
浜
松
中
納
言
物
語
巻
五
末
尾
致

は

　

じ

　

め

　

に

浜
松
中
納
言
物
語
巻
五
末
尾
は
唐
土
か
ら
の
多
数
の
来
訪
者
が
あ
る
こ
と

を
記
し
た
後
、
以
前
連
日
優
で
あ
っ
た
宰
相
が
中
納
言
に
手
渡
し
た
一
遍
の

消
息
文
を
掲
げ
、
そ
れ
を
読
み
終
え
た
中
納
言
が
深
い
感
慨
を
抱
く
と
い
う

場
面
を
も
っ
て
閉
じ
て
い
る
。
か
つ
て
藤
田
徳
太
郎
氏
や
楠
本
奨
氏
は
こ
の

後
に
若
干
の
欠
巻
が
予
想
さ
れ
る
と
の
説
を
示
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
現

在
の
研
究
で
は
巻
互
を
末
尾
と
す
る
の
が
共
通
理
解
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。
藤
田
、
楠
本
両
氏
説
に
対
し
て
の
反
証
は
種
々
考
え
得
る
が
、
浜
松
研

究
の
第
一
人
者
、
松
尾
聡
氏
の
発
見
に
か
か
る
尾
上
本
末
巻
末
尾
が
物
語
の

大
屋
に
ふ
さ
わ
し
か
る
べ
き
こ
と
を
慎
重
に
説
か
れ
、
か
つ
楠
本
氏
が
反
論

の
対
象
と
さ
れ
た
論
文
「
浜
松
中
納
言
物
語
末
巻
略
考
」
は
こ
の
間
題
の
、

い
わ
ば
原
点
に
相
当
し
、
現
在
で
も
な
お
首
肯
す
べ
き
点
が
多
く
、
筆
者
も

こ
れ
に
従
う
も
の
で
あ
る
。
松
尾
氏
は
巻
互
で
物
語
が
完
了
し
、
さ
ら
に
末

尾
に
落
丁
も
予
想
さ
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
幾
つ
か
の
点
を
指
摘
し
、
そ
の

中
　
　
西
　
　
健
　
　
治

一
つ
と
し
て
「
第
五
巻
の
終
り
に
、
中
納
言
の
帰
国
後
、
語
ら
れ
な
か
っ
た
唐

の
後
日
講
を
足
早
に
ま
と
め
て
解
決
し
て
ゐ
る
こ
と
。
」
を
根
拠
と
さ
れ
て

い
る
。
素
材
と
し
て
転
生
や
夢
、
異
郷
を
持
ち
込
ん
だ
物
語
に
ふ
さ
わ
し
い
後

日
藷
で
あ
り
、
物
語
終
焉
の
光
景
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
物
語
の
設
定
に
よ
る

手
法
の
も
た
ら
し
た
効
果
で
は
あ
ろ
う
が
、
何
よ
り
も
そ
の
核
に
後
日
讃
自

体
の
も
つ
重
み
が
据
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
本
稿
の
課
題

は
そ
の
後
日
韓
の
重
み
の
実
体
と
「
足
早
な
る
解
決
」
の
設
定
方
法
と
を
物

語
本
文
に
即
し
て
解
明
す
る
こ
と
で
あ
り
、
松
尾
氏
が
既
に
説
か
れ
よ
う
と

し
て
詳
述
を
避
け
ら
れ
た
こ
と
を
再
度
敷
術
す
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
し
、
ま

た
同
時
に
藤
田
、
楠
本
両
氏
説
へ
の
反
証
と
も
な
り
得
る
は
ず
で
あ
る
。
い

ま
論
述
の
都
合
で
順
序
を
変
え
、
0
宰
相
の
消
息
　
⇔
中
納
言
の
感
慨
　
⇔

唐
土
に
お
け
る
事
件
、
の
三
章
を
設
け
て
該
当
箇
所
本
文
を
引
周
す
れ
ば
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

0
　
そ
の
年
も
ろ
こ
し
よ
り
人
お
ば
く
渡
れ
る
由
、
大
弐
の
申
た
る
を

う
ち
開
く
よ
り
、
胸
心
さ
は
ざ
ま
ど
ふ
に
、
送
り
に
き
た
り
し
さ
い
将

の
も
と
よ
り
、
消
息
あ
り
。
あ
は
れ
に
い
み
じ
き
事
ど
も
日
記
に
し
て
、

e
　
「
去
り
ぬ
る
年
の
三
月
十
六
日
に
か
う
や
う
け
ん
の
后
ひ
か
り
か

く
れ
さ
せ
給
に
し
か
は
、
て
ん
け
ん
に
か
な
し
み
て
、
御
門
位
を
捨
て

ゝ
御
ぐ
し
お
ろ
し
て
毘
裔
山
に
大
給
に
き
。
春
宮
位
に
つ
き
給
て
は
、

一
の
后
世
の
ま
つ
り
ご
と
を
し
給
。
第
三
の
親
王
、
春
宮
に
ゐ
さ
せ
給

ぬ
。
一
の
大
臣
の
第
五
の
む
す
め
、
う
ち
に
ま
い
ら
せ
て
后
に
だ
て
ん

と
す
る
程
に
、

こ
の
世
に
も
あ
ら
ぬ
人
こ
そ
こ
ひ
し
げ
れ
玉
の
か
ん
ざ
し
な
に
ゝ
か

ば
せ
ん

髪
を
そ
ぎ
、
衣
を
染
て
、
ふ
か
き
山
に
入
り
ぬ
」

と
あ
る
を
見
る
に
、
⇔
　
「
見
し
夢
は
、
か
う
に
こ
そ
」
と
お
ぼ
し
合

は
す
る
に
も
、
い
と
ゞ
か
き
く
ら
し
、
だ
ま
し
ひ
消
ゆ
る
心
ち
し
て
、④

涙
に
う
き
し
づ
み
給
け
り
。
　
　
　
　
　
　
（
四
三
九
・
四
四
〇
頁
）

一
宰
相
の
消
息

宰
相
な
る
人
物
は
中
納
言
の
在
唐
中
、
中
納
言
の
側
を
離
れ
ず
一
切
の
世

話
を
し
た
人
物
で
あ
り
、
日
本
の
こ
と
に
も
精
通
し
和
歌
な
ど
も
詠
ん
だ
り

す
る
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
宰
相
が
三
年
ぶ
り
に
再
び
日
本

に
や
っ
て
来
て
中
納
言
に
手
紙
を
託
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
本
文
で
は

「
送
り
に
き
た
り
し
き
い
将
の
も
と
よ
り
、
消
息
あ
り
。
」
と
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
一
般
的
に
手
紙
を
表
わ
す
「
ふ
み
」
を
用
い
な
い
で
「
消
息
」
を
届

い
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
よ
う
。
平
安
時
代
の
諸
作
品
に
つ
い
て
「
ふ
み
」

⑤

と
「
消
息
」
の
比
較
を
さ
れ
た
小
松
茂
美
氏
に
よ
る
と
、
前
者
が
私
的
性
格

浜
松
中
納
言
物
語
巻
五
末
尾
致

が
強
い
の
に
対
し
て
後
者
は
形
式
の
整
っ
た
　
「
ち
ょ
っ
と
肩
を
張
っ
た
手

紙
」
と
み
ら
れ
る
と
い
う
区
分
が
示
さ
れ
て
い
て
、
い
か
に
も
浜
松
に
お
け

る
手
紙
を
意
味
す
る
用
例
も
小
松
氏
の
説
明
に
従
え
る
も
の
が
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
臆
測
す
る
に
宰
相
が
中
納
言
に
宛
て
た
消
息
は
物
語
本
文
に
示
さ
れ

た
こ
と
だ
け
で
は
な
い
は
ず
で
、
お
そ
ら
く
は
中
納
言
へ
の
久
潤
を
叙
す
る

言
辞
や
自
身
の
周
囲
に
つ
い
て
の
挨
拶
も
あ
っ
だ
ろ
う
と
考
え
る
の
が
、

「
消
息
」
の
語
か
ら
は
穏
当
で
あ
ろ
う
。
作
者
は
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
う
え

で
他
に
種
々
の
報
告
事
項
が
あ
っ
た
中
で
と
く
に
　
「
あ
は
れ
に
い
み
じ
き

事
」
に
つ
い
て
、
別
途
「
日
記
」
に
し
て
報
告
す
る
か
た
ち
を
設
定
し
た
も

の
と
解
せ
、
そ
れ
故
に
中
納
言
に
深
い
感
動
を
覚
え
さ
せ
た
も
の
は
他
な
ら

ぬ
日
記
の
内
容
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
よ
う
な

日
記
と
は
具
体
的
に
は
い
か
な
る
も
の
を
想
定
す
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
。

日
本
古
典
文
学
大
系
頭
注
は
「
し
み
じ
み
と
ひ
ど
く
悲
し
い
こ
と
切
な
い
こ

と
の
数
々
を
日
記
形
式
で
し
る
し
て
。
」
と
さ
れ
て
い
る
、
そ
の
「
日
記
形

式
」
と
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

土
佐
日
記
や
晴
蛤
日
記
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
日
記
文
学
と
称
さ
れ
る
作
品
が

生
ま
れ
て
く
る
前
段
階
と
し
て
「
日
記
」
と
い
う
語
の
も
つ
事
実
の
調
査
報

告
的
性
格
に
従
っ
て
漢
文
日
記
や
仮
名
日
記
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
に
つ
い
て

は
従
来
の
日
記
研
究
が
教
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
物
話
中
に
見
え
る
唯
一

の
用
例
で
あ
る
「
日
記
」
も
前
段
階
的
な
意
に
従
っ
て
、
中
納
言
に
報
告
す

る
べ
き
宰
相
の
記
録
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ

に
些
か
の
説
明
を
付
加
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

光
源
氏
が
須
磨
へ
の
流
話
中
、
紫
の
上
は
京
の
二
条
邸
で
絵
を
「
日
記
の

三
九



⑥

や
う
に
書
」
（
明
石
・
⇔
・
二
五
一
）
い
て
心
を
晴
ら
し
た
と
あ
る
よ
う
に
、

日
記
と
は
心
を
慰
め
る
日
々
の
出
来
事
の
記
録
で
も
あ
っ
た
。
字
津
保
物
語

に
は
「
俊
蔭
の
朝
臣
唐
に
渡
り
け
る
日
よ
り
、
父
は
日
記
し
一
つ
は
琵
琶
和

琴
一
つ
え
り
と
り
侍
り
げ
ろ
日
ま
で
、
目
付
け
し
な
ど
」
（
蔵
閥
上
・
一
〇
五

⑦三
）
と
か
、
俊
蔭
が
自
ら
作
っ
た
詩
文
や
和
歌
に
つ
い
て
「
そ
の
人
の
日
記

な
ど
な
ん
、
そ
の
中
に
侍
り
し
。
」
（
同
）
と
あ
る
よ
う
に
、
徒
然
を
慰
め
る
か

の
よ
う
な
日
記
も
そ
の
内
実
は
京
を
遠
く
離
れ
た
り
渡
唐
す
る
と
い
っ
た
重

大
な
事
件
が
契
機
と
な
っ
て
密
度
の
濃
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
の
で
あ
る
。
ま
た
一
方
で
、
伸
忠
が
帝
の
御
前
で
俊
蔭
の
多
く
の
遺
文
を

読
む
条
で
帝
は
仲
忠
に
「
集
ど
も
、
日
記
ど
も
な
ど
を
な
ん
読
ま
せ
て
聞
く

べ
き
。
」
（
蔵
開
申
・
一
〇
九
二
）
と
思
う
箇
所
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
日
記
は

蒲
詩
文
集
と
同
様
に
朗
詠
で
き
る
よ
う
な
文
体
を
も
も
っ
て
い
た
こ
と
が
わ

苦
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
宰
相
が
中
納
言
に
宛
て
た
日
記
も
重
大
な
事

件
を
契
機
と
し
て
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
語
句
や
文
体
の
面
か
ら
も
漢
文

体
を
彷
彿
と
さ
せ
る
こ
と
か
ら
、
あ
る
い
は
帝
に
抜
露
さ
れ
る
俊
蔭
日
記
の

体
裁
に
近
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
漢
文
体
を
念
頭

に
置
い
た
も
の
を
和
文
化
さ
せ
た
か
に
み
え
る
表
現
を
用
い
て
い
る
も
の

の
、
そ
れ
で
は
和
語
和
文
に
も
通
じ
て
い
る
宰
相
か
ら
の
手
紙
を
設
定
し
た

意
味
が
無
い
し
、
ま
た
と
く
に
漢
文
体
日
記
を
翻
案
し
た
か
と
ま
で
推
測
す

る
こ
と
も
無
用
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
注
目
す
べ
き
は
唐
土
で
の
極
め
て
重
大

な
事
件
を
報
告
す
る
に
日
記
の
形
式
を
採
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
こ
で

③

想
起
さ
れ
る
の
が
日
記
の
も
つ
カ
に
つ
い
て
益
田
勝
美
氏
の
指
摘
さ
れ
た
こ

と
で
あ
る
。
益
田
氏
は
、
天
喜
四
年
四
月
二
十
三
日
、
東
大
寺
競
内
で
お
き

四
〇

だ
検
非
違
使
乱
入
事
件
に
つ
い
て
、
事
件
を
目
の
あ
た
り
に
し
た
東
大
寺
の

五
師
た
ち
の
「
日
記
」
と
都
の
左
弁
官
に
東
大
寺
の
僧
綱
が
送
っ
た
漢
文
風
の

解
文
と
の
文
章
の
相
違
に
注
目
さ
れ
、
こ
の
相
違
は
事
実
に
対
す
る
把
握
の

し
方
に
よ
る
も
の
と
解
し
て
、
検
非
違
使
狼
籍
事
件
の
記
録
と
し
て
「
事
実

を
あ
り
の
ま
ま
に
表
現
す
る
強
烈
な
必
要
が
生
じ
た
」
た
め
に
あ
え
て
漠
文

体
を
捨
て
「
万
葉
仮
名
と
平
か
な
を
混
用
し
て
」
よ
り
和
文
化
さ
れ
た
表
現

を
採
っ
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
た
。
こ
と
は
事
実
を
対
象
と
し
た
例
で

あ
っ
て
、
虚
構
と
し
て
の
物
語
の
用
例
に
適
周
す
る
に
は
慎
重
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
、
「
日
記
」
と
い
う
語
の
共
通
点
を
支
え
と
し
て
こ
の
説
を
浜

松
に
導
入
す
る
な
ら
ば
、
唐
土
で
の
宮
中
混
乱
は
和
文
で
記
さ
れ
報
告
さ
れ

た
こ
と
に
よ
っ
て
事
件
の
有
す
る
衝
馨
力
の
大
き
さ
が
伝
え
ら
れ
た
の
で
あ

り
、
さ
れ
ば
こ
そ
記
録
形
式
体
の
も
の
を
見
せ
た
の
で
あ
ろ
う
と
解
す
る
こ

と
は
こ
の
場
の
状
況
を
よ
り
鮮
明
に
浮
か
び
あ
が
ら
ぜ
る
効
果
を
も
た
ら
し

た
と
説
明
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

二
　
中
納
言
の
感
慨

唐
土
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
日
記
は
唐
后
の
死
と
そ
れ
に
伴
う
政
情
の
変
化

や
互
の
君
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
「
見
し
夢
」
を
思
い
合
わ
せ
た
中
納
言

は
深
い
感
動
に
魔
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
見
し
夢
は
、
か
う
に
こ
そ
」
に
つ

き
日
本
古
典
文
学
大
系
頭
注
は
「
自
分
（
中
納
言
）
が
見
た
（
唐
后
の
）
夢
は
、

こ
う
い
う
こ
と
（
唐
后
の
死
の
知
ら
せ
）
だ
っ
た
の
だ
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。

事
実
、
唐
后
の
死
は
唐
土
か
ら
の
日
記
で
去
る
三
月
十
六
日
で
あ
る
こ
と
が

判
明
し
、
夢
と
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
、
「
か
う
に
こ
そ
」
と
い
う
張
り

つ
め
た
表
現
は
た
ん
に
一
回
の
日
時
、
事
実
の
符
合
か
ら
生
じ
る
一
種
の
知

的
興
奮
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
よ
り
深
い
と
こ
ろ
で
物
語
の
終
焉
に
関
わ

っ
て
い
く
「
思
し
合
は
」
せ
方
が
意
図
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
反
映
し
て
の
こ

と
と
考
え
ら
れ
る
。
物
語
の
終
局
に
は
作
者
の
作
品
形
成
と
共
に
辿
っ
た
時

間
を
終
え
る
溜
意
に
も
通
う
思
想
の
凝
縮
が
あ
っ
て
然
る
べ
き
で
は
な
い
か

と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

末
尾
に
お
け
る
過
去
の
夢
と
現
実
に
生
起
し
た
事
実
と
を
照
応
さ
せ
る
中

納
言
の
行
為
が
感
慨
の
原
点
で
あ
る
と
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
表
現
し
て

い
る
「
思
し
合
は
す
」
と
い
う
語
の
も
つ
内
実
を
こ
そ
検
証
す
る
必
要
が
あ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
平
安
朝
の
語
と
し
て
は
珍
し
く
も
な
い
語
で
は

あ
る
も
の
の
、
浜
松
で
．
の
用
法
は
他
の
物
語
に
比
べ
夢
と
現
実
と
を
照
合
す

る
場
合
の
例
が
多
く
、
「
思
ひ
合
は
す
」
六
例
中
四
例
を
加
え
る
と
十
例
申

七
例
が
同
趣
と
い
う
や
や
偏
っ
た
使
局
が
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
同

様
な
例
は
見
出
せ
る
が
用
例
の
絶
対
数
が
多
い
の
で
目
立
た
な
い
源
氏
物
語

に
比
べ
る
と
や
は
り
特
異
な
こ
と
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
須
磨

に
流
諦
す
る
こ
と
を
夢
告
げ
に
よ
っ
て
予
言
し
た
「
運
び
目
」
と
藤
壷
懐
妊

と
を
照
合
し
て
光
源
氏
は
「
も
し
ざ
る
や
う
も
や
」
（
若
紫
・
0
－
三
〇
八
）

と
備
え
る
と
こ
ろ
や
、
実
の
娘
が
誰
か
の
養
女
に
な
っ
て
い
る
と
の
夢
を

見
、
光
源
氏
の
特
別
の
計
ら
い
で
娘
の
裳
着
の
腰
結
役
を
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
対
面
が
実
現
し
、
「
今
ぞ
、
か
の
御
夢
も
、
ま
こ
と
に
思
し
あ
は
せ
け

る
。
」
（
行
幸
・
e
I
三
二
一
）
と
内
大
臣
に
思
わ
せ
る
と
こ
ろ
な
ど
を
み
る

と
、
「
夢
の
描
写
の
あ
と
に
そ
の
夢
が
必
ず
し
も
現
実
世
界
の
人
間
の
行
動

浜
松
中
納
言
物
語
巻
五
末
尾
敬

を
左
右
す
る
動
力
と
は
な
っ
て
み
な
い
こ
と
を
装
ふ
作
為
を
何
等
か
の
形

に
於
て
附
加
す
る
用
意
を
忘
れ
な
い
」
と
い
う
源
氏
物
語
作
者
の
周
到
な
手

法
は
数
段
優
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
根
底
に
は
夢
を
物
語
展
開
の
大
き
な
要

素
と
し
て
い
る
こ
と
は
通
い
合
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
し
て
夢
を
主
た
る

素
材
の
一
と
し
て
現
実
と
夢
と
を
照
応
さ
せ
物
語
を
農
奴
す
る
浜
松
に
お
い

て
は
「
思
し
（
ひ
）
合
は
す
」
と
い
う
語
は
物
語
の
基
幹
的
手
法
に
関
わ
る

重
要
な
語
で
あ
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
当
面
の
箇
所
は
如
何
で
あ
る
か
。
唐
后
の
死
は
巻
四
で
空
中
唱

声
と
し
て
告
げ
ら
れ
、
中
納
言
を
「
げ
に
か
の
御
身
も
千
年
の
松
か
は
。
」

（
三
八
〇
）
と
悲
嘆
に
弦
れ
さ
せ
る
。
こ
の
日
が
宰
相
の
日
記
に
い
う
三
月
十

六
日
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
と
中
納
言
の
夢
と
を
照
応
さ
せ
る
の
は
当
然
で
あ

る
が
、
巻
互
に
至
っ
て
天
に
転
生
し
た
唐
后
が
吉
野
姫
君
腹
に
身
を
変
え
て

宿
っ
た
こ
と
を
中
納
言
に
夢
告
げ
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
方

が
む
し
ろ
「
見
し
夢
」
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
雨
宮
隆
雄
氏
が
説
か

れ
る
よ
う
に
、
異
郷
の
地
で
あ
っ
て
も
愛
す
る
心
を
堅
持
す
る
こ
と
に
よ
り

再
会
す
る
と
い
う
「
恩
愛
の
何
物
に
も
ま
さ
る
深
さ
を
語
ろ
う
」
と
し
た
物

語
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
「
唐
后
の
『
天
』
へ
の
転
生
は
ほ
と
ん
ど
何
ら
の
意
味

も
持
た
な
い
」
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
こ
れ
を
合
わ
せ
考
え
れ
ば
「
か
う
に

こ
そ
」
に
つ
い
て
、
三
月
十
六
日
の
唐
后
の
死
を
指
示
さ
れ
て
い
る
日
本
古
典

文
学
大
系
の
頭
注
に
は
補
足
が
要
る
よ
う
に
な
っ
て
こ
、
よ
う
。
そ
の
意
味
で

こ
の
箇
所
に
「
河
陽
県
の
后
の
崩
御
は
事
実
た
っ
た
の
だ
、
吉
野
の
姫
君
の
腹

に
転
生
し
た
と
の
夢
も
正
夢
で
は
…
‥
と
い
う
こ
と
。
」
と
注
を
施
さ
れ
た

三
角
洋
一
氏
の
見
解
は
従
う
べ
き
で
、
将
来
の
中
納
言
と
の
運
命
を
期
待
せ

四
一



し
め
る
一
項
を
付
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
物
語
の
主
題
に
即
し
た
終
焉
本
文

と
な
り
得
る
こ
と
を
示
さ
れ
た
注
と
し
て
正
鵠
を
射
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
お
ぼ
し
合
は
」
せ
ら
れ
る
の
は
日
記
の
記
事
と
「
見
し
夢
」
で
あ
り
、

そ
の
こ
と
は
い
わ
ば
彼
岸
の
混
乱
と
此
岸
の
悲
嘆
と
を
意
味
し
て
お
り
、
両

者
を
同
質
の
実
体
あ
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
を
要
求
す
る
叙
述
で
は
あ

る
ま
い
か
。
日
本
で
の
感
嘆
は
悲
し
み
を
超
え
て
将
来
に
光
明
を
見
出
す
べ

く
唐
后
が
転
生
し
て
女
人
と
な
り
や
が
て
誕
生
す
る
は
ず
で
、
唐
土
で
の
政

変
も
い
ず
れ
は
第
三
皇
子
の
治
世
が
到
来
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
。
両
者
を
照
合
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
時
空
を
超
え
た
深
い
思
い
が
も
た

ら
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

な
お
少
し
付
言
し
て
お
く
。
こ
の
箇
所
は
「
い
と
ゞ
か
き
く
ら
し
」
　
「
た

ま
し
ゐ
消
ゆ
」
　
「
涙
に
う
き
し
づ
み
」
と
、
中
納
言
の
悲
し
み
を
最
大
限
に

表
現
す
る
語
句
を
重
ね
て
巻
を
閉
じ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
前
二
者
の
用
法
に

っ
い
て
は
物
語
作
品
で
の
類
例
も
散
見
さ
れ
る
が
、
「
一
揆
に
う
き
し
づ
み
」

に
つ
い
て
は
浜
松
で
こ
そ
他
に
三
例
、
都
合
四
例
の
月
例
が
あ
る
け
れ
ど

も
」
艇
に
物
語
表
現
の
中
で
は
少
な
い
も
の
で
、
そ
も
そ
も
「
浮
き
沈
む
」

の
語
に
し
て
か
ら
が
字
津
保
物
語
、
源
氏
物
語
、
狭
衣
物
語
、
松
浦
宮
物
語

に
各
一
例
、
寝
覚
物
語
、
と
り
か
へ
ば
や
物
語
に
各
二
例
が
あ
る
程
度
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
和
歌
に
は
多
く
用
い
ら
れ
、
宇
津
保
や
源
氏
、
松
浦
宮

の
例
も
和
歌
で
の
用
法
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
「
涙
に
う
き
し
づ
み
給

け
り
」
と
い
う
結
び
の
語
句
に
は
、
「
い
と
ゞ
か
き
く
ら
し
」
　
「
た
ま
し
ゐ

消
ゆ
る
」
と
す
る
誇
張
さ
れ
た
類
型
的
悲
嘆
表
現
を
受
け
て
、
そ
れ
に
重
ね

て
歌
語
的
な
表
現
で
締
め
揺
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
叙
情
的
な
末
尾
文
と
す

四
二

る
意
識
の
反
映
が
内
包
さ
れ
て
い
る
と
読
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。

三
　
唐
土
で
の
事
件

宰
相
が
日
記
と
し
て
報
告
し
た
唐
土
で
の
事
件
は
、
㈹
　
河
陽
県
后
の

死
、
㊥
　
唐
帝
の
出
家
、
㈹
　
春
宮
の
帝
位
即
位
、
㊥
　
第
三
皇
子
の
春
宮

即
位
、
㊥
　
互
の
君
の
出
家
、
の
五
項
目
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
連
鎖

反
応
的
に
生
じ
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
根
幹
は
一
に
㈱
の
事
件
に
よ
っ
て
い

る
と
い
う
べ
き
で
、
唐
后
の
死
去
そ
の
も
の
は
唐
王
朝
を
混
乱
の
極
致
に
陥

れ
る
に
十
分
な
ほ
ど
衝
撃
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
て
ん
け
ん

に
か
な
し
み
」
と
本
文
的
に
は
不
審
が
残
る
が
、
お
そ
ら
く
松
尾
聡
氏
が
一

説
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
「
天
下
」
で
、
天
下
万
民
が
悲
し
む
と
共
に
帝
も

失
望
し
て
し
ま
っ
た
と
読
め
る
も
の
と
思
わ
れ
、
そ
れ
ほ
ど
唐
后
の
死
は
重

大
な
事
件
で
あ
っ
た
。
そ
う
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
以
下
の
四
事
件
が
一

は
現
実
の
政
治
に
関
わ
っ
て
い
く
春
宮
と
第
三
皇
子
の
地
位
の
変
動
を
、
他

は
位
を
捨
て
深
山
に
籠
る
反
世
俗
的
な
姿
を
、
出
家
・
即
位
・
即
位
・
出
家

と
い
う
「
上
下
に
反
転
し
て
相
対
す
る
勤
妙
な
対
句
的
効
果
を
生
み
出
し

得
」
る
叙
述
法
を
用
い
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
納
得
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
日
記
報
告
者
は
宰
相
中
将
で
あ
っ
た
。
彼
は
「
か
た
ち
心
ば
へ
す
ぐ

れ
て
何
事
も
な
だ
ら
か
に
た
ど
た
ど
し
か
ら
ず
、
こ
の
三
年
が
ほ
ど
、
夜
昼

中
納
言
の
御
あ
た
り
離
れ
ず
」
（
二
一
二
八
）
と
あ
る
よ
う
に
、
中
納
言
が
菊
の

咲
く
頃
河
陽
県
を
訪
れ
后
に
心
を
奪
わ
れ
た
と
き
や
、
三
月
十
六
日
の
夜
山

陰
を
訪
れ
て
秘
か
に
女
性
（
唐
后
）
と
契
っ
た
場
面
に
も
付
き
添
っ
て
い
た

は
ず
の
人
物
で
あ
り
、
そ
の
後
、
相
手
の
女
性
の
こ
と
に
悩
み
恋
い
続
け
る

中
納
言
の
姿
を
も
よ
く
見
知
っ
て
い
て
、
そ
の
女
性
が
帰
国
間
際
に
な
っ
て

唐
后
で
あ
る
と
思
い
至
っ
た
中
納
言
の
驚
き
を
も
知
悉
し
て
い
る
の
で
あ
っ

た
。
そ
の
彼
が
中
納
言
に
報
告
す
べ
き
重
要
事
項
と
し
て
最
初
に
掲
げ
た
の

が
唐
后
の
死
去
で
あ
っ
た
。
「
去
り
ぬ
る
年
の
三
月
十
六
日
に
」
と
い
う
書
き

出
し
は
中
納
言
を
巻
四
の
空
中
唱
声
事
件
に
思
い
至
ら
せ
る
た
め
の
過
去
の

時
日
記
述
で
あ
る
と
同
時
に
、
基
本
的
に
は
唐
に
お
け
る
宰
相
中
将
と
中
納

言
し
か
知
り
得
な
い
唐
后
へ
の
特
別
な
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
て
、
過
去
の

秘
や
か
な
思
い
を
中
納
言
に
選
ら
せ
る
効
果
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。
用
語

選
択
の
面
で
も
「
去
り
ぬ
る
」
と
い
う
平
安
朝
和
文
に
は
あ
ま
り
用
い
ら
れ

な
い
語
を
冠
し
て
説
き
起
こ
し
て
い
る
こ
と
も
、
た
ん
な
る
瀧
化
法
的
な
表

現
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
日
記
文
と
し
て
改
ま
っ
た
音
議
で
表
現
し
よ

う
と
し
て
い
る
姿
勢
が
窺
え
る
。

次
に
㊥
以
下
の
事
件
の
叙
述
の
問
題
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
が
、
ま

ず
㊥
、
㊥
の
現
実
に
背
く
姿
を
ど
う
描
い
て
い
る
か
を
検
討
す
る
。

帝
位
を
捨
て
深
山
に
入
る
動
機
は
唐
后
の
死
去
で
あ
る
。
唐
帝
は
ま
だ
年

も
若
く
将
来
性
も
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
帝
位
を
捨
て
る
の
は
よ

ほ
ど
の
こ
と
で
あ
っ
た
は
ず
で
、
し
か
も
剃
髪
の
う
え
毘
蒼
山
に
赴
く
の
で

あ
る
。
「
み
か
ど
の
御
ふ
る
ま
ひ
な
ど
、
日
本
の
や
う
に
う
こ
き
な
く
は
あ

ら
ざ
り
け
れ
ば
」
（
一
六
三
）
と
こ
と
さ
ら
に
異
国
を
印
象
づ
げ
ろ
よ
う
な
記

述
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
日
本
で
の
皆
無
に
近
い
類
例
を
考
え
る
必
要
は

な
く
、
む
し
ろ
異
国
と
い
う
設
定
だ
か
ら
こ
そ
き
わ
め
て
果
敢
な
行
動
が
で

き
だ
と
み
る
の
が
穏
当
か
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
帝
の
唐
突
な
剃
髪
で
想
起
さ

浜
松
中
納
言
物
語
巻
五
末
尾
致

れ
る
花
山
天
皇
の
出
家
騒
動
に
は
考
え
を
及
ぼ
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

花
山
天
皇
は
複
雑
な
政
治
情
勢
に
よ
る
出
家
で
あ
っ
た
こ
と
は
種
々
の
墓
白

や
記
録
が
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
栄
花
物
語
（
花
山
た
づ
ぬ
る

申
警
）
に
は
退
位
の
主
た
る
動
機
を
低
子
卒
去
に
求
め
る
べ
く
、
…
朝
会

更
意
じ
て
も
、
他
に
類
例
の
な
い
珍
し
い
、
且
つ
は
重
大
な
出
来
事
」
を
、

掌
の
入
内
、
発
病
、
卒
去
、
帝
の
増
と
、
い
わ
ば
直
線
的
に
叙
述
す
る
と

い
う
「
作
り
物
語
的
感
傷
的
発
想
法
」
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
日
本
の
歴
史
上
、
帝
が
剃
髪
す
る
と
き
の
殆
ど
が
不
予
や
譲
位
に
よ
る
場

合
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
異
国
と
い
う
特
殊
な
場
面
を
考
慮
に
入
れ

る
と
し
て
も
、
基
本
的
に
は
花
山
天
皇
の
事
件
を
把
握
し
描
写
す
る
栄
花
物

語
作
者
の
発
想
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
が
あ
っ
た
と
み
て
い
い
で
あ
ろ
う
。

帝
位
を
捨
て
る
前
兆
は
あ
る
に
は
あ
っ
た
。
河
陽
県
后
が
嶺
山
に
籠
っ
た

と
き
、
都
に
出
て
来
れ
ば
や
が
て
は
第
三
皇
子
に
譲
位
し
よ
う
と
「
た
ゞ
し

ば
し
お
も
ひ
念
じ
て
、
皇
子
の
御
世
を
待
ち
給
へ
」
（
一
八
四
）
と
后
の
父

に
訴
え
て
い
た
。
し
か
し
こ
れ
は
す
で
に
一
の
后
を
母
と
す
る
春
宮
が
い
る

こ
と
か
ら
事
実
上
は
困
難
な
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
春
宮
の
祖
父
こ
そ
は
国

政
全
般
葺
耳
っ
て
い
る
一
の
大
臣
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
葺
で
第
三
皇

子
へ
の
譲
位
を
灰
め
か
し
た
の
は
、
春
宮
が
帝
位
に
即
い
た
際
に
次
代
の
皇

位
継
承
権
を
も
つ
人
物
と
し
て
王
権
の
中
心
圏
内
へ
の
導
入
を
図
ろ
う
と
し

た
た
め
で
あ
ろ
う
。
中
納
言
の
父
の
転
生
で
あ
る
第
三
皇
子
を
王
権
の
中
心

へ
参
入
さ
せ
る
そ
の
背
後
に
意
表
を
つ
い
た
帝
の
非
現
実
的
な
反
俗
的
行
為

が
あ
っ
た
と
解
せ
る
の
で
あ
る
。
世
俗
的
栄
誉
と
神
仙
秘
境
の
地
へ
の
隠
棲

と
の
対
照
が
鮮
明
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
こ
に
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
感

四
三



情
は
濃
や
か
で
あ
り
、
帝
の
深
刻
な
苦
悩
が
伝
え
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

反
俗
的
行
為
に
で
る
も
う
一
人
の
人
物
は
立
后
と
い
う
女
性
と
し
て
の
栄

誉
に
背
を
向
け
た
互
の
君
で
あ
る
。
一
の
大
臣
の
最
愛
の
娘
は
一
の
后
で
は

な
く
末
娘
の
互
の
君
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
一
の
大
臣
側
は
権
力
を
よ
り
強
固

な
も
の
に
し
ま
う
と
彼
女
を
宮
中
に
送
り
込
み
新
帝
の
后
に
と
目
論
ん
だ
に

ら
が
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
彼
女
は
中
納
言
恋
し
さ
の
歌
を
詠
ん
で
「
ふ
か

き
山
」
に
入
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
尋
常
な
ら
ざ
る
行
為
は
無
名
草
子
評
言
の

格
好
の
批
評
対
象
と
な
り
、
他
の
女
性
に
ま
さ
る
多
く
の
評
言
が
質
さ
れ
て

い
る
の
で
も
あ
る
。
冨
倉
徳
次
郎
氏
は
こ
の
互
の
君
の
行
動
に
つ
い
て
「
女

性
心
理
を
追
求
し
よ
う
と
は
し
な
い
で
、
む
し
ろ
物
語
的
な
異
国
女
性
と
し

て
結
ん
だ
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
自
己
の
感
情
を
直
裁
的
に
詠
ん

だ
歌
を
の
こ
し
、
卒
然
出
家
し
て
し
ま
う
。
そ
の
歌
の
下
旬
「
玉
の
か
ん
ざ

し
何
に
か
は
せ
ん
」
の
「
玉
の
か
ん
ざ
L
L
は
諸
注
釈
書
の
い
う
よ
う
に
后

位
の
象
徴
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
加
う
る
に
中
納
言
と
の
最
初
の
出
合

い
の
折
、
「
玉
の
暫
鮮
か
に
で
」
（
七
六
）
　
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
在
俗
中
の

自
身
の
装
飾
具
を
指
し
て
い
る
と
も
解
せ
る
の
で
あ
る
。
后
位
の
象
徴
と
し

て
の
「
玉
の
馨
」
と
中
納
言
と
の
出
会
い
に
身
を
飾
っ
て
い
た
そ
れ
と
を
共

に
捨
て
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
「
か
ん
ざ
し
」
の
月
例

は
七
例
（
他
に
「
わ
け
め
か
ん
ん
ざ
L
L
一
例
）
で
あ
る
が
、
「
玉
の
筆

は
互
の
君
が
登
場
す
る
場
面
と
出
家
直
前
の
和
歌
と
の
二
例
の
み
で
あ
り
、

少
な
く
と
も
本
物
語
に
つ
い
て
は
こ
の
語
を
后
位
の
象
徴
と
だ
け
解
す
る
こ

と
は
適
切
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
「
玉
の
管
何

に
か
は
せ
ん
」
は
当
時
の
慣
用
句
と
し
て
あ
り
、
浜
松
に
お
い
て
も
「
こ
の

四
四

世
の
后
の
位
も
、
身
に
は
す
べ
て
益
な
う
覚
え
侍
。
」
（
二
五
九
）
、
「
い
み
じ

か
ら
ん
后
の
位
も
な
に
ゝ
か
ば
や
ん
。
」
（
一
二
〇
五
）
、
「
国
王
の
位
も
な
に
ゝ

か
ば
せ
ん
」
（
四
〇
八
）
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
玉
の
箇
」
が
「
な
に

に
か
ば
せ
ん
」
と
い
う
峻
拒
の
対
象
と
な
る
ほ
ど
の
光
輝
あ
る
も
の
と
し
て

捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
后
位
を
意
味
す
る
語
句
と
理
解
す
る

の
が
当
然
で
あ
ろ
う
し
、
文
の
流
れ
か
ら
み
て
も
そ
れ
は
穏
当
で
は
あ
ろ

ぅ
。
し
か
し
、
物
語
中
「
玉
の
轡
」
を
身
に
つ
け
て
い
る
の
は
互
の
君
だ
け

で
あ
り
、
中
納
言
と
の
初
対
面
の
場
面
も
無
名
草
子
評
言
に
物
語
本
文
が
抜

き
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
印
象
的
な
箇
所
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
在
俗
中
の

互
の
君
の
装
身
具
と
解
す
る
こ
と
を
全
面
的
に
退
け
る
も
の
で
は
あ
り
得
な

い
。
こ
れ
ら
を
考
慮
す
る
と
、
互
の
君
は
「
立
后
し
玉
の
管
を
さ
す
よ
う
に

な
っ
て
も
、
ま
た
、
私
の
黒
髪
に
飾
ら
れ
て
い
た
美
し
い
籍
も
、
恋
し
い
中
納

言
の
い
な
い
今
は
何
の
役
に
立
つ
の
だ
ろ
う
か
」
と
思
う
こ
と
に
な
り
、
決

然
と
自
ら
の
意
志
に
よ
っ
て
俗
世
間
と
の
交
わ
り
を
拒
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。

互
の
君
は
剃
髪
し
衣
を
染
め
て
深
山
に
入
っ
た
。
こ
こ
に
い
う
「
ふ
か
き

山
」
と
は
ど
こ
か
。
物
語
中
で
「
ふ
か
き
山
」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
巻
一

で
は
嶺
山
、
巻
三
で
は
青
野
山
で
あ
り
、
帝
の
入
る
毘
蕎
山
も
そ
れ
に
相
当

し
ょ
ぅ
。
昆
裔
山
に
互
の
君
が
入
る
こ
と
は
帝
と
同
じ
所
で
あ
る
の
で
不
適

当
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
か
つ
て
唐
后
の
父
が
籠
っ
た
萄
山
か
と
も
想
像
さ
れ

る
が
、
臆
測
の
域
を
出
る
ま
い
。
叙
述
展
開
の
面
か
ら
み
れ
ば
、
一
方
で
は

毘
裔
山
と
い
う
秘
軽
と
し
て
周
く
知
ら
れ
て
い
る
固
有
名
詞
を
記
し
だ
の
に

対
し
他
方
で
は
深
山
幽
谷
を
灰
め
か
す
の
み
の
対
照
法
を
採
っ
た
の
か
も
知

れ
な
い
。

そ
れ
で
は
0
、
㊥
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
唐
帝
、
互
の
君
の
よ
う

に
俗
世
間
に
訣
別
し
て
ゆ
く
人
物
の
行
動
と
は
対
照
的
に
、
現
実
の
政
治
に

関
与
す
る
人
物
は
叙
述
の
面
で
き
わ
め
で
簡
潔
に
扱
わ
れ
、
帝
の
退
位
後
に

春
宮
が
帝
と
し
て
即
位
し
、
第
三
皇
子
が
春
宮
に
即
く
と
い
う
王
権
交
代
を

淡
々
と
記
し
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
よ
う
。
と
り
わ
け
、
新
帝
即
位
後
母

で
あ
る
一
の
后
が
政
治
の
実
権
を
握
る
と
い
う
こ
と
が
何
の
修
飾
句
も
な
く

ご
く
自
然
な
行
為
で
あ
る
か
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
一
考
を
要
し

よ
う
。
も
っ
と
も
一
の
后
の
父
、
一
の
大
臣
は
性
格
も
独
善
的
で
あ
り
、
国

政
を
我
が
も
の
と
し
て
い
た
こ
と
が
強
張
き
れ
、
そ
れ
は
同
時
に
一
の
后
の

地
位
や
性
格
に
も
繋
が
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
「
か
の
国
の
一
の
大
臣
の
む
す

め
、
春
宮
の
御
母
の
一
の
后
、
才
さ
と
り
、
世
の
ま
つ
り
事
か
し
こ
う
、
お

ぼ
え
や
ん
ご
と
な
か
り
し
を
、
」
（
三
一
〇
）
と
あ
る
よ
う
に
、
一
の
后
は
か

ね
て
か
ら
積
極
的
な
政
治
参
加
を
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

帰
朝
後
、
中
納
言
が
式
部
卿
官
に
唐
土
の
印
象
を
語
る
場
面
で
、
一
の
后
像
は

多
少
の
誇
張
が
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
こ
と
を
差
し
引
い
て
も
、
日
本
古
典
文

学
大
系
に
「
唐
土
で
は
后
も
政
治
に
参
与
し
た
と
い
う
つ
も
り
の
記
述
か
。
」

と
注
さ
れ
る
く
ら
い
奇
矯
な
あ
り
方
を
設
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
に
つ
い
て
は
中
村
真
一
郎
氏
も
「
中
国
女
性
の
知
的
優
越
性
」
を
描
い
て

い
る
と
し
て
、
「
こ
の
作
品
の
書
か
れ
た
時
代
の
日
本
の
女
性
が
、
後
宮
に

隔
離
さ
れ
て
暮
し
て
い
て
政
治
的
に
は
全
く
無
智
で
あ
り
、
そ
の
代
り
に
感

覚
的
洗
練
の
専
門
家
に
な
っ
て
い
た
の
と
極
端
な
対
照
を
な
す
事
実
の
指
摘

で
あ
る
。
」
と
述
べ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
の
后
が
そ
れ
こ

そ
実
権
を
掌
握
し
政
治
の
中
枢
に
い
る
と
い
う
報
告
は
異
国
な
ら
で
は
の
こ

浜
松
中
納
言
物
語
巻
五
末
尾
孜

と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
新
帝
の
祖
父
、
一
の
大
臣
の
自
在
に
ふ
る
ま
え
る

世
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
叙
述
か
ら
は
一
の
后
が
前
面
に
出
て
い
る

よ
う
に
し
か
受
け
取
れ
な
い
。
そ
れ
で
は
当
の
一
の
大
臣
は
ど
う
し
た
の

か
。
彼
は
お
そ
ら
く
五
の
君
を
立
后
さ
せ
る
べ
く
画
策
し
た
は
ず
で
あ
る
。

一
の
大
臣
に
と
っ
て
互
の
君
は
、
「
あ
ま
た
が
中
に
互
に
あ
た
る
む
す
め
、

す
ぐ
れ
て
い
み
じ
う
い
つ
き
か
し
つ
き
給
」
（
一
七
〇
）
と
か
、
「
互
に
あ
た

り
侍
む
す
め
の
、
す
ぐ
れ
た
る
愛
子
に
侍
り
。
」
（
一
七
二
）
と
あ
る
よ
う

に
、
最
愛
の
娘
で
あ
り
、
彼
女
が
中
納
言
を
見
初
め
た
時
に
は
娘
の
た
め
に

中
納
言
を
自
邸
に
招
い
て
も
て
な
し
、
た
め
に
娘
の
恋
の
病
が
癒
え
た
こ
と

を
こ
の
う
え
な
く
喜
び
、
「
や
め
さ
せ
給
へ
る
よ
ろ
こ
び
を
常
に
聞
え
給
」

（
一
七
五
）
ほ
ど
の
寵
愛
ぶ
り
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
互
の
君
が
名
も
知
れ

ぬ
深
山
幽
谷
に
隠
遁
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
一
の
大
臣
の
落
胆
は

想
像
に
余
り
あ
る
も
の
で
あ
る
。
中
納
言
は
一
の
大
臣
の
互
の
君
へ
の
溺
愛

を
想
起
し
、
急
遽
娘
に
出
家
き
れ
た
後
の
彼
の
心
中
へ
思
い
を
馳
せ
た
で
あ

ろ
う
し
、
そ
れ
は
同
時
に
読
者
の
思
い
で
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
「
世
の

ま
つ
り
ご
と
を
し
た
ま
ふ
」
の
箇
所
に
あ
る
べ
き
一
の
大
臣
の
記
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
や
、
互
の
君
出
家
後
の
父
の
悲
し
み
が
何
度
さ
れ
る
こ
と
か
ら

「
涙
に
浮
き
沈
む
」
中
納
言
の
深
い
内
面
の
沈
鬱
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
、
改
ま
っ
た
「
第
三
の
親
王
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
伝
え
ら
れ
た

春
宮
即
位
の
事
実
は
、
や
が
て
は
父
の
転
生
で
あ
る
第
三
皇
子
が
帝
位
に
即

く
日
も
あ
る
だ
ろ
う
こ
と
を
期
待
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
唐
帝
に
は
男
子
が

三
人
い
る
が
、
第
二
皇
子
を
越
え
て
春
宮
に
即
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
日

四
五



本
で
式
部
卿
官
が
独
自
の
判
断
で
中
納
言
を
春
宮
大
夫
に
即
か
せ
る
よ
う

に
、
第
三
皇
子
も
お
そ
ら
く
新
帝
の
後
立
て
を
も
っ
て
や
が
て
帝
位
に
即
く

目
も
あ
ろ
う
こ
と
が
読
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。

お

　

わ

　

り

　

に

⑱

石
川
徹
氏
は
、
吉
野
姫
君
腹
の
女
児
や
河
陽
県
后
へ
の
愛
執
、
尼
姫
君
と

の
生
活
の
悩
み
な
ど
、
「
あ
れ
を
思
い
、
こ
れ
を
想
い
、
悩
み
煩
う
中
納
言

の
姿
を
、
作
者
は
、

○
い
と
ど
掻
き
昏
ら
し
、
魂
消
ゆ
る
心
地
し
て
、
涙
に
浮
き
沈
み
給
ひ
け

hソ。

と
一
別
の
筆
に
叙
し
去
っ
て
、
あ
と
を
読
者
の
想
像
に
委
ね
て
い
る
。
見
事

な
収
束
と
い
う
は
か
な
い
。
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
石
川
氏
が
述
べ
ら
れ

た
中
納
言
の
悩
み
は
主
と
し
て
女
性
関
係
に
つ
い
て
詳
し
く
説
か
れ
た
も
の

で
あ
る
が
、
先
帝
、
新
帝
、
第
三
皇
子
な
ど
へ
の
思
い
も
ま
た
苦
悩
の
根
底

に
存
在
し
て
い
た
に
ら
が
い
な
い
。

彼
岸
で
起
こ
っ
た
種
々
の
専
件
は
中
納
言
に
と
っ
て
と
り
返
し
の
つ
か
な

い
非
嘆
や
感
幌
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
本
文
に
即
し
て
検
討
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
宰
相
の
も
た
ら
し
た
報

告
は
特
殊
な
形
態
で
記
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
迫
真
性
を
も
っ
て
伝
え

ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
用
い
ら
れ
た
表
現
自
体
に
も
し
た
た
か
な
配
慮
が
施

さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
得
た
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
末
尾
に
記
さ
れ
た
後
日
讃
こ
そ
こ
れ
以
上
発
展
し
て
記
述
す
る
必
要
の
な

四
六

い
、
遙
か
な
時
間
を
中
納
言
に
抱
か
せ
る
に
十
分
な
重
み
を
も
っ
て
い
る
の

で
あ
り
、
終
局
に
ふ
さ
わ
し
い
叙
述
た
り
得
た
の
で
あ
る
。

注
①
　
『
平
安
朝
物
語
選
要
』
　
二
五
二
頁
。

②
　
「
更
級
・
浜
松
・
寝
覚
と
そ
の
浪
漫
的
清
祥
」
　
（
「
国
語
国
文
」
　
昭

和
十
三
年
八
月
号
）

③
　
「
国
語
と
国
文
学
」
昭
和
六
年
四
月
号
、
の
ち
　
『
平
安
時
代
物
語

論
考
』
　
に
収
載
。

④
　
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
。
以
下
、
浜
松
の
本
文
は
本
書
に
よ

り
、
頁
数
を
記
し
た
。

⑤
　
『
日
本
の
手
紙
』
六
二
・
六
三
頁
。

⑥
　
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。
以
下
、
源
氏
物
語
の
本
文
は
本
書

に
よ
り
、
巻
数
と
頁
数
を
記
し
た
。

⑦
　
草
津
保
物
語
研
究
会
編
『
宇
津
保
物
語
　
本
文
と
索
引
　
本
文
編
』

に
よ
り
、
表
記
を
私
に
改
め
、
真
数
も
本
書
の
を
記
し
た
。

⑧
　
『
説
話
文
学
と
絵
巻
』
一
九
〇
・
一
九
一
頁
。

⑨
　
参
考
ま
で
に
諸
作
品
に
お
け
る
「
思
し
あ
は
す
」
　
の
用
例
数
（
下

段
）
　
と
夢
と
の
照
合
す
る
用
例
数
（
上
段
）
　
を
示
し
て
お
く
。
（
括

弧
内
に
　
「
思
ひ
あ
は
す
」
　
の
場
合
も
示
し
た
。
）

竹
取
物
語
　
0
丁
（
ナ
シ
）
・
宇
津
保
物
語
　
　
　
0
丁
（
0
丁
）

落
窪
物
語
　
0
丁
（
〇
一
3
）
・
枕
草
子
　
　
　
　
　
ナ
シ
（
0
丁
）

源
氏
物
語
　
8
一
2
4
（
5
訂
）
・
狭
衣
物
語
　
　
　
　
2
一
3
（
0
1
7
）

寝
覚
物
語
　
〇
一
4
（
0
了
）
・
と
り
か
へ
ば
や
物
語
0
了
（
⊥
3
）

栄
花
物
謹
　
上
8
（
0
丁
）

（
枕
草
子
－
『
枕
草
子
総
索
引
』
・
源
氏
－
『
源
氏
物
語
大
成
』
索
引
篇

・
狭
衣
物
語
－
『
狭
衣
物
語
語
彙
索
引
』
・
栄
花
－
『
栄
花
物
語
全
注

釈
㈹
』
。
そ
の
他
は
現
在
刊
行
さ
れ
て
い
る
索
引
に
よ
っ
た
。
）

⑲
　
松
尾
聡
氏
薯
『
平
安
時
代
物
語
論
考
』
　
三
七
六
頁
。

⑪
　
「
『
唐
后
』
は
何
故
二
度
転
生
し
た
か
－
浜
松
中
納
言
物
語
に
於

け
る
『
長
恨
歌
』
の
影
響
に
つ
い
て
I
L
（
「
平
安
文
学
研
究
」
第

五
十
一
輯
）

⑫
　
大
槻
修
氏
続
『
平
安
後
期
物
語
選
』
三
六
頁
。

⑮
　
浜
松
の
一
例
（
三
九
三
頁
）
は
日
本
古
典
文
学
大
系
頭
注
に
引
歌

を
灰
め
か
さ
れ
、
と
り
か
へ
ば
や
も
同
様
で
あ
る
。
な
お
『
角
川
　
古

語
大
辞
典
』
（
第
一
巻
）
に
は
詳
注
が
あ
り
、
三
項
に
分
け
て
説
明
が

あ
り
、
そ
の
⑧
と
し
て
「
浮
き
」
に
「
憂
さ
」
を
か
け
、
涙
と
の
縁
語

関
係
も
あ
る
用
法
が
多
い
こ
と
を
説
か
れ
て
い
る
。
浜
松
も
こ
の
用

法
に
近
い
と
思
わ
れ
る
。

⑭
　
日
本
古
典
文
学
大
系
補
注
（
九
八
三
）
。
文
章
の
構
造
と
敬
語
表
現

か
ら
み
れ
ば
「
て
ん
け
ん
」
と
「
御
門
」
と
が
主
語
を
表
わ
し
て
い

る
と
解
せ
る
。
「
て
ん
け
ん
」
の
漢
語
が
解
明
さ
れ
て
い
な
い
い

ま
、
一
応
平
安
朝
和
文
に
散
見
す
る
「
て
ん
げ
」
を
採
っ
て
お
き
た

い
。
な
お
『
古
語
大
辞
典
』
（
小
学
館
）
の
「
て
ん
げ
」
の
項
に
原
田

労
連
氏
に
よ
る
詳
細
な
注
が
あ
る
。

⑮
　
萩
谷
朴
氏
薯
『
土
佐
日
記
全
注
釈
』
五
七
・
五
八
頁
。

⑯
　
今
井
源
衛
氏
著
『
花
山
院
の
生
涯
』
七
二
頁
。

⑰
　
⑯
に
同
じ
。
五
七
頁
。

⑲
　
『
無
名
草
子
評
解
』
一
九
九
百
。

⑲
　
『
中
村
真
一
郎
評
論
集
成
　
3
　
私
の
古
典
』
二
八
〇
頁
。

⑳
　
「
『
源
氏
物
語
』
と
異
な
る
『
浜
松
』
『
寝
覚
』
『
狭
衣
』
の
魅
力
」

（
「
文
学
・
語
学
」
第
一
〇
二
号
）

（
な
か
に
し
・
け
ん
じ
　
兵
庫
県
立
兵
庫
高
等
学
校
教
諭
）

浜
松
中
納
言
物
語
巻
五
末
尾
故


