
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
（
以
下
『
浜
松
』
と
略
す
）
の
男
主
人
公
中
納
言
が
、

唐
土
よ
り
帰
国
し
て
か
ら
、
唐
后
転
生
の
夢
告
を
受
け
る
ま
で
の
、
巻
二
以

降
の
物
語
展
開
に
つ
い
て
は
、
既
に
唐
后
転
生
へ
と
導
く
構
想
上
の
伏
線
が

（
１
）

明
ら
か
に
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
そ
の
際
に
、
中
納
言
の
意
思
決
定
は
、
と

か
く
予
言
や
夢
告
な
ど
絶
対
的
な
決
定
に
翻
弄
さ
れ
て
い
る
様
に
見
ら
れ
が

（
、
色
）
・

ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
近
年
の
指
摘
の
通
り
、
予
言
や
夢
告
も
中
納
言
の
言

動
を
正
当
化
す
る
手
だ
て
と
見
な
し
得
る
。
し
か
も
注
目
す
べ
き
な
の
は
一

方
で
は
中
納
言
の
言
動
で
自
ず
と
生
じ
た
歪
み
を
正
す
た
め
に
そ
の
次
の
展

開
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
と
い
っ
た
面
も
見
ら
れ
る
事
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
『
浜
松
』
の
物
語
展
開
を
進
め
る
そ
の
原
動
力
を
見
出
す
に

あ
た
っ
て
、
唐
后
を
め
ぐ
る
中
納
言
の
〈
言
い
つ
く
ろ
い
〉
を
本
検
討
し
て

い
く
。
勘
‐
こ
れ
は
、
中
納
言
の
唐
后
思
慕
が
唐
后
の
事
を
語
り
草
に
し
よ
う
と

し
て
は
た
め
ら
い
、
あ
る
い
は
言
い
つ
く
ろ
っ
て
い
る
中
納
言
自
身
の
傾
向

（
３
）

と
密
接
に
結
び
付
い
て
い
る
点
を
明
ら
か
に
し
た
前
槁
を
承
け
て
、
さ
ら
に

『
浜
松
中
納
言
物
語
」
唐
后
を
め
ぐ
る
中
納
言
の
言
い
つ
く
ろ
い
考

Ｉ
京
の
生
活
の
人
間
関
係
と
若
君
の
処
遇
が
意
味
す
る
も
の
‐

ノ

考
察
を
押
し
進
め
た
も
の
で
も
あ
る
。
こ
の
検
討
を
通
じ
て
、
と
り
わ
け
吉

野
姫
君
が
唐
后
の
〈
ゆ
か
り
〉
と
し
て
物
語
の
前
面
に
出
な
が
ら
も
、
盗
み

出
さ
れ
て
唐
后
転
生
夢
告
を
う
け
る
姫
君
を
身
ご
も
る
展
開
に
自
ず
と
至
ら

し
め
た
そ
の
原
動
力
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

①
尼
姫
君
に
は
、
こ
の
世
の
事
も
か
の
世
の
事
も
残
り
な
く
、
長
き
寝
覚

め
に
聞
こ
え
尽
く
ひ
給
中
に
、
河
陽
県
の
后
の
事
ば
か
り
ぞ
、
心
の
う

ち
に
深
く
残
し
給
て
、
菊
見
給
し
夕
べ
の
御
か
た
ち
、
琴
の
音
ば
か
り

な
ど
は
、
い
み
じ
う
聞
き
所
あ
り
て
、
語
り
給
ふ
く
き
物
が
た
り
な
れ

ど
、
ま
づ
先
に
立
つ
涙
に
つ
つ
ま
れ
て
、
え
言
ひ
だ
に
出
で
給
は
ざ
り

（
４
）

け
り
。
（
巻
二
・
二
五
七
頁
）

帰
国
後
し
ば
ら
く
し
て
も
な
お
中
納
言
は
、
何
も
か
も
隔
て
な
く
話
す
大
将

大
君
に
さ
え
唐
后
の
事
を
言
い
出
せ
な
い
で
い
る
。
こ
の
葛
藤
が
、
中
納
言

の
唐
后
思
慕
の
観
念
的
な
性
質
ｌ
大
将
大
君
と
勤
行
に
励
む
一
見
理
想

的
な
日
常
生
活
の
中
で
唯
一
満
た
さ
れ
な
い
感
情
と
し
て
凝
縮
さ
れ
燃
え
上

三三
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が
る
と
い
う
成
行
き
を
よ
く
表
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
点
に
注
目
す

る
な
ら
ば
、
中
納
言
の
た
め
ら
い
、
そ
し
て
ま
た
言
い
つ
く
ろ
い
を
も
、
①

の
後
も
繰
り
返
す
以
後
の
展
開
は
、
そ
の
ま
ま
中
納
言
の
唐
后
思
慕
の
過
程

の
一
面
を
表
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
以
下
、
ま
ず
は
中
納
言
の
こ
の
よ
う

な
言
動
の
繰
り
返
し
に
注
目
し
、
物
語
展
開
を
追
い
つ
つ
諸
論
を
踏
ま
え
、

該
当
場
面
毎
に
番
号
を
付
し
て
列
挙
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

こ
の
中
納
言
の
葛
藤
が
、
唐
后
か
ら
託
さ
れ
た
母
吉
野
尼
君
へ
の
文
を
開

く
こ
と
に
な
り
、
一
度
目
の
吉
野
行
き
と
な
り
吉
野
姫
君
の
登
場
を
導
く
に

至
る
物
語
展
開
の
端
緒
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
旬
諸
諸
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ

（
５
）

で
あ
る
。
実
際
、
大
将
大
君
に
し
ば
し
の
暇
を
告
げ
る
の
に
も
、
大
将
大
君

の
尼
姿
に
美
し
さ
を
覚
え
て
も
な
お
自
制
で
き
た
の
も
、
唐
后
へ
遠
く
心
を

奪
わ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
草
子
地
さ
え
記
さ
れ
て
い
る
の
で

（
６
）

あ
る
（
巻
二
・
二
六
二
’
二
六
三
頁
）
。
こ
の
際
の
暇
乞
い
が
、
渡
唐
の
そ

も
そ
も
の
目
的
だ
っ
た
亡
父
の
転
生
三
の
御
子
か
ら
頼
ま
れ
吉
野
聖
に
会
い

に
行
く
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
唐
后
の
依
頼
の
事
実
は
伏
せ
ら
れ
て
い
る
。

／

①
「
も
ろ
こ
し
よ
り
わ
た
り
て
侍
り
し
聖
に
、
み
こ
の
『
伝
へ
よ
・
た
し

か
に
、
人
づ
て
な
ら
で
』
と
の
給
ひ
し
御
消
息
の
侍
を
《
吉
野
山
の
奥

に
て
侍
な
れ
ば
、
み
づ
か
ら
た
づ
ね
と
ら
せ
侍
ら
ん
と
て
な
ん
。
立
ち

帰
に
も
と
思
侍
に
し
心
な
れ
ど
、
か
よ
う
に
見
た
て
ま
つ
り
て
は
、
し

ば
し
の
隔
て
、
う
ち
つ
け
に
お
ぽ
つ
か
な
ふ
お
ぼ
え
侍
か
な
。
そ
の
ほ

ど
ま
ぎ
れ
な
く
、
御
を
こ
な
ひ
な
ど
せ
き
せ
給
へ
」
と
、
こ
ま
や
か
に

》
聞
え
を
き
給
ま
狸
に
も
、
涙
の
う
き
給
め
る
を
只
巻
二
・
二
六
二
頁
）

こ
こ
で
の
中
納
言
に
は
八
先
ほ
ど
の
①
で
み
ら
れ
た
葛
藤
と
相
ま
っ
て
へ
唐

『
浜
松
中
納
言
物
語
』
唐
后
を
め
ぐ
る
中
納
言
の
言
い
つ
く
ろ
い
考

后
に
か
か
わ
る
一
切
を
大
将
大
君
か
ら
遠
ざ
け
て
お
こ
う
と
す
る
〈
配
慮
〉

と
、
渡
唐
中
も
恋
い
続
け
た
相
手
大
将
大
君
へ
の
思
い
や
り
が
、
表
裏
一
体

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
言
い
置
い
て
中
納
言
は
、
吉
野
に
旅
立
つ
わ

け
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
思
い
入
れ
を
込
め
て
吉
野
に
着
い
て
、
唐
后
の
事
を
話
し
た

相
手
が
吉
野
尼
君
で
あ
る
。

②
「
も
ろ
こ
し
の
み
こ
を
見
た
て
ま
つ
り
し
ゆ
へ
侍
り
て
、
は
る
か
に
わ

た
り
ま
か
り
侍
り
つ
函
、
〈
中
略
〉
今
は
と
て
こ
な
た
へ
ま
か
り
か
へ

り
侍
り
し
ほ
ど
、
河
陽
県
に
召
し
あ
り
て
、
〈
中
略
〉
よ
ろ
づ
へ
だ
た

り
、
そ
の
御
ゆ
く
ゑ
知
ら
ぬ
が
、
世
に
あ
る
か
ひ
な
く
、
心
憂
思
い
嘆

か
る
ゞ
を
、
か
な
ら
ず
ｊ
、
た
づ
ね
き
こ
え
て
、
こ
の
御
消
息
を
伝
え

』
弁

聞
こ
え
さ
す
べ
き
よ
し
、
み
こ
も
后
も
、
泣
く
ノ
ー
仰
せ
ご
と
侍
り
し

か
ば
、
〈
以
下
略
〉
」
（
巻
三
・
二
七
六
頁
）
、

と
い
う
よ
う
に
、
〃
三
の
御
子
と
后
″
の
孝
養
の
志
と
し
て
話
し
て
い
る
。

中
納
言
は
吉
野
尼
君
に
文
を
届
け
、
対
面
も
果
た
す
為
に
、
ま
ず
手
始
め
に

吉
野
聖
を
訪
れ
て
「
も
ろ
こ
し
の
三
の
宮
の
御
母
后
、
『
し
か
じ
か
の
聖
に

御
消
息
聞
こ
え
し
を
、
い
か
が
な
り
け
ん
。
〈
中
略
〉
』
と
の
給
は
せ
て
御
消

息
伝
へ
た
ま
へ
る
を
、
〈
中
略
〉
」
（
巻
三
・
二
六
五
頁
）
と
簡
単
に
用
件
を
伝

え
た
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
吉
野
尼
君
と
の
対
面
の
際
に
は
、
唐
后
の
「
御

け
は
ひ
に
通
へ
る
心
ち
す
る
に
、
い
と
百
涙
も
と
宙
ま
ら
ず
。
」
（
巻
三
・
二

七
一
頁
）
な
ど
と
、
唐
后
の
イ
メ
ー
ジ
を
見
い
出
す
ま
で
に
感
動
を
覚
え
て

（
け
ｊ
）

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
も
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
吉
野
尼
君
か
ら
唐

后
の
文
に
「
思
い
棄
つ
ま
じ
き
」
人
と
あ
っ
た
中
納
言
と
の
隠
し
子
若
君
の

三
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こ
と
を
た
ず
ね
ら
れ
る
と
、
唐
后
付
き
の
女
房
の
子
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、

②
あ
り
の
ま
ゞ
に
知
ら
せ
た
て
ま
つ
る
べ
き
な
ら
ね
ば
、
「
か
の
御
身
に

も
離
れ
ざ
り
け
る
人
の
持
給
へ
り
し
ち
ご
の
、
い
と
ら
う
た
く
侍
り
し

か
ぱ
、
か
の
世
界
に
も
、
殊
に
た
の
も
し
き
よ
す
が
も
な
き
や
う
に
見

え
給
へ
り
し
か
ば
。
か
の
宮
に
も
御
覧
じ
な
れ
な
ど
し
て
、
さ
申
き
せ

給
け
る
に
や
。
さ
る
べ
か
ら
ん
お
り
に
い
て
ま
い
ら
ん
」

（
巻
三
・
二
七
六
頁
）

と
対
面
を
約
し
て
素
姓
を
は
ぐ
ら
か
す
点
な
の
で
あ
る
。
対
面
の
約
束
も
吉

野
か
ら
帰
っ
て
か
ら
も
「
若
君
を
も
い
か
で
見
せ
た
て
ま
つ
ら
ま
し
。
お
さ

な
き
程
老
と
を
く
い
て
ま
う
で
ん
、
と
こ
ろ
せ
し
」
（
巻
三
・
二
八
八
頁
）

と
悩
ん
で
い
る
内
に
、
や
が
て
巻
四
に
入
っ
て
吉
野
尼
君
は
往
生
を
遂
げ
て

し
ま
う
。

一
方
、
次
に
唐
后
の
事
を
話
す
こ
と
に
な
っ
た
の
は
帝
の
御
前
で
あ
る
。

こ
れ
は
唐
土
の
事
を
話
す
よ
う
仰
せ
を
受
け
た
時
唐
后
を
思
い
浮
か
べ
て
、

③
「
〈
中
略
〉
未
央
宮
の
八
月
十
五
夜
の
月
の
宴
の
河
陽
県
の
后
の
琴
弾

き
給
ひ
し
を
こ
そ
申
し
出
で
め
」
と
、
思
よ
り
、
涙
の
先
に
立
ち
ぬ
く

き
に
つ
つ
み
て
、
先
々
も
申
し
い
で
で
止
み
に
し
を
、

（
巻
三
・
三
○
九
頁
）

と
い
う
、
２
節
で
問
題
に
し
た
巻
二
の
終
わ
り
と
同
様
の
葛
藤
を
お
ぼ
え
な

が
ら
も
唐
后
の
事
を
語
り
草
に
し
て
い
る
重
要
な
場
面
で
あ
る
。

こ
の
時
点
の
中
納
言
は
、
吉
野
か
ら
帰
っ
た
後
で
、
大
弐
女
と
の
密
通
を

め
ぐ
る
一
連
の
事
件
を
経
つ
つ
も
大
将
大
君
の
法
華
八
講
を
催
し
て
お
り
、

大
将
一
家
と
は
大
団
円
に
向
か
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
こ

そ
そ
の
晴
れ
が
ま
し
さ
に
つ
け
て
も
、
唐
后
へ
の
思
い
が
激
し
く
な
り
、
巻

（
８
）

一
以
来
幾
度
と
な
く
回
想
さ
れ
た
一
夜
の
契
り
の
思
い
出
に
ふ
け
り
、
「
こ

の
世
は
山
陰
の
春
の
夢
を
か
ぎ
り
に
て
止
み
ぬ
る
ぞ
か
し
。
」
（
巻
三
・
三
○

八
頁
）
と
ま
で
思
い
つ
め
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
思
い
入
れ
に
比
し
て
、
話
し
始
め
ら
れ
た
御
前
の
唐

語
り
の
結
果
は
ど
う
か
と
言
う
と
、
山
陰
の
一
夜
の
契
り
の
場
面
は
、

Ｊ

③
又
三
月
の
月
か
す
み
、
お
も
し
ろ
う
候
し
に
、
さ
ん
い
ふ
と
い
ふ
所
に
、

月
見
花
を
も
て
あ
そ
ぶ
と
こ
ろ
に
、
人
々
の
中
に
、
い
み
じ
う
め
で
た

き
人
こ
そ
ま
じ
り
て
き
ぶ
ら
ひ
し
か
。
（
巻
三
・
三
二
頁
）

こ
の
唐
語
り
に
お
い
て
は
、
唐
后
と
の
宿
世
と
し
て
回
想
さ
れ
る
べ
き
他
の

場
面
と
は
、
月
光
の
中
の
唐
の
佳
人
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
統
一
さ
れ
て
い
る

（
９
）

だ
け
で
、
脈
絡
が
な
く
、
中
納
言
は
あ
た
か
も
唐
后
と
は
別
人
の
エ
ピ
ソ
ー

（
ｍ
）

ド
で
あ
る
か
の
よ
う
に
言
い
な
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
際
持
ち
出
さ
れ
た
皇
女
降
嫁
の
件
を
、
苦
慮
し
た
あ
げ
く
大
将
大
君

に
そ
の
ま
ま
打
ち
明
け
る
。
し
か
し
そ
の
際
に
も
、

④
な
を
つ
き
も
せ
ず
、
隔
て
そ
め
に
し
う
ら
み
を
の
み
聞
こ
え
給
ひ
て
、

よ
る
づ
の
事
残
り
無
ふ
語
ら
ひ
聞
え
給
を
、
河
陽
県
の
后
の
御
事
ば
か

り
を
ぞ
、
な
を
残
い
給
へ
る
事
な
る
。
（
巻
三
・
三
一
七
頁
）

や
は
り
唐
后
の
事
だ
け
は
打
ち
明
け
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
続
い
て
、

④
中
将
の
乳
母
の
預
か
り
の
若
君
の
事
を
も
「
夢
の
や
う
に
た
だ
一
目
見

し
人
の
許
に
か
か
る
人
な
ん
あ
る
と
間
き
て
〈
中
略
〉
」
と
て
忍
び
つ

つ
見
せ
た
て
ま
つ
り
給
ひ
け
り
。
（
巻
三
・
三
一
七
頁
）

と
い
う
よ
う
に
、
ま
た
し
て
も
若
君
の
存
在
を
明
か
し
対
面
さ
せ
て
は
い
る

四
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も
の
の
、
そ
の
際
母
親
た
る
唐
后
の
素
姓
は
暖
昧
に
言
い
つ
く
ろ
っ
て
い
を
収
め
る
と
い
う
展
開
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
皇
女
降
嫁
事
件
の
場
合
は
、

る
。
そ
し
て
そ
れ
ば
か
り
か
、
巻
四
に
入
っ
て
は
大
将
大
君
に
さ
え
話
し
て
巻
四
巻
頭
で
少
将
の
内
侍
を
介
し
て
遠
回
し
に
辞
退
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解

（
、
）

い
な
い
唐
后
の
事
を
吉
野
姫
君
に
話
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
決
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
直
接
は
こ
の
パ
タ
ー
ン
に
当
て
は
ま
ら
な
い
が
、
注

以
上
①
か
ら
④
ま
で
を
追
っ
て
行
く
と
、
つ
ま
り
は
大
将
大
君
か
ら
吉
野
目
す
べ
き
な
の
は
、
話
の
持
ち
上
が
っ
た
巻
三
の
時
点
で
、
す
ぐ
さ
ま
降
嫁

姫
君
へ
と
物
語
展
開
の
中
心
が
移
っ
て
い
く
、
周
知
の
通
り
の
流
れ
と
い
え
の
仰
せ
が
あ
っ
た
旨
大
将
大
君
に
打
ち
明
け
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
時
点

そ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
打
ち
明
け
る
相
手
が
、
大
将
大
君
で
も
吉
野
尼
で
既
に
、
『
源
氏
』
若
菜
上
巻
で
の
葛
藤
つ
ま
り
紫
の
上
に
は
何
も
告
げ
ず

君
で
も
帝
で
も
な
く
、
吉
野
姫
君
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
物
語
展
開
の
光
源
氏
が
女
三
宮
降
嫁
を
承
諾
す
る
成
行
き
と
は
決
定
的
な
異
な
り
を
見
せ

必
然
性
は
中
納
言
の
唐
后
思
慕
の
傾
向
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
て
い
る
と
い
え
る
。

か
。
本
稿
で
は
吉
野
姫
君
そ
の
も
の
を
検
討
す
る
前
に
、
ま
ず
は
そ
れ
ま
で
だ
が
、
そ
の
隠
し
隔
て
な
し
の
中
に
は
大
弐
女
と
の
情
事
の
こ
と
も
含
ま

の
①
ｌ
④
の
過
程
、
そ
れ
も
唐
后
の
こ
と
の
聞
き
手
と
し
て
俎
上
に
乗
せ
ら
れ
て
い
る
事
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
巻
三
に
入
っ
て
、
大
弐
女
の
夫
衛

れ
た
そ
の
相
手
ｌ
吉
野
尼
君
は
後
述
す
る
こ
と
に
し
て
と
り
あ
え
ず
大
将
門
督
の
目
を
盗
ん
で
の
契
り
の
後
自
邸
に
帰
っ
た
中
納
言
は
、

大
君
と
帝
の
反
応
を
中
心
に
す
え
て
先
行
作
品
と
比
較
し
つ
つ
、
検
討
し
て

三
尺
の
御
几
帳
、
な
を
絶
え
ず
引
き
隔
て
給
へ
る
ぞ
、
押
し
や
り
て
、

み
る
こ
と
に
す
る
。

近
や
か
に
う
ち
添
い
臥
し
給
ひ
て
、
大
弐
の
女
の
事
は
、
語
り
聞
こ
え

た
て
ま
つ
り
に
し
か
ぱ
、
今
宵
の
う
た
洩
れ
に
、
飽
か
ざ
り
つ
る
ほ
と

一
一
一

画
ぎ
す
の
こ
ゑ
の
事
な
ど
、
残
る
事
な
く
語
り
聞
こ
え
給
て

大
将
大
君
は
、
①
の
よ
う
に
、
中
納
言
が
そ
も
そ
も
唐
后
の
事
を
語
り
草
（
巻
三
・
二
九
六
頁
）

に
し
て
聞
か
せ
よ
う
と
思
っ
た
女
君
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
日
本
で
の
体
験
も
と
、
大
将
大
君
に
こ
れ
ま
で
以
上
に
積
極
的
に
寄
り
添
い
つ
つ
、
今
し
が
た

唐
土
で
の
体
験
を
も
「
長
き
寝
覚
め
に
聞
こ
え
尽
く
ひ
給
ふ
」
、
つ
ま
り
「
夜
経
験
し
た
後
朝
の
情
趣
（
二
九
三
頁
）
を
話
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
た
だ
御
座
を
並
べ
て
、
昔
今
の
事
ど
も
を
か
き
尽
く
し
、
泣
き
て
も
笑
ひ
こ
の
よ
う
に
正
妻
格
の
女
君
に
他
の
女
君
の
事
を
打
ち
明
け
て
誠
意
を
示

て
も
聞
こ
え
尽
く
し
給
ひ
」
（
巻
二
・
二
五
四
頁
）
と
い
う
、
肉
体
関
係
ぬ
す
と
い
う
中
納
言
の
姿
勢
は
、
『
源
氏
物
語
』
澪
標
巻
（
以
下
『
源
氏
』
と
略

き
で
隠
し
隔
て
の
な
い
信
頼
を
素
地
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
す
）
で
光
源
氏
が
紫
の
上
に
明
石
の
上
の
事
を
話
し
て
御
機
嫌
を
取
る
場
面

で
あ
る
。
事
実
大
将
大
君
に
対
し
て
は
唐
后
関
係
以
外
の
出
来
事
な
ら
、
各
を
、
男
主
人
公
の
〃
誠
意
の
見
せ
方
“
の
型
（
パ
タ
ー
ン
）
と
し
て
人
物
設

々
の
事
件
が
起
こ
っ
た
直
後
に
自
分
の
や
む
を
得
な
い
窮
状
を
打
ち
明
け
事
定
諸
共
に
踏
襲
し
て
い
る
と
も
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
『
浜
松
』
の
場
合

『
浜
松
中
納
言
物
語
』
唐
后
を
め
ぐ
る
中
納
言
の
言
い
つ
く
ろ
い
考
四
一



の
、
〃
誠
意
〃
は
、
肉
体
関
係
を
持
た
な
い
大
将
大
君
に
、
大
弐
女
と
の
情
事

を
打
ち
明
け
る
こ
と
で
正
妻
格
と
し
て
の
優
越
を
示
す
と
い
う
意
味
合
い
が

想
定
で
き
よ
う
。
ま
た
そ
こ
に
は
、
大
将
大
君
と
隔
て
の
な
い
信
頼
関
係
を

保
つ
た
め
と
い
う
意
味
合
い
も
、
勤
行
を
続
け
る
大
君
の
面
前
で
俄
悔
を
す

る
と
い
う
よ
う
な
仏
教
的
な
意
味
合
い
も
想
定
し
得
る
と
同
時
に
、
一
方
で

は
、
大
将
大
君
と
は
肉
の
交
わ
り
を
断
っ
た
「
妙
荘
厳
の
御
契
り
」
で
あ
っ

た
は
ず
が
、
大
弐
女
よ
り
も
容
貌
の
優
っ
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
（
巻
二
・

二
九
五
頁
）
大
将
大
君
が
、
「
世
の
常
の
有
様
に
て
待
ち
受
け
給
は
ま
し
か

ば
」
（
巻
二
・
二
九
七
頁
）
と
未
練
の
口
説
き
と
も
取
れ
る
状
態
に
転
じ
大

将
大
君
の
気
を
惹
こ
う
と
す
る
要
素
も
想
定
で
き
よ
う
。
同
じ
平
安
後
期
の

『
狭
衣
物
語
』
（
以
下
「
狭
衣
』
と
略
す
）
で
は
、
狭
衣
帝
が
源
氏
宮
に
藤
壺

女
御
の
事
を
話
し
つ
つ
迫
る
場
面
も
同
様
の
傾
向
を
見
せ
て
い
る
。

だ
が
、
と
り
わ
け
『
浜
松
』
の
特
徴
と
し
て
注
目
す
べ
き
な
の
が
、
こ
の

大
弐
女
と
の
情
事
を
中
心
と
す
る
一
連
の
事
件
を
、
語
り
草
と
し
て
享
受
す

る
傾
向
な
の
で
あ
る
。
有
明
の
月
の
下
の
ほ
と
と
ぎ
す
と
橘
と
を
背
景
と
し

（
蛇
）

た
「
ま
さ
に
歌
物
語
の
一
場
面
」
の
雰
囲
気
を
持
つ
大
弐
女
と
の
後
朝
の
別

れ
を
寝
物
語
に
す
る
中
納
言
は
、
明
石
の
上
の
「
あ
は
れ
な
り
し
夕
べ
の
煙
、

言
ひ
し
事
な
ど
、
ま
ほ
な
ら
ね
ど
、
そ
の
日
の
か
た
ち
、
ほ
の
見
し
、
琴
の

音
の
な
ま
め
き
た
り
し
」
（
角
川
文
庫
本
・
第
三
巻
・
二
二
’
二
三
頁
）

を
紫
の
上
に
話
す
光
源
氏
と
同
様
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
そ
れ
ば
か
り
で
な

く
、
こ
の
後
続
く
大
弐
女
を
め
ぐ
る
事
件
を
も
中
納
言
は
大
将
大
君
に
話
し

聞
か
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
中
納
言
と
の
密
通
が
夫
・
母
に
露
見
す
る
の
を

（
蝿
）

恐
れ
る
余
り
夫
か
ら
の
文
に
墨
を
塗
り
紛
ら
わ
し
ま
で
す
る
、
せ
つ
ぱ
詰
ま

つ
た
心
情
あ
ふ
れ
る
、
‐
後
朝
の
文
の
返
し
「
そ
ま
河
の
」
の
歌
に
対
し
て
、

心
ざ
し
の
あ
れ
ぱ
に
や
、
ま
こ
と
に
浮
か
ぶ
心
地
し
て
、
女
君
に
み

せ
た
て
ま
つ
り
給
て
、
「
〈
中
略
〉
え
き
ら
ぬ
仲
に
、
も
し
漏
れ
き
こ
え

ば
、
い
と
お
そ
る
し
う
便
な
か
る
く
し
。
さ
り
と
て
か
く
て
止
み
な
ぱ

あ
は
れ
な
り
」
（
巻
三
・
二
九
九
頁
）

と
言
う
よ
う
に
、
弁
解
し
な
が
ら
大
将
大
君
に
そ
の
ま
ま
見
せ
て
い
る
態
度

と
い
い
、
続
い
て
の
記
事
大
弐
女
が
衛
門
督
の
も
と
に
引
き
取
ら
れ
る
際
に

垣
間
見
た
〃
も
と
の
妻
“
衛
門
督
北
の
方
の
零
落
ぶ
り
を
も
同
じ
く
大
将
大

君
に
衛
門
督
へ
の
非
難
を
込
め
て
話
し
て
い
る
態
度
と
い
い
、
さ
な
が
ら
歌

（
皿
）

物
語
め
い
た
語
り
草
を
扱
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
見
逃
せ
な
い
の
は
、
対
す
る
聞
き
手
大
将
大
君
の

反
応
に
も
、
同
様
の
事
が
言
え
る
の
で
あ
る
。
後
朝
の
歌
の
返
し
を
見
せ
ら

れ
た
彼
女
は
、
「
い
と
ほ
し
と
お
ぼ
い
て
」
大
弐
女
が
窮
地
に
陥
る
前
に
引

き
取
っ
た
ら
ど
う
か
と
中
納
言
に
勧
め
て
い
る
し
、
衛
門
督
の
北
の
方
の
零

落
ぶ
り
を
聞
か
さ
れ
た
際
は
傍
観
者
の
態
度
を
捨
て
て
、
剃
髪
し
た
我
が
身

に
引
き
付
け
て
は
い
る
も
の
の
、
中
納
言
と
大
弐
女
と
の
関
係
に
関
し
て
は

何
の
言
及
も
な
い
。
も
ち
ろ
ん
大
弐
女
の
情
趣
あ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
い
わ
ば
小

話
を
大
将
大
君
を
中
心
と
す
る
物
語
へ
，
と
組
み
込
む
た
め
の
構
想
が
優
先
さ

れ
た
結
果
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
だ
が
い
ず
れ
に
せ
よ
結
果
的
に
は
、

女
の
身
の
ふ
り
か
た
に
つ
い
て
を
焦
点
と
す
る
物
語
展
開
に
成
り
得
て
も
、

『
源
氏
』
の
紫
の
上
の
場
合
の
よ
う
に
嫉
妬
の
問
題
を
は
じ
め
と
す
る
、
女

の
心
に
つ
い
て
問
う
物
語
展
開
と
は
縁
遠
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
中
納
言

と
の
仏
道
に
共
に
励
ん
で
育
ま
れ
た
信
頼
関
係
が
理
想
的
な
生
活
で
は
あ
っ

四
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て
も
、
中
納
言
の
求
め
る
よ
う
な
男
女
間
の
恋
慕
の
情
は
存
在
す
る
余
地
が

な
い
。
中
納
言
の
唐
后
思
慕
は
大
将
大
君
の
前
に
あ
っ
て
は
別
次
元
の
事
柄

で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
従
っ
て
、
④
で
皇
女
降
嫁
の
件
が
起
こ
っ
た
際
で
も

大
将
大
君
の
反
応
が
、
依
然
我
が
身
の
ふ
り
か
た
を
憂
え
る
こ
と
と
今
の
中

納
言
と
の
勤
行
生
活
の
理
想
的
な
状
態
が
失
わ
れ
る
の
を
嘆
く
こ
と
と
に
限

ら
れ
る
（
巻
三
・
三
一
六
’
三
一
七
頁
）
の
は
当
然
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
そ
の
前
に
あ
る
③
の
帝
の
場
合
の
言
い
つ
く
ろ
い
（
仮
に
そ
う

呼
ぶ
）
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
唐
語
り
は
明
ら
か
に
公
の
場
の
も
の
で
あ
っ
て
、
既
に
帰
国
直
後
参

内
し
報
告
し
て
い
る
（
巻
二
・
二
五
○
頁
）
と
こ
ろ
を
再
び
帝
の
「
さ
し
も

な
き
事
の
、
こ
と
な
く
こ
の
世
に
優
り
た
り
と
見
ゆ
る
事
」
つ
ま
り
一
般
的

な
事
柄
に
つ
い
て
話
す
よ
う
要
請
を
受
け
、
式
部
卿
宮
の
ほ
か
は
「
近
く
さ

ぶ
ら
ふ
人
も
な
き
ほ
ど
な
れ
ば
」
い
わ
ば
密
に
披
露
し
て
帝
の
感
嘆
を
誘
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
女
性
の
品
定
め
と
い
う
趣
向
の
点
か
ら
は

も
、
、
み
、

『
源
氏
』
帯
木
巻
の
雨
夜
の
品
定
め
の
影
響
を
受
け
て
い
る
で
あ
ろ
う
力

今
述
べ
た
よ
う
な
作
品
全
体
の
構
想
の
点
か
ら
は
、
『
浜
松
』
に
『
源
氏
』

（
巧
）

同
様
多
く
の
影
響
を
与
え
た
『
宇
津
保
物
語
』
（
以
下
『
字
津
保
』
と
略
す
）

蔵
開
中
巻
で
、
俊
蔭
の
歌
日
記
や
文
集
が
帝
の
要
請
で
仲
忠
に
よ
っ
て
「
人

に
は
間
か
せ
じ
と
て
高
く
も
読
ま
ず
御
前
に
は
人
も
参
ら
せ
給
は
ず
」
（
『
宇

津
保
物
語
本
文
と
索
引
・
本
文
編
』
笠
間
書
院
、
昭
和
四
八
年
、
以
下
出

典
を
略
す
、
二
六
八
頁
）
と
や
は
り
密
に
披
露
さ
れ
、
冒
頭
の
男
主
人
公
の

渡
唐
巻
（
俊
蔭
巻
）
が
再
び
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
と
い
う
展
開
と
似
通

（
蝿
）

っ
て
い
る
と
い
え
る
。

『
浜
松
中
納
言
物
語
』
唐
后
を
め
ぐ
る
中
納
言
の
言
い
つ
く
ろ
い
考

．
し
か
し
二
作
品
の
物
語
展
開
は
そ
れ
以
外
で
は
ほ
と
ん
ど
対
照
的
で
あ

る
。
『
字
津
保
』
の
場
合
は
、
‐
そ
も
そ
も
の
設
定
が
、
蔵
開
上
冒
頭
に
お
い

て
九
十
の
翁
の
語
る
と
こ
ろ
の
、
近
寄
る
盗
人
を
片
っ
端
か
ら
「
多
く
の
人

取
り
殺
し
つ
る
」
蔵
（
二
三
三
頁
）
や
仲
忠
自
ら
で
し
か
開
か
な
い
鎖
錠

（
二
三
四
頁
）
と
い
う
よ
う
に
、
「
霊
に
よ
り
て
」
俊
蔭
の
文
集
は
護
ら
れ
て

い
る
為
、
子
孫
の
仲
忠
自
ら
が
読
み
間
か
せ
（
二
六
六
頁
）
日
記
も
感
動
的

に
披
露
さ
れ
て
お
り
、
作
品
全
体
か
ら
み
れ
ば
犬
宮
の
晴
れ
が
ま
し
い
誕
生

に
際
し
て
、
俊
蔭
を
祖
と
す
る
従
来
の
〃
琴
の
家
〃
の
誉
れ
の
上
に
、
こ
れ

も
俊
蔭
の
〃
文
章
の
家
″
の
権
威
を
も
加
え
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

だ
が
、
そ
れ
に
対
し
て
『
浜
松
』
の
場
合
、
帝
の
反
応
は
絶
え
ず
中
納
言

の
思
惑
か
ら
外
れ
て
い
く
。
河
陽
県
で
菊
見
の
唐
后
を
垣
間
見
た
場
面
を
話

す
際
に
、
中
納
言
が
女
房
で
あ
る
か
の
よ
う
に
ぼ
や
か
し
た
の
に
対
し
て

「
后
や
あ
り
け
む
」
と
質
し
た
の
は
中
納
言
の
我
が
意
を
得
た
所
で
あ
っ
た

ろ
う
が
、
そ
の
後
も
続
け
て
中
納
言
が
唐
后
と
の
宿
世
の
主
要
な
場
面
を
二

節
で
前
述
し
た
よ
う
に
、
ハ
ラ
バ
ラ
に
、
け
れ
ど
「
唯
人
一
人
の
御
事
を
心
に

し
み
て
お
ぼ
ゆ
る
ま
ま
に
」
話
し
た
の
に
対
し
て
は
、
「
い
み
じ
う
け
う
あ

り
け
る
事
か
な
。
か
の
国
に
は
、
女
優
れ
た
る
な
る
べ
し
。
」
と
い
う
程
度

の
感
心
を
し
た
の
み
で
、
す
ぐ
唐
の
女
一
般
か
ら
唐
の
男
一
般
へ
と
話
題
を

転
じ
て
い
る
（
巻
三
・
三
一
二
頁
）
。
再
度
「
こ
の
見
給
し
女
房
達
」
実
は

唐
后
の
比
類
な
き
美
を
思
い
入
れ
深
く
強
調
し
た
の
に
対
し
て
は
、

う
ち
か
は
る
け
し
き
の
「
限
り
な
ふ
も
見
と
宮
め
け
る
か
な
」
と
心

得
き
せ
給
に
つ
け
て
も
、
．
「
お
ぼ
ろ
け
な
ら
ざ
り
け
る
」
と
ゆ
か
し
う

め
で
た
う
お
ぽ
し
や
ら
れ
て
「
な
を
世
に
あ
り
が
た
く
、
め
づ
ら
か
な
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る
人
な
り
や
。
か
ゞ
る
人
の
世
の
事
を
さ
へ
わ
た
り
行
き
て
見
た
る

よ
」
と
仰
せ
ら
る
を
、
（
巻
三
・
三
一
三
頁
）

と
い
う
よ
う
に
、
中
納
言
の
様
子
故
に
「
女
房
達
」
の
真
価
を
認
め
て
感
嘆

し
て
は
い
る
が
、
唐
語
り
が
終
わ
っ
た
後
の
「
ま
め
や
か
な
る
事
ど
も
仰
せ

ら
る
ゞ
つ
ゐ
で
」
に
は
、

今
宵
か
シ
る
こ
ま
や
か
な
る
御
物
語
り
、
け
近
う
う
ち
乱
れ
奏
し
た

る
有
様
も
、
な
お
め
で
た
う
お
ぼ
し
召
し
け
れ
ば
、（

巻
三
・
三
一
四
頁
）

ほ
か
な
ら
ぬ
中
納
言
の
そ
の
思
い
入
れ
の
深
さ
の
印
象
が
、
帝
の
降
嫁
の
仰

せ
の
き
っ
か
け
に
な
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
『
源
氏
』

若
菜
上
巻
の
朱
雀
院
が
光
源
氏
へ
の
女
三
宮
降
嫁
を
お
も
い
つ
い
た
そ
も
そ

も
の
き
っ
か
け
が
、
院
が
紫
の
上
の
養
育
結
婚
の
実
績
を
口
に
し
て
い
た
こ

と
で
あ
っ
た
過
程
に
比
す
れ
ば
、
は
る
か
に
単
純
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の

箇
所
か
ら
は
、
中
納
言
の
思
い
入
れ
も
帝
に
と
っ
て
は
、
語
り
手
の
人
と
な

り
を
評
価
す
る
た
め
の
、
単
な
る
語
り
草
へ
の
思
い
入
れ
に
す
ぎ
な
い
事
が

窺
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
帝
の
反
応
か
ら
推
し
て
も
、
中
納
言
の
唐

后
思
慕
の
過
程
が
、
唐
帝
の
〈
御
妻
〉
と
の
密
通
に
対
す
る
禁
忌
の
下
で
唐

后
を
語
り
草
と
し
て
披
露
す
る
任
を
果
た
す
代
わ
り
に
、
己
の
唐
后
思
慕
の

は
け
口
に
で
き
た
た
め
に
、
④
の
時
点
で
は
大
将
大
君
に
話
す
べ
き
か
ど
う

か
葛
藤
を
覚
え
る
必
要
は
な
く
な
っ
た
成
行
き
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
の
で

（
Ⅳ
）

あ
る
。以

上
の
よ
う
に
中
納
言
と
大
将
大
君
・
帝
と
の
関
係
を
唐
后
に
つ
い
て
の

言
い
つ
く
ろ
い
の
面
か
ら
検
討
し
て
き
た
結
果
、
浮
か
び
上
が
る
の
は
い
ず

唐
后
の
〈
ゆ
か
り
〉
吉
野
姫
君
に
対
す
る
中
納
言
の
感
情
に
つ
い
て
は
、

一
節
で
触
れ
た
よ
う
に
従
来
の
研
究
で
、
唐
后
の
転
生
の
夢
告
に
至
る
過
程

が
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
か
な
り
複
雑
な
ゆ
れ
を
見
せ
て
い
る
と
言

え
よ
う
。
巻
二
末
の
唐
后
の
文
の
中
で
初
め
て
こ
の
存
在
が
明
ら
か
に
さ
れ

た
吉
野
姫
君
で
あ
る
が
、
巻
三
に
入
っ
て
中
納
言
の
初
め
て
の
吉
野
行
き
に

際
し
て
、
吉
野
尼
君
が
み
た
夢
告
は
、
中
納
言
こ
そ
姫
君
の
「
た
づ
き
」
だ

と
い
う
運
命
的
な
内
容
で
あ
っ
た
し
、
巻
三
末
で
の
吉
野
姫
君
と
の
御
簾
越

し
の
対
面
で
は
、
姫
君
の
「
琴
に
て
」
の
声
に
触
発
さ
れ
て
中
納
言
自
身
の

感
情
も
高
ぶ
り
を
み
せ
て
お
り
、
こ
の
時
点
で
は
中
納
言
と
姫
君
と
の
ハ
ッ

ピ
ー
エ
ン
ド
は
構
想
上
明
ら
か
で
あ
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
巻
四

に
入
る
と
、
一
転
し
て
中
納
言
は
、
吉
野
尼
君
の
往
生
の
際
姫
君
の
姿
を
目

の
当
た
り
に
し
な
が
ら
も
唐
后
の
代
償
に
は
成
り
得
な
い
と
し
て
悲
嘆
に
暮

れ
の
場
合
で
も
中
納
言
の
思
惑
と
は
よ
そ
に
、
唐
后
の
事
す
ら
が
語
り
草
と

し
か
扱
わ
れ
な
い
京
の
日
常
生
活
の
様
相
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
感
情
的

に
関
わ
り
の
無
い
立
場
を
超
え
た
者
ｌ
あ
れ
程
の
思
い
入
れ
を
語
り
草
に

し
て
し
ま
う
こ
と
の
な
い
血
縁
す
な
わ
ち
〈
ゆ
か
り
〉
が
必
要
と
さ
れ
て
く

る
事
情
が
わ
か
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
次
に
こ
の
〈
ゆ
か
り
〉
の
あ
り
方
を
見
極
め
る
時
、
そ
の
後
の
展

開
ｌ
姫
君
が
唐
后
の
〈
ゆ
か
り
〉
と
し
て
物
語
の
前
面
に
出
な
が
ら
も
そ

の
姫
君
腹
に
唐
后
転
生
が
予
示
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
過
程
と
の
関
連
性
が

明
ら
か
に
な
る
。

型’
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れ
て
お
り
、
更
に
は
こ
れ
に
追
い
打
ち
を
掛
け
る
よ
う
に
、
姫
君
を
京
に
引

き
取
る
際
に
二
十
歳
に
達
す
る
ま
で
に
契
り
を
結
ぶ
と
姫
君
は
死
に
至
る
と

の
吉
野
の
聖
の
予
言
が
周
知
の
通
り
な
さ
れ
て
も
い
る
。
そ
の
後
唐
后
昇
天

の
空
中
唱
声
も
あ
り
、
京
で
の
堆
活
で
姫
君
と
親
密
に
な
る
に
つ
れ
て
再
び

中
納
言
の
未
練
が
再
燃
す
る
う
ち
に
、
式
部
卿
宮
に
よ
っ
て
盗
ま
れ
る
と
い

う
展
開
と
な
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
中
納
言
の
意
思
と
関
わ
り

な
く
運
命
を
決
定
づ
け
る
構
想
の
枠
組
み
と
、
中
納
言
自
身
の
感
情
が
入
り

乱
れ
て
進
行
す
る
状
態
を
明
確
に
位
置
づ
け
る
の
は
難
し
い
。
し
か
し
た
だ
、

中
納
言
側
の
感
情
が
ど
う
変
化
す
る
の
で
あ
れ
、
吉
野
姫
君
と
中
納
言
と
の

関
係
そ
の
も
の
に
つ
い
て
い
え
ば
一
種
の
到
達
点
に
達
し
て
お
り
、
そ
の
基

調
は
一
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
到
達
点
を
示
し
て
い
る

の
が
、
既
に
二
節
で
簡
単
に
触
れ
た
巻
四
で
の
場
面
ｌ
吉
野
姫
君
を
京
に

引
き
取
る
途
中
の
「
中
宿
り
」
の
夜
に
中
納
言
が
唐
后
の
事
を
打
ち
明
け
て

し
ま
う
部
分
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

⑤
皆
う
ち
休
み
に
た
れ
ば
、
い
と
の
ど
か
な
る
に
、
袖
ば
か
り
は
引
き
交

は
し
添
ひ
臥
し
て
、
よ
る
づ
を
契
り
な
ぐ
さ
む
る
に
、
い
と
つ
つ
ま
し

げ
に
て
、
は
か
ば
か
し
う
言
続
け
た
る
い
ら
へ
な
ど
は
な
け
れ
ど
、
身

に
近
う
添
ひ
た
る
け
は
ひ
な
ど
の
、
い
と
よ
う
物
思
出
で
ら
る
画
に
、

え
堪
へ
給
は
ず
、
よ
る
づ
を
隔
て
な
く
聞
こ
え
し
ら
す
る
大
将
殿
の
君

に
だ
に
、
一
事
を
深
く
残
し
置
き
て
聞
こ
え
出
で
ね
と
、
も
ろ
こ
し
の

御
文
に
も
か
す
め
書
き
給
め
り
し
若
君
を
も
、
心
得
て
こ
の
人
は
見
給

は
ん
こ
そ
よ
か
ら
め
、
こ
れ
に
さ
へ
残
す
心
地
の
せ
ね
ば
、
も
ろ
こ
し

に
思
ひ
立
ち
し
程
の
、
道
の
ほ
ど
の
あ
り
さ
ま
、
か
し
こ
に
行
き
着
き

『
浜
松
中
納
言
物
語
』
唐
后
を
め
ぐ
る
中
納
言
の
言
い
つ
く
ろ
い
考

み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
一
方
で
は
よ
く
似
た
「
け
は
ひ
」
の
血
縁
を
唐
后

の
思
い
出
を
蘇
ら
す
た
め
に
聞
き
手
と
し
た
面
も
あ
る
と
み
ら
れ
る
。
実
際
、

唐
土
で
経
て
き
た
唐
后
と
の
宿
世
、
つ
ま
り
巻
一
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
河
陽

県
の
菊
見
を
す
る
唐
后
と
の
出
会
い
か
ら
、
山
陰
で
の
一
夜
の
契
り
、
そ
の

結
果
生
ま
れ
た
若
君
を
伴
っ
て
の
帰
国
に
至
る
ま
で
、
唐
后
と
の
秘
事
、
唐

后
の
類
ま
れ
な
あ
り
さ
ま
を
「
せ
き
や
る
方
な
く
語
り
続
け
給
ふ
」
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
中
納
言
が
、
帝
の
御
前
の
唐
語
り
の
際
の
「
う
ち
か
は

る
け
し
き
」
（
巻
三
・
三
一
三
頁
）
よ
り
も
は
る
か
に
思
い
入
れ
の
激
し
い

様
子
で
話
す
の
に
対
し
て
、
吉
野
姫
君
の
方
も
、
た
っ
た
一
人
の
は
ら
か
ら

で
あ
り
な
が
ら
一
度
も
会
っ
た
こ
と
の
な
い
唐
后
に
思
い
を
は
せ
恋
し
さ
に

感
涙
し
、
中
納
言
に
共
鳴
す
る
の
で
あ
る
。

思
は
ぬ
時
な
き
人
の
御
事
を
、
さ
し
向
ひ
て
見
た
て
ま
つ
ら
ん
や
う

に
語
り
間
か
せ
給
に
、
は
づ
か
し
さ
も
つ
つ
ま
し
さ
も
う
ち
忘
れ
て
、

「
こ
の
人
に
逢
ひ
た
て
ま
つ
ら
ざ
ら
ま
し
か
ぱ
い
か
で
か
は
か
、
ば
か

て
の
事
ど
も
語
り
出
で
袷
ひ
て
、
（
巻
四
・
三
六
五
’
三
六
一
頁
）

中
納
言
は
、
吉
野
姫
君
の
唐
后
に
よ
く
似
た
「
け
は
ひ
」
に
触
発
さ
れ
て
唐

后
の
事
を
語
り
出
す
。
そ
う
し
て
「
そ
の
ゆ
か
り
と
思
ひ
わ
び
、
尋
出
で
た

て
ま
つ
り
し
な
れ
ば
、
か
た
み
に
そ
の
ゆ
か
り
と
お
ぼ
せ
・
」
と
告
げ
若
君
と

対
面
さ
せ
さ
ら
に
は
養
育
を
託
し
、
姫
君
を
「
う
た
た
寝
の
夢
の
ゆ
か
り
」

と
し
て
歌
を
詠
み
か
け
る
。

そ
れ
は
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
回
想
を
媒
介
と
し
て
唐
后
の

思
い
出
を
共
有
す
る
こ
と
で
何
よ
り
も
姫
君
と
の
絆
を
深
め
よ
う
と
す
る
思

（
肥
）
（
四
）

い
が
強
ま
っ
た
た
め
と
も
、
ま
た
唐
后
の
思
い
出
を
浄
化
す
る
た
め
と
も
、
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0

り
の
御
有
様
も
間
か
ま
し
」
と
、
空
に
し
め
結
ふ
恋
し
さ
に
、
い
と
ど

し
き
涙
は
一
つ
に
流
れ
あ
ひ
ぬ
る
も
、
か
た
み
に
い
と
あ
は
れ
に
な
つ

か
し
◎
（
巻
四
・
三
六
二
頁
）

中
納
言
と
吉
野
姫
君
と
の
こ
の
よ
う
な
関
係
は
、
や
が
て
唐
后
の
昇
天
を
告

げ
る
空
中
唱
声
が
あ
っ
た
時
に
改
め
て
強
め
ら
れ
る
。
在
り
し
日
の
唐
后
の

姿
を
「
目
の
前
に
み
る
心
地
し
て
」
回
想
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
悲
嘆
に
暮
れ
る

中
納
言
は
、
共
に
い
た
吉
野
姫
君
に
、

「
み
だ
り
心
地
こ
そ
い
み
じ
う
堪
え
難
け
れ
。
こ
の
胸
に
押
し
か
か

り
給
へ
」
と
き
こ
え
給
へ
ぱ
、
〈
中
略
〉
か
た
は
ら
に
か
き
寄
せ
き
こ

え
給
て
、
「
よ
な
ノ
、
も
ろ
こ
し
の
御
事
の
、
つ
ゆ
も
ま
ど
ろ
め
ば
、
夢

に
見
え
つ
砥
、
あ
や
し
う
心
さ
は
ぎ
の
み
し
て
お
ぼ
え
つ
る
に
、
か
洩

る
声
を
な
ん
今
宵
聞
き
つ
る
。
い
か
な
る
事
ぞ
と
思
に
、
い
と
い
み
じ

う
」
と
て
泣
き
給
ふ
に
、
い
ら
へ
は
せ
で
、
顔
を
引
き
入
れ
て
、
涙
の

落
つ
る
気
色
も
、
同
じ
心
に
、
あ
は
れ
な
る
こ
と
か
ぎ
り
な
し
。

（
巻
四
・
三
八
○
’
三
八
一
頁
）

や
は
り
唐
后
昇
天
の
予
兆
の
夢
告
を
語
る
中
納
言
に
、
「
同
じ
心
に
」
共
鳴

す
る
吉
野
姫
君
の
組
合
せ
で
あ
る
。
こ
の
後
も
、

木
丁
ば
か
り
の
隔
て
に
だ
に
な
く
、
明
け
暮
れ
か
た
は
ら
に
て
経
は

読
み
つ
つ
も
、
お
は
せ
し
有
様
、
の
給
ひ
し
事
な
ど
、
尽
き
せ
ず
語
り

出
で
給
へ
ぱ
、
一
つ
涙
に
浮
か
み
給
ひ
て
明
か
し
暮
し
、
か
つ
は
言
ひ

慰
め
〈
以
下
略
〉
（
巻
四
・
三
八
三
頁
）

と
、
唐
后
の
千
日
精
進
供
養
の
た
め
引
き
籠
っ
て
い
る
。
こ
の
状
態
は
、
巻

二
に
お
け
る
大
将
大
君
と
の
勤
行
生
活
と
も
似
て
い
る
が
、
は
っ
き
り
異
な

っ
て
い
る
の
は
従
来
の
日
常
生
活
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
う
点
で

ｆ

あ
る
。
大
将
大
君
に
対
し
て
は
、
①
の
時
点
で
既
に
仏
教
上
の
事
柄
を
言
い

つ
く
ろ
い
に
用
い
て
い
た
中
納
言
は
、
巻
四
以
降
は
吉
野
姫
君
を
引
き
収
る

際
に
も
吉
野
尼
君
の
往
生
を
前
面
に
出
し
て
言
い
つ
く
ろ
っ
て
い
る
し
、
こ

の
時
点
に
至
っ
て
は
、
も
は
や
勤
行
の
言
い
訳
に
た
だ
自
分
が
生
き
て
行
け

そ
う
に
な
い
気
が
す
る
た
め
だ
と
告
げ
て
い
る
の
み
な
の
で
あ
る
（
三
八
一

頁
）
。
こ
れ
に
比
し
て
吉
野
姫
君
に
は
頻
繁
に
「
ら
う
た
げ
に
」
の
形
容
が

繰
り
返
さ
れ
（
三
六
○
・
三
八
○
・
三
八
三
頁
な
ど
）
、
自
分
の
心
に
寄
り

添
う
よ
う
に
従
順
な
愛
ら
し
さ
に
ひ
き
つ
け
ら
れ
る
中
納
言
の
姿
が
描
か
れ

て
い
る
の
は
注
目
を
引
く
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
時
、
中
納
言
が
、
唐
后
の
事
を
日
常
の
中
で

聞
き
流
さ
れ
る
単
な
る
語
り
草
に
は
す
ま
い
と
し
て
い
る
と
同
様
に
、
吉
野

姫
君
を
従
来
の
日
常
生
活
か
ら
切
り
離
し
た
ま
ま
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
見
過
ご
せ
な
い
の
が
、
＠
の
中
宿
り
の
夜
に
唐
后
の
事
を

打
ち
明
け
た
の
は
、
唐
后
と
の
隠
し
子
若
君
を
吉
野
姫
君
に
託
す
る
た
め
と

い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
事
で
あ
る
。
確
か
に
打
ち
明
け
る
口
実
に
す
ぎ
な

（
加
）

い
面
も
否
め
な
い
も
の
の
、
本
稿
で
今
ま
で
等
閑
に
付
し
て
き
た
こ
の
若
君

の
問
題
は
実
は
意
外
に
物
語
展
開
全
体
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
に
お
い
て
若
君
に
つ
い
て
は
、
そ
の
将
来
と
巻
一

の
夢
告
と
の
関
係
や
唐
后
と
の
母
子
愛
及
び
中
納
言
と
の
父
子
愛
の
主
題
の

（
虹
）

脈
絡
か
ら
捉
え
ら
れ
て
き
た
が
、
こ
の
際
中
納
言
の
唐
后
思
慕
と
の
関
係
か

ら
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
二
節
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
②
の
吉
野
尼
君
と

四
Lロ

ブ、



五

巻
二
に
入
っ
て
九
州
に
到
着
し
た
中
納
言
は
若
君
の
常
な
ら
ぬ
成
長
ぶ
り

に
、

か
つ
は
ゆ
ゞ
し
う
お
ぽ
し
て
「
か
く
外
の
世
に
生
ま
れ
た
る
人
と
知

ら
れ
て
は
、
行
く
さ
き
こ
の
世
に
少
し
隔
た
る
や
う
そ
は
ん
。
後
の
聞

こ
え
は
あ
り
と
も
、
な
お
い
か
で
外
よ
り
い
て
わ
た
り
た
る
と
は
、
人

に
知
ら
れ
じ
」
（
巻
二
・
二
一
七
頁
）

と
考
え
て
中
納
言
母
に
頼
ん
で
自
分
の
乳
母
で
あ
る
中
将
の
乳
母
を
九
州
に

呼
び
寄
せ
て
若
君
を
預
け
て
い
る
。
こ
の
際
に
は
、

若
君
の
御
事
を
忍
び
て
い
と
后
の
御
腹
と
こ
そ
露
は
か
ひ
給
は
れ
ど
、

「
か
の
国
に
あ
り
し
ほ
ど
、
思
よ
る
ま
じ
き
あ
た
り
に
、
か
洩
る
人
の

出
で
た
り
し
を
見
捨
て
ん
も
い
と
あ
は
れ
に
て
、
〈
以
下
略
〉
」

（
巻
二
・
二
二
三
頁
）

母
親
の
出
自
が
高
貴
な
人
で
あ
る
事
と
、
そ
の
母
親
が
若
君
を
手
放
す
の
に

迷
い
悩
ん
だ
経
緯
と
を
匂
わ
せ
る
に
と
ど
め
て
い
る
。
こ
の
時
点
で
の
中
納

言
は
単
に
若
君
の
外
の
世
の
生
ま
れ
で
あ
る
こ
と
を
隠
す
た
め
中
納
言
母
に

預
け
る
つ
も
り
で
い
た
の
だ
が
、
留
守
中
の
大
将
大
君
の
出
産
剃
髪
の
報
を

聞
い
た
後
で
は
、
自
責
の
念
に
駆
ら
れ
て
、
そ
の
娘
ち
ご
姫
君
を
既
に
中
納

『
浜
松
中
納
言
物
語
』
唐
后
を
め
ぐ
る
中
納
言
の
言
い
つ
く
ろ
い
考

の
対
面
の
際
で
も
、
④
の
大
将
大
君
に
皇
女
降
嫁
の
仰
せ
の
件
や
諸
々
の
事

の
事
を
打
ち
明
け
る
際
で
も
、
中
納
言
は
唐
后
の
事
に
触
れ
る
都
度
に
若
君

の
素
姓
を
暖
昧
に
話
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
改
め
て
中
納
言
帰
国
後

の
若
君
の
動
向
を
追
っ
て
み
よ
う
。

言
母
が
養
育
し
て
い
る
こ
と
、
出
家
し
た
大
将
大
君
の
心
痛
を
思
い
や
る
べ

き
こ
と
か
ら
、
故
讃
岐
守
の
妻
で
あ
る
中
将
の
乳
母
の
里
で
養
育
さ
せ
る
こ

と
と
な
る
（
巻
二
・
二
二
四
’
二
二
六
・
二
四
○
頁
）
。
帰
京
し
た
後
中
納

言
母
に
は
、
久
し
ぶ
り
に
再
会
し
た
際
、

若
君
の
御
事
を
も
、
い
と
し
の
ぴ
て
「
心
よ
り
外
に
は
さ
る
物
見
出

で
て
ま
う
で
来
し
を
、
し
ば
し
人
に
知
ら
せ
じ
と
て
中
将
に
は
、
か
し

こ
に
て
あ
づ
け
侍
り
し
な
り
）
（
巻
二
・
二
四
二
頁
）

と
説
明
し
、
、
今
晩
対
面
し
た
い
と
願
う
母
に
対
し
て
、
「
人
に
も
知
ら
せ
じ

と
思
ひ
て
な
ん
。
今
は
心
の
ど
か
に
御
覧
じ
て
ん
」
と
い
う
理
由
で
対
面
を

引
き
延
ば
し
て
い
る
。
結
局
、
中
納
言
母
と
若
君
と
の
対
面
が
可
能
に
な
る

の
は
、
大
将
大
君
と
の
勤
行
の
生
活
が
軌
道
に
乗
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
そ
の

際
も
、
ち
ご
姫
君
と
共
に
手
元
で
養
育
し
た
い
と
い
う
中
納
言
の
願
い
に

対
し
て
は
、
再
度
「
猶
人
に
知
ら
せ
じ
」
と
い
う
考
え
か
ら
「
な
を
思
ふ
や

う
あ
り
て
」
中
将
の
乳
母
の
も
と
に
と
ど
め
置
い
て
い
る
（
巻
二
・
二
五
六

頁
）
。
こ
の
直
後
に
、
唐
后
の
文
を
開
け
る
端
緒
と
な
っ
た
、
大
将
大
君
に

唐
后
の
事
を
話
す
の
を
た
め
ら
う
①
の
記
述
が
あ
り
、
関
連
性
が
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

こ
の
後
巻
三
に
入
っ
て
は
、
二
節
で
述
べ
た
よ
う
に
吉
野
尼
君
に
対
し
て

は
対
面
す
ら
も
引
き
延
ば
し
た
ま
ま
に
し
、
大
将
大
君
に
対
し
て
は
対
面
さ

せ
る
も
の
の
、
何
の
わ
だ
か
ま
り
も
な
い
大
将
大
君
の
、
若
君
を
養
育
し
た

い
と
の
願
い
を
「
し
ば
し
人
し
げ
う
見
せ
じ
と
思
侍
な
り
」
と
い
う
だ
け
で

ま
た
も
や
引
き
延
ば
し
対
面
さ
せ
る
の
み
に
と
め
て
い
る
の
で
あ
る
（
巻
三

・
二
五
七
頁
）
。

四
七



：
巻
四
の
⑤
で
、
吉
野
姫
君
に
対
し
て
本
当
の
素
姓
を
明
か
し
た
上
で
養
育

を
託
す
る
に
至
る
ま
で
の
経
緯
に
こ
の
よ
う
な
粁
余
曲
折
が
あ
っ
た
こ
と
を

考
え
る
な
ら
ば
、
隠
し
子
と
は
い
え
中
納
言
の
唯
一
の
息
子
若
君
を
正
式
に

託
す
行
為
か
ら
し
て
や
が
て
は
そ
の
託
し
た
相
手
に
大
将
大
君
や
中
納
言
母

と
並
ぶ
社
会
的
な
立
場
が
与
え
ら
れ
る
と
い
っ
た
成
行
き
を
想
定
し
て
も
お

か
し
く
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
し
て
や
吉
野
姫
君
の
場
合
、
中
納

言
は
「
こ
の
人
を
御
前
に
譲
り
聞
こ
え
さ
せ
つ
る
ぞ
」
と
言
い
若
君
に
対
し

て
も
「
こ
れ
ぞ
母
よ
」
と
言
っ
て
引
き
合
わ
せ
（
巻
四
・
三
六
三
’
三
六
四

頁
）
、
若
君
自
身
も
そ
れ
以
後
は
ひ
た
す
ら
吉
野
姫
君
を
母
と
慕
っ
て
離
れ

な
い
状
態
に
ま
で
な
っ
て
い
る
（
巻
四
・
三
六
四
・
三
七
二
・
三
八
八
頁
）

の
で
、
な
お
さ
ら
で
あ
ろ
う
。
中
納
言
と
し
て
は
唐
后
の
ゆ
か
り
同
士
の
結

び
付
き
に
よ
っ
て
唐
后
の
よ
す
が
を
強
く
し
た
と
い
う
見
方
が
で
き
る
だ
る

（
犯
）

う
。
し
か
し
既
に
考
察
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
吉
野
姫
君
と
若
君
の
い
る
中

将
の
乳
母
の
里
は
「
吉
野
わ
た
り
」
と
し
て
大
将
大
君
と
そ
の
家
族
の
方
と

同
等
の
比
重
が
お
か
れ
る
よ
う
な
物
語
展
開
に
な
っ
て
い
る
し
、
実
際
登
場

人
物
の
側
か
ら
も
巻
四
末
に
な
っ
て
清
水
龍
り
の
吉
野
姫
君
を
垣
間
見
た
式

部
卿
宮
は
、若

君
の
「
母
」
な
ど
呼
び
む
つ
れ
給
を
、
「
い
み
じ
う
い
ま
だ
あ
や
か

な
り
と
見
ゆ
れ
ど
、
子
な
ど
有
り
け
る
は
、
今
始
め
た
る
中
に
は
あ
ら

ざ
り
け
り
」
と
心
得
給
ふ
に
、
「
若
君
か
ば
か
り
大
人
ぶ
る
ま
で
忍
び

・
隠
ろ
へ
て
《
人
知
れ
ぬ
さ
ま
な
る
は
、
異
事
な
ら
じ
、
大
将
の
女
君
に

は
百
か
り
間
こ
ゆ
る
な
ら
ん
か
し
。
〈
以
下
略
〉
」
（
巻
四
・
三
八
八
頁
）

と
い
う
当
然
の
ご
と
く
の
判
断
を
し
て
お
り
、
結
局
吉
野
姫
君
を
盗
み
出
し

四
八

た
後
で
も
、
同
様
の
疑
い
を
持
っ
た
あ
げ
く
姫
君
の
素
姓
を
不
思
議
に
思
っ

て
い
る
の
で
あ
る
（
巻
五
・
四
○
六
頁
）
・
最
終
的
に
は
こ
の
疑
い
は
、
表
沙

汰
に
は
な
ら
ず
、
う
や
む
や
に
な
る
が
、
そ
れ
は
、
次
の
五
節
で
検
討
す
る

通
り
、
吉
野
姫
君
の
素
姓
が
貴
族
社
会
で
受
け
入
ら
れ
る
よ
う
な
、
し
か
る

べ
き
内
容
で
公
表
さ
れ
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
若
君
の
処
遇
が
日
常
生
活
に
及

ぼ
す
影
響
力
は
否
め
な
い
の
で
あ
る
。

も
と
も
と
物
語
展
開
の
構
想
に
つ
い
て
は
、
従
来
い
わ
ゆ
る
〈
大
将
大
君

（
を
中
心
と
し
た
）
物
語
〉
か
ら
〈
吉
野
姫
君
（
を
中
心
と
し
た
）
物
語
〉
へ

の
移
行
の
過
程
が
検
討
さ
れ
て
き
た
が
、
単
に
大
将
大
君
か
ら
吉
野
姫
君
へ

と
い
う
だ
け
で
な
く
、
本
稿
で
こ
れ
ま
で
触
れ
得
な
か
っ
た
吉
野
尼
君
に
つ

い
て
も
視
野
の
中
に
収
め
る
な
ら
ば
、
吉
野
姫
君
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す
る

た
め
の
伏
線
は
既
に
巻
二
末
の
唐
后
の
文
が
開
け
ら
れ
た
時
点
で
見
出
さ
れ

よ
う
。
同
じ
唐
后
の
ゆ
か
り
で
あ
っ
て
も
、
「
思
ひ
棄
つ
ま
じ
き
人
」
と
し

て
若
君
の
事
が
触
れ
ら
れ
「
な
つ
か
し
う
お
ぽ
せ
」
と
頼
ん
で
い
る
の
は
、

実
は
吉
野
尼
君
宛
の
文
で
は
な
く
吉
野
姫
君
宛
の
方
で
あ
っ
た
（
巻
二
・
二

（
詔
）

六
一
頁
）
。
こ
れ
は
、
吉
野
尼
君
に
は
若
君
の
本
当
の
素
姓
を
明
か
さ
な
か

っ
た
中
納
言
が
、
先
ほ
ど
引
用
し
た
⑤
に
お
い
て
吉
野
姫
君
に
話
す
動
機

「
も
ろ
こ
し
の
御
文
に
も
か
す
め
書
き
給
ふ
め
り
し
若
君
を
も
、
心
得
て
こ

（
狸
）

の
人
は
見
給
は
ん
こ
そ
よ
か
ら
め
」
と
そ
の
ま
ま
対
応
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
考
察
し
た
時
、
一
方
で
は
中
納
言
が
吉
野
姫
君
を
従
来
の

日
常
生
活
の
埒
外
の
存
在
で
あ
る
唐
后
の
〈
ゆ
か
り
〉
と
し
て
扱
っ
て
い
る

が
故
に
唐
后
の
事
を
隠
す
享
な
く
話
し
て
い
る
事
、
し
か
し
ま
た
一
方
で
は
、

そ
の
思
惑
と
は
裏
腹
に
〈
ゆ
か
り
〉
だ
か
ら
こ
そ
唐
后
と
の
本
当
の
事
を
話



す
と
同
時
に
託
さ
れ
た
若
君
故
に
、
吉
野
姫
君
は
そ
の
日
常
生
活
の
中
の
関
の
言
い
つ
く
ろ
い
は
（
こ
れ
迄
に
も
三
の
御
子
・
吉
野
尼
君
ｌ
孝
養
を
尽

係
に
巻
き
込
ま
れ
て
し
ま
う
事
ｌ
こ
の
よ
う
な
中
納
言
の
思
惑
と
物
語
展
く
し
た
相
手
の
名
を
口
実
に
使
っ
た
に
せ
よ
）
そ
の
度
合
が
甚
だ
し
い
。

開
と
の
絡
み
合
い
の
必
然
性
を
確
認
で
き
た
の
で
は
な
い
か
。
「
唐
の
親
王
の
こ
の
世
の
事
を
か
曾
み
を
見
ん
や
う
に
の
給
ひ
し
中

近
年
中
納
言
自
身
の
感
情
の
傾
向
ｌ
遠
く
離
れ
た
も
の
・
手
に
届
か
な
に
、
『
上
野
の
み
こ
と
言
ひ
し
人
の
む
す
め
に
い
み
じ
う
忍
ぴ
て
行
き

い
も
の
へ
ひ
た
す
ら
橦
慢
を
寄
せ
る
反
面
で
、
一
旦
手
に
入
れ
た
も
の
・
手
通
ふ
や
う
あ
り
し
ほ
ど
に
、
は
か
な
う
形
見
と
百
め
て
き
。
女
に
て
ぞ

に
入
れ
易
い
も
の
。
近
く
に
あ
る
も
の
・
日
常
化
さ
れ
た
も
の
に
は
興
味
を
あ
ら
ん
。
い
と
け
な
き
ほ
ど
を
あ
は
れ
と
見
し
程
に
我
を
う
ら
む
ろ
心

（
妬
）

失
う
傾
向
ｌ
が
、
作
品
全
体
に
わ
た
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
は
あ
り
て
、
行
方
も
知
ら
ず
、
母
君
隠
れ
に
し
か
ぱ
、
今
一
た
び
見
ず
な

こ
の
男
主
人
公
の
傾
向
と
、
京
の
日
常
生
活
に
お
け
る
人
間
関
係
と
の
間
で
り
に
し
を
、
身
を
か
え
て
後
、
世
に
も
あ
は
れ
に
心
苦
し
う
お
ぼ
ゆ
る

引
き
起
こ
さ
れ
る
葛
藤
を
顕
著
に
表
し
て
い
る
一
端
が
、
こ
の
唐
后
を
め
ぐ
を
、
我
を
忘
れ
ず
、
哀
と
思
は
ば
《
か
の
人
を
た
づ
ね
て
、
世
に
だ
に

る
言
い
つ
く
ろ
い
と
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
若
君
の
処
遇
と
い
う
面
で
は
な
い
か
あ
ら
ば
、
必
ず
尋
て
知
れ
』
と
な
ん
侍
り
し
か
ぱ
、
ま
か
り
帰
り
た
づ

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ね
侍
り
し
か
ぱ
、
〈
以
下
略
〉
」
（
巻
五
・
四
一
六
’
四
一
七
頁
）

つ
ま
り
、
あ
れ
ほ
ど
唐
在
で
は
父
宮
転
生
の
事
実
を
秘
し
て
い
た
（
巻
一
・

｛
ハ

一
五
七
・
一
六
五
’
一
六
六
頁
）
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
危
険
を
犯
し
て
は

『
浜
松
』
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
過
程
に
と
ど
ま
ら
ず
、
る
ば
る
唐
土
ま
で
渡
っ
て
父
宮
の
転
生
三
の
御
子
と
再
会
を
果
た
し
た
事
と
、

結
末
部
分
巻
五
に
至
っ
て
も
、
唐
后
を
め
ぐ
る
中
納
言
の
言
い
つ
く
ろ
い
は
唐
后
の
父
三
の
大
臣
と
吉
野
の
聖
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
聞
い
た
（
巻
一
・
－
九
○

止
ま
な
い
。
盗
み
だ
し
た
吉
野
姫
君
の
衰
弱
に
困
り
果
て
て
中
納
言
の
手
元
’
一
九
一
頁
、
巻
三
・
二
六
六
’
二
六
八
頁
）
、
唐
后
・
吉
野
尼
君
の
「
本

に
戻
す
際
、
式
部
卿
宮
は
し
き
り
に
姫
君
の
「
本
体
」
を
知
り
た
が
る
。
姫
体
」
の
話
を
逆
手
に
と
っ
て
、
そ
の
父
宮
が
前
世
日
本
で
吉
野
尼
君
の
も
と

（
妬
）

君
の
「
本
体
」
つ
ま
り
素
姓
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
巻
一
・
巻
二
で
物
に
通
っ
て
生
し
た
娘
が
吉
野
姫
君
で
あ
る
と
言
い
逃
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

語
展
開
の
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
き
た
異
父
姉
唐
后
（
及
び
吉
野
尼
君
）
の
中
納
言
の
こ
の
よ
う
な
姿
勢
に
は
、
唐
后
転
生
に
実
現
さ
せ
た
暁
に
そ
の
転

「
本
体
」
で
も
あ
る
。
中
納
言
は
、
既
に
唐
后
転
生
の
夢
告
を
受
け
て
お
り
、
生
の
事
実
を
独
り
占
め
し
日
常
生
活
の
人
間
関
係
か
ら
切
り
離
し
て
お
く
た

式
部
卿
宮
の
手
中
に
落
ち
た
吉
野
姫
君
と
の
契
り
の
可
能
性
を
確
保
す
る
よ
め
に
は
、
敬
愛
す
る
父
宮
の
転
生
の
事
実
を
勝
手
に
作
り
か
え
て
物
語
り
し

り
は
、
む
し
ろ
唐
后
そ
の
も
の
の
転
生
を
待
ち
望
む
方
に
傾
い
た
た
め
言
い
て
で
も
唐
后
の
「
本
体
」
を
ひ
た
す
ら
秘
し
て
周
囲
を
欺
き
通
そ
う
と
す
る

つ
く
ろ
う
こ
と
に
決
め
た
と
理
解
さ
れ
よ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
最
後
決
意
（
極
端
に
言
う
な
ら
ば
）
が
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の

『
浜
松
中
納
言
物
語
』
唐
后
を
め
ぐ
る
中
納
言
の
言
い
つ
く
ろ
い
考
四
九



､

よ
う
に
、
唐
后
の
事
を
秘
し
て
語
ら
な
い
中
納
言
の
姿
勢
は
、
結
末
に
ま
で

及
ん
で
お
り
、
唐
后
思
慕
の
主
題
に
き
わ
め
て
密
接
な
『
浜
松
』
の
作
品
全

体
の
あ
り
方
に
関
わ
る
特
質
で
あ
る
。
そ
れ
は
三
節
で
考
察
し
た
よ
う
に
大

将
大
君
に
対
し
て
は
唐
后
関
係
以
外
の
出
来
事
な
ら
、
皆
一
様
に
各
々
の
事

件
が
起
こ
っ
た
直
後
に
自
分
の
や
む
を
得
な
い
窮
状
を
隔
て
な
く
打
ち
明
け

事
を
収
め
る
と
い
う
傾
向
が
物
語
展
開
全
体
に
及
ん
で
い
る
か
ら
こ
そ
、
か

え
っ
て
唐
后
の
事
に
思
い
入
れ
が
深
め
ら
れ
至
高
の
存
在
と
し
て
見
な
さ
れ

続
け
る
と
い
う
成
行
き
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
で
は
、
『
浜
松
』
の
作
品
全
体
の
特
質
と
し
て
、
，
秘
し
て
語
ら
な
い

男
主
人
公
の
こ
の
傾
向
は
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
中
納
言

の
唐
后
へ
の
人
知
れ
ず
秘
め
た
恋
は
周
知
の
通
り
『
源
氏
』
の
影
響
ｌ
光

源
氏
の
藤
壺
へ
の
恋
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
「
い
は
で
し
の
ぷ
恋
」
の
一
種

と
い
え
る
が
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
物
語
全
体
に
わ
た
っ
て
、
周
囲
に
対
し
秘

し
て
語
ら
な
い
で
い
続
け
よ
う
と
す
る
物
語
展
開
は
、
例
を
み
な
い
で
あ
ろ

う
。
確
か
に
『
狭
衣
』
の
狭
衣
も
源
氏
宮
へ
の
思
い
を
周
囲
に
は
伏
せ
て
お

い
た
り
あ
る
い
は
飛
鳥
井
の
女
君
の
事
を
源
氏
宮
へ
の
聞
こ
え
を
恐
れ
て
伏

せ
て
お
い
た
り
、
そ
の
時
々
の
必
要
に
応
じ
た
言
い
つ
く
ろ
い
も
行
っ
て
は

い
る
が
、
『
浜
松
』
の
中
納
言
ほ
ど
言
い
つ
く
ろ
う
こ
と
自
体
老
行
動
の
主

眼
に
お
い
て
は
い
な
い
。
そ
れ
よ
り
後
の
『
と
り
か
え
ば
や
』
に
し
て
も
あ

く
ま
で
も
二
人
の
異
装
の
事
実
を
隠
し
通
す
た
め
周
囲
を
欺
く
方
策
が
多
彩

に
繰
り
広
げ
ら
れ
て
行
く
物
語
展
開
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
『
浜
松
』

に
特
徴
的
な
言
い
つ
く
ろ
い
を
も
辞
さ
な
い
「
い
は
で
し
の
ぶ
恋
」
を
強
調

す
る
発
想
は
、
例
え
ば
平
安
朝
の
私
家
集
の
中
の
、
「
人
に
語
る
な
」
「
人
に

■
巳
・
●

知
ら
れ
じ
」
の
類
型
表
現
を
も
つ
歌
な
ど
に
よ
く
表
れ
て
い
る
と
思
え
る
。

こ
れ
ら
の
歌
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
恋
の
歌
で
あ
り
、
し
か
も
そ
う
し
た
作

者
の
ほ
と
ん
ど
が
女
で
あ
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
特
に
「
人
に
語
る
な
」

の
句
の
歌
な
ど
か
ら
は
、
全
て
が
語
り
草
と
な
り
得
る
宮
廷
生
活
の
中
で

は
、
た
だ
言
わ
ず
に
お
い
て
し
ま
う
の
で
は
足
ら
ず
、
積
極
的
な
口
止
め
を

相
手
に
強
い
て
、
二
人
の
絆
を
固
め
よ
う
と
す
る
様
子
が
窺
い
得
る
の
で
あ

（
”
）る

。
し
か
し
今
の
段
階
で
は
調
査
の
範
囲
が
小
さ
い
た
め
、
な
お
再
考
を
要

す
る
。こ

こ
で
は
た
だ
、
『
浜
松
』
の
中
納
言
の
周
囲
に
対
し
て
秘
し
て
語
ら
な

い
姿
勢
と
い
う
の
は
、
お
そ
ら
く
は
当
時
の
物
語
の
作
り
手
・
受
け
手
で
あ

る
女
房
盾
の
理
想
と
す
る
、
男
主
人
公
の
傾
向
と
見
な
さ
れ
よ
う
が
、
そ
れ

以
上
に
、
か
け
が
え
の
な
い
事
柄
を
あ
く
ま
で
も
秘
し
て
語
ら
ず
守
り
通
し

た
い
と
い
う
、
女
房
達
自
身
が
根
強
く
持
ち
続
け
て
い
る
願
望
を
そ
の
ま
ま

反
映
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
解
を
示
し
て
、
稿
を
終
え
る
こ
と
に

す
る
。

〔
注
〕

（
１
）
松
本
弘
子
氏
「
『
浜
松
』
の
構
想
に
関
す
る
一
試
論
」
（
国
文
泌
、
昭
和
蛇
。

１
）
、
横
山
猶
子
氏
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
に
於
け
る
尼
姫
君
物
語
１
巻
四

つ
い
た
ち
の
日
の
意
義
に
つ
い
て
ｌ
」
（
実
践
国
文
学
詔
、
昭
和
帥
・
加
）
。

（
２
）
神
田
龍
身
氏
「
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
幻
視
行
ｌ
憧
慢
の
ゆ
く
え
」
（
文
芸

と
批
評
５
（
５
）
、
昭
和
馳
・
９
）
、
野
口
元
大
氏
「
浜
松
中
納
言
論
ｌ
女
性

遍
歴
と
憧
慢
の
間
ｌ
」
（
上
智
大
学
国
文
学
科
紀
要
６
、
平
成
元
・
１
）
、
同

氏
一
‐
浜
松
中
納
言
論
（
承
前
）
ｌ
女
性
遍
歴
と
憧
慢
の
間
ｌ
」
（
上
智
大
学

五
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国
文
学
科
紀
要
７
、
平
成
２
．
１
）
。

（
３
）
「
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
考
ｌ
〈
御
前
で
の
唐
語
り
〉
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

と
中
納
言
の
唐
后
思
慕
の
特
質
ｌ
」
（
日
本
文
芸
学
”
、
平
成
２
．
，
）
。

（
４
）
以
下
の
引
用
の
本
文
は
、
松
尾
聡
氏
校
注
『
浜
松
中
納
言
物
語
日
本
古
典

文
学
大
系
万
』
（
岩
波
書
店
、
昭
和
調
）
に
よ
り
巻
次
と
頁
数
を
付
し
た
。

（
５
）
久
下
晴
康
氏
「
唐
后
の
転
生
へ
の
道
ｌ
持
続
す
る
菊
の
心
象
」
（
日
本
文

学
器
（
５
）
、
昭
和
団
・
１
）
、
神
田
龍
身
氏
「
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
幻
視
行
」

（
注
（
２
）
前
出
論
文
）
。

（
６
）
野
口
元
大
氏
「
浜
松
中
納
言
論
」
（
注
（
２
）
前
出
論
文
）
。

（
７
）
久
下
晴
康
氏
「
唐
后
の
転
生
へ
の
道
」
（
注
（
５
）
前
出
論
文
）
。

（
８
）
同
上
。

（
９
）
小
田
切
文
洋
氏
「
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
覚
書
ｌ
「
月
」
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」

（
研
究
年
報
〈
日
本
大
学
短
期
大
学
部
〉
１
、
平
成
元
・
２
）
。

（
、
）
拙
稿
「
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
考
」
（
注
（
３
）
前
出
論
文
）
、

（
、
）
皇
女
降
嫁
辞
退
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
守
幸
氏
「
『
浜
松
中
納
言
物

語
』
の
反
中
心
性
」
（
文
芸
研
究
師
、
‐
昭
和
弱
・
５
）
、
西
本
寮
子
氏
「
『
浜
松
中

納
言
物
語
』
に
お
け
る
皇
女
降
嫁
」
（
国
文
学
孜
川
、
昭
和
鑓
・
理
）
、
日
本
女

子
大
ゼ
ミ
弓
浜
松
中
納
言
物
語
』
の
本
質
ｌ
盈
満
の
中
の
欠
落
ｌ
」
（
研

究
ノ
ー
ト
〈
日
本
女
子
大
学
〉
９
、
昭
和
弱
）
の
論
考
に
お
い
て
、
『
源
氏
』
若

菜
上
巻
・
宿
木
巻
と
比
較
さ
れ
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

（
皿
）
野
口
元
大
氏
「
浜
松
中
納
言
論
」
副
頁
（
注
（
２
）
前
出
論
文
）
。
、

（
過
）
三
角
洋
一
氏
「
『
御
津
の
浜
松
』
私
注
」
（
平
安
文
学
研
究
、
昭
和
弱
・
１
）

の
解
釈
に
基
づ
く
。
中
納
言
か
ら
の
文
と
考
え
る
松
尾
聡
氏
（
日
本
古
典
文
学

大
系
頭
注
）
の
解
釈
も
あ
る
。

（
皿
）
野
口
元
大
氏
「
浜
松
中
納
言
論
」
（
注
（
２
）
前
出
論
文
）
で
は
、
！
「
（
愛
情
に

『
浜
松
中
納
言
物
語
』
唐
后
を
め
ぐ
る
中
納
言
の
言
い
つ
く
ろ
い
考

よ
っ
て
の
み
結
ば
れ
た
関
係
の
）
そ
の
は
か
な
さ
へ
の
不
安
は
、
中
納
言
に
も

理
解
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
彼
に
と
っ
て
は
、
そ
の
現
実
か
ら
切

り
離
さ
れ
た
は
か
な
さ
に
生
き
る
女
の
姿
ほ
ど
心
を
そ
そ
る
も
の
は
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
」
（
髄
頁
）
と
論
じ
て
い
る
。

（
過
）
未
央
宮
の
別
れ
の
宴
の
際
の
唐
后
の
琴
の
形
容
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
俊

蔭
女
の
琴
に
つ
い
て
は
中
野
幸
一
氏
「
う
つ
ほ
物
語
の
影
響
」
（
『
字
津
保
物
語

新
孜
』
昭
和
狐
・
１
）
が
、
物
語
展
開
の
導
入
部
に
共
通
し
て
い
る
男
主
人
公

の
渡
唐
の
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
は
伊
藤
守
幸
氏
弓
浜
松
中
納
言
物
語
』
の
反

中
心
性
」
（
注
（
ｕ
）
前
出
論
文
）
が
、
構
想
共
ど
も
の
『
字
津
保
』
の
『
浜
松
』

へ
の
影
響
を
考
察
し
て
い
る
。

（
略
）
と
の
点
に
関
し
て
は
、
三
田
村
雅
子
氏
の
御
教
示
を
い
た
だ
い
た
。

（
Ⅳ
）
拙
稿
「
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
三
考
」
（
注
（
３
）
前
出
論
文
）
。

（
鴫
）
野
口
元
大
氏
「
浜
松
中
納
言
論
（
承
前
）
」
（
注
（
２
）
前
出
論
文
）
。

（
⑬
）
小
田
切
文
洋
氏
「
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
覚
書
」
（
注
（
９
）
前
出
論
文
）
。
そ

の
ほ
か
二
人
の
思
惑
の
す
れ
違
い
を
指
摘
す
る
神
田
龍
身
氏
「
『
浜
松
中
納
言

物
語
』
幻
視
行
」
（
注
（
２
）
前
出
論
文
）
も
あ
る
。

（
鋤
）
野
口
元
大
氏
「
浜
松
中
納
言
論
（
承
前
）
」
（
注
（
２
）
前
出
論
文
）
。

（
型
）
久
下
晴
康
氏
「
唐
后
の
転
生
へ
の
道
」
（
注
（
５
）
前
出
論
文
）
、
鈴
木
紀
子
氏

弓
浜
松
中
納
言
物
語
』
ｌ
親
子
愛
に
見
る
特
性
ｌ
」
（
橘
女
子
大
学
研
究

紀
要
皿
、
昭
和
舵
・
咽
）
、
神
田
龍
身
氏
「
鎌
倉
時
代
物
語
序
説
Ｉ
仮
装
、

も
し
く
は
父
子
の
物
語
ｌ
」
（
日
本
文
学
調
（
岨
）
、
昭
和
団
・
吃
）
、
寺
田
透

氏
「
浜
松
中
納
言
物
語
」
（
『
平
安
時
代
の
物
語
』
福
武
書
店
、
平
成
２
）
。

（
躯
）
横
山
猶
子
氏
「
浜
松
中
納
言
物
語
に
於
け
る
尼
姫
君
物
語
」
（
注
（
１
）
前
出

論
文
）
。

（
錨
）
吉
野
尼
君
も
ま
た
唐
后
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
ゆ
か
り
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

五
一



（
”
）
例
え
ば
「
人
に
語
る
な
」
の
歌
の
場
合
、
『
新
編
国
歌
大
観
第
三
巻
・
私

家
集
編
Ｉ
』
全
昭
首
中
９
首
が
後
朝
の
歌
で
あ
り
１
首
を
除
い
て
皆
女
性
の
作

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
歌
は
、
「
ゆ
め
と
も
（
語
る
な
）
」
と
「
夢
」
（
男
女
の
契
り
）

と
の
同
音
語
を
重
ね
て
用
い
て
あ
る
技
巧
な
ど
か
ら
、
そ
の
多
く
が
か
な
り
の

強
調
の
語
気
の
リ
ズ
ム
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
ま
つ
う
ら
・
あ
ゆ
み
本
学
大
学
院
博
士
課
程
）

（
恥
）
伊
井
春
樹
氏
「
浜
松
中
納
言
物

ｌ
」
（
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
、

ず
、
成
仏
を
妨
げ
る
吉
野
姫
君
の
行
く
末
の
心
配
を
中
納
言
に
話
す
人
物
と
し

て
か
か
れ
て
い
る
の
で
、
若
君
の
養
育
者
に
は
向
か
な
い
と
い
え
る
。

（
型
）
そ
の
ほ
か
に
も
、
中
将
の
乳
母
と
そ
の
妹
親
子
が
そ
れ
ぞ
れ
若
君
と
吉
野
姫

君
の
後
見
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
構
想
上
の
布
石
も
あ
げ
ら
れ
る
。

（
妬
）
神
田
龍
身
氏
弓
浜
松
中
納
言
物
語
』
幻
視
行
」
（
注
（
２
）
前
出
論
文
）
、
野

口
元
大
氏
「
浜
松
中
納
言
（
承
前
）
」
（
注
（
２
）
前
出
論
文
）
。

（
恥
）
伊
井
春
樹
氏
「
浜
松
中
納
言
物
語
の
方
法
ｌ
唐
后
か
ら
吉
野
姫
君
へ
Ｉ

昭
和
弱
・
３
）

五

二皇
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