
は
じ
め
に

清
少
納
言
が
仕
え
た
中
宮
定
子
の
父
・
藤
原
道
隆
は
、
関
白
と
し
て
そ
の

地
位
を
盤
石
な
も
の
と
し
た
。
道
隆
の
一
家
は
中
関
白
家
と
呼
ば
れ
、
隆
盛

を
極
め
た
が
道
隆
の
死
後
、
中
関
白
家
の
栄
華
は
陰
り
を
見
せ
始
め
没
落
の

一
途
を
た
ど
る
。
し
か
し
、『
枕
草
子
』
で
は
そ
の
よ
う
な
暗
い
側
面
は
描

か
れ
る
こ
と
な
く
、
中
関
白
家
の
栄
華
の
み
を
描
い
て
い
る
こ
と
で
知
ら
れ

る
。
一
族
の
栄
華
は
、
主
に
日
記
的
章
段
と
呼
ば
れ
る
章
段
に
見
る
こ
と
が

で
き
る
。
日
記
的
章
段
に
は
、
中
関
白
家
の
日
々
の
様
子
が
事
細
か
に
記
さ

れ
て
お
り
、
情
景
か
ら
服
飾
の
描
写
ま
で
細
部
に
わ
た
る
。
そ
こ
で
第
一
〇

一
段
、
二
六
二
段
を
通
読
す
る
と
、「
紅
梅
」
と
い
う
色
彩
が
多
用
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
気
付
く
。
先
行
研
究
に
お
い
て
も
そ
の
こ
と
は
示
唆
さ
れ
て
い

（
�
）るが
、
第
一
〇
一
段
、
第
二
六
二
段
に
つ
い
て
詳
細
な
分
析
が
な
さ
れ
て
い

な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、『
枕
草
子
』
に
お
い
て
紅
梅
が
ど
の
よ
う
に
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
を
分
析
し
、
中
関
白
家
と
の
関
連
性
を
考
察
す

る
。
そ
し
て
、
特
に
中
関
白
家
の
盛
時
を
語
る
こ
と
で
有
名
な
第
一
〇
一

段
、
第
二
六
二
段
を
中
心
に
中
関
白
家
の
栄
華
を
称
え
る
表
現
を
探
り
、

「
紅
梅
」
に
着
目
し
て
清
少
納
言
の
表
現
の
意
図
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

第
一
章

日
本
文
学
に
お
け
る
梅

日
本
文
学
に
お
い
て
、
梅
は
様
々
に
描
か
れ
て
い
る
。
梅
は
春
の
訪
れ
を

告
げ
る
花
で
あ
り
、
開
花
時
期
は
陰
暦
で
二
月
頃
。
襲
の
色
目
や
色
彩
語
と

し
て
も
「
紅
梅
」
が
用
い
ら
れ
、
第
二
三
段
「
す
さ
ま
じ
き
も
の
…
三
四
月

の
紅
梅
の
衣
」
と
言
い
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
衣
装
を
着
る
時
期
に
も
厳
格
な

（
�
）

き
ま
り
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。『
枕
草
子
』
に
お
け
る
「
紅
梅
」
の
傾
向

に
つ
い
て
は
第
二
章
以
降
で
分
析
す
る
と
し
て
、
ま
ず
は
『
枕
草
子
』
以
前

（
�
）

の
日
本
文
学
に
お
け
る
梅
の
概
略
を
た
ど
り
そ
の
変
遷
を
考
察
す
る
。

日
本
の
文
学
作
品
に
初
め
て
「
梅
」
が
登
場
す
る
の
は
奈
良
時
代
の
『
懐

風
藻
』
で
あ
る
。

『
枕
草
子
』
に
お
け
る
中
関
白
家
の
栄
華
を
彩
る
紅
梅

山

本

茂

樹一
〇
一



五
言
。
春
日
翫
鶯
梅
。
一
首

聊
乘
休
假
景

入
苑
望
靑
陽

素
梅
開
素
靨

嬌
鶯
弄
嬌
聲

對
此
開
懷
抱

優
是
暢
愁
情

不
知
老
将
至

但
事
酌
春
觴

梅
の
事
例
は
こ
れ
以
前
に
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
梅
樹
が

中
国
か
ら
渡
来
し
た
も
の
で
あ
り
、
奈
良
時
代
以
前
に
は
日
本
に
存
在
し
な

か
っ
た
た
め
だ
と
推
察
さ
れ
る
。『
懐
風
藻
』
に
は
「
素
梅
」
と
い
う
表
現

が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
白
梅
を
表
す
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
紅
梅
が

渡
来
す
る
ま
で
は
紅
梅
自
体
が
存
在
し
な
い
の
だ
か
ら
、
梅
の
色
を
特
定
す

る
必
要
が
な
い
た
め
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
紅
梅
と
こ
と
さ
ら
に
限
定
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
の
漢
詩
や
和
歌
の
題
材
と
な
っ
た
「
梅
」
は
白
梅
が

続
く
。
ま
た
こ
の
頃
の
漢
詩
や
和
歌
に
詠
ま
れ
る
「
梅
（
白
梅
）」
は
①
香

を
賞
美
す
る
も
の
と
②
漢
詩
文
の
表
現
に
則
り
、
白
梅
を
他
の
白
い
対
象

（
雪
や
卯
花
）
と
見
紛
い
、
白
梅
の
美
し
さ
を
強
調
す
る
も
の
に
大
別
さ
れ

る
。
し
か
し
、『
万
葉
集
』
の
歌
に
多
く
と
ら
れ
た
白
梅
も
、
時
代
の
趨
勢

（
�
）

と
と
も
に
そ
の
関
心
が
桜
へ
と
遷
移
し
て
い
っ
た
状
況
も
確
か
で
あ
る
。

一
方
、
紅
梅
の
初
出
は
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
十
五
（
八
四
八
）
年
正
月

二
十
一
日
条
で
あ
る
。

上
御
仁
寿
殿
、
内
苑
如
常
、
殿
前
紅
梅
、
便
入
詩
題

こ
の
資
料
か
ら
、
九
世
紀
中
頃
に
は
仁
寿
殿
に
紅
梅
が
あ
り
、
内
宴
の
場
で

紅
梅
が
詩
題
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
勅
撰
集
で
紅
梅
が
初
め
て

登
場
す
る
の
は
『
後
撰
和
歌
集
』
に
載
録
さ
れ
た
「
紅
に
色
を
ば
変
へ
て
梅

花
香
ぞ
こ
と
ご
と
に
に
ほ
は
ざ
り
け
る
」
で
あ
る
。
こ
の
歌
か
ら
梅
に
対
す

る
関
心
の
中
心
が
、
香
に
加
え
て
美
し
い
色
彩
を
も
持
ち
併
せ
る
紅
梅
に
移

っ
て
い
っ
た
こ
と
が
察
知
さ
れ
る
。
白
梅
を
中
心
に
展
開
さ
れ
て
き
た
文
化

の
中
に
、
鮮
や
か
な
色
彩
を
も
っ
た
梅
が
渡
来
し
て
き
た
こ
と
で
、
紅
梅
が

重
宝
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
も
白
梅
と
比
較
す
る
と
、
紅
梅
が
詠
ま

れ
た
歌
は
圧
倒
的
に
少
な
い
が
、
歌
に
詠
ま
れ
る
ほ
ど
に
関
心
が
寄
せ
ら
れ

て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
こ
に
は
桜
へ
の
関
心
が
高
ま
る
中
で
、
平

安
時
代
の
人
々
が
艶
や
か
な
色
彩
に
傾
倒
し
た
状
況
が
う
か
が
え
る
。
紅
梅

も
そ
の
時
代
の
流
れ
で
注
目
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
色
彩
を
賞

美
す
る
方
法
は
白
梅
に
関
連
す
る
雪
と
と
も
に
詠
ま
れ
る
な
ど
、
紅
梅
の
詠

（
�
）

み
方
が
定
ま
ら
ず
一
般
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
『
古
今
和
歌
六
帖
』
で
は
、「
梅
」
の
標
目
と
「
紅
梅
」
の
標
目
が

明
確
に
区
別
さ
れ
、『
和
漢
朗
詠
集
』
で
は
「
梅
付
紅
梅
」
と
紅
梅
が
梅

（
白
梅
）
に
対
し
て
従
属
的
な
扱
い
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
対
照

関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
、『
枕
草
子
』
に
紅
梅
が
描
か
れ
た
こ
と
を
確

認
し
、
次
章
か
ら
は
清
少
納
言
が
紅
梅
と
い
う
色
彩
を
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て

い
る
の
か
を
検
証
し
て
い
く
。

一
〇
二



第
二
章

清
少
納
言
と
紅
梅

第
一
節

紅
梅
の
濃
淡

前
章
で
は
日
本
文
学
作
品
に
お
け
る
「
梅
」
の
特
徴
を
ま
と
め
た
。
白
梅

の
後
に
渡
来
し
て
き
た
紅
梅
は
、
そ
の
鮮
や
か
な
色
合
い
か
ら
平
安
王
朝
の

人
々
に
注
目
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
し
て
『
後
撰
和
歌
集
』

に
詠
ま
れ
た
影
響
か
、
私
家
集
に
も
紅
梅
が
多
く
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。

そ
の
中
で
も
、
清
少
納
言
と
関
わ
り
の
深
い
人
物
の
和
歌
を
検
索
す
る
と
、

父
・
清
原
元
輔
の
私
家
集
『
元
輔
集
』
に
紅
梅
に
関
連
す
る
歌
を
多
く
み
つ

け
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
元
輔
集
』
に
載
録
さ
れ
る
梅
は
紅
梅
が
多
く
、
元
輔
が
紅
梅
に
関
心
を

寄
せ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
特
に
元
輔
の
歌
に
は
紅
梅
の
濃
淡
を
詠

ん
だ
歌
が
多
く
、
そ
れ
ま
で
の
紅
梅
の
色
の
捉
え
方
と
は
異
質
で
あ
る
。
具

体
的
に
は
、「
色
濃
く
」「
色
深
き
」「
う
す
く
濃
く
」
な
ど
の
色
の
程
度
を

表
す
言
葉
が
含
ま
れ
る
。
そ
の
中
で
も
注
目
し
た
い
の
が
、
八
二
番
歌
「
梅

の
花
香
は
こ
と
ご
と
に
匂
は
ね
ど
う
す
く
濃
く
こ
そ
色
は
咲
き
け
れ
」
で
あ

る
。
八
二
番
歌
は
、『
後
撰
和
歌
集
』
に
載
録
さ
れ
た
「
紅
に
色
を
ば
変
へ

て
梅
花
香
ぞ
こ
と
ご
と
に
に
ほ
は
ざ
り
け
る
」
を
踏
ま
え
て
い
る
と
思
わ

れ
、
日
本
文
学
史
上
最
初
に
詠
ま
れ
た
紅
梅
に
影
響
を
受
け
て
い
る
。
ま
た

「
濃
さ
」
や
「
深
さ
」
だ
け
で
な
く
「
う
す
さ
」
に
も
注
目
し
て
い
る
点
は
、

元
輔
に
独
特
の
視
点
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
白
と
紅
と
の
対
比
で
は
な
く
、
同
系
色
の
微
か
な
違
い
に

目
を
向
け
る
美
的
感
覚
は
、
清
少
納
言
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
。『
枕
草
子
』

に
お
い
て
も
、
紅
梅
の
色
を
捉
え
た
表
現
と
し
て
第
三
五
段
に
「
濃
き
も
薄

き
も
紅
梅
」、
第
一
〇
一
段
に
「
紅
梅
い
と
あ
ま
た
濃
く
薄
く
て
」
な
ど
の

濃
淡
に
着
目
し
た
表
現
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
『
枕
草
子
』
第
九
六
段
か
ら

（
�
）

も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
清
少
納
言
が
歌
人
と
し
て
有
名
な
父
を
意

識
し
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
少
な
か
ら
ず
影
響
を
受
け
て
い
た
た
め
だ
と
考

（
�
）

え
ら
れ
る
。
本
節
で
は
さ
ら
に
踏
み
込
み
、
清
少
納
言
の
紅
梅
に
対
す
る
評

価
と
関
連
し
て
、
特
に
第
三
五
段
「
木
の
花
は

濃
き
も
薄
き
も
紅
梅
」
に

つ
い
て
考
察
を
述
べ
る
。

濃
い
色
で
も
薄
い
色
で
も
や
は
り
紅
梅
の
色
が
美
し
い
と
感
じ
る
美
的
感

覚
は
、
紅
梅
の
色
彩
を
絶
対
的
な
も
の
と
捉
え
て
お
り
、
清
少
納
言
の
紅
梅

と
い
う
色
彩
に
対
す
る
思
い
入
れ
が
伝
わ
る
。
元
輔
の
影
響
も
あ
り
、
紅
梅

に
対
し
て
繊
細
な
感
覚
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
押
さ
え
て
お
く
。
さ
ら
に
桜

と
藤
を
見
る
清
少
納
言
は
、
そ
の
「
色
濃
」
さ
に
の
み
焦
点
を
あ
て
る
が
、

紅
梅
に
関
し
て
は
や
は
り
濃
淡
に
着
目
し
て
お
り
、
紅
梅
と
い
う
色
彩
の
グ

ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
を
特
別
視
し
て
い
た
よ
う
に
感
じ
る
。

第
二
節

色
彩
の
対
比
表
現

伊
原
昭
氏
は
、
清
少
納
言
が
対
立
的
な
色
彩
の
対
比
表
現
を
よ
く
用
い
る

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
紅
梅
の
場
合
、
対
比
さ
れ
る
色
は
白
で
あ
り
、

『
枕
草
子
』
に
お
い
て
も
紅
梅
と
白
と
の
対
比
表
現
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。

そ
れ
は
、
紅
梅
と
対
照
さ
れ
る
白
梅
を
意
識
し
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。
ま
た
、

清
少
納
言
の
色
彩
に
対
す
る
態
度
と
し
て
、
二
色
の
色
彩
に
優
劣
を
つ
け
ず

『
枕
草
子
』
に
お
け
る
中
関
白
家
の
栄
華
を
彩
る
紅
梅

一
〇
三



（
�
）

に
同
等
に
扱
う
姿
勢
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
。
以
上
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、

『
枕
草
子
』
に
お
け
る
紅
梅
と
白
と
の
対
比
表
現
を
確
認
す
る
。

第
三
九
段
は
、
内
裏
の
東
庭
に
植
え
ら
れ
た
紅
梅
と
内
裏
外
の
「
あ
や
し

き
家
」
の
梅
（
白
梅
）
が
対
比
さ
れ
て
い
る
。
第
四
八
段
は
、
馬
の
薄
紅
梅

色
の
毛
並
み
に
混
じ
っ
た
鬣
、
尾
の
白
。
第
八
〇
段
は
、
内
裏
の
梅
壺
に
、

東
西
に
対
比
し
て
植
え
ら
れ
た
紅
梅
と
白
梅
の
情
景
描
写
。
そ
し
て
、
第
一

二
八
段
は
、
藤
原
行
成
が
白
紙
に
白
梅
を
つ
け
た
こ
と
に
対
応
し
て
、
清
少

納
言
の
返
事
が
赤
い
薄
様
と
紅
梅
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
、
直
接
的
に
「
紅
梅
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
事
例
だ
け
を
取
り

上
げ
て
き
た
が
、
梅
の
色
彩
に
関
連
す
る
事
例
と
し
て
第
四
〇
段
も
確
認
し

て
お
く
。

第
四
〇
段
で
は
、
梅
花
に
降
り
か
か
る
雪
が
「
あ
て
な
る
も
の
」
と
し
て

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
「
梅
花
」
と
し
か
表
記
さ
れ
て
い
な
い

た
め
判
別
し
難
い
が
、
果
た
し
て
こ
れ
は
紅
梅
と
白
梅
ど
ち
ら
で
あ
ろ
う

か
。
論
者
は
、
こ
の
梅
花
を
白
梅
で
あ
る
と
判
断
す
る
。
第
一
章
で
確
認
し

た
よ
う
に
、
白
梅
に
は
雪
の
と
り
あ
わ
せ
が
一
般
化
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
清
少
納
言
も
そ
れ
に
倣
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
挙

げ
た
事
例
に
第
四
〇
段
を
加
え
て
考
え
て
み
る
と
、
清
少
納
言
の
梅
の
色
彩

に
対
す
る
傾
向
が
つ
か
め
る
。

清
少
納
言
は
、
色
彩
と
し
て
梅
を
み
た
と
き
に
は
、
紅
梅
と
白
と
の
対
照

的
な
美
し
さ
を
見
出
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
第
四
八
段
か

ら
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
、
植
物
の
梅
に
つ
い
て
は
同
じ
色
の
組
み

合
わ
せ
を
好
む
。
そ
れ
が
、
第
四
〇
段
と
第
一
二
八
段
の
事
例
で
あ
る
。
第

一
二
八
段
の
例
は
、
そ
れ
に
加
え
て
色
彩
の
対
照
を
創
出
す
る
工
夫
が
見
ら

れ
る
。
ま
た
植
物
と
し
て
梅
を
捉
え
た
と
き
に
は
、
第
三
九
段
と
第
八
〇
段

よ
り
、
紅
梅
と
白
梅
が
別
の
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が

え
る
。

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
植
物
の
梅
は
同
色
の
色
と
の
と
り
あ
わ
せ
が
賞
美

さ
れ
、
色
彩
と
し
て
の
梅
す
な
わ
ち
「
紅
梅
」
色
は
反
対
色
で
あ
る
白
と
の

対
比
が
賞
美
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
本
節
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
例
で

紅
梅
と
白
が
対
比
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
両
色
が
互
い

を
見
事
に
引
き
立
て
合
っ
て
い
る
こ
と
を
押
さ
え
る
。

第
三
節

紅
梅
に
よ
る
賛
辞
表
現

第
一
七
八
段
に
も
紅
梅
の
事
例
が
見
え
る
が
、
こ
れ
ま
で
に
挙
げ
た
事
例

と
は
性
質
が
異
な
る
た
め
節
を
改
め
て
考
察
す
る
。
こ
の
章
段
は
、
清
少
納

言
が
宮
仕
え
を
始
め
て
間
も
な
い
頃
の
出
来
事
で
あ
る
。
憧
れ
の
中
宮
定
子

を
目
の
前
に
し
、
慣
れ
な
い
宮
仕
え
に
戸
惑
う
様
子
が
語
ら
れ
る
。
新
参
者

の
清
少
納
言
は
、
中
宮
定
子
の
一
挙
一
動
に
心
惹
か
れ
称
賛
の
念
が
絶
え
な

い
。そ

の
中
で
も
、
寒
さ
で
仄
か
に
赤
み
を
帯
び
た
中
宮
定
子
の
手
を
「
い
み

じ
う
に
ほ
ひ
た
る
薄
紅
梅
」
と
表
現
し
て
い
る
点
に
着
目
す
る
。
薄
紅
梅
で

あ
る
こ
と
に
対
し
て
「
か
ぎ
り
な
く
め
で
た
し
」
と
称
賛
し
て
い
る
こ
と

が
、
紅
梅
と
い
う
色
が
直
接
的
に
賛
辞
表
現
た
り
得
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
さ
ら
に
、
薄
紅
梅
の
手
へ
の
称
賛
は
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
か
か
る

人
こ
そ
は
世
に
お
は
し
ま
し
け
れ
」
と
の
感
想
か
ら
は
清
少
納
言
の
中
宮
定

一
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子
へ
の
心
酔
ぶ
り
が
う
か
が
え
る
。
こ
こ
で
は
、
紅
梅
と
い
う
色
彩
自
体
が

賛
辞
表
現
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。
宮
仕
え
初

期
に
清
少
納
言
が
み
た
定
子
に
対
す
る
「
紅
梅
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
『
枕

草
子
』
全
体
を
通
し
て
貫
か
れ
て
い
く
。
清
少
納
言
に
と
っ
て
生
涯
慕
い
続

け
る
こ
と
と
な
る
定
子
の
初
見
の
印
象
と
い
う
も
の
は
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
衝

撃
的
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
「
薄
紅
梅
」
色
を
見
出
し
た
清
少
納
言
の
感

覚
が
、
定
子
に
対
し
て
初
め
て
抱
い
た
印
象
だ
と
い
う
こ
と
を
重
要
視
し
た

い
。

第
三
章

中
関
白
家
の
栄
華
を
彩
る
『
枕
草
子
』

本
章
で
は
い
よ
い
よ
第
二
章
を
踏
ま
え
て
、
第
一
〇
一
段
、
第
二
六
二
段

に
お
け
る
「
紅
梅
」
を
詳
細
に
分
析
す
る
。

第
一
節

第
一
〇
一
段
に
お
け
る
紅
梅

第
一
〇
一
段
は
、
春
宮
に
入
内
し
た
淑
景
舎
（
原
子
）
が
一
族
と
対
面
す

る
場
面
で
あ
る
。
道
隆
薨
去
の
二
月
前
の
出
来
事
で
あ
り
、
中
関
白
家
の
最

後
の
栄
華
を
記
し
て
い
る
。
定
子
、
原
子
の
衣
装
描
写
が
克
明
で
あ
り
、
い

ず
れ
も
紅
梅
を
着
用
し
て
い
る
。

第
一
〇
一
段
に
お
け
る
「
紅
梅
」
は
、
主
に
中
関
白
家
の
人
々
の
衣
装
描

写
で
あ
る
。
こ
の
場
面
は
、
屏
風
の
陰
か
ら
そ
の
場
の
様
子
を
実
況
す
る
か

の
よ
う
に
描
写
が
事
細
か
に
記
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
定
子
や
原
子
、
道

隆
の
向
い
て
い
る
方
角
や
位
置
ま
で
を
も
書
き
記
す
さ
ま
は
、
状
況
を
立
体

的
に
記
そ
う
と
す
る
清
少
納
言
の
意
図
を
感
じ
さ
せ
る
。
清
少
納
言
の
視
点

か
ら
は
特
に
、
中
関
白
家
の
衣
装
の
色
彩
が
目
に
留
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

以
下
、
第
一
〇
一
段
の
要
点
を
三
点
に
分
け
て
整
理
す
る
。

一
つ
目
は
、
中
関
白
家
の
姫
君
が
紅
梅
を
身
に
つ
け
て
い
る
点
で
あ
る
。

初
め
に
紅
梅
の
衣
を
身
に
纏
う
定
子
の
姿
に
は
「
め
で
た
し
」
と
感
嘆
し
て

い
る
。
加
え
て
「
奉
る
御
衣
の
色
こ
と
に
」
と
は
、
お
召
し
物
の
色
（
紅

梅
）
が
特
別
で
の
意
で
あ
り
、
定
子
が
紅
梅
を
身
に
纏
っ
て
い
る
だ
け
で
称

賛
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
初
対
面
の
原
子
も
同
様
に
す
ば
ら
し
い
お
方
だ
と

推
量
し
、
実
際
に
紅
梅
の
袿
を
引
き
重
ね
た
原
子
を
覗
き
見
た
際
に
は
「
げ

に
め
で
た
く
う
つ
く
し
」
と
重
ね
て
称
賛
し
て
い
る
。
こ
の
原
子
の
袿
の
グ

ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
は
清
少
納
言
の
好
む
と
こ
ろ
で
あ
り
、「
紅
梅
い
と
あ
ま
た

濃
く
薄
く
て
」
と
い
う
表
現
も
濃
淡
に
着
目
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ま

た
定
子
と
原
子
い
ず
れ
の
衣
装
描
写
に
お
い
て
も
、
ま
ず
紅
梅
に
目
が
向
い

て
い
る
点
は
特
筆
す
べ
き
だ
ろ
う
。

二
つ
目
は
、
中
宮
定
子
が
「
紅
梅
に
は
濃
き
衣
こ
そ
を
か
し
け
れ
。
え
着

ぬ
こ
そ
く
ち
を
し
け
れ
。
今
は
紅
梅
の
は
着
で
も
あ
り
ぬ
べ
し
か
し
。
さ
れ

ど
萌
黄
な
ど
の
に
く
け
れ
ば
。
紅
に
合
は
ぬ
が
」
と
紅
梅
批
評
を
展
開
し
て

い
る
点
で
あ
る
。
先
行
研
究
で
は
、「
今
は
紅
梅
の
は
着
で
も
あ
り
ぬ
べ
し

か
し
。」
の
解
釈
が
争
点
と
な
る
が
、
こ
こ
で
は
中
宮
定
子
自
ら
紅
梅
の
衣

装
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
点
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。
定
子
が
紅
梅
（
経

糸
紅
、
緯
糸
紫
の
織
物
）
に
合
う
衣
の
組
み
合
わ
せ
を
論
じ
て
い
る
が
、
こ

の
よ
う
に
定
子
が
紅
梅
の
衣
に
つ
い
て
発
言
す
る
こ
と
で
、
少
な
か
ら
ず
紅

梅
に
読
み
手
の
注
目
が
集
ま
る
。

『
枕
草
子
』
に
お
け
る
中
関
白
家
の
栄
華
を
彩
る
紅
梅

一
〇
五



三
つ
目
は
、
定
子
、
貴
子
、
原
子
の
描
写
方
法
で
あ
る
。
位
置
関
係
が
明

ら
か
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
場
の
様
相
を
俯
瞰
的
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
の
結
果
、
こ
の
場
面
に
お
い
て
も
色
彩
の
対
比
表
現
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
清
少
納
言
は
、
色
彩
の
対
比
表
現
に
も
こ
だ
わ

り
が
あ
り
、
色
の
配
置
に
も
何
ら
か
の
意
図
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ

で
、
定
子
の
母
・
髙
階
貴
子
の
衣
装
描
写
に
着
目
す
る
。
す
る
と
、
こ
の
栄

華
を
彩
る
重
要
な
場
面
に
お
い
て
、
色
鮮
や
か
な
紅
梅
を
着
用
し
た
二
人
を

分
断
す
る
よ
う
に
、
白
い
表
着
や
女
房
の
裳
を
身
に
つ
け
た
貴
子
が
登
場
す

る
。
こ
れ
は
た
し
か
に
場
違
い
の
感
が
否
め
な
い
。
し
か
し
、
一
見
不
自
然

だ
と
思
わ
れ
る
描
写
も
、
清
少
納
言
の
色
彩
感
覚
に
よ
る
も
の
だ
と
考
え
ら

れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
紅
梅
と
白
の
二
色
を
着
て
い
る
人

物
を
交
互
に
据
え
る
と
い
う
描
き
方
は
、
清
少
納
言
の
色
彩
の
対
比
表
現
に

対
す
る
態
度
と
一
致
す
る
。
そ
し
て
二
色
を
対
比
す
る
と
き
に
、
交
互
に
置

く
手
法
は
こ
れ
ま
で
の
紅
梅
の
事
例
に
は
な
く
、
読
み
手
に
鮮
烈
な
対
比
の

美
し
さ
を
印
象
づ
け
る
。

第
二
節

第
二
六
二
段
に
お
け
る
紅
梅

第
二
六
二
段
は
、
法
興
院
の
積
善
寺
供
養
の
場
面
で
あ
る
。『
枕
草
子
』

に
お
い
て
最
長
段
で
あ
り
、
中
関
白
家
の
人
々
が
一
堂
に
会
し
、
中
関
白
家

の
栄
華
を
象
徴
す
る
章
段
で
あ
る
。
清
少
納
言
の
宮
仕
え
初
期
の
場
面
で
あ

り
、
前
年
に
は
淑
景
舎
の
入
内
、
道
隆
の
関
白
就
任
が
あ
り
、
中
関
白
家
の

権
威
を
誇
示
す
る
こ
の
上
な
い
場
面
で
も
あ
る
。

こ
の
章
段
で
は
、
中
宮
定
子
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
場
に
い
る
女
房
た
ち

も
含
め
て
「
紅
梅
」
を
身
に
つ
け
て
い
る
。
そ
の
光
景
は
、「
た
だ
光
り
満

ち
て
見
ゆ
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
圧
巻
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
紅
梅
一
色

で
統
一
さ
れ
る
描
写
は
、
読
み
手
の
視
覚
印
象
に
は
た
ら
き
か
け
る
効
果
を

も
た
ら
す
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
他
に
も
、
関
白
道
隆
か
ら
の
禄
が
「
紅
梅

の
細
長
」
で
あ
り
、
中
関
白
家
の
将
来
の
担
い
手
で
あ
る
伊
周
の
長
男
松
君

ま
で
も
が
紅
梅
を
着
用
し
て
い
る
。
こ
れ
は
中
関
白
家
の
栄
華
は
伊
周
の
代

で
断
絶
し
て
し
ま
う
が
、
先
々
ま
で
栄
華
が
続
く
こ
と
を
期
待
さ
せ
る
も
の

で
あ
る
。
中
関
白
家
の
人
々
が
こ
こ
ま
で
紅
梅
づ
く
し
な
の
に
は
、
何
ら
か

の
意
図
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。

ま
た
定
子
が
料
紙
の
色
を
衣
の
色
を
揃
え
た
配
慮
を
こ
の
上
な
く
称
賛
し

て
い
る
が
、
衣
の
色
と
料
紙
の
色
を
揃
え
る
行
為
は
『
源
氏
物
語
』
梅
枝
巻

（
�
）

に
も
見
ら
れ
特
段
め
ず
ら
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
紅
梅
を
契
機
と
し
た
賛
辞

の
表
現
が
過
剰
だ
と
い
え
る
。
紅
梅
に
対
す
る
思
い
入
れ
の
強
い
清
少
納
言

が
、
自
身
が
仕
え
る
中
関
白
家
の
栄
華
を
称
え
る
章
段
に
お
い
て
、
紅
梅
を

散
り
ば
め
て
い
る
こ
と
に
意
義
を
見
出
し
た
い
。

お
わ
り
に

以
上
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
第
一
〇
一
段
、
第
二
六
二
段
に
お
け
る
中
関

白
家
の
服
装
の
色
彩
に
着
目
し
、『
枕
草
子
』
に
お
け
る
「
紅
梅
」
の
位
置

づ
け
に
つ
い
て
論
を
展
開
し
て
き
た
。
実
に
『
枕
草
子
』
全
体
の
二
十
三
例

の
う
ち
十
一
例
の
「
紅
梅
」
が
こ
の
二
章
段
に
集
中
し
、
中
関
白
家
の
人
々

は
必
ず
紅
梅
の
衣
を
身
に
つ
け
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
容
貌
を
称
え
る
表

一
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現
と
し
て
「
い
み
じ
」「
め
で
た
し
」「
う
つ
く
し
」「
光
り
満
ち
て
見
ゆ
」

な
ど
の
賛
辞
の
表
現
を
伴
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
ま

た
、
い
ず
れ
も
二
月
の
記
事
で
あ
り
、
梅
の
開
花
時
期
と
も
共
通
す
る
こ
と

に
も
触
れ
て
お
く
。

平
安
王
朝
に
お
い
て
色
彩
の
も
つ
効
果
は
大
き
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
察

せ
ら
れ
る
。
す
る
と
、
清
少
納
言
が
仕
え
た
中
関
白
家
の
栄
華
を
語
る
章
段

で
は
、「
紅
梅
」
が
多
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
衣
装
描
写
で
あ

る
。
そ
し
て
定
子
の
紅
梅
批
評
の
発
言
を
と
り
あ
げ
た
り
、
紅
梅
と
白
と
の

対
比
表
現
を
巧
妙
に
用
い
た
り
と
、
紅
梅
が
際
立
つ
よ
う
な
工
夫
も
見
ら
れ

る
。
こ
の
よ
う
な
工
夫
か
ら
も
清
少
納
言
が
、
色
彩
に
関
し
て
鋭
敏
な
感
覚

を
有
し
て
お
り
、
色
彩
が
読
み
手
に
与
え
る
印
象
効
果
を
巧
み
に
扱
っ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
数
あ
る
色
彩
の
う
ち
特
に
「
紅
梅
」
と
い
う
色

が
た
だ
の
今
様
色
と
い
う
意
味
に
と
ど
ま
ら
ず
、
清
少
納
言
に
と
っ
て
少
な

か
ら
ず
父
の
影
響
を
受
け
た
特
別
な
色
で
あ
っ
た
こ
と
も
こ
れ
ま
で
に
確
認

し
た
。
そ
の
よ
う
な
清
少
納
言
の
色
彩
感
覚
が
、
中
関
白
家
の
日
々
の
様
子

か
ら
「
紅
梅
」
を
意
識
的
に
選
び
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、『
枕
草
子
』
に
お
い
て
「
紅
梅
」
が
中
関
白
家
の
栄
華
を
象
徴

す
る
色
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
の
よ
う
に

考
え
る
と
、
他
作
品
と
比
較
し
て
『
枕
草
子
』
に
紅
梅
の
衣
装
描
写
が
多
い

（
紅
梅
の
衣
装
描
写
は
『
枕
草
子
』
十
六
例
、『
源
氏
物
語
』
七
例
、『
紫
式

部
日
記
』
六
例
）
こ
と
も
頷
け
る
。
し
た
が
っ
て
、『
枕
草
子
』
に
お
い
て

紅
梅
と
い
う
色
彩
と
中
関
白
家
が
結
び
つ
き
規
定
さ
れ
る
こ
と
で
、
華
や
か

な
催
し
を
演
出
し
、
中
関
白
家
の
栄
華
を
描
い
た
と
結
論
づ
け
て
結
び
と
す

る
。注（

１
）
松
田
豊
子
氏
は
「
中
宮
定
子
を
は
じ
め
、
淑
景
舎
原
子
、
大
納
言

伊
周
、
そ
の
他
、
中
関
白
家
の
姫
君
た
ち
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
衣
裳

を
、
紅
梅
の
色
彩
で
統
一
し
て
い
る
。（
中
略
）
こ
の
姉
妹
は
、
着

用
が
可
能
な
限
界
ま
で
、
衣
料
の
色
彩
に
、
紅
梅
の
濃
淡
を
愛
用
す

る
の
で
あ
る
。」
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
２
）
三
条
西
装
束
抄
に
よ
る
と
、
紅
梅
（
表
紅
・
裏
紫
）
の
着
用
時
期

は
十
一
月
か
ら
二
月
。

（
３
）
第
一
章
の
梅
の
概
略
に
つ
い
て
は
、
・
松
田
豊
子
「
枕
草
子
の
紅

梅
考
│
清
少
納
言
の
紅
梅
映
像
│
」（『
光
華
女
子
大
学

研
究
紀

要
』
第
八
集
、
一
九
七
〇
年
十
月
）、
倉
田
実
『
庭
園
思
想
と
平
安

文
学

寝
殿
造
か
ら
』
第

章
「
紅
梅
の
庭
│
『
源
氏
物
語
』
の
二

条
院
と
紫
上
の
最
期
│
」（
花
鳥
社
、
二
〇
一
八
年
）
を
参
照
し
た
。

（
４
）『
古
事
談
』『
拾
芥
抄
』
に
紫
宸
殿
南
庭
の
白
梅
が
桜
に
植
え
替
え

ら
れ
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
。

（
５
）『
貫
之
集
』
に
は
「
紅
梅
の
も
と
に
、
女
ど
も
お
り
て
み
る

雪
と

の
み
あ
や
ま
た
れ
し
を
梅
の
は
な
く
れ
な
ゐ
に
さ
へ
か
よ
ひ
け
る
か

な
」「
女
、
紅
梅
を
見
る
ほ
ど
に
雪
降
れ
り

く
れ
な
ゐ
と
雪
と
は

と
ほ
き
色
な
れ
ど
梅
の
花
に
は
な
ほ
か
よ
ひ
け
り
」
が
載
録
さ
れ
て

い
る
。

（
６
）
中
宮
定
子
の
「
元
輔
が
の
ち
と
い
は
る
る
君
し
も
や
こ
よ
ひ
の
歌

『
枕
草
子
』
に
お
け
る
中
関
白
家
の
栄
華
を
彩
る
紅
梅

一
〇
七



に
は
づ
れ
て
は
を
る
」
に
対
し
「
そ
の
人
の
後
と
い
は
れ
ぬ
身
な
り

せ
ば
こ
よ
ひ
の
歌
を
ま
づ
ぞ
詠
ま
ま
し

つ
つ
む
事
さ
ぶ
ら
は
ず

は
、
千
の
歌
な
り
と
こ
れ
よ
り
な
む
出
で
ま
う
で
来
ま
し
。」
と
返

し
て
い
る
。

（
７
）
清
原
元
輔
の
影
響
に
つ
い
て
は
松
田
豊
子
氏
も
指
摘
す
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

（
８
）
伊
原
昭
「
色
彩
の
対
比
的
表
現
│
枕
草
子
に
お
け
る
│
」（
伊
原
昭

『
平
安
文
学
の
色
相
│
特
に
散
文
作
品
に
つ
い
て
│
』
笠
間
書
院
、

一
九
六
七
年
）

（
９
）『
源
氏
物
語
』
梅
枝
巻
に
は
「
紅
梅
襲
の
唐
の
細
長
添
へ
た
る
女
の

装
束
か
づ
け
給
。
御
返
も
其
色
の
紙
に
て
、
御
前
の
花
を
お
ら
せ
て

つ
け
さ
せ
給
。」
の
記
述
が
あ
る
。

（
や
ま
も
と
・
し
げ
き

二
〇
一
八
年
度
本
学
卒
業
生
）

一
〇
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