
清
少
納
言
の
身
分
意
識

～
特
に
「
小
白
河
の
八
講
」
の
藤
原
道
隆
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ

　
　
　
は
じ
め
に

　
清
少
納
言
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
清
原
深
養
父
を
祖
父
に
、
元
輔
を
父
に
持
つ
、

才
女
で
あ
る
。

　
深
養
父
・
元
輔
は
、
歌
人
と
し
て
、
そ
の
名
が
、
よ
く
、
知
ら
れ
て
い
る
。
清
少

納
言
は
、
歌
に
つ
い
て
は
、
得
意
で
は
、
な
か
っ
た
ら
し
い
。

　
清
少
納
言
の
、
人
と
な
り
に
、
つ
い
て
、
藤
岡
作
太
郎
氏
は
、
そ
の
著
『
国
文

学
童
史
・
平
安
朝
篇
』
の
中
で
、
『
枕
草
子
』
に
み
え
る
、
彼
女
の
自
讃
の
記
事
を
、

列
挙
し
た
後
に
、

　
多
く
の
記
事
は
自
讃
に
充
ち
て
、
清
少
納
言
が
騏
慢
の
性
を
表
わ
せ
り
。
そ
の

　
自
讃
は
概
ね
己
が
学
識
に
間
し
、
そ
の
艶
容
顔
色
に
誇
る
が
如
き
こ
と
は
、
殆

　
ど
見
る
べ
か
ら
ず
。
思
う
に
清
少
納
言
は
蛾
眉
朱
唇
、
花
の
姿
あ
る
に
あ
ら
ず
、

　
も
と
よ
り
和
泉
式
部
が
太
幣
の
引
く
手
数
多
な
る
類
に
も
あ
ら
ず
、
御
堂
殿
に

　
音
な
わ
る
ゝ
紫
式
部
に
も
及
ば
ず
、
箇
中
の
影
に
山
鳥
な
ら
ぬ
木
菟
の
、
己
が

　
姿
を
喜
ぶ
能
わ
ざ
り
し
な
る
べ
し

と
、
そ
の
容
色
や
、
性
質
に
つ
い
て
、
和
泉
式
部
や
紫
式
部
を
、
引
き
合
い
に
、

出
し
て
、
言
及
し
て
、
お
ら
れ
る
。
今
日
に
お
い
て
も
、
清
少
納
言
は
、
紫
式
部

に
、
比
較
し
て
、
高
慢
な
女
性
、
と
い
う
よ
う
な
評
価
が
、
一
般
的
か
と
思
う
。

　
さ
て
、
『
枕
草
子
』
の
中
で
、
自
画
自
讃
し
な
が
ら
、
自
由
間
遠
に
、
人
を
、
批

評
し
て
い
た
と
、
う
け
と
ら
れ
て
い
る
、
清
少
納
言
は
、
そ
の
周
囲
に
、
居
る
人

安
　
　
東

大
　
隆

に
、
対
し
て
、
そ
の
人
の
身
分
に
よ
っ
て
、
評
価
・
批
評
に
、
違
い
を
、
持
た
せ

て
い
た
か
、
否
か
を
、
考
え
て
、
み
た
い
と
思
う
。
そ
れ
は
、
清
少
納
言
が
、
も

の
を
考
え
、
判
断
す
る
基
準
に
、
相
手
の
身
分
の
尊
卑
が
、
影
響
を
、
与
え
て
い

た
か
ど
う
か
と
、
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
『
枕
草
子
』
の
、
小
白
河
の
ハ
講
の
段
（
三
十
五
段
）
に
は
、
小
一
条
の
大
将

済
時
の
、
小
白
河
殿
で
、
お
こ
な
わ
れ
た
法
華
ハ
講
に
、
参
列
し
た
、
貴
族
達
の

様
子
が
、
詳
細
に
、
書
か
れ
て
い
る
。
特
に
、
そ
の
服
装
に
、
関
す
る
描
写
は
、
細

微
で
あ
る
。
そ
の
貴
族
達
の
中
で
、
当
時
の
三
位
の
中
将
、
藤
原
道
隆
に
つ
い
て

の
記
述
が
、
目
を
ひ
く
。
即
ち
、

　
す
こ
し
目
た
く
る
ほ
ど
に
、
三
位
の
中
将
と
は
関
白
殿
を
ぞ
き
こ
え
し
、
か
う

　
の
う
す
も
の
の
二
藍
の
御
直
衣
、
二
藍
の
織
物
の
指
貫
、
濃
蘇
紡
の
し
た
の
御

　
袴
に
、
は
り
た
る
し
ろ
き
ひ
と
へ
の
い
み
じ
う
あ
ざ
や
か
な
る
を
着
給
ひ
て
、

　
あ
ゆ
み
入
り
給
へ
る
、
さ
ば
か
り
か
ろ
び
す
ず
し
げ
な
る
御
中
に
、
あ
つ
か
は

　
し
げ
な
る
べ
け
れ
ど
、
い
と
い
み
じ
う
め
で
た
し
と
ぞ
見
え
給
ふ
。
（
石
頁
）

の
一
節
で
あ
る
。
『
春
曙
抄
』
で
は
、
こ
の
個
所
を
、

　
外
の
上
達
部
は
浅
黄
の
帷
子
を
す
か
し
白
き
袴
な
ど
涼
し
げ
な
る
中
に
も
、
道

　
隆
公
の
出
立
あ
つ
か
は
し
か
ら
で
め
で
た
し
と
な
り
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と
、
解
説
し
て
い
る
。

　
他
の
上
達
部
は
、
「
さ
ば
か
り
す
ず
し
げ
な
る
」
様
子
を
、
し
て
い
る
中
で
、
達

隆
の
服
装
を
、
見
る
と
、
本
来
な
ら
ば
、
暑
苦
し
く
、
感
ぜ
ら
れ
そ
う
な
も
の
で

あ
る
が
、
か
え
っ
て
、
す
ば
ら
し
く
み
え
る
と
、
清
少
納
言
は
、
道
隆
に
つ
い
て

の
、
感
想
を
、
述
べ
て
い
る
。
さ
て
、
そ
こ
で
、
疑
問
に
思
う
の
は
、
六
月
に
、

暑
苦
し
い
服
装
を
、
し
て
い
る
、
道
隆
を
、
清
少
納
言
は
、
な
ぜ
、
本
来
と
ち
が

っ
て
、
「
い
み
じ
う
め
で
た
し
」
と
、
受
け
取
っ
た
の
で
、
あ
ろ
う
か
。
更
に
、
言

葉
を
継
ぐ
と
、
も
し
、
道
隆
で
な
く
て
、
も
っ
と
身
分
の
低
い
人
で
あ
っ
た
ら
、

は
た
し
て
、
「
い
み
じ
う
め
で
た
し
」
と
い
う
感
想
が
、
聞
け
た
か
と
い
う
、
疑
問

で
あ
る
。
以
下
、
そ
の
疑
問
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
、
考
え
て
み
た
い
。
勿
論
、

清
少
納
言
の
、
仕
え
た
中
宮
が
、
定
子
で
あ
り
、
道
隆
は
、
そ
の
定
子
の
父
で
、

あ
る
こ
と
を
、
考
え
る
と
、
当
然
と
も
、
言
え
る
か
も
、
知
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
�

　
　
ま
ず
、
中
の
関
白
藤
原
道
隆
で
あ
る
が
、
こ
の
人
は
、
天
暦
七
年
（
9
5
3
）
に
、

兼
家
の
長
男
と
し
て
、
生
れ
、
長
徳
元
年
に
、
四
十
三
歳
で
、
蔓
じ
た
。
そ
の
家

柄
の
良
さ
も
、
あ
っ
て
か
、
摂
政
や
関
白
を
、
歴
任
し
て
い
る
。
そ
の
官
職
の
大

概
は
、
『
尊
卑
分
脈
』
や
『
公
卿
補
任
』
の
、
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
『
大
鏡
』
の
道
隆
伝
を
、
見
る
と
、
賀
茂
詣
の
逸
話
を
、
引
い
て
、
そ
の
上
戸

ぶ
り
を
、
の
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
反
面
、
覚
め
る
の
も
、
早
い
よ
う
で
あ
る
。

下
賀
茂
か
ら
、
上
賀
茂
へ
行
く
間
、
牛
車
の
中
で
、
泥
酔
し
て
眠
っ
て
い
た
道
隆

は
、
上
賀
茂
に
着
く
と
、
身
仕
度
を
、
整
え
直
し
て
、
下
車
す
る
。

　
お
り
さ
せ
た
ま
ひ
け
る
に
、
い
さ
さ
か
さ
り
げ
な
く
て
、
き
よ
ら
に
て
ぞ
お
は

　
し
ま
し
し
。
さ
れ
ば
、
さ
ば
か
り
酔
な
ん
人
は
、
そ
の
よ
は
、
お
き
あ
が
る
べ

　
き
か
は
。
そ
れ
に
、
こ
の
と
の
ゝ
御
上
戸
は
、
よ
く
お
は
し
ま
し
け
る
。
（
1
7
7
頁
）

道
隆
の
死
因
を
、
『
大
鏡
』
の
作
者
が
、
「
御
み
き
の
み
だ
れ
さ
せ
給
に
し
な
り
」

　
（
ｍ
頁
）
と
、
記
述
し
て
い
る
の
も
、
う
な
ず
け
よ
う
。

　
又
、
道
隆
は
、

ｏ
中
納
言
ど
の
≒
御
容
貌
も
心
も
い
と
な
ま
め
か
し
う
、
御
心
ざ
ま
い
と
う
る

　
は
し
う
お
は
す

ｏ
御
か
た
ち
ぞ
、
い
と
き
よ
ら
に
お
は
し
ま
し
ゝ
は
や

と
、
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
容
貌
が
、
端
正
な
も
の
で
、
あ
っ
た
こ
と
が
、
知
ら

れ
る
。
他
の
文
献
に
み
え
る
、
こ
の
よ
う
な
道
隆
は
、
『
枕
草
子
』
で
は
、
ど
う
、

と
ら
え
ら
れ
て
、
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
『
枕
草
子
』
の
中
で
、
他
の
、
道

隆
に
関
す
る
記
述
個
所
の
、
主
な
る
も
の
を
、
列
挙
す
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

ｏ
円
融
院
の
御
治
世
に
、
「
草
子
に
歌
ひ
と
つ
書
け
」
と
い
う
、
院
の
注
文
に
、
困

惑
し
て
辞
退
す
る
人
も
、
あ
っ
た
が
、
道
隆
は
、

　
し
ほ
の
み
つ
い
つ
も
の
浦
の
い
つ
も
い
つ
も
君
を
ば
ふ
か
く
思
ふ
は
や
わ
が

　
と
い
よ
歌
の
す
ゑ
を
、
「
た
の
む
は
や
わ
が
」
と
書
き
給
へ
り
け
る
を
な
ん
、
い

　
み
じ
う
め
で
さ
せ
給
ひ
け
る
な
ど
お
ほ
せ
ら
る
る
に
も
、
す
ゞ
ろ
に
汗
あ
ゆ
る

　
心
地
ぞ
す
る
。
（
肌
頁
）

ｏ
淑
景
舎
（
道
隆
の
二
女
原
子
）
が
、
中
宮
定
子
の
御
殿
に
、
お
わ
た
り
に
な
っ

た
時
の
、
道
隆
の
様
子
は
、

　
殿
は
、
薄
色
の
御
直
衣
・
萌
黄
の
織
物
の
指
貫
、
紅
の
御
衣
ど
も
、
御
紐
さ
し

　
て
、
廂
の
柱
に
う
し
ろ
を
あ
て
て
、
こ
な
た
向
き
に
お
は
し
ま
す
。
め
で
た
き

　
御
有
様
を
、
う
ち
ゑ
み
つ
犬
例
の
た
は
ぶ
れ
ご
と
せ
さ
せ
給
ふ
。
（
1
6
1
頁
）

ｏ
関
白
殿
、
黒
戸
よ
り
出
で
さ
せ
給
ぶ
と
て
、
女
房
の
ひ
ま
な
く
さ
ぶ
ら
ふ
を
、

　
　
「
あ
な
い
み
じ
の
お
も
と
た
ち
や
。
翁
を
い
か
に
わ
ら
ひ
給
ふ
ら
ん
」
と
て
、

　
分
け
出
で
さ
せ
給
へ
ば
、
戸
に
ち
か
き
人
々
、
色
々
の
袖
口
し
て
、
御
簾
ひ
き

　
あ
げ
た
る
に
、
権
大
納
言
の
御
沓
と
り
て
は
か
せ
奉
り
給
ふ
。
い
と
も
の
も
の

　
し
く
、
き
よ
げ
に
、
よ
そ
ほ
し
げ
に
、
下
襲
の
裾
な
が
く
引
き
、
所
せ
く
て
さ

　
ぶ
ら
ひ
給
ふ
。
あ
な
め
で
た
、
大
納
言
ば
か
り
に
沓
と
ら
せ
た
て
ま
つ
り
給
ふ

　
よ
、
と
見
ゆ
。
山
の
井
の
大
納
言
、
そ
の
御
次
々
の
さ
な
ら
ぬ
人
々
、
く
ろ
き

　
も
の
を
ひ
き
散
ら
し
た
る
や
う
に
、
藤
豆
の
塀
の
も
と
よ
り
、
登
花
殿
の
前
ま

　
で
ゐ
並
み
た
る
に
、
ほ
そ
や
か
に
い
み
じ
う
な
か
め
か
し
う
、
御
佩
刀
な
ど
ひ

　
き
つ
く
ろ
は
せ
給
ひ
て
、
や
す
ら
は
せ
給
ふ
に
、
宮
の
大
夫
殿
は
、
戸
の
前
に
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立
た
せ
給
へ
れ
ば
、
ゐ
さ
せ
給
ふ
ま
じ
き
な
め
り
と
思
ふ
ほ
ど
に
、
す
こ
し
あ

　
ゆ
み
出
で
さ
せ
給
へ
ば
、
ふ
と
ゐ
さ
せ
給
へ
り
し
こ
そ
、
な
ほ
い
か
ば
か
り
の

　
昔
の
御
お
こ
な
ひ
の
ほ
ど
に
か
と
見
た
て
ま
つ
り
し
に
、
い
み
じ
か
り
し
か
。

　
　
（
1
8
3
頁
）

ｏ
道
隆
が
、
法
興
院
の
積
善
寺
で
、
一
切
経
の
供
養
を
し
た
時
の
、
様
子
を
、
の

べ
た
個
所
で
も
、
道
隆
に
、
つ
い
て
の
、
記
事
が
、
散
見
さ
れ
る
。

△
殿
わ
た
ら
せ
給
へ
り
。
青
鈍
の
固
紋
の
御
指
貫
、
桜
の
御
直
衣
に
く
れ
な
ゐ
の

　
御
衣
三
つ
ば
か
り
を
、
た
ｙ
御
直
衣
に
ひ
き
重
ね
て
ぞ
た
て
ま
つ
る
。
（
2
8
5
頁
）

△
関
白
殿
、
そ
の
次
々
の
殿
ば
ら
、
お
は
す
る
か
ぎ
り
、
も
て
か
し
づ
き
わ
た
し

　
た
て
ま
つ
ら
せ
給
ふ
さ
ま
、
い
み
じ
う
め
で
た
し
。
こ
れ
を
ま
づ
見
た
て
ま
つ

　
り
、
め
で
さ
わ
ぐ
。
　
（
2
9
4
頁
）

こ
れ
ら
か
ら
、
想
定
さ
れ
る
、
道
隆
像
は
、
一
族
が
、
繁
栄
を
極
め
、
本
人
も
、

人
臣
を
極
め
て
居
り
、
歌
を
、
臨
機
応
変
に
よ
み
、
冗
談
を
、
よ
く
言
い
、
立
派

な
服
装
を
し
、
申
し
分
の
な
い
、
実
力
者
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
�

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
、
『
枕
草
子
』
の
中
で
、
描
写
さ
れ
て
い
る
、
道
隆
像
に
対

し
て
、
他
の
貴
族
は
、
ど
の
よ
う
に
、
描
か
れ
て
い
る
で
、
あ
ろ
う
か
。

　
道
隆
の
、
末
の
弟
に
あ
た
る
、
藤
直
進
長
を
、
み
て
み
よ
う
。
進
長
は
、
周
知

の
よ
う
に
、
一
条
帝
の
中
宮
、
彰
子
の
、
父
で
あ
る
。
清
少
納
言
の
、
直
接
仕
え

た
人
で
は
、
な
か
っ
た
が
、
一
世
を
風
扉
し
、
権
力
を
、
恣
に
し
た
人
物
で
あ
る
。

　
『
枕
草
子
』
に
は
、
道
長
に
関
す
る
記
載
は
、
す
く
な
い
。
先
に
、
引
用
し
た
、

　
「
関
白
殿
、
黒
戸
よ
り
出
で
さ
せ
給
ぶ
と
て
…
…
」
の
段
（
三
一
九
段
）
に
あ
る
、

　
「
宮
の
大
夫
殿
」
以
下
が
、
道
長
に
つ
い
て
の
、
記
述
で
あ
る
。
道
隆
が
、
歩
い

て
、
す
こ
し
出
て
く
る
と
、
清
少
納
言
の
、
「
ゐ
さ
せ
給
ふ
ま
じ
き
」
と
い
う
予
想

に
、
反
し
て
、
「
ふ
と
ゐ
さ
せ
給
へ
り
し
」
道
具
を
、
見
て
、
道
隆
の
、
宿
世
の
高

さ
を
、
思
い
や
る
の
で
あ
る
。
一
見
、
進
隆
の
、
引
き
立
て
役
を
、
道
長
が
、
務

め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
当
時
、
道
隆
は
、
四
十
一
歳
で
、
関
白
で
あ
り
、
道
具

は
、
二
十
七
歳
で
、
中
宮
大
夫
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
勿
論
、
年
齢
の
差
、
官
職
の

差
が
、
基
礎
に
、
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
一
概
に
、
両
者
を
、
同
一
の
俎
上

で
、
論
ず
る
わ
け
に
は
、
い
く
ま
い
。
し
か
し
、
後
に
、
道
隆
が
、
苑
じ
て
、
中

の
関
白
家
の
力
が
、
衰
退
し
て
い
っ
た
時
に
も
、
道
長
の
こ
と
に
は
、
触
れ
て
い

な
い
。
猶
、
道
長
は
、
道
隆
の
、
蔓
じ
た
翌
年
、
長
徳
二
年
に
、
左
大
臣
に
、
補

せ
ら
れ
て
い
る
。
『
紫
式
部
日
記
』
が
、
道
長
と
彰
子
を
、
中
心
に
し
た
、
御
堂
関

白
家
の
栄
華
を
、
叙
述
し
て
い
る
の
と
、
あ
ざ
や
か
な
、
対
照
を
、
示
し
て
い
る
。

　
次
に
、
中
の
関
自
家
に
、
属
す
る
、
道
隆
の
二
男
、
伊
周
の
場
合
を
、
み
よ
う
。

伊
周
は
、
天
延
二
年
（
9
7
4
）
の
誕
生
で
、
あ
る
か
ら
、
道
長
よ
り
、
ハ
歳
の
年
少

で
あ
る
。

　
「
清
涼
殿
の
丑
寅
の
す
み
の
、
北
の
へ
だ
て
な
る
御
障
子
は
、
」
に
、
は
じ
ま
る

段
（
二
三
段
）
で
、
伊
周
の
服
装
を

　
大
納
言
殿
、
桜
の
直
衣
の
す
こ
し
な
よ
ら
か
な
る
に
、
こ
き
む
ら
さ
き
の
固
紋

　
の
指
貫
、
し
ろ
き
御
衣
ど
も
、
う
へ
に
は
こ
き
綾
の
い
と
あ
ざ
や
か
な
る
を
い

　
だ
し
て
ま
ゐ
り
給
へ
る
に
　
　
（
９
頁
）

と
、
描
写
し
て
い
る
。
又
、
そ
の
伊
周
が
、
「
月
も
日
も
か
は
り
ゆ
け
ど
も
ひ
さ
に

声
る
三
室
の
山
の
」
と
、
ゆ
る
や
か
な
調
子
で
、
歌
い
出
し
た
の
を
「
い
と
を
か

し
う
覚
ゆ
る
に
ぞ
」
と
、
感
想
を
、
さ
し
は
さ
ん
で
い
る
。

　
前
述
し
た
、
「
淑
景
舎
、
束
宮
に
ま
ゐ
り
給
ふ
ほ
ど
の
こ
と
な
ど
」
の
段
（
一
〇

四
段
）
で
、
中
の
関
白
家
の
人
々
を

　
日
一
日
、
た
ゞ
さ
る
が
う
こ
と
を
の
み
し
給
ふ
ほ
ど
に
、
大
納
言
・
三
位
の
中

　
将
・
松
君
ゐ
て
ま
ゐ
り
給
へ
り
。
殿
、
い
つ
し
か
い
だ
き
取
り
給
ひ
て
、
膝
に

　
す
ゑ
奉
り
給
へ
る
、
い
と
う
つ
く
し
。
せ
ば
き
縁
に
、
所
せ
き
御
装
束
の
下
襲

　
ひ
き
ち
ら
さ
れ
た
り
。
大
納
言
殿
は
も
の
も
の
し
う
き
よ
げ
に
、
中
将
殿
は
い
と

　
ら
う
ら
づ
じ
う
、
い
づ
れ
も
め
で
た
き
を
見
た
て
ま
つ
る
に
、
殿
を
ば
さ
る
も

　
の
に
て
、
上
の
御
宿
世
こ
そ
い
と
め
で
た
け
れ
。
　
（
1
6
2
～
圓
頁
）

と
、
賞
讃
し
て
い
る
。
こ
ゝ
に
も
、
清
少
納
言
の
、
中
の
関
自
家
に
よ
せ
る
、
賞

讃
の
気
持
を
、
読
み
取
る
こ
と
が
、
で
き
よ
う
。
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「
官
に
は
じ
め
て
ま
ゐ
り
た
る
こ
ろ
」
の
段
（
一
八
四
段
）
で
も

　
大
納
言
殿
の
ま
ゐ
り
給
へ
る
な
り
け
り
。
御
直
衣
、
指
貫
の
紫
の
色
、
雪
に
は

　
え
て
い
み
じ
う
を
か
し
。
　
（
2
3
1
頁
）

と
、
雪
に
映
え
た
、
服
装
の
色
を
、
ほ
め
て
い
る
。
又
、
積
善
寺
で
の
一
切
経
供

養
の
段
（
二
七
八
段
）
で
、
牛
車
に
、
乗
る
べ
く
、
歩
い
て
い
く
、
清
少
納
言
を
、

み
て
い
る
、
伊
周
、
隆
家
を
、
「
車
の
も
と
に
、
は
づ
か
し
げ
に
き
よ
げ
な
る
御
さ

ま
ど
も
し
て
、
う
ち
笑
み
て
見
給
ふ
も
う
つ
ゝ
な
ら
ず
ご
（
2
9
3
頁
）

と
、
の
べ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
は
、
伊
周
に
つ
い
て
の
、
描
写
で
あ
る
。

　
以
上
、
道
長
・
伊
周
の
二
人
を
、
見
た
。
年
齢
や
官
職
か
ら
、
す
れ
ば
、
当
然
、

道
長
に
つ
い
て
も
、
か
な
り
の
紙
面
を
、
さ
い
て
も
よ
い
は
ず
だ
が
、
そ
う
は
、

し
て
い
な
い
。
こ
ゝ
に
あ
る
、
清
少
納
言
の
、
意
識
の
中
心
に
は
、
自
分
の
仕
え

て
い
る
、
中
宮
定
子
を
、
支
え
る
、
中
の
関
自
家
に
対
す
る
、
尊
敬
の
念
が
、
色

濃
く
、
映
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
固

　
「
あ
は
れ
な
る
も
の
」
に
、
は
じ
ま
る
、
御
獄
精
進
の
こ
と
に
、
言
及
し
た
段

　
（
Ｔ
一
九
段
）
の
、
一
説
に
、
藤
厚
宜
孝
の
、
御
獄
窓
の
服
装
に
、
つ
い
て
、
の

べ
た
個
所
が
あ
る
。

　
御
獄
窓
を
、
す
る
時
に
は
、
普
通
の
場
合
、
地
味
な
服
装
を
、
し
て
い
く
の
で

あ
る
が
、
宜
孝
は
、
そ
の
反
対
に

　
あ
ぢ
き
な
き
こ
と
な
り
。
た
だ
き
よ
き
衣
を
着
て
ま
う
で
ん
に
、
な
で
ふ
こ
と

　
か
あ
ら
ん
。
か
な
ら
ず
、
よ
も
、
あ
や
し
う
て
ま
う
で
よ
と
、
御
獄
さ
ら
に
の

　
た
ま
は
じ
　
（
ｍ
頁
）

と
、
言
っ
て
、
「
む
ら
さ
き
の
い
と
濃
き
指
貫
、
し
ろ
き
襖
、
山
吹
の
い
み
じ
う
お

ど
ろ
お
ど
ろ
し
き
な
ど
を
」
着
用
し
て
、
出
か
け
る
。
又
、
子
供
の
、
隆
光
に
も
、

　
「
青
色
の
襖
、
く
れ
な
ゐ
の
衣
、
す
り
も
ど
ろ
か
し
た
る
水
干
と
い
ふ
袴
」
を
着

用
さ
せ
る
。
二
人
共
、
普
通
の
人
の
、
場
合
と
は
、
違
っ
た
、
は
で
な
服
装
を
し
て
、

出
か
け
る
。
御
嶽
詣
の
、
行
き
帰
り
の
人
々
も
、
珍
ら
し
く
、
不
思
議
な
例
と
し

て
、
「
こ
の
山
に
か
ゝ
る
姿
の
人
見
え
ざ
り
つ
」
と
、
奇
異
な
目
で
、
見
て
い
る
。

　
こ
の
宣
孝
父
子
の
、
御
嶽
参
詣
の
様
子
を
、
清
少
納
言
は
、
論
評
抜
き
で

　
こ
れ
は
、
あ
は
れ
な
る
こ
と
に
は
あ
ら
ね
ど
、
御
嶽
の
つ
い
で
な
り
。
（
1
7
2
頁
）

と
、
事
実
の
み
を
、
御
嶽
詣
の
こ
と
を
、
記
し
か
つ
い
で
に
、
の
べ
た
と
、
但
し

書
き
を
、
つ
け
て
い
る
。

　
猶
、
前
田
家
本
で
は
、

　
こ
れ
を
か
し
き
こ
と
に
も
あ
ら
ず
、
め
で
た
き
こ
と
に
も
あ
ら
ね
ど
、
た
ｙ
そ

　
の
か
み
耳
に
と
ま
り
し
こ
と
を
か
き
た
る
な
り

と
、
し
て
い
る
。

　
さ
て
、
こ
ゝ
で
、
前
述
し
た
、
小
白
河
の
ハ
講
の
時
の
、
道
隆
の
様
子
を
、
想

起
し
て
み
る
と
、
そ
の
違
い
が
、
目
に
つ
く
。
一
方
で
は
、
多
く
の
、
涼
し
い
様

子
を
、
し
た
人
々
の
、
中
で
、
特
に
、
暑
い
感
じ
を
、
抱
か
せ
る
、
道
隆
の
服
装

に
つ
い
て
、
か
え
っ
て
よ
い
と
、
讃
辞
を
、
送
っ
て
い
る
。
又
、
こ
ゝ
で
は
、
宣

孝
の
様
子
を
、
事
実
と
し
て
、
つ
い
で
に
、
書
き
記
し
た
と
い
う
こ
と
で
、
さ
り

げ
な
く
、
叙
述
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
道
隆
と
宣
孝
の
、
お
か
れ
て
い
る
、
身

分
の
違
い
や
、
当
時
の
、
宮
廷
社
会
に
、
占
め
て
い
る
、
位
置
の
重
さ
の
違
い
が
、

大
き
く
、
関
与
し
て
い
る
。
明
ら
か
に
、
身
分
に
よ
る
、
相
違
が
、
存
在
し
て
い

る
と
、
思
わ
れ
る
。

　
他
方
、
身
分
が
、
賤
し
く
な
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
、
清
少
納
言
の
言
葉
は
、
熾
烈

に
な
る
。
下
衆
の
家
に
は
、
雪
の
、
降
る
の
も
、
月
の
、
さ
し
入
る
事
も
、
残
念
な

こ
と
で
あ
っ
た
、
（
四
十
五
段
）
。
更
に
、
「
を
か
し
と
思
ふ
歌
」
を
、
草
子
に
、
書

い
て
、
お
い
た
ら
、
下
衆
が
、
そ
れ
を
、
口
ず
さ
ん
だ
り
し
た
場
合
も
、
や
は
り
、

が
っ
か
り
し
て
い
る
、
（
ご
二
〇
段
）
。
若
く
よ
ろ
し
き
男
が
、
下
衆
女
の
、
名
前

を
、
呼
ぶ
場
合
は
、
そ
の
名
前
を
、
よ
く
知
っ
て
い
て
も
、
全
部
、
い
わ
ず
に
、

一
部
分
を
、
よ
ぶ
の
が
よ
い
と
、
し
て
い
る
、
（
五
十
七
段
）
。
雪
や
月
の
、
風
雅

な
も
の
が
、
下
衆
の
家
に
、
降
っ
た
り
、
さ
し
込
ん
だ
り
、
す
る
と
い
う
事
に
ま

で
、
言
及
し
て
、
下
衆
を
、
軽
蔑
し
て
い
る
。
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下
衆
の
場
合
と
、
対
照
的
に
、
貴
人
に
つ
い
て
は
、
昼
寝
を
し
て
、
起
き
た
顔

も
、
普
通
の
人
に
、
比
較
す
る
と
、
「
い
ま
す
こ
し
を
か
し
か
な
れ
」
（
一
〇
九
段
）

と
い
う
事
に
な
り
、
悪
く
い
う
ま
で
に
は
、
到
っ
て
い
な
い
。
又
、
官
職
で
も
、

美
貌
の
貴
公
子
が
、
弾
正
の
弼
に
、
い
る
の
は
、
見
苦
し
い
、
（
四
十
五
段
）
と
、

言
っ
て
い
る
。
更
に
、
す
ゝ
ん
で
、
中
宮
の
動
作
に
、
な
る
と
、
「
も
の
し
げ
な
る

御
け
し
き
な
る
も
、
い
と
を
か
し
」
（
九
十
九
段
）
と
、
不
快
そ
う
な
、
様
子
を
、

し
て
い
る
の
も
、
「
い
と
を
か
し
」
と
、
把
握
さ
れ
て
い
る
。
中
宮
が
、
御
前
の
几

帳
を
、
押
し
や
っ
て
、
長
押
の
も
と
に
、
お
出
に
な
っ
た
の
も
、
清
少
納
言
に
、

と
っ
て
は
、
「
な
に
と
な
く
た
ゞ
め
で
た
き
」
景
色
と
し
て
、
写
っ
て
い
る
、
（
二

十
三
段
）
。
無
名
と
い
う
、
琵
琶
の
名
前
を
、
中
宮
に
、
尋
ね
た
時
に
、
中
宮
は
、

　
「
た
ゞ
い
と
は
か
な
く
、
名
も
な
し
」
と
、
答
え
て
い
る
、
（
九
十
三
段
）
。
こ
れ

は
、
名
も
な
し
に
、
無
名
と
い
う
名
前
を
、
含
ま
せ
た
も
の
、
で
あ
り
、
一
見
す

る
に
、
何
処
に
で
も
、
あ
り
そ
う
な
、
会
話
で
、
あ
る
が
、
清
少
納
言
は
、
「
な
ぽ

い
と
め
で
た
し
と
こ
そ
お
ぼ
え
し
か
」
と
、
結
ん
で
い
る
。
こ
れ
も
、
中
宮
の
動

作
の
、
故
に
、
覚
え
た
、
感
慨
で
あ
ろ
う
。

　
又
、
村
上
天
皇
が
、
宣
耀
殿
の
女
御
（
芳
子
）
の
、
『
古
今
集
』
の
、
暗
記
具
合

を
、
試
し
て
い
る
時
に
、
途
中
で
、
休
憩
を
す
る
。
「
御
草
子
央
算
さ
し
て
お
ほ
と

の
ご
も
り
ぬ
る
も
ま
た
め
で
た
し
か
し
」
（
二
十
三
段
）
と
、
あ
り
、
草
子
に
、
央

算
を
さ
し
て
、
寝
る
と
い
う
、
動
作
も
、
め
で
た
し
と
、
讃
美
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
動
作
も
、
日
常
よ
く
あ
る
、
動
作
で
あ
り
、
取
り
立
て
犬
言
う
程
の
事
も
な

い
が
、
天
皇
の
動
作
故
に
、
こ
れ
も
、
「
め
で
た
」
い
の
で
あ
る
。

　
更
に
、
身
分
意
識
を
、
は
っ
き
り
と
、
物
語
る
も
の
は
、
琵
琶
に
寄
せ
て
、
中

宮
定
子
の
、
美
と
才
知
と
を
、
讃
美
し
た
一
段
（
九
十
四
段
）
、
で
あ
る
。

　
上
の
御
局
の
、
御
簾
の
前
で
、
殿
上
人
が
、
一
日
中
、
琴
や
笛
を
、
吹
い
て
、

遊
び
く
ら
し
た
日
に
、
中
宮
定
子
が
、

　
琵
琶
の
御
琴
を
た
た
ざ
ま
に
持
た
せ
給
へ
り
。
く
れ
な
ゐ
の
御
衣
ど
も
の
、
い

　
ふ
も
世
の
つ
ね
な
る
桂
、
ま
た
、
張
り
た
る
ど
も
な
ど
を
あ
ま
た
奉
り
て
、
い

　
と
く
ろ
う
つ
や
や
か
な
る
琵
琶
に
、
御
袖
を
打
ち
か
け
て
、
と
ら
へ
さ
せ
給
へ

る
だ
に
め
で
た
き
に
、
そ
ば
よ
り
、
御
額
の
程
の
、
い
み
じ
う
し
ろ
う
め
で
た

く
け
ざ
や
か
に
て
、
は
づ
れ
さ
せ
給
へ
る
は
、
た
と
ふ
べ
き
か
た
ぞ
な
き
や
。

ち
か
く
ゐ
給
へ
る
人
に
さ
し
よ
り
て
、
「
な
か
ば
隠
し
た
り
け
ん
は
、
え
か
く
は

あ
ら
ざ
り
け
ん
か
し
。
あ
れ
は
た
だ
人
に
こ
そ
あ
り
け
め
」
と
い
ふ
を
、
道
も

な
き
に
わ
け
ま
ゐ
り
て
申
せ
ば
、
わ
ら
は
せ
給
ひ
て
、
「
別
れ
は
知
り
た
り
や
」

　
と
な
ん
お
ほ
せ
ら
る
る
、
と
つ
た
ふ
る
も
を
か
し
。

こ
の
一
節
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
『
自
民
文
集
』
の
「
琵

　
猶
抱

‘琵
琶
半
遮
’
面
転
゛
軸
撥
゛
絃
・
…
：

に
、
よ
っ
て
い
る
。
中
宮
の
、
額
の
辺
の
、
白
く
美
し
い
様
を
、
半
ば
、
顔
を
、

隠
し
た
女
性
と
、
比
べ
て
、
の
べ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
女
性
は
、
「
だ
ゞ
人
」
で

あ
る
か
ら
、
中
宮
の
、
美
し
さ
に
は
、
及
ば
な
い
で
あ
ろ
う
と
、
言
っ
て
い
る
。

同
じ
よ
う
な
、
姿
勢
を
、
し
て
い
る
、
二
人
の
女
性
を
、
比
較
す
る
基
準
が
、
「
だ
ゞ

人
」
で
、
あ
る
か
、
否
か
と
、
い
う
こ
と
に
、
置
か
れ
て
い
る
。

　
こ
の
事
か
ら
、
し
て
も
、
清
少
納
言
の
、
優
劣
良
悪
を
、
決
め
る
場
合
の
、
判

断
の
基
準
に
、
そ
の
相
手
の
、
地
位
、
身
分
な
ど
が
、
大
き
く
、
は
い
り
込
ん
で

い
る
。

　
　
　
お
わ
り
に

　
以
上
、
小
白
河
の
ハ
講
に
、
お
け
る
、
藤
直
進
隆
の
服
装
に
、
つ
い
て
の
、
清

少
納
言
の
見
方
を
、
発
端
と
し
て
、
清
少
納
言
が
、
人
物
の
、
よ
し
悪
し
を
、
判

断
す
る
基
準
に
、
そ
の
人
の
身
分
に
、
開
す
る
意
識
（
清
少
納
言
が
、
相
手
の
身

分
を
、
ど
う
、
考
え
、
評
価
し
て
い
る
か
）
が
、
は
い
り
込
ん
で
い
る
こ
と
を
、

述
べ
た
。
特
に
、
そ
の
中
で
は
、
中
宮
定
子
を
、
中
心
と
し
て
、
展
開
す
る
、
中

の
開
自
家
に
つ
い
て
の
、
讃
美
が
、
大
き
な
比
重
を
、
占
め
て
い
る
。
そ
れ
は
、

取
り
も
直
さ
ず
、
彼
女
の
、
置
か
れ
て
い
る
、
条
件
を
、
雄
弁
に
、
物
語
っ
て
い

る
。
「
宮
に
は
じ
め
て
ま
ゐ
り
た
る
こ
ろ
…
」
の
段
に
、
み
ら
れ
る
、
清
少
納
言
の
、

緊
張
も
、
一
つ
に
は
、
。
自
分
の
、
置
か
れ
て
い
る
位
置
と
、
相
手
の
身
分
に
、
対

す
る
、
負
担
か
ら
、
く
る
も
の
が
、
あ
ろ
う
。
受
領
階
級
の
出
身
と
い
う
、
境
遇
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は
、
除
目
に
司
得
ぬ
人
に
、
つ
い
て
の
、
描
写
の
上
に
、
よ
く
、
あ
ら
わ
れ
て
い

る
。

　
更
に
、
又
、
『
無
名
草
子
』
の
中
に
あ
る
、
次
の
言
葉
も
、
こ
の
よ
う
に
、
考
え

進
め
て
く
る
と
、
改
め
て
、
理
解
で
き
る
。

　
そ
の
『
枕
の
冊
子
』
こ
そ
心
の
ほ
ど
見
え
て
、
い
と
を
か
し
う
侍
れ
。
さ
ば
か

　
り
、
を
か
し
く
も
、
あ
は
れ
に
も
、
い
み
じ
く
も
、
め
で
た
く
も
あ
る
こ
と
ど

　
も
、
残
ら
ず
書
き
し
る
し
た
る
中
に
、
宮
の
、
め
で
た
く
さ
か
り
に
時
め
か
せ

　
給
ひ
し
こ
と
ば
か
り
を
、
身
の
毛
も
立
つ
ば
か
り
書
き
出
で
て
、
関
白
殿
失
せ

　
給
ひ
、
内
の
大
臣
流
さ
れ
給
ひ
な
ど
せ
し
ほ
ど
の
衰
へ
を
ば
、
か
け
て
も
言
ひ

　
出
で
ぬ
ほ
ど
の
い
み
じ
き
心
ば
せ
な
り
け
む
人
の
、
は
か
ば
か
し
き
よ
す
が
も
、

　
な
か
り
け
る
に
や
…
…

　
　
〈
註
〉

①
　
引
用
は
「
東
洋
文
庫
」
（
平
凡
社
）
で
、
近
年
、
刊
行
さ
れ
た
も
の
に
、
よ
っ
た
。

　
　
２
巻
の
7
6
頁

②④③⑥⑤⑦

引
用
本
文
は
、
岩
波
の
、
日
本
古
典
文
学
大
系
に
、
よ
っ
た
。
段
数
・
頁
数
も
、

同
書
に
、
よ
る
。

古
典
文
学
大
系
『
大
鏡
』
に
よ
っ
て
、
頁
数
を
、
示
し
た
。

『
王
朝
貴
族
の
病
状
診
断
』
（
服
部
敏
良
氏
）
で
は
、
道
隆
の
病
気
を
、
糖
尿
病
と
、

診
断
し
て
お
ら
れ
る
。
（
回
書
1
6
6
頁
）

古
典
文
学
大
系
『
栄
華
物
語
』
泰
三
、
1
0
5
頁

　
『
大
鏡
』
巻
四
、
1
7
7
頁

更
に
、
詳
し
く
、
本
文
を
、
示
す
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

主
人
下
馬
客
在
船
、
挙
酒
欲
飲
無
管
絃
、
酔
不
成
歓
惨
特
別
、
別
時
茫
々
江
侵
月
、

忽
聞
水
上
琵
琶
聾
、
主
人
忘
帰
客
不
発
、
尋
声
暗
闘
弾
着
誰
、
琵
琶
声
節
欲
語
遅
、

移
船
相
近
意
相
見
、
添
酒
回
燈
重
開
宴
、
千
呼
萬
喚
始
出
来
、
猶
抱
琵
琶
半
遮
面
、

転
軸
撥
絃
三
両
声
、
未
成
曲
調
先
有
情
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