
男・女関係としての宮廷と文学

｜
は
じ
め
に

古
代
の
宮
廷
は
、
男
・
女
の
性
差
（
ジ
ェ
ン
ダ
ー
）
を
重
要
な
原
理
と

す
る
空
間
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
、

「
万
葉
集
』
の
行
幸
従
駕
の
歌
な
ど
に
、
対
を
な
す
男
・
女
が
よ
み
こ
ま

れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
考
え
て
も
よ
い
。
行
幸
従
駕
歌
に
お
い
て

男
・
女
が
対
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
の
は
、
行
幸
に
お
い
て
、
男
だ
け
で

な
く
女
の
存
在
が
必
要
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
行
幸
に
わ
ざ
わ

ざ
女
性
を
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
う
。
お
そ

ら
く
、
行
幸
に
お
い
て
は
、
宮
廷
世
界
を
そ
の
ま
ま
に
、
行
幸
の
地
に
移

動
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
宮
廷
を
成
り
立

た
せ
て
い
る
重
要
な
原
理
の
一
つ
が
、
男
・
女
の
性
差
と
い
う
も
の
な
の

で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
行
幸
に
お
い
て
は
、
男
・
女
の
両
性
の
参
加
が
必

要
に
し
て
不
可
欠
で
あ
っ
た
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
古
代
の
宮
廷
の
こ
う
し

た
、
男
・
女
の
性
差
を
原
理
と
す
る
あ
り
方
は
、
『
万
葉
集
」
が
多
く
の

男
・
女
の
恋
歌
を
記
載
し
て
い
る
こ
と
や
、
記
紀
が
多
く
の
男
・
女
の
恋

の
伝
承
を
伝
え
て
い
る
こ
と
と
、
無
縁
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
で
あ
る

、『ノ。

男
・
女
関
係
と
し
て
の
宮
廷
と
文
学

ｌ
「
万
葉
集
』
の
「
ま
す
ら
を
」
「
み
や
び
を
」
を
視
座
と
し
て
Ｉ

『
万
葉
集
』
の
「
ま
す
ら
を
」
を
め
ぐ
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
少
な

（１）

く
な
い
研
究
が
積
み
上
げ
ら
れ
て
き
て
い
る
。
現
在
に
お
け
る
「
ま
す
ら

を
」
に
つ
い
て
の
研
究
の
水
準
は
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る

と
こ
ろ
で
、
律
令
以
後
の
宮
廷
に
お
い
て
は
、
男
・
女
の
こ
う
し
た
あ

り
方
に
変
化
が
見
ら
れ
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
律
令
制
の
成
立
に
よ
っ

て
、
宮
廷
社
会
の
男
・
女
関
係
に
大
き
な
変
化
が
指
摘
で
き
る
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
男
・
女
の
性
差
を
重
要
な
原
理
と
し
て
成
り
立
っ
て
い

た
律
令
以
前
の
宮
廷
は
、
律
令
制
の
成
立
に
よ
っ
て
、
男
・
男
を
理
想
的

な
あ
り
方
と
す
る
宮
廷
に
変
わ
り
、
女
性
は
宮
廷
の
表
舞
台
か
ら
排
除
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
律
令
の
官
人
社
会
は
、
社
会
構

造
と
し
て
は
、
男
同
士
の
、
極
め
て
同
性
愛
的
な
社
会
で
あ
っ
た
と
言
え

る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
『
万
葉
集
』
に
お
け
る
「
ま
す
ら
を
」
や
「
み
や
ぴ
を
」

を
取
り
あ
げ
、
そ
の
具
体
的
な
考
察
を
視
座
と
し
て
、
古
代
の
宮
廷
社
会

に
お
け
る
男
・
女
関
係
の
こ
う
し
た
変
化
や
そ
れ
に
伴
う
文
学
表
現
の
問

題
な
ど
を
、
で
き
る
だ
け
詳
し
く
論
じ
て
み
た
い
。

二
相
反
す
る
「
ま
す
ら
を
」
像

飯

田

勇
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、「Ｊ〃
◎

名
詞
。
万
葉
集
の
用
例
は
複
合
語
を
含
め
て
六
七
例
。
表
記
は
「
大

夫
」
が
圧
倒
的
に
多
く
四
四
首
四
五
例
。
。
…
…
・
・
用
例
の
多
さ
か
ら

み
て
「
大
夫
」
の
表
記
に
マ
ス
ラ
ヲ
の
意
味
を
見
出
す
の
は
当
然

で
、
西
郷
信
綱
（
「
日
本
古
代
文
学
』
）
、
上
田
正
昭
会
日
本
古
代
国

家
成
立
史
の
研
究
』
）
ら
に
よ
っ
て
マ
ス
ラ
ヲ
は
令
制
下
の
官
人
層

の
自
負
の
意
識
を
こ
め
た
語
と
さ
れ
、
「
大
丈
夫
」
の
約
と
考
え
ら

れ
て
き
た
。
稲
岡
耕
二
は
こ
れ
を
通
時
的
に
検
討
し
、
マ
ス
ラ
ヲ
は

人
麻
呂
歌
集
略
体
歌
の
用
例
「
健
（
建
）
男
」
が
古
く
、
最
初
は
剛

強
の
男
の
意
で
あ
っ
て
、
次
い
で
広
く
官
人
層
を
意
味
す
る
「
大

夫
」
の
表
記
が
あ
ら
わ
れ
、
こ
の
表
記
と
密
着
し
て
「
大
夫
」
の
実

質
の
変
化
と
と
も
に
マ
ス
ラ
ヲ
の
意
味
が
変
化
、
立
派
な
勇
ま
し
い

男
子
の
意
か
ら
官
僚
男
性
の
意
と
な
り
、
さ
ら
に
風
流
・
風
雅
の
士

の
意
を
含
む
ま
で
に
至
り
、
一
方
、
マ
ス
ラ
ヲ
の
古
意
は
マ
ス
ラ
タ

ケ
ヲ
と
い
う
複
合
語
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
た
と
す
る

含
万
葉
集
の
歌
人
と
作
品
』
）
。
マ
ス
ラ
ヲ
の
語
義
の
歴
史
的
経
過
は

（２）

そ
の
と
お
り
で
あ
ろ
う
。
…
…
…

こ
こ
に
研
究
史
が
簡
潔
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
「
万
葉
集
』
の
「
ま

す
ら
を
」
に
は
語
義
に
変
化
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
稲
岡
耕
二
氏
が
明

ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
端
的
に
言
え
ば
、
「
健
（
建
）
男
」
か
ら
「
大
夫
」

へ
の
変
化
で
あ
り
、
「
剛
強
の
男
の
意
」
か
ら
理
想
的
な
官
人
の
意
へ
の

変
化
で
あ
っ
た
。
「
ま
す
ら
を
」
と
は
「
立
派
な
男
子
」
と
い
う
意
味
で

あ
る
が
、
専
ら
官
人
と
し
て
の
意
で
使
わ
れ
は
じ
め
る
と
、
あ
る
べ
き
官

人
を
ど
う
考
え
る
か
に
よ
っ
て
、
「
ま
す
ら
を
」
は
そ
れ
ま
で
の
「
剛
強

の
男
の
意
」
か
ら
変
化
し
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
「
立
派
な

男
子
」
と
し
て
の
「
ま
す
ら
を
」
は
、
律
令
の
官
人
男
性
を
意
味
す
る
よ

う
に
な
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
「
剛
強
の
男
の
意
」
か
ら
大
き
く
イ
メ
ー
ジ

を
変
え
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

本
稿
の
最
初
の
課
題
は
、
こ
う
し
た
研
究
史
を
踏
ま
え
て
、
古
層
の

「
ま
す
ら
を
」
と
官
人
と
し
て
の
新
し
い
「
ま
す
ら
を
」
の
あ
り
方
と
を
、

男
・
女
関
係
と
い
、
フ
視
点
に
立
っ
て
、
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で

ある。

（３）

ま
ず
、
古
層
の
「
ま
す
ら
を
」
か
ら
考
え
て
い
こ
う
。
取
り
あ
げ
る
の

は
次
の
歌
で
あ
る
。

よ
の
な
か
す
ぺ

側
世
間
の
術
な
き
も
の
は
年
月
は
流
る
る
如
し
取
り
続
き

も
も
ぐ
さ

を
と
め

追
ひ
来
る
も
の
は
百
種
に
迫
め
寄
り
来
る
少
女
ら
が
少
女

か
ら
た
ま
た
も
と
ま

さ
ぴ
す
と
唐
玉
を
手
本
に
纒
か
し
〔
或
い
は
こ
の
句
あ
り
、
い

し
ろ
た
へ

く
れ
な
ゐ

は
く
、
白
拷
の
袖
ふ
り
か
は
し
紅
の
赤
裳
裾
引
き
い
へ

卜
今
一
つ
シ
」

る
あ
り
〕
同
輩
児
ら
と
手
携
り
て
遊
び
け
む
時
の
盛
り
を

み
な
わ
た

ま

留
み
か
ね
過
し
遣
り
つ
れ
蜷
の
腸
か
黒
き
髪
に
何
時
の
間
お
も
て

か
霜
の
降
り
け
む
紅
の
〔
一
は
云
は
く
、
丹
の
穂
な
す
〕
面
の

い
づ
く

上
に
何
処
ゆ
か
鮫
が
来
り
し
〔
一
は
云
は
く
、
常
な
り
し
笑

ま
よ
び

ま
ひ
眉
引
き
咲
く
花
の
移
る
ひ
に
け
り
世
間
は
か
く
の
み

ま
す
ら
を
を
と
こ

つ
る
ぎ
た
ち

は

な
ら
し
〕
大
夫
の
男
子
さ
び
す
と
剣
太
刀
腰
に
取
り
凧
き

さ
つ
ゆ
み

し
つ
く
ら

猟
弓
を
手
握
り
持
ち
て
赤
駒
に
倭
文
鞍
う
ち
置
き
は
ひ
乗

り
て
遊
び
あ
る
き
し
世
間
や
常
に
あ
り
け
る
少
女
ら
が

な

ま
た
ま
で

さ
寝
す
板
戸
を
押
し
開
き
い
辿
り
よ
り
て
真
玉
手
の
玉
手

か

い
く
だ

た
つ
か
づ
ゑ

さ
し
交
へ
さ
寝
し
夜
の
幾
許
も
あ
ら
ね
ば
手
束
杖
腰
に
た

い
と

が
ね
て
か
行
け
ば
人
に
厭
は
え
か
く
行
け
ば
人
に
憎
ま
え

お
よ
し
を

老
男
は
か
く
の
み
な
ら
し
た
ま
き
は
る
命
惜
し
け
ど
せ
む
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（４）

術
も
無
し

（５．八○四）

こ
の
歌
で
、
「
ま
す
ら
を
」
の
男
ら
し
さ
（
男
さ
び
）
は
、
「
剣
太
刀

腰
に
取
り
侃
き
猟
弓
を
手
握
り
持
ち
て
赤
駒
に
倭
文
鞍
う
ち
置

き
は
ひ
乗
り
て
遊
び
あ
る
」
く
行
為
、
そ
し
て
ま
た
、
「
少
女
ら
が

さ
寝
す
板
戸
を
押
し
開
き
い
辿
り
よ
り
て
真
玉
手
の
玉
手
さ
し

交
へ
さ
寝
し
夜
」
の
記
憶
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
ま

す
ら
を
」
は
、
剣
太
刀
を
腰
に
お
び
、
弓
矢
を
手
に
握
り
持
ち
、
赤
馬
に

乗
っ
て
遊
び
あ
る
く
姿
や
、
若
い
女
の
寝
て
い
る
家
の
戸
を
押
し
開
き
、

そ
の
女
の
傍
に
寄
っ
て
白
い
腕
を
交
わ
し
て
寝
る
、
夜
の
描
写
と
と
も
に

（５）

歌
わ
れ
て
い
る
。

「
ま
す
ら
を
」
の
太
刀
や
弓
矢
を
身
に
つ
け
て
遊
ぶ
姿
は
、
（
３
．
三
六

四
）
や
（
３
．
四
七
八
）
な
ど
多
く
の
歌
に
描
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
、

勇
ま
し
い
「
ま
す
ら
を
」
の
表
現
と
し
て
類
型
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
う

し
た
表
現
は
、
古
層
の
、
「
剛
強
の
男
の
意
」
の
「
ま
す
ら
を
」
と
の
つ

な
が
り
に
お
い
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
重
要
な
こ
と
は
、

こ
の
表
現
が
（
１
．
六
一
）
の
歌
な
ど
か
ら
も
分
か
る
よ
、
フ
に
、
「
景
と

（６）

し
て
の
大
宮
人
」
の
男
性
を
表
現
す
る
典
型
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
々
が
、
「
大
宮
人
」
の
男
性
を
、
こ
の
よ
う

な
存
在
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
大

宮
人
」
の
あ
る
べ
き
理
想
的
な
姿
な
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
こ
の
歌
で
、
男
ら
し
さ
の
対
の
一
方
で
あ
る
女
ら
し
さ
（
少
女

さ
び
）
が
、
異
伝
の
注
記
と
し
て
「
白
拷
の
袖
ふ
り
か
は
し
紅
の

赤
裳
裾
引
き
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
こ
れ
は
、

（
１
．
四
○
）
や
（
６
．
一
○
○
二
な
ど
の
歌
を
参
考
に
す
る
と
、
「
景

と
し
て
の
大
宮
人
」
の
女
性
を
表
現
す
る
典
型
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
山

ま
す
ら
を
み
か
り

を
と
め
あ
か
も
す
そ
ひ

は
ま
ぴ

部
赤
人
は
、
「
大
夫
は
御
猟
に
立
た
し
少
女
ら
は
赤
裳
裾
引
く
清
き
浜
廻

を
」
（
６
．
一
○
○
二
と
詠
ん
で
、
短
歌
一
首
の
中
に
、
〈
景
〉
と
し

て
、
大
宮
人
の
典
型
的
な
男
・
女
の
姿
を
詠
み
込
ん
で
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
男
ら
し
さ
（
男
さ
び
）
や
女
ら
し
さ
（
少
女
さ
び
）
が
、

い
わ
ば
恋
の
季
節
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
と
り
わ
け
重
要
で
あ

る
。
男
ら
し
さ
や
女
ら
し
さ
は
、
ヤ
チ
ホ
コ
の
神
の
歌
謡
を
連
想
さ
せ
ず

に
は
お
か
な
い
、
エ
ロ
ス
的
な
表
現
、
恋
の
表
現
と
結
び
つ
い
て
お
り
、

そ
の
点
で
十
分
「
性
的
」
な
描
写
と
な
っ
て
い
る
。
と
い
、
う
こ
と
は
、

「
景
と
し
て
の
大
宮
人
」
の
男
・
女
の
表
現
は
、
男
性
性
・
女
性
性
を
示

す
「
性
的
」
な
類
型
表
現
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
大
宮
人
と
し
て
の
男
・
女
は
、
こ
の
よ
う
に
「
性
的
」
な
類
型
表
現

に
よ
っ
て
、
歌
の
〈
景
〉
と
し
て
詠
み
こ
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
「
ま
す
ら
を
」
の
古
層
の
表
現
に
は
、
立
派
な
男
子

の
内
実
と
し
て
、
勇
敢
で
あ
る
と
い
う
属
性
と
と
も
に
、
そ
れ
と
不
可
分

な
か
た
ち
で
、
女
と
の
恋
、
す
な
わ
ち
異
性
と
の
交
わ
り
が
、
必
要
不
可

欠
な
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
ま
す
ら
を
」
の
条
件
と

し
て
、
「
剛
強
の
男
」
で
あ
る
と
と
も
に
、
女
性
と
恋
の
交
渉
を
も
つ
こ

と
が
必
要
な
の
で
あ
っ
た
。

こ
こ
に
確
認
で
き
た
こ
と
は
、
い
わ
ば
「
ま
す
ら
を
」
の
英
雄
性
に
と

っ
て
異
性
と
の
恋
愛
が
必
要
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、
あ
る
意
味
で
最
初
か
ら
予
想
で
き
た
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
は
、
平
た
く
言
え
ば
、
「
色
好
み
」
と
し
て
の
英
雄
の
姿
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
》
フ
な
「
ま
す
ら
を
」
像
に
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
同

じ
「
ま
す
ら
を
」
が
、
『
万
葉
集
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
や

は
り
こ
う
し
た
確
認
作
業
は
必
要
な
の
で
あ
っ
た
。
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ま
す
ら
を

②
…
…
…
大
夫
と
思
へ
る
わ
れ
も
草
枕
旅
に
し
あ
れ
ば
思
ひ

や

あ
ま
を
と
め

遣
る
た
づ
き
を
知
ら
に
網
の
浦
の
海
処
女
ら
が
焼
く
塩
の

思
ひ
そ
焼
く
る
わ
が
下
ど
こ
ろ
（
１
．
五
）

ま
す
ら
を

’）》』

③
大
夫
や
片
恋
ひ
せ
む
と
嘆
け
ど
も
醜
の
大
夫
な
ほ
恋
ひ
に
け
り

（２．一一七）

ま
す
ら
を
う
つ

側
健
男
の
現
し
心
も
わ
れ
は
無
し
夜
昼
と
い
は
ず
恋
ひ
し
わ
た
れ
ば

（ｎ．二三七六）

ま
す
ら
を
さ
と

や
つ
こ

⑤
大
夫
の
聡
き
心
も
今
は
無
し
恋
の
奴
に
わ
れ
は
死
ぬ
べ
し

（皿．二九○七）

こ
こ
に
歌
わ
れ
て
い
る
の
は
、
立
派
な
男
子
と
し
て
の
「
ま
す
ら
を
」

は
恋
な
ど
す
べ
き
で
な
い
と
い
、
フ
考
え
で
あ
る
。
こ
、
フ
し
た
「
ま
す
ら

を
」
の
用
例
は
、
こ
れ
ま
で
考
え
て
き
た
「
ま
す
ら
を
」
像
と
真
っ
向
か

ら
対
立
し
て
い
る
。
で
は
、
ど
う
し
て
「
ま
す
ら
を
」
は
恋
を
す
べ
き
で

な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
し
て
も
、
積
極
的
に
恋
を
す
べ
き
「
ま
す
ら

を
」
と
、
一
方
で
は
恋
を
し
て
は
な
ら
な
い
「
ま
す
ら
を
」
と
、
『
万

葉
集
』
に
は
全
く
相
反
す
る
「
ま
す
ら
を
」
像
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ

った。私
見
に
よ
れ
ば
、
恋
を
し
て
は
な
ら
な
い
「
ま
す
ら
を
」
と
は
、
「
官

人
」
と
し
て
の
「
ま
す
ら
を
」
で
あ
り
、
こ
の
語
が
律
令
官
人
の
意
味
で

使
わ
れ
て
特
徴
的
に
生
じ
る
性
格
で
あ
り
表
現
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
「
ま
す
ら
を
」
が
律
令
官
人
と
結
び
つ
き
、
そ
の
意
味
で
使
わ
れ
出

し
た
と
き
に
、
「
ま
す
ら
を
」
の
恋
に
対
す
る
禁
忌
の
表
現
が
成
立
し
て

く
る
の
で
あ
っ
た
。
次
に
、
そ
の
こ
と
を
、
順
序
を
追
っ
て
論
証
し
て
み

Ｌ-《、『ノ。

「
ま
す
ら
を
」
に
お
け
る
恋
の
禁
忌
が
歌
の
表
現
と
し
て
成
立
し
て
い

る
の
は
、
結
論
か
ら
端
的
に
述
べ
る
と
、
恋
の
禁
忌
が
、
「
ま
す
ら
を
」

の
天
皇
（
公
）
に
対
す
る
忠
誠
心
や
奉
仕
と
意
味
の
う
え
で
結
び
つ
い
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
表
現
は
、
恋
を
私
的
な
欲
望
と
し

て
抑
圧
す
る
こ
と
を
と
お
し
て
、
そ
の
こ
と
で
、
天
皇
（
公
）
へ
の
奉
仕

を
間
接
的
に
述
べ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
私
的
な
恋
の
思

い
を
抑
え
る
と
い
、
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
天
皇
（
公
）
に
奉
仕
す
る
官
人
と

し
て
の
「
ま
す
ら
を
」
性
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
理
想
的
な
官
人

と
し
て
の
「
ま
す
ら
を
」
は
、
恋
と
い
う
私
的
な
欲
望
に
負
け
て
は
な
ら

な
い
存
在
な
の
で
あ
っ
た
。

例
え
ば
、
先
に
引
い
た
⑤
の
歌
で
、
「
ま
す
ら
を
」
の
「
聡
き
心
」
が

な
い
の
は
、
「
恋
の
奴
」
に
自
ら
の
心
が
支
配
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、
な
ぜ
「
ま
す
ら
を
」
に
と
っ
て
恋
の
思
い
に
心
を
支
配
さ
れ
る

こ
と
が
よ
く
な
い
か
と
い
え
ば
、
官
人
は
天
皇
（
公
）
に
奉
仕
す
る
存
在

で
あ
り
、
恋
と
い
、
フ
も
の
が
、
公
へ
の
奉
仕
、
す
な
わ
ち
「
ま
す
ら
を
」

で
あ
る
こ
と
を
、
危
う
く
す
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、

恋
と
い
、
フ
も
の
が
、
官
人
が
奉
仕
す
る
公
的
世
界
に
対
し
て
、
官
人
の
私

的
世
界
の
存
在
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
、
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の

恋
が
官
人
と
し
て
慎
む
べ
き
欲
望
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も

あ
る
。
つ
ま
り
、
異
性
と
の
恋
は
、
公
に
奉
仕
す
る
官
人
に
と
っ
て
、
抑

圧
す
べ
き
私
的
な
欲
望
な
の
で
あ
る
。
理
想
的
な
官
人
と
し
て
の
「
ま
す

ら
を
」
は
、
私
的
な
恋
の
思
い
を
断
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
立
派
に
天
皇

（
公
）
に
奉
仕
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
だ
。
換
言
す
れ
ば
、
私
的

三
「
ま
す
ら
を
」
に
お
け
る
恋
の
禁
忌
表
現

-７１-
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な
恋
の
思
い
に
支
配
さ
れ
て
い
る
男
性
は
、
「
ま
す
ら
を
」
で
は
な
く
、

官
人
と
し
て
失
格
だ
と
い
う
論
理
な
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
官
人
で
あ
る
「
ま
す
ら
を
」
の
こ
う
し
た
論
理
を
よ
く
説

明
す
る
も
の
に
、
「
大
君
の
命
か
し
こ
み
」
と
い
う
万
葉
歌
の
表
現
が
あ

つ（》○

あ

お
ほ
き
み
み
こ
と
か
し
こ

③
昼
見
れ
ど
飽
か
ぬ
田
児
の
浦
大
君
の
命
恐
み
夜
見
つ
る
か
も

（３．二九七）

み
こ
と
か
し
こ
お
ほ
あ
ら
き

⑥
大
君
の
命
恐
み
大
磧
の
時
に
は
あ
ら
ね
ど
雲
が
く
り
ま
す

（３．四四一）

み
こ
と
か
し
こ

⑥
大
君
の
命
畏
み
見
れ
ど
飽
か
い
奈
良
山
越
え
て
真
木
積

む
泉
の
川
の
速
き
瀬
を
竿
さ
し
渡
り
・
…
：
…

（過・三二四○）

み
こ
と
か
し
こ

ゆ

⑥
大
君
の
命
恐
み
大
船
の
行
き
の
ま
に
ま
に
宿
り
す
る
か
も

（喝．三六四四）

み
こ
と
か
し
こ

さ
は

⑥
大
君
の
命
畏
み
あ
し
ひ
き
の
山
野
障
ら
ず
天
離
る
鄙

ま
す
ら
を

も
治
む
る
大
夫
や
何
か
も
の
思
ふ
・
…
…
。
．（Ⅳ．三九七三）

こ
の
よ
う
な
「
大
君
の
命
か
し
こ
み
」
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る

よ
電
フ
に
、
官
人
の
天
皇
（
公
）
に
対
す
る
絶
対
的
な
服
従
を
意
味
す
る
表

現
と
し
て
成
立
し
た
。
た
だ
し
、
「
ま
す
ら
を
」
と
同
様
に
、
こ
の
表
現

を
成
り
立
た
せ
て
い
る
し
く
み
が
こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
た

め
に
、
こ
の
表
現
を
も
つ
万
葉
歌
を
包
括
的
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
て

いない。
万
葉
歌
の
「
大
君
の
命
か
し
こ
み
」
の
表
現
は
、
結
論
的
に
言
え
ば
、

私
の
欲
望
が
満
た
さ
れ
な
い
こ
と
を
述
べ
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
天

皇
（
公
）
へ
の
絶
対
的
な
服
従
を
表
現
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
ま
す
ら

を
」
の
表
現
に
関
し
て
す
で
に
考
え
て
き
た
よ
う
に
、
欲
望
を
私
的
な
も

の
と
し
て
抑
圧
す
る
こ
と
が
、
間
接
的
に
天
皇
（
公
）
へ
の
忠
誠
や
奉
仕

を
意
味
し
て
い
た
。
そ
れ
と
同
じ
論
理
で
、
「
大
君
の
命
か
し
こ
み
」
と

い
う
表
現
は
、
自
分
の
望
み
が
満
た
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
自
ら
の
禁
欲

と
し
て
述
べ
て
、
間
接
的
に
、
い
か
に
自
分
が
公
に
忠
実
で
あ
る
か
を
表

現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
満
た
さ
れ
な
い
思
い
は
決
し
て

不
満
や
不
服
で
は
な
く
、
ま
し
て
や
天
皇
へ
の
恨
み
の
表
現
な
ど
で
は
な

い
。
そ
う
で
は
な
く
、
満
た
さ
れ
な
い
私
的
な
思
い
が
強
け
れ
ば
強
い
ほ

ど
、
官
人
と
し
て
は
公
に
奉
仕
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
天
皇
（
公
）
に

対
す
る
忠
誠
心
や
服
従
心
が
効
果
的
に
強
調
さ
れ
る
し
く
み
に
な
っ
て
い

るのであった。

多
田
一
臣
氏
は
、
「
大
君
の
命
か
し
こ
み
」
が
「
大
君
の
命
」
の
権
威

を
背
景
に
、
行
旅
の
不
安
を
鎮
め
る
あ
ら
た
な
呪
語
で
あ
っ
た
と
の
考
え

（７）

を
展
開
し
て
い
る
が
、
こ
の
表
現
の
方
向
性
は
多
田
説
と
は
少
し
違
っ

て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
例
え
ば
多
田
氏
は
、
側
の
歌
に
関
し
て
、

《
…
…
…
暴
風
の
中
、
一
夜
、
荒
波
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
あ
て
ど
も
な
く

漂
流
す
る
さ
ま
を
、
「
大
船
の
行
き
の
ま
に
ま
に
宿
り
す
る
か
も
」
と
う

た
っ
て
い
る
。
そ
の
場
合
、
「
大
君
の
命
か
し
こ
み
」
を
絶
対
的
服
従
を

意
味
す
る
こ
と
ば
と
と
ら
え
る
と
、
下
句
と
の
間
に
微
妙
な
齪
鰐
が
生
ま

れ
る
こ
と
に
な
る
。
拒
絶
の
で
き
な
い
命
令
に
従
っ
た
結
果
、
海
上
で
の

危
険
な
一
夜
を
過
ご
さ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
、
と
い
う
理
解
が
生
じ
て

し
ま
、
フ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
そ
の
よ
う
な
表
現
で
あ
り
う
る

は
ず
が
な
い
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
王
権
の
権
威
が
、
心
細
く
不
安
な
海
上

の
一
夜
を
救
い
取
る
は
た
ら
き
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
べ
き
な
の

- ７ ２ -
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で
あ
る
。
》
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
歌
に
お
い
て
、
む
ろ
ん
「
下
句
と
の
間
に
微
妙
な
齪
鋸
」
は
な

い
。
「
拒
絶
の
で
き
な
い
命
令
に
従
っ
た
結
果
、
海
上
で
の
危
険
な
一
夜

を
過
ご
さ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
」
の
で
は
な
く
、
「
海
上
で
の
危
険
な

一
夜
を
過
ご
さ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
」
て
い
る
、
ま
さ
に
そ
の
危
機
的
な

状
況
こ
そ
が
、
「
大
君
の
命
か
し
こ
み
」
す
な
わ
ち
大
君
に
対
し
て
絶
対

的
に
服
従
し
て
い
る
証
だ
と
い
う
の
が
、
こ
の
歌
の
表
現
の
論
理
な
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
私
の
生
活
の
不
自
由
さ
を
述
べ
る
こ
と
で
、
間
接
的
に

大
君
へ
の
絶
対
的
な
奉
仕
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
こ

の
歌
は
や
は
り
、
官
人
の
大
君
へ
の
絶
対
的
な
服
従
を
述
べ
て
い
る
の
で

あ
り
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
よ
む
べ
き
歌
な
の
で
あ
る
。

「
大
君
の
命
か
し
こ
み
」
の
表
現
に
関
し
て
、
こ
、
フ
し
た
理
解
こ
そ
が
、

こ
の
語
句
を
含
む
万
葉
歌
を
包
括
的
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ

ぞ
れ
の
歌
に
つ
い
て
詳
し
く
見
て
い
く
紙
面
の
余
裕
は
な
い
が
、
い
ず
れ

の
歌
に
あ
っ
て
も
「
大
君
の
命
か
し
こ
み
」
と
い
う
語
句
は
、
私
の
欲
望

が
満
た
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
内
容
と
す
る
表
現
と
結
び
つ
い
て
い
る
。

繰
り
返
せ
ば
、
そ
の
私
的
な
欲
望
の
抑
圧
こ
そ
が
公
へ
の
奉
仕
の
忠
実
さ

を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
欲
望
を
私
的
な
世
界
の
こ
と
と
し
て
否
定

す
る
こ
と
が
、
官
人
「
ま
す
ら
を
」
の
あ
る
べ
き
理
想
の
姿
だ
と
い
う
の

である。
さ
て
、
㈲
の
歌
を
媒
介
と
し
て
、
「
ま
す
ら
を
」
そ
の
も
の
の
問
題
に

帰
っ
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
の
歌
は
、
大
伴
池
主
が
大
伴
家
持
に
贈

っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
に
も
「
大
君
の
命
畏
み
」
に
続
い
て
「
あ
し

ひ
き
の
山
野
障
ら
ず
天
離
る
鄙
も
治
む
る
」
と
い
う
、
私
的
な
欲

望
を
抑
圧
す
る
表
現
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
（
本
来
な
ら
望
み

た
く
な
い
が
、
大
君
の
た
め
に
）
、
山
や
野
を
苦
労
し
て
越
え
て
、
都
か

ら
遠
い
鄙
を
治
め
に
や
っ
て
き
た
と
歌
っ
て
い
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う

に
、
こ
う
し
た
表
現
は
不
満
や
愚
痴
で
は
な
く
、
「
大
君
の
命
畏
み
」
す

な
わ
ち
天
皇
に
対
す
る
忠
実
さ
、
「
ま
す
ら
を
」
で
あ
る
こ
と
の
証
を
示

す
も
の
で
あ
り
、
池
主
も
家
持
の
こ
う
し
た
禁
欲
的
な
行
為
を
「
大
夫
」

だ
と
歌
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
「
大
夫
」
が
、
「
大
夫
や
何
か
も
の
思
ふ
」
と
し

て
、
物
思
い
を
す
べ
き
で
な
い
と
歌
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

こ
と
は
恋
ば
か
り
で
な
く
、
「
ま
す
ら
を
」
は
物
思
い
を
し
て
は
い
け
な

い
存
在
で
も
あ
っ
た
。
さ
ら
に
ま
た
、
次
の
よ
う
な
歌
も
歌
わ
れ
て
い

つ（》◎
ま
す
ら
を

⑥
大
夫
の
心
は
無
し
に
秋
萩
の
恋
の
み
に
や
も
な
づ
み
て
あ
り
な
む

（皿・一三二二）

物
思
い
の
禁
忌
に
加
え
て
、
こ
の
歌
の
よ
う
に
「
秋
萩
」
を
恋
し
く
思

う
気
持
ち
も
、
「
ま
す
ら
を
」
と
し
て
相
応
し
く
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
、
フ
し
た
「
ま
す
ら
を
」
の
あ
り
方
は
、
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
べ
き

なのである、フか。

以
上
の
よ
う
な
「
ま
す
ら
を
」
の
あ
り
方
に
関
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
考

え
て
き
た
表
現
の
論
理
で
説
明
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
物

思
い
」
は
私
の
世
界
の
こ
と
で
あ
り
、
秋
萩
を
愛
で
る
こ
と
も
同
様
に
私

的
な
楽
し
み
な
の
で
あ
る
．
だ
か
ら
、
私
的
な
欲
望
を
享
受
す
る
と
い
、
フ

意
味
で
、
ど
ち
ら
も
公
に
奉
仕
す
る
官
人
「
ま
す
ら
を
」
の
慎
む
べ
き
範

嶬
に
属
す
る
こ
と
が
ら
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
れ
ま
で
、
「
ま
す
ら
を
」
を
主
に
公
（
天
皇
）
と
の
関
係
に

お
い
て
考
え
て
き
た
。
今
ま
で
見
え
な
か
っ
た
万
葉
歌
の
表
現
の
し
く
み
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こ
れ
ま
で
「
ま
す
ら
を
」
を
め
ぐ
っ
て
考
え
て
き
た
よ
う
に
、
律
令
官

人
に
と
っ
て
女
性
と
の
恋
は
私
的
な
欲
望
と
し
て
現
わ
れ
て
い
た
。
男
性

の
官
人
は
、
異
性
と
の
恋
を
私
的
な
も
の
と
し
て
抑
圧
す
る
こ
と
を
述
べ

て
、
「
ま
す
ら
を
」
の
自
負
を
歌
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、

官
人
社
会
（
宮
廷
の
表
舞
台
）
か
ら
女
性
が
排
除
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
女
性
は
公
の
世
界
か
ら
排
除
さ
れ
、
男
性
の
私
的
な
関
係
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
『
万
葉
集
』
に
は
、
次
の
よ

う
な
、
「
ま
す
ら
を
」
に
関
す
る
興
味
深
い
歌
が
歌
わ
れ
て
い
る
。

ま
す
ら
を

例
大
夫
と
思
へ
る
わ
れ
を
か
く
ば
か
り
恋
せ
し
む
る
は
あ
し
く
は
あ
り

が
、
こ
れ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
と
思
う
。
と
こ
ろ
で
、
「
ま
す
ら
を
」

と
し
て
の
性
格
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
公
（
天
皇
）
に
向
か

竜
フ
と
き
私
的
世
界
の
禁
欲
表
現
と
し
て
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
恋
の
対

象
で
あ
る
女
性
に
向
か
う
と
き
に
は
、
自
ら
の
「
ま
す
ら
を
」
性
の
欠
如

と
し
て
示
さ
れ
、
そ
れ
が
恋
歌
の
類
型
的
な
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
例
え

ば
、
先
に
引
用
し
た
②
の
歌
で
は
、
「
大
夫
と
思
へ
る
わ
れ
も

…
…
…
」
と
し
て
、
恋
の
思
い
を
表
現
し
て
い
る
の
だ
。
す
な
わ
ち
、
一

方
で
、
自
ら
の
「
ま
す
ら
を
」
意
識
の
喪
失
を
歌
う
こ
と
が
、
恋
歌
の
常

（８）

套
表
現
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
二
つ
の
表
現
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
表
裏
の
関
係
に
あ
り
、
一
方
は

私
的
な
世
界
の
禁
欲
に
よ
っ
て
公
（
天
皇
）
に
奉
仕
す
る
「
ま
す
ら
を
」

の
自
負
を
歌
い
、
も
う
一
方
は
、
自
分
の
「
ま
す
ら
を
」
意
識
の
お
ぼ
つ

か
な
い
こ
と
を
述
べ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
異
性
で
あ
る
女
性
へ
の
恋
の
や

み
が
た
さ
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
官
人
社
会
の
男
・
女

け

り

（

ｎ

．

二

五

八

四

）

こ
の
歌
で
、
《
り
っ
ぱ
な
官
人
だ
と
思
っ
て
い
る
私
を
、
こ
れ
ほ
ど
恋

し
く
さ
せ
る
の
は
、
よ
く
な
い
こ
と
だ
。
》
と
、
男
は
女
を
口
説
い
て
い

る
。
こ
う
い
、
フ
恋
の
表
現
が
成
り
立
っ
て
い
る
の
は
、
何
よ
り
女
性
が
官

人
社
会
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
か
ら
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
恋
の
か
か

る
表
現
は
、
現
代
社
会
に
お
い
て
、
出
世
と
愛
情
を
秤
に
か
け
、
自
ら
の

出
世
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
り
女
性
を
口
説
く
男
性
の
恋
の
表
現
に
似
て

い
な
く
も
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
出
世
よ
り
君
が
大
事
だ
」
と
、
女
性
を

口
説
く
男
性
の
恋
の
表
現
が
成
り
立
つ
の
は
、
女
性
が
出
世
に
関
係
す
る

社
会
か
ら
排
除
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
、
フ
。

こ
こ
で
、
歴
史
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
し
て
、
男
・
女
の
こ
、
フ
し
た
問

題
を
少
し
整
理
し
て
お
こ
う
。
歴
史
学
の
成
果
に
よ
れ
ば
、
古
代
律
令
制

の
成
立
は
、
そ
れ
ま
で
の
「
内
廷
」
（
天
皇
の
私
的
機
関
）
か
ら
「
外
廷
」

（
公
的
国
家
機
関
）
へ
の
展
開
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

す
な
わ
ち
、
律
令
体
制
と
は
、
「
内
廷
」
的
な
制
度
か
ら
「
外
廷
」
的
な

国
家
機
関
へ
と
移
行
し
、
そ
れ
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
と

い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
、
中
央
や
地
方
の
豪
族
が
、

「
官
人
」
と
呼
ば
れ
る
古
代
官
僚
と
し
て
、
国
家
機
構
の
中
に
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
「
官
人
」
は
、
律
令
以
前
の
「
内
廷
」
的
な
宮
廷
に
あ
っ

て
は
、
「
宮
人
」
（
万
葉
歌
で
は
「
大
宮
人
」
と
も
）
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

「
内
廷
」
的
な
律
令
以
前
の
宮
廷
に
お
い
て
は
、
「
宮
人
」
と
し
て
、
男
・

女
の
両
性
が
重
要
な
意
味
を
担
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
す
で

に
指
摘
し
て
お
い
た
と
お
り
で
あ
る
。
野
村
忠
夫
氏
に
よ
れ
ば
、
律
令
制

に
よ
っ
て
男
性
が
「
官
人
」
（
古
代
官
僚
）
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
も
、
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一
方
の
女
性
は
、
す
ぐ
に
は
「
女
官
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
ず
（
「
女

官
」
と
い
う
用
語
が
定
着
す
る
の
は
八
世
紀
だ
と
い
う
）
、
「
内
廷
」
的
な

（９）

特
異
性
を
示
す
「
宮
人
」
と
総
称
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
「
女

官
」
と
い
、
フ
用
語
が
定
着
し
た
後
で
も
、
女
性
職
員
の
「
内
廷
」
的
な
性

格
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
と
も
、
野
村
氏
は
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
本

稿
の
文
脈
で
こ
の
指
摘
を
考
え
る
な
ら
ば
、
律
令
制
に
よ
っ
て
女
性
は
官

人
社
会
（
宮
廷
の
表
舞
台
）
か
ら
排
除
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
律
令
の
官
人

社
会
は
、
い
わ
ば
男
社
会
な
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
官
人
社
会
が
単
に
男
社
会
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
こ
こ
で

は
異
性
と
の
関
係
が
同
性
と
の
関
係
に
よ
っ
て
相
対
化
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
重
要
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
す
で
に
考
え
て
き
た
よ
う
に
、
男
性

官
人
に
と
っ
て
女
性
と
の
恋
は
、
官
人
社
会
外
の
私
的
な
関
係
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
こ
と
は
、
男
同
士
の
関
係
が
官
人
社
会
の

公
的
な
位
置
づ
け
と
し
て
あ
る
こ
と
と
表
裏
な
の
で
あ
り
、
異
性
と
の
恋

と
同
性
と
の
関
係
は
、
社
会
的
な
対
立
の
構
造
と
し
て
関
連
づ
け
ら
れ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
男
性
官
人
に
と
っ
て
、
異
性
と
の
恋
と
同
性
と
の
関
係

は
、
同
質
の
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。
律
令
官
人
社
会
が
同
性
愛
的
だ
と
い

う
の
は
、
か
か
る
社
会
的
な
構
造
と
し
て
の
謂
で
あ
り
、
男
性
官
人
同
士

の
間
に
実
際
に
同
性
愛
が
行
な
わ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
、
も
は
や
重
要

（旧）

な
こ
と
で
は
な
い
。

た
だ
、
社
会
や
文
化
の
問
題
と
し
て
、
律
令
社
会
が
こ
の
よ
う
に
同
性

愛
的
な
構
造
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
必
要
な
認
識
な
の

で
あ
る
。
例
え
ば
、
呉
哲
男
氏
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
よ
言
７
に
、
『
万

（Ⅱ）

葉
集
』
の
「
交
友
」
の
概
念
の
前
提
に
は
女
性
の
排
除
が
あ
っ
た
。
こ
れ

ま
で
本
稿
が
考
え
て
き
た
文
脈
に
よ
れ
ば
、
「
交
友
」
と
は
、
官
人
社
会

の
公
的
な
関
係
と
し
て
、
私
的
な
異
性
と
の
恋
に
優
越
す
る
、
男
同
士
の

交
わ
り
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
官
人
に
と
っ
て
、
そ
の
理
想
的
な
男
同

士
の
関
係
が
、
「
思
ふ
ど
ち
」
と
い
、
フ
万
葉
語
な
の
で
あ
る
。
異
性
と
の

恋
に
対
す
る
優
越
と
い
う
構
造
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
男
同
士
の

「
交
友
」
は
、
友
情
な
ど
と
言
う
よ
り
、
や
は
り
同
性
愛
的
な
の
で
あ
る
。

と
も
か
く
、
万
葉
の
「
交
友
」
を
中
国
文
学
の
影
響
か
ら
考
え
、
そ
れ
と

の
比
較
に
よ
り
、
中
国
文
学
の
表
現
の
側
か
ら
説
明
す
る
だ
け
で
は
十
分

（旧）

で
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
時
代
、
文
化
の
あ
り
方
が
男
・
女
の
性
差
（
ジ
ェ
ン
ダ
ー
）
に
よ

っ
て
表
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
棲
み
分
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
漢
詩
文
は
男
の
文
化
で
あ
り
、
一
方
で
、
物
語

や
和
歌
は
女
の
文
化
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
あ
り
方
を
、
本
稿
が
述
べ
て

き
た
視
点
に
立
っ
て
改
め
て
考
え
て
み
る
と
、
律
令
の
官
人
社
会
か
ら
女

性
が
排
除
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
和
歌
が
公
的
な
場
か
ら
私
的
な
場
へ

と
転
じ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
は
、
恋
の
文
化
が
私
的
な
世
界
の
存

在
と
な
っ
た
こ
と
と
ほ
と
ん
ど
同
値
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
か
の
有

名
な
、
『
古
今
和
歌
集
」
の
仮
名
序
が
言
う
、
和
歌
が
「
ま
め
な
る
所
」

か
ら
離
れ
「
色
好
み
の
家
」
に
限
定
さ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ

ち
和
歌
が
公
的
な
世
界
か
ら
私
的
な
恋
の
世
界
の
も
の
に
な
っ
た
と
い
う

こ
と
を
、
律
令
官
人
の
成
立
と
い
う
点
か
ら
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

、
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
ミ
フ
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
》
う

こ
と
は
、
本
稿
が
最
初
に
述
べ
た
、
律
令
以
前
の
社
会
で
は
男
・
女
の
両

性
が
宮
廷
の
重
要
な
原
理
で
あ
っ
た
と
い
う
考
え
が
、
和
歌
が
も
と
は
公

の
存
在
で
あ
っ
た
と
い
う
古
今
集
の
仮
名
序
の
指
摘
に
よ
っ
て
、
裏
付
け

ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
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さ
て
、
こ
れ
ま
で
宮
廷
の
男
・
女
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
が
、
こ
れ
に

関
し
て
、
興
味
深
い
歌
が
『
万
葉
集
』
の
巻
二
に
載
っ
て
い
る
。
そ
れ

は
、
石
川
女
郎
と
大
伴
田
主
と
の
贈
答
歌
で
あ
る
。

み

や

ぴ

を

や

ど

か

へ

①
遊
士
と
わ
れ
は
聞
け
る
を
屋
戸
貸
さ
ず
わ
れ
を
還
せ
り
お
そ
の

み
や
ぴ
を

風

流

士

（

２

．

一

二

六

）

左
注
に
よ
れ
ば
、
作
歌
事
情
は
こ
う
で
あ
っ
た
。
大
伴
田
主
は
、
容
姿

律
令
社
会
に
な
り
公
的
な
性
格
を
失
っ
て
い
た
和
歌
を
、
「
交
友
」
と

い
う
世
界
を
導
入
し
て
、
も
う
一
度
公
的
な
性
格
の
も
の
に
高
め
よ
う
と

（胸）

し
た
の
が
、
大
伴
旅
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
場
合
、
「
交
友
」
と
い
う
方
法

の
導
入
に
よ
っ
て
、
男
・
女
の
文
化
で
あ
る
和
歌
的
世
界
に
男
・
男
の
公

的
な
関
係
を
持
ち
込
ん
で
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
和
歌
に

中
国
の
漢
詩
文
的
な
文
人
世
界
を
導
入
す
る
こ
と
は
、
和
歌
の
世
界
に
男

同
士
の
公
的
な
関
係
を
持
ち
込
む
こ
と
な
の
で
あ
り
、
漢
詩
文
的
な
文
人

世
界
の
導
入
と
い
う
現
象
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
に
隠
さ
れ
て
い
る
、
男
同

士
の
公
的
な
関
係
と
い
う
意
味
を
見
落
と
す
べ
き
で
な
い
。

律
令
官
人
社
会
が
女
性
を
排
除
し
て
い
る
事
実
は
、
い
ろ
い
ろ
な
点
で

重
要
で
あ
る
。
「
遊
行
女
婦
」
を
宮
廷
の
女
性
の
系
譜
か
ら
考
え
る
説
は
、

や
は
り
基
本
的
に
正
し
い
。
『
万
葉
集
』
に
お
い
て
宴
席
な
ど
に
あ
っ
て

「
官
人
」
と
歌
を
や
り
と
り
し
て
い
る
「
遊
行
女
婦
」
は
、
宮
廷
に
お
け

る
女
性
が
、
「
官
人
」
の
私
的
な
関
係
に
転
じ
た
姿
な
の
で
あ
る
。
か
つ

て
男
性
と
と
も
に
宮
廷
の
文
化
の
重
要
な
担
い
手
で
あ
っ
た
女
性
は
、
律

令
の
官
人
社
会
に
な
っ
て
、
男
性
官
人
の
私
的
な
関
係
と
し
て
、
酒
宴
の

席
で
の
恋
の
相
手
へ
と
転
じ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

五
「
み
や
び
を
」
と
「
ま
す
ら
を
」

が
美
し
く
洗
練
さ
れ
た
感
覚
の
持
ち
主
で
あ
り
、
見
る
者
伝
え
聞
く
者

が
、
田
主
に
み
な
感
心
し
た
と
い
う
。
石
川
女
郎
と
い
う
女
が
い
た
が
、

田
主
に
対
し
て
い
つ
し
か
結
婚
を
望
み
、
ひ
と
り
寝
を
憂
え
る
よ
う
に
な

っ
た
。
ひ
そ
か
に
便
り
を
し
よ
う
と
思
っ
た
が
、
そ
の
機
会
に
恵
ま
れ
な

か
っ
た
。
そ
こ
で
一
計
を
案
じ
、
賎
し
い
老
婆
の
姿
を
し
て
、
鍋
を
持
っ

て
田
主
の
寝
所
に
近
づ
き
、
口
ご
も
り
足
を
ふ
ら
つ
か
せ
な
が
ら
、
戸
を

叩
い
て
、
「
東
隣
の
貧
し
い
女
で
す
が
、
火
を
借
り
に
来
ま
し
た
」
と
言

っ
た
。
田
主
は
、
暗
や
み
で
身
を
や
つ
し
た
姿
が
わ
か
ら
ず
、
女
郎
の
求

婚
の
意
図
に
思
い
も
及
ば
な
か
っ
た
。
田
主
は
言
わ
れ
る
ま
ま
に
火
を
取

っ
て
、
女
郎
を
帰
ら
せ
て
し
ま
っ
た
。
翌
朝
、
女
郎
は
自
ら
お
し
か
け
て

い
っ
た
こ
と
を
恥
じ
、
目
的
を
遂
げ
な
か
っ
た
こ
と
を
恨
め
し
く
思
っ

た
。
そ
こ
で
、
こ
の
歌
を
作
っ
て
冗
談
を
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
そ
の
歌
に
対
す
る
田
主
の
返
歌
が
、

み

や

ぴ

を

み

や

ぴ

を

②
遊
士
に
わ
れ
は
あ
り
け
り
屋
戸
貸
さ
ず
還
し
し
わ
れ
そ
風
流
士
に
は

あ
る

（２．一二七）

な
の
で
あ
る
。

こ
の
贈
答
歌
に
つ
い
て
は
、
小
島
憲
之
氏
を
は
じ
め
、
主
に
典
拠
論
の

（脚）

立
場
か
ら
か
な
り
の
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
典
拠
の
問
題
と

は
別
に
、
こ
の
贈
答
歌
を
「
万
葉
集
』
に
お
い
て
位
置
づ
け
る
必
要
が
あ

る
だ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
中
国
文
学
に
よ
る
影
響
と
い
う
視
点
だ
け
で

な
く
、
日
本
文
学
の
側
か
ら
も
考
え
る
べ
き
問
題
が
あ
る
の
だ
。
中
国
に

典
拠
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
て
い
る
日
本
の
側
の
文
化
や

作
品
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
が
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
研
究
が
な
さ
れ
な
く

て
よ
い
わ
け
は
な
い
。
本
稿
で
は
、
こ
の
贈
答
歌
を
『
万
葉
集
』
の
表
現

に
よ
っ
て
読
み
解
き
、
日
本
の
文
化
や
作
品
の
問
題
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
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の
研
究
と
は
異
な
っ
た
方
向
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。

こ
の
贈
答
歌
に
は
、
「
み
や
ぴ
を
」
（
風
流
士
）
を
め
ぐ
っ
て
、
相
反
す

る
二
つ
の
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。
石
川
女
郎
は
、
大
伴
田
主
に
対
し

て
、
自
分
の
変
装
を
見
抜
け
ず
、
求
愛
を
受
け
入
れ
ず
に
そ
の
ま
ま
帰
し

た
こ
と
を
、
「
お
そ
の
み
や
び
を
」
だ
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

田
主
の
方
は
、
女
郎
に
非
難
さ
れ
た
自
分
の
行
為
を
、
逆
に
「
み
や
び

を
」
だ
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
贈
答
歌
を
、
ど
の
よ
、
フ
に

理
解
し
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
み
や
ぴ
を
」
と
い
う
も
の
を
、
女
郎
が
女
の
恋
を
受
け
入
れ
る
男
の

意
で
考
え
て
い
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
女
の
恋
を
受
け
入
れ
る

「
み
や
ぴ
を
」
だ
と
噂
に
聞
い
て
、
女
郎
は
田
主
に
求
愛
を
行
な
っ
て
い

る
。
そ
れ
だ
か
ら
、
女
の
恋
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
田
主
を
、
女
郎
は
ま

ぬ
け
な
「
み
や
ぴ
を
」
だ
と
歌
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

《
あ
な
た
を
帰
し
た
わ
た
し
は
、
「
み
や
ぴ
を
」
だ
っ
た
の
だ
。
》
と
、
女

の
恋
を
受
け
入
れ
な
い
こ
と
を
「
み
や
び
を
」
だ
と
切
り
か
え
し
て
い

る
、
田
主
の
論
理
と
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

田
主
が
、
《
そ
、
フ
だ
。
自
分
は
「
み
や
ぴ
を
」
だ
っ
た
の
だ
。
…
…
》

と
気
づ
い
た
（
助
動
詞
の
「
け
り
」
）
の
は
、
結
論
か
ら
言
え
ば
、
こ
れ

ま
で
考
え
て
き
た
「
官
人
」
と
し
て
の
「
ま
す
ら
を
」
の
あ
り
方
を
媒
介

と
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
女
と
の
恋
の
交
渉
を
否
定
す
る

の
が
、
「
ま
す
ら
を
」
の
あ
る
べ
き
姿
な
の
で
あ
っ
た
。
田
主
は
咄
嵯
に
、

「
ま
す
ら
を
」
の
こ
の
論
理
を
心
に
浮
か
べ
て
、
返
歌
し
切
り
か
え
す
こ

と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
、
整
理
し
て
考
え
て
み
よ
、
フ
。

「
み
や
び
を
」
の
語
構
成
は
「
宮
ぴ
男
」
で
あ
り
、
宮
廷
的
な
男
と
い

う
意
味
で
あ
っ
て
、
「
み
や
ぴ
を
」
と
は
宮
廷
の
理
想
的
な
男
性
像
を
示

す
言
葉
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
宮
廷
の
男
の
理
想
像
と
い
う
点
で
、
「
み

や
び
を
」
と
「
ま
す
ら
を
」
と
は
重
な
っ
て
い
た
。
重
な
っ
て
い
る
け
れ

ど
も
、
二
語
の
ベ
ク
ト
ル
の
向
か
、
フ
と
こ
ろ
は
も
ち
ろ
ん
同
じ
で
な
く
、

確
か
に
違
っ
て
も
い
た
の
で
あ
る
。
結
論
的
に
言
え
ば
、
「
み
や
び
を
」

と
は
、
男
・
女
の
恋
の
関
係
に
お
い
て
の
理
想
的
な
男
性
だ
っ
た
。
だ
か

ら
、
女
郎
は
、
女
性
の
恋
を
受
け
入
れ
る
男
性
と
い
う
意
味
で
、
「
み
や

び
を
」
の
語
を
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
女
郎
の

恋
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
田
主
は
、
明
ら
か
に
「
み
や
ぴ

を
」
失
格
で
あ
り
、
田
主
は
負
け
で
あ
っ
た
。
し
か
し
田
主
は
、
咄
嵯
に

「
み
や
び
を
」
を
文
字
ど
お
り
の
「
宮
び
男
」
の
意
味
に
解
し
、
宮
廷
男

子
の
も
う
一
つ
の
、
禁
欲
的
な
理
想
像
を
こ
の
語
に
あ
て
は
め
て
、
切
り

か
え
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
切
り
か
え
し
に
は
当
意
即
妙
の
意
味
の
ず
ら

し
が
あ
り
、
田
主
は
こ
れ
に
よ
っ
て
十
分
面
目
を
保
っ
た
と
言
う
べ
き
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
「
み
や
ぴ
を
」
を
め
ぐ
る
こ
の
よ
う
な
意
味
の
ず
ら

し
こ
そ
が
、
こ
の
贈
答
歌
の
お
も
し
ろ
さ
で
あ
り
、
そ
の
お
も
し
ろ
さ

が
、
文
学
と
し
て
万
葉
人
に
享
受
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
解

釈
の
点
で
、
こ
の
贈
答
歌
は
こ
れ
ま
で
正
し
く
読
ま
れ
て
は
い
な
か
っ

た。本
稿
で
は
す
で
に
、
律
令
以
前
の
古
層
の
「
ま
す
ら
を
」
が
恋
の
表
現

と
結
び
つ
き
、
い
わ
ば
そ
の
英
雄
性
と
恋
と
が
不
可
分
な
も
の
と
し
て
あ

っ
た
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
し
て
ま
た
、
「
ま
す
ら
を
」
が
律
令
官
人
の
意

味
で
使
わ
れ
る
と
、
「
ま
す
ら
を
」
に
対
し
て
恋
の
禁
忌
表
現
が
歌
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
指
摘
し
た
。
確
認
す
る
ま
で
も
な
い
が
、
こ
の

事
実
は
、
律
令
官
人
が
異
性
と
の
恋
を
禁
忌
と
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
。
こ
れ
は
歌
の
表
現
の
問
題
で
あ
り
、
律
令
官
人
が
女
へ
の
恋
を
歌
う
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こ
の
贈
答
歌
に
関
し
て
、
以
上
の
よ
雲
フ
な
読
み
が
間
違
っ
て
い
な
い
こ

と
を
示
す
、
示
唆
的
な
贈
答
歌
が
、
万
葉
の
巻
二
十
に
載
っ
て
い
る
。

た

い
と
ま

せ
り

③
あ
か
ね
さ
す
昼
は
田
賜
び
て
ぬ
ば
た
ま
の
夜
の
暇
に
摘
め
る
芹
子
こ

の
は
、
「
ま
す
ら
を
」
性
の
喪
失
と
し
て
表
現
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
「
ま

す
ら
を
」
と
は
、
男
同
士
の
関
係
に
よ
る
「
官
人
」
と
し
て
の
理
想
像
な

の
で
あ
り
、
女
と
の
関
係
に
あ
っ
て
は
必
ず
し
も
理
想
的
な
男
性
像
で
は

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
男
・
女
関
係
で
は
、
「
ま
す
ら
を
」
で
な
い
こ
と
、

「
官
人
」
ら
し
く
な
い
こ
と
を
表
現
す
る
こ
と
が
、
「
官
人
」
と
し
て
の
男

の
た
し
な
み
で
あ
り
、
女
に
対
す
る
礼
儀
で
も
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
官
人

男
性
は
、
自
分
の
「
ま
す
ら
を
」
性
の
喪
失
を
、
女
性
に
対
し
て
恋
の
表

現
と
し
て
歌
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
一
方
の
、
男
・
女
関
係
に
お
け
る
理
想
的
な
男
の
あ
り
方

が
、
「
み
や
び
を
」
な
の
で
あ
っ
た
。
「
ま
す
ら
を
」
と
「
み
や
び
を
」
と

は
、
同
じ
く
理
想
的
な
宮
廷
の
男
を
意
味
す
る
言
葉
で
は
あ
っ
た
が
、
そ

れ
ぞ
れ
は
、
男
・
男
の
文
化
と
男
・
女
の
文
化
と
い
う
、
異
な
っ
た
範
濤

に
属
し
て
お
り
、
そ
こ
に
重
な
り
と
違
い
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
重
な
り
と

異
な
り
と
が
、
こ
の
贈
答
歌
を
お
も
し
ろ
く
成
り
立
た
せ
て
い
る
要
素
な

の
で
あ
る
。
石
川
女
郎
は
老
婆
の
姿
で
田
主
に
近
づ
い
て
い
る
が
、
そ
れ

が
田
主
に
「
ま
す
ら
を
」
の
語
を
持
ち
出
す
正
当
性
を
与
え
て
い
る
。
つ

ま
り
、
田
主
は
、
女
郎
が
、
性
的
な
対
象
で
な
い
、
す
な
わ
ち
恋
の
対
象

で
は
な
い
、
老
婆
へ
と
変
装
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
女
郎
に
「
ま
す
ら

を
」
と
し
て
対
す
る
こ
と
の
失
礼
を
免
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
な
の
で
あ

つ（》◎

六
風
流
（
み
や
び
）
の
行
方

れ

（

別

．

四

四

五

五

）

ま
す
ら
を

は

た

ゐ

④
大
夫
と
思
へ
る
も
の
を
大
刀
侃
き
て
か
に
は
の
田
居
に
芹
子
そ
摘
み

ける

（加・四四五六）

こ
れ
は
、
葛
城
王
（
後
の
橘
諸
兄
）
と
蒔
妙
観
命
婦
と
の
贈
答
歌
で
あ

る
。
『
万
葉
集
」
の
ど
の
注
釈
書
を
見
て
も
、
こ
の
贈
答
歌
は
、
今
ま
で

正
確
に
読
ま
れ
解
釈
さ
れ
て
は
い
な
い
。

ま
ず
③
の
歌
に
つ
い
て
。
こ
れ
は
、
葛
城
王
が
土
産
の
「
芹
子
」
に
つ

け
て
命
婦
た
ち
に
贈
っ
た
歌
で
あ
る
が
、
こ
の
歌
の
表
現
が
そ
も
そ
も
こ

れ
ま
で
正
し
く
読
ま
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
「
夜
の
暇
に
摘
め

る
芹
子
こ
れ
」
と
い
う
表
現
は
、
文
字
ど
お
り
の
意
味
と
し
て
は
《
公
務

の
暇
な
夜
に
摘
ん
だ
芹
で
す
。
こ
れ
は
。
》
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
表

面
上
の
意
味
を
理
解
す
る
だ
け
で
は
十
分
で
な
い
。
こ
の
歌
を
正
し
く
理

解
す
る
た
め
に
、
本
稿
が
す
で
に
挙
げ
た
側
の
歌
な
ど
を
思
い
出
し
て
み

し-令、『ノ◎③
昼
見
れ
ど
飽
か
ぬ
田
児
の
浦
大
君
の
命
恐
み
夜
見
つ
る
か
も

こ
の
歌
の
表
現
が
参
考
に
な
る
。
こ
の
歌
で
、
田
児
の
浦
を
実
際
夜
見

た
と
考
え
る
必
要
は
な
い
。
こ
れ
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
竜
フ
に
、
昼
間
見

て
も
見
飽
き
な
い
ほ
ど
す
ば
ら
し
い
田
児
の
浦
を
見
る
の
を
が
ま
ん
す
る

と
い
う
点
、
す
な
わ
ち
私
的
な
欲
望
の
抑
圧
に
重
点
が
あ
る
表
現
な
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
大
君
に
対
す
る
服
従
心
（
公
務
に
対

す
る
忠
実
さ
）
を
歌
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
実
際
に
田
児
の

浦
を
夜
見
た
か
ど
う
か
を
問
う
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
無
意
味
な
の
で
あ

う（》Ｏ③
の
歌
で
、
《
公
務
の
暇
な
夜
に
摘
ん
だ
芹
で
す
。
こ
れ
は
。
》
と
歌
っ

て
い
る
の
も
同
じ
で
あ
り
、
こ
れ
は
実
際
に
葛
城
王
が
夜
「
芹
子
」
摘
み
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を
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
こ
、
フ
表
現
す
る
こ
と
で
、
公
務
に
い
か
に
忠
実

で
あ
っ
た
か
を
歌
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
「
昼
は
田
賜
び
て
」
と
い
う
表

現
、
す
な
わ
ち
昼
は
公
務
を
忠
実
に
務
め
た
と
い
う
表
現
が
歌
わ
れ
て
い

る
の
だ
。
だ
い
た
い
当
時
の
貴
族
が
、
昼
に
せ
よ
夜
に
せ
よ
、
手
ず
か
ら

「
芹
子
」
摘
み
を
す
る
は
ず
が
な
い
で
は
な
い
か
。
「
昼
」
と
「
夜
」
と

は
、
公
と
私
と
い
、
フ
対
比
の
表
現
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
本
当
に
夜
に

「
芹
子
」
摘
み
を
し
た
と
解
釈
す
る
の
は
間
違
い
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
葛

城
王
は
、
こ
の
歌
で
、
自
ら
の
官
人
性
、
す
な
わ
ち
「
ま
す
ら
を
」
と
し

て
の
自
負
を
歌
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
葛
城
王
の
歌
の
意
味
を
、
蒔
妙
観
命
婦
は
全
く
正

確
に
理
解
し
て
い
る
。
そ
の
証
拠
に
、
③
の
歌
に
そ
の
言
葉
が
な
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
④
の
歌
で
命
婦
は
、
「
大
夫
」
と
応
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

葛
城
王
の
歌
に
対
し
て
、
命
婦
は
、
葛
城
王
の
い
か
に
も
真
面
目
腐
っ
た

官
人
と
し
て
の
態
度
を
、
「
大
刀
を
帯
び
て
の
芹
摘
み
は
似
合
い
ま
せ
ん

よ
」
と
か
ら
か
い
、
歌
で
切
り
か
え
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、

即
座
の
機
知
に
よ
っ
て
、
命
婦
は
、
葛
城
王
の
表
現
し
た
「
ま
す
ら
を
」

の
不
適
切
さ
を
や
ん
わ
り
と
省
め
て
、
葛
城
王
を
見
事
に
や
り
こ
め
て
い

るのである。

葛
城
王
は
、
男
性
と
し
て
す
べ
き
で
な
い
、
男
同
士
の
関
係
に
お
け
る

「
ま
す
ら
を
」
、
す
な
わ
ち
「
官
人
」
意
識
を
前
面
に
出
し
て
、
命
婦
た
ち

（
女
性
）
に
対
し
て
い
る
。
そ
の
点
で
葛
城
王
は
非
難
さ
れ
る
べ
き
で
あ

り
、
そ
も
そ
も
「
ま
す
ら
を
」
と
し
て
失
格
な
の
で
あ
る
。
「
ま
す
ら
を
」

な
ら
ば
、
女
性
に
対
し
て
は
、
「
ま
す
ら
を
」
意
識
の
喪
失
と
い
う
表
現

に
よ
っ
て
接
す
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
が
異
性
に
対
し
て
の
礼
儀
で
あ
っ

た
。
で
は
、
な
ぜ
そ
ん
な
過
ち
を
葛
城
王
は
し
た
の
か
。
命
婦
た
ち
が
か

な
り
の
高
齢
で
あ
っ
た
の
か
（
葛
城
王
自
身
当
時
四
十
六
歳
）
、
と
も
か

く
葛
城
王
は
相
手
が
女
性
で
あ
る
こ
と
、
異
性
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
置

か
ず
に
接
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
薩
妙
観
命
婦
は
、
「
大
刀
」
を
帯
び

た
官
人
と
「
芹
子
」
摘
み
は
似
合
わ
な
い
で
す
よ
と
、
官
人
意
識
で
女
性

に
対
し
て
い
る
非
を
暗
に
諭
し
て
、
自
分
（
た
ち
）
が
女
で
あ
る
こ
と
を

忘
れ
て
は
困
る
と
、
葛
城
王
を
や
り
込
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
ち
ょ
っ
と

艶
っ
ぽ
く
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
歌
で
あ
り
、
こ
れ
ぞ
男
・
女
の
贈
答
歌
と
い

っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
「
芹
子
」
が
女
性
の
職
で
、
「
芹
子
」
摘
み
が
女

性
と
の
恋
を
暗
示
し
、
こ
の
歌
は
、
女
性
と
の
恋
に
官
人
意
識
で
臨
む
こ

と
を
述
べ
て
、
葛
城
王
の
非
を
椰
楡
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
大
夫
と
思

へ
る
も
の
を
」
の
句
が
、
よ
く
そ
の
椰
楡
を
表
現
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
は
意
味
的
に
、
葛
城
王
の
命
婦
へ
の
態
度
な
の
で
あ
り
、
あ
な
た
は

自
分
を
女
性
と
し
て
扱
っ
て
い
な
い
が
、
ま
だ
ま
だ
私
も
恋
の
対
象
で
あ

る
女
性
な
ん
で
す
よ
と
、
艶
っ
ぽ
く
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
、
命
婦
は
葛
城
王

（旧）

を
や
り
こ
め
た
。

こ
の
よ
う
な
深
い
意
味
が
短
い
歌
に
は
隠
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
贈
答
歌

の
お
も
し
ろ
さ
は
、
こ
う
し
た
深
い
読
み
に
よ
っ
て
し
か
味
わ
う
こ
と
が

で
き
な
い
。
そ
し
て
、
命
婦
の
歌
の
こ
う
し
た
機
微
が
す
べ
て
葛
城
王
に

理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
葛
城
王
は
、
左
注

が
い
、
フ
よ
う
に
、
こ
の
二
首
の
贈
答
歌
を
口
ず
さ
ん
で
伝
え
て
い
る
の
で

あ
る
。
葛
城
王
は
、
よ
ほ
ど
命
婦
の
歌
に
感
心
し
、
こ
の
贈
答
歌
が
気
に

入
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
に
取
り
あ
げ
た
二
つ
の
贈
答
歌
は
、
見
て
き
た
よ
う
に
、
そ
れ
を

成
り
立
た
せ
て
い
る
要
素
が
よ
く
似
て
い
る
。
後
者
の
贈
答
歌
で
は
、
葛

城
王
（
男
）
は
「
ま
す
ら
を
」
意
識
で
命
婦
（
女
）
に
対
し
て
し
ま
つ
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た
。
そ
れ
は
、
命
婦
を
異
性
と
の
関
係
で
考
え
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
命
婦
は
、
自
分
（
た
ち
）
の
女
性
性
を
暗
示
し
、
男
・

女
の
関
係
の
「
み
や
び
を
」
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
切
り
か
え
し
て

い
る
。
一
方
、
石
川
女
郎
と
大
伴
田
主
の
贈
答
歌
に
あ
っ
て
は
、
女
郎

（
女
）
が
「
み
や
び
を
」
の
関
係
で
田
主
（
男
）
に
対
し
た
が
、
田
主
は
、

女
郎
の
変
装
し
た
老
婆
が
恋
の
対
象
と
し
て
の
女
性
で
は
な
い
こ
と
に
根

拠
を
見
つ
け
、
「
ま
す
ら
を
」
意
識
に
よ
っ
て
切
り
か
え
し
て
い
る
。
つ

ま
り
、
い
ず
れ
の
贈
答
歌
も
、
宮
廷
の
理
想
的
な
男
性
を
意
味
す
る
「
ま

す
ら
を
」
と
「
み
や
ぴ
を
」
と
の
関
係
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
の
点
で
、
二
つ
の
贈
答
歌
は
同
じ
構
造
を
も
つ
の
で
あ
り
、
贈

答
歌
の
お
も
し
ろ
さ
も
両
者
は
深
く
通
じ
あ
っ
て
い
る
。
贈
答
歌
の
あ
り

方
を
類
似
の
表
現
構
造
と
し
て
発
見
で
き
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の

贈
答
歌
の
読
み
の
確
か
さ
が
、
納
得
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

最
後
に
、
「
ま
す
ら
を
」
や
「
み
や
ぴ
を
」
の
こ
の
よ
う
な
あ
り
方
か

ら
、
風
流
（
み
や
び
）
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
お
こ
う
。
す
で
に
指
摘

し
た
よ
う
に
、
「
み
や
び
を
」
は
、
男
・
女
の
関
係
に
お
け
る
男
の
理
想

像
な
の
で
あ
っ
た
。
私
的
な
男
・
女
関
係
に
お
い
て
使
わ
れ
る
言
葉
で
あ

（帽）

り
、
そ
こ
で
の
男
に
関
す
る
美
意
識
な
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
に
よ
っ

て
、
風
流
（
み
や
ぴ
）
と
い
う
美
意
識
は
、
文
字
ど
お
り
は
「
宮
廷
風
」

と
い
う
意
味
で
は
あ
る
が
、
公
の
官
人
世
界
と
は
異
な
っ
た
、
私
的
な

男
・
女
の
関
係
の
な
か
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
こ
こ
に
明
ら
か
に
な

っ
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
そ
、
う
い
、
７
私
的
な
男
・
女
関
係
に
基
盤
を
お
く

和
歌
や
物
語
の
中
心
的
な
美
意
識
で
あ
る
こ
と
の
理
由
が
、
こ
れ
で
明
ら

か
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
の
『
伊
勢
物
語
」
の
「
む
か
し
お

と
こ
」
が
、
「
身
を
え
う
な
き
物
に
思
ひ
な
し
て
」
都
を
出
て
、
「
い
ち
は

や
き
み
や
び
」
を
し
た
こ
と
が
象
徴
的
で
あ
る
よ
う
に
、
風
流
（
み
や

ぴ
）
は
、
「
宮
廷
風
」
と
は
言
い
な
が
ら
も
、
宮
廷
の
政
治
世
界
と
は
異

な
っ
た
、
そ
の
意
味
で
周
縁
的
な
、
男
・
女
関
係
の
世
界
に
お
い
て
盛
え

る
美
意
識
な
の
で
あ
っ
た
。
今
ま
で
感
覚
的
に
何
と
な
く
感
じ
て
い
た
、

風
流
（
み
や
ぴ
）
の
周
縁
性
の
理
由
が
、
本
稿
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
た
の

ではないかと思、フ。

注
（
１
）
主
な
文
献
を
挙
げ
る
と
、
西
郷
信
綱
『
日
本
古
代
文
学
』
、
上
田

正
昭
「
社
会
と
環
境
ｌ
ま
す
ら
を
論
を
中
心
と
し
て
」
亀
解
釈
と

鑑
賞
』
第
二
四
巻
第
六
号
、
一
九
五
九
年
五
月
、
後
に
同
『
日
本
古

代
国
家
成
立
史
の
研
究
』
収
録
）
、
遠
藤
宏
「
作
者
未
詳
歌
と
「
ま

す
ら
を
」
意
識
」
（
『
論
集
上
代
文
学
』
第
一
冊
所
収
、
一
九
七
○
年

十
一
月
、
後
に
同
『
古
代
和
歌
の
基
層
』
収
録
）
、
稲
岡
耕
二
「
軍

王
作
歌
の
論
ｌ
「
遠
神
」
「
大
夫
」
の
意
識
を
中
心
に
ｌ
」
含
国
語

と
国
文
学
』
、
一
九
七
三
年
五
月
、
後
に
同
『
万
葉
集
の
作
品
と
方

法
』
収
録
）
、
内
藤
明
ヨ
万
葉
集
」
の
「
ま
す
ら
を
」
と
「
た
わ
や

め
」
」
（
『
早
稲
田
人
文
自
然
科
学
研
究
」
第
別
号
、
一
九
九
六
年
十

月）など。

（
２
）
別
冊
国
文
学
『
万
葉
集
事
典
』
の
「
ま
す
ら
を
」
の
記
述
（
金
井

清一氏執筆）。

（
３
）
今
後
の
作
業
に
お
い
て
は
、
も
ち
ろ
ん
「
ま
す
ら
を
」
の
漢
字
表

記
は
意
味
を
も
た
な
い
。
「
大
夫
」
と
い
う
表
記
が
、
す
べ
て
官
僚

と
し
て
の
「
ま
す
ら
を
」
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
手
掛
か
り

と
す
べ
き
も
の
は
、
表
記
の
奥
に
あ
る
、
歌
の
表
現
な
の
で
あ
る
。

ま
た
、
そ
れ
と
関
連
し
て
、
古
層
の
「
ま
す
ら
を
」
は
、
言
う
ま
で

も
な
く
歌
の
新
古
と
は
別
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
歌
の
表
現
か
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ら
論
理
的
に
考
え
て
い
く
し
か
な
い
。

（
４
）
『
万
葉
集
」
の
引
用
は
、
講
談
社
文
庫
本
に
よ
る
。

（
５
）
猪
股
と
き
わ
「
「
遊
行
」
と
歌
垣
ｌ
「
遊
行
女
婦
」
の
発
生
ま
で

ｌ
」
（
『
古
代
文
学
」
羽
、
一
九
九
○
年
三
月
）
は
、
こ
の
歌
な
ど
を

取
り
あ
げ
て
、
「
遊
行
」
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
男
・
女
が
オ
ト

コ
・
オ
ト
メ
と
な
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

（
６
）
森
朝
男
「
景
と
し
て
の
大
宮
人
ｌ
宮
廷
歌
人
論
と
し
て
ｌ
亀
上

代
文
学
」
五
三
号
、
一
九
八
四
年
十
一
月
、
後
に
同
『
古
代
和
歌
と

祝
祭
』
『
古
代
和
歌
の
成
立
』
収
録
）
。

（
７
）
多
田
一
臣
．
大
君
の
命
か
し
こ
み
」
に
つ
い
て
」
（
森
淳
司
博
士

古
稀
記
念
論
集
『
万
葉
の
課
題
』
所
収
、
一
九
九
五
年
二
月
）
。

（
８
）
注
（
１
）
の
内
藤
論
文
も
こ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
９
）
野
村
忠
夫
『
後
宮
と
女
官
」
。

（
蛆
）
因
み
に
、
「
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
」
と
い
う
視
点
か
ら
万
葉
歌
を
論

じ
て
い
る
も
の
に
、
丸
山
隆
司
氏
の
一
連
の
論
文
が
あ
る
。
藤
女
子

大
学
『
国
文
学
雑
誌
』
弱
（
一
九
九
六
年
三
月
）
以
下
に
、
〈
万
葉

集
〉
の
生
成
①
～
③
と
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
て
掲
載
さ
れ
て
い

う（》○

（
ｕ
）
呉
哲
男
「
万
葉
集
の
歌
を
読
む
と
い
う
行
為
を
ど
う
問
い
返
す

か
。
ｌ
「
交
友
」
論
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
国
文
学
」
第
Ⅲ
巻
６
号
、
一

九九六年五月）。

（
皿
）
例
え
ば
、
辰
巳
正
明
「
交
友
論
Ｉ
家
持
の
同
性
愛
説
批
判
ｌ
」

二
日
本
文
学
』
第
四
四
巻
二
号
、
一
九
九
五
年
十
一
月
）
な
ど
を

参
照
。
こ
の
論
文
は
、
呉
哲
男
「
万
葉
の
「
交
友
」
ｌ
大
伴
家
持
と

同
性
愛
ｌ
」
（
『
日
本
文
学
」
第
四
四
巻
一
号
、
一
九
九
五
年
一
月
）

に
対
す
る
批
判
と
し
て
書
か
れ
た
。
な
お
、
辰
巳
氏
は
、
注
（
ｕ
）

の
呉
氏
の
論
文
に
対
し
て
再
度
「
家
持
の
性
愛
説
批
判
（
続
）
」

含
日
本
文
学
』
第
四
五
巻
一
二
号
、
一
九
九
六
年
十
二
月
）
を
書
い

て
い
る
。
「
交
友
」
を
め
ぐ
っ
て
は
、
池
田
三
枝
子
「
家
持
・
池
主

の
交
友
観
」
（
『
古
代
文
学
」
躯
、
一
九
九
三
年
三
月
）
、
同
「
家
持

の
〈
交
友
歌
〉
」
（
『
古
代
文
学
』
訂
、
一
九
九
八
年
三
月
）
な
ど
も

ある。

（
過
）
中
西
進
『
万
葉
と
海
彼
』
は
、
大
伴
旅
人
が
、
恋
愛
の
手
段
で
あ

っ
た
和
歌
を
文
人
の
交
友
の
方
法
と
し
て
高
め
よ
う
と
試
み
た
と
述

べている。

（
Ｍ
）
小
島
憲
之
『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
』
中
巻
。
な
お
、
そ
の

他
の
論
と
し
て
、
蔵
中
進
「
石
川
女
郎
・
大
伴
田
主
贈
報
歌
」
（
『
万

葉
集
を
学
ぶ
」
第
二
集
所
収
、
一
九
七
七
年
十
二
月
）
、
相
川
宏

「
風
流
と
都
市
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
石
川
女
郎
・
大
伴
田
主
の

贈
答
歌
ｌ
」
（
『
日
本
文
学
」
第
四
一
巻
一
二
号
、
一
九
九
二
年
十
二

月
）
、
呉
哲
男
「
万
葉
の
「
風
流
士
」
ｌ
石
川
女
郎
・
大
伴
田
主
の

贈
答
歌
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ
」
全
相
模
国
文
』
別
号
、
一
九
九
三
年
三

月
）
、
辰
巳
正
明
「
風
流
論
ｌ
万
葉
集
に
お
け
る
古
風
と
今
風
ｌ
」

亀
上
代
文
学
」
第
七
十
六
号
、
一
九
九
六
年
四
月
）
な
ど
が
あ
る
。

（
巧
）
こ
の
贈
答
歌
は
、
題
詞
に
よ
る
と
、
蒔
妙
観
命
婦
た
ち
複
数
の
命

婦
の
と
こ
ろ
に
土
産
と
一
緒
に
届
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
陣
妙
観

命
婦
は
命
婦
た
ち
を
代
表
し
て
返
歌
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、

男
・
女
の
贈
答
歌
と
し
て
、
女
の
立
場
か
ら
歌
を
歌
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
要
す
る
に
、
女
歌
と
し
て
相
手
の
過
ち
を
鋭
く
突
い
て
切
り

か
え
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
ず
ら
し
や
切
り
か
え
し
こ
そ
が
こ

の
歌
の
お
も
し
ろ
さ
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
葛
城
王
の
失
敗
の
理

由
を
命
婦
の
年
齢
に
よ
っ
て
一
応
考
え
て
は
み
た
が
、
そ
れ
は
命
婦

た
ち
複
数
へ
の
歌
だ
っ
た
の
で
う
っ
か
り
女
性
で
あ
る
こ
と
を
意
識

し
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ず
、
本
当
の
と
こ
ろ
は
よ
く
分
か
ら
な
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【
付
記
】
本
稿
は
、
古
代
文
学
会
の
例
会
（
一
九
九
八
年
五
月
二
且

に
お
い
て
口
頭
発
表
し
た
内
容
に
、
大
き
く
手
を
入
れ
て
論

文
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

い
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
で
あ
り
、
男
の
思
わ
ぬ

失
敗
を
鋭
く
捉
え
て
、
女
歌
と
し
て
見
事
に
男
を
へ
こ
ま
し
て
い
る

こ
と
が
理
解
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
で
よ
い
の
で
あ
る
。

（
略
）
呉
哲
男
氏
は
、
「
万
葉
「
風
流
」
考
」
（
『
相
模
国
文
」
羽
号
、
一

九
九
六
年
三
月
）
と
い
う
論
文
に
お
い
て
、
『
万
葉
集
」
を
調
査
し

て
、
万
葉
の
「
風
流
」
が
「
好
色
風
流
」
だ
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ

の
指
摘
を
本
稿
の
視
点
に
よ
っ
て
読
み
変
え
れ
ば
、
「
風
流
」
は

男
・
女
関
係
の
な
か
で
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
本
稿
の
脱
稿
後
に
、
吉
田
修
作
『
文
芸
伝
承
論
』
が
世
に

出
た
。
吉
田
氏
は
、
風
流
な
、
伝
承
の
〈
を
と
こ
〉
〈
を
と
め
〉
を

こ
の
本
の
中
で
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。

- ８ ２ -


