏
の
論
旨
は
、
機
ね
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
ア
テ
ー
ナ
イ
の
歴
史
の

中
で
民
主
政
が
転
覆
し
た
の
は
、
前
四
二
年
と
前
四
〇
四
年
の
二
回
で
あ
る

が
、
そ
の
う
ち
後
者
は
ベ
ロ
ポ
ネ
ー
ソ
ス
戦
争
敗
北
後
に
ス
パ
ル
タ
に
強
制
さ

れ
た
政
体
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
前
者
は
ア
テ
ー
ナ
イ
内
部
か
ら
の
政
体
変

更
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
か
ら
、
前
四
一
一
年
の
民
主
政
転
覆
こ
そ
真
の
意
味
に

お
い
て
ア
テ
ー
ナ
イ
民
主
政
の
危
機
で
あ
っ
た
と
規
定
し
、
前
四
二
年
の
政

変
を
前
四
一
五
年
に
始
ま
る
シ
ケ
リ
ア
遠
征
か
ら
前
四
〇
四
年
の
ベ
ロ
ポ
ネ
ー

ソ
ス
戦
争
終
結
ま
で
の
歴
史
的
背
景
の
中
に
お
い
て
性
格
付
け
さ
れ
た
。
四
百

人
寡
頭
派
の
う
ち
史
料
的
に
追
跡
可
能
な
四
人
、
ペ
イ
サ
ン
ド
ロ
ス
、
ア
ン
テ

ィ
フ
ォ
ー
ン
、
フ
リ
ユ
ニ
コ
ス
、
テ
ー
ラ
メ
ネ
ー
ス
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
経

歴
を
分
析
し
て
み
る
と
、
ペ
イ
サ
ン
ド
ロ
ス
と
ア
ン
テ
ィ
フ
ォ
ー
ン
が
寡
頭
派

で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
フ
リ
ユ
ニ
コ
ス
と
テ
ー
ラ
メ
ネ
ー
ス
が
寡
頭
派
で
あ
っ

た
と
は
言
い
難
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
政
変
は
純
粋
な
寡
頭
主
義
か
ら
生
ま
れ

た
寡
頭
派
政
変
で
は
な
か
っ
た
と
主
張
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
寡
頭

派
政
変
の
原
因
も
、
政
治
理
念
的
な
闘
争
か
ら
の
解
釈
よ
り
も
、
む
し
ろ
政
変

当
時
に
ア
テ
ー
ナ
イ
の
置
か
れ
て
い
た
財
政
的
危
機
及
び
税
徴
収
機
構
か
ら
の

解
釈
が
妥
当
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
た
。
即
ち
、
当
時
の
ア
テ
ー
ナ
イ
は
、
シ
ケ

リ
ア
遠
征
失
敗
に
よ
り
艦
隊
と
資
金
を
使
い
果
た
し
、
ま
た
デ
ロ
ス
同
盟
か
ら

の
頁
納
金
も
相
次
ぐ
同
盟
諸
市
離
反
の
た
め
に
事
実
上
徴
収
不
能
と
な
っ
て
い

た
。
こ
う
言
っ
た
状
況
に
直
面
し
て
、
ア
テ
ー
ナ
イ
で
は
即
時
停
戦
か
戦
争
続

行
か
の
論
議
が
沸
き
立
っ
た
が
、
結
局
は
戦
争
続
行
が
決
議
さ
れ
た
。
一
方
、

膨
大
な
資
金
の
不
足
分
を
補
っ
て
い
た
の
が
、
ア
テ
ー
ナ
イ
の
富
裕
者
た
ち
で

あ
っ
た
。
彼
等
は
、
レ
イ
ト
ゥ
ー
ル
ギ
ア
(
対
国
家
奉
仕
)
及
び
エ
イ
ス
フ
ォ

ラ
(
臨
時
財
産
税
)
を
課
さ
れ
、
一
度
戦
争
と
な
れ
ば
、
常
に
大
き
な
財
政
負

担
を
強
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
状
況
を
躇
ま
え
て
、
富
裕

者
た
ち
が
民
衆
の
意
の
ま
ま
に
こ
れ
以
上
経
済
的
負
担
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
を

恐
れ
て
民
主
政
を
転
覆
さ
せ
た
の
が
寡
頭
派
政
変
の
狙
い
で
あ
っ
た
、
と
結
論

付
け
ら
れ
た
。

さ
て
、
「
コ
ト
ル
ノ
ス
(
日
和
見
主
義
者
)
」
と
あ
だ
名
さ
れ
た
テ
ー
ラ
メ
ネ
ー

ス
は
前
四
二
年
の
四
百
人
寡
頭
派
政
変
の
首
謀
者
で
あ
り
な
が
ら
、
わ
ず
か

四
ケ
月
間
の
後
に
四
百
人
政
権
を
自
ら
打
倒
し
五
千
人
政
権
を
樹
立
し
た
。
こ

の
一
見
信
義
の
な
い
様
に
見
え
る
彼
の
行
動
は
、
い
か
な
る
政
治
理
念
に
由
来

す
る
も
の
か
。
テ
ー
ラ
メ
ネ
ー
ス
の
政
治
の
理
念
像
は
、
ク
セ
ノ
フ
ォ
ー
ン
に

伝
え
ら
れ
て
い
る
。
「
自
分
(
テ
ー
ラ
メ
ネ
ー
ス
)
は
寡
頭
派
で
も
民
主
派
で

も
な
く
、
極
端
な
民
主
派
や
極
端
な
寡
頭
派
に
対
し
て
闘
っ
て
お
り
、
か
つ
て

は
良
い
政
治
と
は
馬
か
盾
に
よ
っ
て
貢
献
で
き
る
老
た
ち
と
共
に
政
務
を
割
り

当
て
る
こ
と
で
あ
る
と
思
っ
て
い
た
」
。
氏
は
、
こ
の
史
料
に
依
拠
し
、
テ
ー

ラ
メ
ネ
ー
ス
は
四
百
人
政
権
打
倒
に
際
し
て
、
政
務
を
身
体
と
財
力
で
貢
献
で

き
る
老
た
ち
即
ち
重
装
歩
兵
た
ち
か
ら
な
る
五
千
人
に
委
託
し
政
治
と
軍
事
の

テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
に
よ
る
権
力
集
中
を
首
尾
一
貫
し
て
主
張
し
た
の
だ
、
と
主

張
さ
れ
る
。

前
四
〇
一
年
の
キ
ュ
ジ
コ
ス
沖
の
海
戦
で
ア
テ
ー
ナ
イ
が
勝
利
す
る
と
、
そ

の
年
の
夏
に
民
衆
は
民
主
政
を
復
興
し
た
。
そ
し
て
寡
頭
派
政
変
に
関
与
し
た

者
た
ち
は
次
々
と
告
発
さ
れ
て
い
っ
た
。
氏
は
、
四
百
人
処
罰
を
前
四
二
年

か
ら
一
〇
年
夏
ま
で
の
第
一
期
処
罰
と
前
四
一
〇
年
以
後
の
第
二
期
処
罰
の
二

っ
に
分
け
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
の
四
百
人
の
メ
ン
ー
バ
ー
自
信
に
よ
る
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処
罰
で
あ
っ
た
と
規
定
し
、
そ
れ
に
対
し
て
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
の

四
百
人
の
寡
頭
派
政
変
に
係
わ
っ
た
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
た
ち
が
寡
頭
派
の
レ
ッ

テ
ル
を
貼
ら
れ
て
、
金
銭
目
当
て
の
訴
訟
家
た
ち
の
餌
食
と
な
っ
た
処
罰
と
み

な
さ
れ
た
。
ア
テ
ナ
イ
に
お
け
る
寡
頭
派
政
権
は
長
続
き
は
し
な
か
っ
た
。
結

局
政
治
的
実
験
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
発
表
に
対
し
て
、
ま
ず
宮
地
氏
か
ら
、
な
ぜ
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
へ
の

権
力
集
中
が
危
機
の
打
開
に
絡
む
の
か
、
言
い
替
え
る
と
、
な
ぜ
民
主
政
で
は

危
機
を
打
開
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
古
代
民
主
政
の
限
界

を
問
う
質
問
が
出
さ
れ
た
。
そ
の
質
問
に
対
し
て
、
氏
は
、
古
典
的
ア
テ
ー
ナ

イ
の
民
主
政
は
、
国
政
も
外
交
も
裁
判
も
全
て
の
市
民
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
、

言
わ
ば
素
人
政
治
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
政
治
機
構
は
、
緊
急
な
危
機
に
際
し

て
は
特
に
、
自
ず
と
限
界
を
は
ら
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
、
一
方
、
テ
ー
ラ

メ
ネ
ー
ス
の
一
派
は
政
治
的
軍
事
的
な
分
野
で
専
門
的
な
技
術
と
能
力
を
備
え

た
老
た
ち
で
あ
り
、
彼
等
は
、
政
治
的
に
は
民
主
派
に
も
寡
頭
派
に
も
属
さ
ず
、

国
家
の
危
機
を
乗
り
切
る
た
め
の
中
立
的
な
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
で
あ
っ
た
こ

と
、
の
二
点
を
回
答
さ
れ
た
。
以
上
の
質
疑
応
答
に
対
し
て
、
志
村
氏
か
ら
関

連
質
問
と
し
て
、
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
と
い
う
概
念
は
、
一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世

紀
の
政
治
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
近
代
的
な
概
念
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
古
代
の

政
治
に
投
影
す
る
の
は
不
整
合
で
は
な
い
か
、
ま
た
「
馬
と
盾
に
よ
っ
て
貢
献

で
き
る
老
た
ち
」
に
よ
る
政
治
と
は
、
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
と
い
う
概
念
を
持
ち

出
さ
な
く
て
も
、
軍
事
政
権
の
樹
立
と
し
て
見
傲
せ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の

意
見
が
出
さ
れ
た
。
.
こ
れ
に
対
し
て
、
氏
は
、
確
か
に
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
と
い

う
言
葉
は
、
近
代
的
概
念
か
ら
便
宜
的
に
借
用
し
た
も
の
で
あ
る
と
明
言
さ
れ

た
が
、
軍
事
政
権
の
樹
立
に
関
し
て
は
、
明
確
な
回
答
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
。

最
後
に
山
代
氏
か
ら
、
四
百
人
寡
頭
派
は
純
粋
な
寡
頭
主
義
か
ら
生
ま
れ
た
も

の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
氏
の
主
張
に
関
し
て
、
そ
れ
で
は
純
粋
な
寡
頭
主
義

と
は
一
体
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
質
問
が
出
さ
れ
た
。
こ
れ

に
対
し
て
、
氏
は
、
.
寡
頭
派
と
い
う
の
は
、
常
に
少
数
者
の
利
益
を
考
え
る
集

団
で
あ
る
が
、
一
万
、
四
百
人
寡
頭
派
は
確
か
に
権
力
に
お
い
て
は
少
数
者
に

集
中
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、
彼
等
の
目
的
は
彼
等
自
身
の
集
団
に
属
す
る
少

数
者
の
み
の
利
益
を
養
護
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
危
機
に
直
面
し
た
ア
テ
ー
ナ

イ
の
国
家
を
、
言
い
替
え
る
と
、
多
数
の
市
民
の
利
益
を
養
護
す
る
こ
と
に
あ

っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
点
が
四
百
人
寡
頭
派
が
純
粋
な
寡
頭
主
義
で
は
な
か
っ

た
と
す
る
所
以
で
あ
る
、
と
回
答
さ
れ
た
。

以
上
、
堀
井
氏
の
報
告
の
論
旨
と
そ
れ
に
対
す
る
主
な
質
疑
応
答
の
概
略
を

整
理
し
て
み
た
。
最
後
に
、
氏
の
報
告
に
関
し
て
評
者
の
若
干
の
感
想
を
二
点

だ
け
述
べ
た
い
。
氏
の
論
旨
の
中
心
に
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
ア
テ
ー
ナ
イ
民

主
政
の
転
覆
と
い
う
歴
史
的
事
件
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
当
時
の
ギ
リ
シ
ア
世

界
に
は
様
々
な
政
治
形
態
が
混
在
し
て
い
た
が
、
中
で
も
ア
テ
ー
ナ
イ
の
完
全

民
主
政
は
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
民
主
政
治
の
最
も
進
歩
し
た
も
の
で
あ
り
、
ア

テ
ー
ナ
イ
自
ら
も
ま
た
デ
ロ
ス
同
盟
諸
市
に
対
し
て
事
あ
る
ご
と
に
民
主
政
を

押
し
っ
け
て
い
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
ア
テ
ー
ナ
イ
民
主
政
の
ア
テ
ー
ナ
イ
内
部

か
ら
の
崩
壊
を
意
味
す
る
前
四
一
一
年
の
四
百
人
寡
頭
派
政
権
の
樹
立
は
、
ア

テ
ー
ナ
イ
政
治
史
に
於
て
特
筆
に
値
す
る
事
件
で
あ
っ
た
。
氏
は
、
こ
の
事
件

の
性
格
付
け
を
、
専
ら
前
四
一
三
以
降
の
財
政
問
題
と
の
絡
み
に
お
い
て
解
釈

さ
れ
た
が
、
果
た
し
て
、
こ
の
事
件
は
そ
れ
だ
け
で
説
明
し
切
れ
る
も
の
で
あ

ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
あ
る
。
ア
テ
ー
ナ
イ
の
政
局
に
お
い
て
、
民
主
派
と
寡

頭
派
と
の
対
立
は
前
五
〇
九
年
の
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ー
ス
改
革
以
来
、
キ
モ
ー
ン
、

ト
ゥ
ー
キ
.
ユ
ー
デ
ィ
デ
ー
ス
ら
の
寡
頭
派
と
エ
フ
ィ
ア
ル
テ
ー
ス
、
べ
リ
ク

レ
ー
ス
ら
の
民
主
派
の
対
立
は
伝
統
的
な
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、

前
四
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
も
、
イ
ソ
ク
ラ
テ
ー
ス
、
プ
ラ
ト
ー
ン
、
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ー
ス
な
ど
は
、
全
て
民
主
政
に
批
判
的
で
あ
っ
た
。
確
か
に
、
四
百
人
寡
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頭
派
政
権
樹
立
の
直
接
的
な
原
因
の
一
つ
は
、
氏
の
言
わ
れ
る
通
り
だ
と
し
て

も
、
や
は
り
よ
り
大
き
な
視
野
に
立
っ
た
解
釈
も
ま
た
必
要
だ
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
点
。
氏
は
、
膨
大
な
史
料
及
び
年
表
等
を
レ

ジ
メ
に
付
さ
れ
、
聞
き
手
に
対
し
て
黒
切
丁
寧
に
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
に
勤

め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
し
ば
し
ば
質
問
に
も
上
っ
た
よ
う
に
、
寡
頭
派
、

精
粋
な
寡
頭
托
、
民
主
派
、
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
と
い
っ
た
言
葉
の
概
念
に
.
つ
い

て
よ
り
詳
し
く
説
明
さ
れ
て
い
た
な
ら
、
聞
き
手
に
と
っ
て
よ
り
理
解
し
や
す

か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
、
寡
頭
政
研
究
の
門
外
漢
で
あ
る
評
者
が
報
告
者
の
論
旨
を
理
解
し
た

限
り
で
の
論
評
を
試
み
た
。
評
者
自
信
の
浅
学
に
よ
る
誤
解
あ
る
い
は
報
告
者

に
対
す
る
非
礼
な
点
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
些
か
心
許
無
い
。
そ
の
点
に

関
し
て
は
、
た
だ
御
寛
恕
を
餌
う
次
第
で
あ
る
。

東
　
洋
　
史

吉
　
岡
　
　
　
真

小
尾
報
告
「
六
朝
時
代
に
お
け
る
都
督
制
の
展
開
」
の
概
要
は
本
誌
(
本
号
)

の
そ
れ
を
参
照
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
て
、
以
下
に
は
、
一
ハ
朝
史
に
門
外
漢

の
一
会
員
が
大
会
当
日
の
報
告
を
聴
い
て
覚
え
た
感
想
を
若
干
記
す
こ
と
で
、

〝
参
加
記
″
に
代
え
た
い
と
考
え
る
。

一
、
一
般
に
、
貴
族
制
の
時
代
で
あ
り
地
方
分
権
化
の
時
期
と
も
み
な
さ
れ

る
六
朝
期
(
三
～
六
世
紀
)
　
の
政
治
・
制
度
史
研
究
史
上
に
あ
っ
て
、
小
尾
報

告
の
最
大
の
成
果
は
、
資
料
的
に
は
、
厳
耕
望
氏
の
大
研
究
(
「
中
国
地
方
行

政
制
度
史
」
上
編
三
・
四
、
台
北
、
一
九
六
三
)
を
充
分
に
消
化
し
た
う
え
で
、

内
容
的
に
は
、
宮
崎
市
定
氏
の
「
九
品
官
人
法
の
研
究
j
二
九
五
六
)
　
で
一

目
瞭
然
と
な
っ
た
六
朝
中
央
官
僚
機
構
の
運
用
シ
ス
テ
ム
(
貴
族
的
選
挙
制
)

に
対
し
て
、
中
央
政
府
(
王
朝
)
(
対
)
各
在
地
(
州
鋲
)
勢
力
の
力
関
係
の

結
節
点
と
し
て
の
、
地
方
ブ
ロ
ッ
ク
(
多
州
都
督
区
)
　
レ
ベ
ル
の
支
配
の
特
質

-
　
制
度
的
枠
組
・
実
態
・
展
開
　
-
　
を
、
六
朝
期
を
通
じ
て
我
々
に
提
出
し

た
こ
と
で
あ
る
。

二
、
従
っ
て
、
王
朝
引
付
(
多
)
州
都
督
引
ル
州
鋲
勢
力
の
三
者
で
以
て
構

成
さ
れ
る
当
該
期
の
軍
事
支
配
構
造
の
中
で
、
双
方
の
中
間
に
位
置
す
る
州
都

督
レ
ベ
ル
の
支
配
機
構
そ
れ
自
体
は
特
に
明
確
と
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

当
時
の
対
内
的
(
北
乗
の
王
朝
貴
族
(
対
)
江
南
土
着
豪
族
、
或
は
、
門
閥
貴

族
(
対
〉
武
人
寒
門
背
景
の
君
主
権
)
・
対
外
的
「
危
機
」
(
漢
人
門
閥
貴
族

社
会
=
南
朝
へ
の
、
鮮
卑
系
軍
事
国
家
=
北
朝
の
、
外
的
圧
力
)
に
直
面
し
て
、

そ
の
「
危
機
」
を
克
服
す
べ
く
再
編
・
強
化
さ
れ
た
制
度
と
し
て
(
多
)
州
都

管
制
を
位
置
づ
け
て
み
た
場
合
に
、
州
都
督
を
中
心
と
し
て
以
上
の
三
者
が
ど

の
よ
う
な
相
関
関
係
を
有
し
て
お
り
、
そ
れ
が
如
何
に
変
質
し
て
い
っ
た
の
か

と
い
う
点
、
換
言
す
れ
ば
、
(
多
)
州
都
督
制
の
側
面
か
ら
み
た
六
朝
期
の
政

治
・
支
配
形
態
の
再
編
と
変
動
の
具
体
像
に
つ
い
て
は
、
充
分
な
解
答
が
与
え

ら
れ
な
か
っ
た
。

三
、
右
の
点
は
具
体
的
に
は
、
]
ハ
朝
期
の
都
督
制
と
は
一
体
、
本
質
的
に
、

①
王
朝
に
よ
る
都
督
を
介
し
た
在
地
の
反
中
央
的
勢
力
(
州
浜
の
自
律
・
独
立

的
軍
事
力
)
　
へ
の
支
配
(
平
時
の
軍
事
力
抑
制
と
有
事
の
際
の
動
員
・
利
用
)

を
目
ざ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
◎
或
は
逆
に
、
州
浜
勢
力
の
都
督
を
介
し

た
軍
事
・
政
治
的
自
律
化
=
在
地
の
反
中
央
的
勢
力
の
結
集
、
の
結
果
で
あ
っ

た
の
か
、
そ
し
て
①
・
②
の
い
ず
れ
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
か
か
る
都
督
制
の
目

的
・
展
開
が
当
時
の
「
危
機
」
的
状
況
=
制
度
出
現
の
史
的
背
景
・
課
題
と
、

如
何
に
関
連
し
て
い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

四
、
報
告
者
は
こ
の
点
に
関
し
て
、
都
督
制
を
二
で
指
摘
し
た
が
如
き
六
朝

期
の
一
般
的
「
危
機
」
(
対
内
・
外
)
状
況
と
対
応
さ
せ
、
都
督
制
と
は
、
本
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