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一
、
は
じ
め
に

　
『
万
葉
集
』
に
は
「
門
」
を
め
ぐ
る
恋
歌
が
多
く
あ
り
、
家
持
は
「
娘

子
の
門
に
到
り
て
作
れ
る
歌
」
を
題
と
す
る
歌
を
二
首
残
し
、
湯
原
王
も

娘
子
と
の
贈
答
歌
に
門
前
の
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
筆
者
は
以
前
中
国
の
恋

愛
活
動
や
婚
姻
習
俗
の
門
前
の
歌
文
化
と
比
較
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
天

平
時
代
の
門
前
の
恋
歌
の
生
成
は
、
あ
る
習
俗
の
知
識
を
基
盤
に
し
て
い

る
こ
と
を
述
べ
て
き
た（

（
（

。
だ
が
、
家
持
や
湯
原
王
が
理
解
し
て
い
る
そ
の

習
俗
の
知
識
と
は
、
漢
籍
か
ら
獲
得
し
た
婚
姻
習
俗
の
知
識
が
基
盤
に
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
中
国
少
数
民

族
の
恋
愛
活
動
や
婚
姻
習
俗
の
中
で
展
開
す
る
門
前
の
歌
を
取
り
上
げ
、

さ
ら
に
中
国
文
献
に
お
け
る
攔
門
の
習
俗
の
痕
跡
を
辿
り
な
が
ら
、
論
を

進
め
て
い
き
た
い
。

二
、
万
葉
集
の
門
前
歌

　
『
万
葉
集
』
の
中
に
は
、「
門
」
を
め
ぐ
る
恋
歌
が
類
型
的
に
存
在
す
る

こ
と
が
確
認
で
き
る
。
た
と
え
ば
、「
妹
が
門
」
と
い
う
の
は
、
男
の
恋

い
慕
う
場
所
、
ま
た
男
女
の
出
逢
う
場
所
で
あ
り
、
そ
れ
が
や
が
て
妹
を

万
葉
集
と
門
前
の
歌

─
攔
門
の
習
俗
と
の
関
わ
り
か
ら
─

曹 

咏 

梅



國學院雜誌　第 116 巻第 1号（2015） ─ 256 ─

象
徴
す
る
歌
語
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
に
取
り
上
げ
る
家
持
や

湯
原
王
の
門
前
の
恋
歌
は
、
明
ら
か
に
門
前
の
恋
を
テ
ー
マ
と
し
た
恋
歌

の
中
の
一
首
と
位
置
づ
け
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
門
前
の
唱
歌
で
あ
る
と

い
え
る（

2
（

。

　

家
持
の
門
前
の
恋
歌
は
、「
娘
子
の
門
に
到
り
て
作
れ
る
歌
」
を
題
と

す
る
も
の
で
あ
り
、
次
の
よ
う
に
歌
わ
れ
て
い
る
。

か
く
し
て
や
な
ほ
や
退
ら
む
近
か
ら
ぬ
道
の
間
を
な
づ
み
参
来
て

 

（
巻
四
・
七
〇
〇
（

妹
が
家
の
門
田
を
見
む
と
う
ち
出
来
し
情
も
し
る
く
照
る
月
夜
か
も

 

（
巻
八
・
一
五
九
六（

（
（

（

　

七
〇
〇
番
歌
は
、
遠
い
道
の
り
を
妹
（
恋
人
（
の
も
と
へ
と
訪
れ
た
の

だ
が
、「
な
ほ
や
退
ら
む
」
と
門
前
で
帰
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
懸
念
を
訴
え

る
。
ま
た
一
五
九
六
番
歌
は
、
妹
の
家
の
門
前
の
田
を
見
に
出
か
け
た
時

の
空
に
照
る
月
を
詠
む
。
こ
の
ほ
か
に
、
家
持
は
紀
女
郎
と
贈
答
の
中
で

門
前
で
帰
さ
れ
る
こ
と
を
以
下
の
よ
う
に
詠
ん
で
い
る
。

吾
妹
子
が
屋
戸
の
籬
を
見
に
行
か
ば
け
だ
し
門
よ
り
返
し
て
む
か
も

（
巻
四
・
七
七
七
（

ぬ
ば
た
ま
の
昨
夜
は
還
し
つ
今
夜
さ
へ
わ
れ
を
還
す
な
路
の
長
道
を

（
巻
四
・
七
八
一
（

　

題
詞
に
よ
る
と
、
こ
の
歌
は
「
大
伴
宿
祢
家
持
の
、
ま
た
紀
女
郎
に
贈

れ
る
歌
五
首
」
の
中
の
一
首
目
と
五
首
目
で
あ
る
。
題
詞
に
「
ま
た
贈
れ

る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
家
持
と
紀
女
郎
は
こ
れ
以
前
に
す
で
に
歌
の
贈
答

を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
「
う
づ
ら
鳴
く
故
り
に
し

郷
ゆ
思
へ
ど
も
何
そ
も
妹
に
逢
ふ
縁
も
無
き
」（
巻
四
・
七
七
五
（
と
、

奈
良
の
旧
都
の
頃
か
ら
恋
し
て
来
た
の
に
逢
う
す
べ
が
な
い
と
訴
え
、
こ

れ
に
対
し
て
紀
女
郎
は
、「
言
出
し
は
誰
が
言
な
る
か
小
山
多
田
の
苗
代

水
の
中
淀
に
し
て
」（
巻
四
・
七
七
六
（
と
、「
先
に
言
い
寄
っ
た
の
は
ど

な
た
か
し
ら
、
途
中
で
途
絶
え
た
り
し
て
」
と
切
り
返
す
。
紀
女
郎
は
、

初
め
に
家
持
が
言
い
寄
っ
た
の
に
、
そ
の
後
消
息
を
絶
っ
た
不
実
な
男
と

し
て
責
め
立
て
る
。
そ
の
よ
う
な
問
答
を
経
て
五
首
を
贈
っ
た
こ
と
か
ら

み
る
と
、
七
七
五
番
歌
か
ら
七
八
一
番
歌
ま
で
は
一
つ
の
歌
群
と
考
え
る

べ
き
で
あ
る
。
七
七
七
番
歌
で
は
「
あ
な
た
の
家
の
間
垣
を
見
に
行
っ
た

ら
お
そ
ら
く
門
か
ら
私
を
帰
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
」
と
歌
い
、
次
の
歌
で

は
、「
う
つ
た
へ
に
籬
の
姿
見
ま
く
欲
り
行
か
む
と
言
へ
や
君
を
見
に
こ

そ
」（
巻
四
・
七
七
八
（
と
、
あ
な
た
の
家
の
間
垣
を
見
に
行
こ
う
と
し

た
の
で
は
な
く
、
あ
な
た
に
逢
い
に
行
こ
う
と
し
た
の
だ
と
歌
う
。
つ
ま
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り
家
の
間
垣
を
見
に
行
く
と
い
う
の
は
、
あ
な
た
に
逢
い
に
行
く
た
め
な

の
だ
と
、
相
手
に
本
来
の
訪
れ
の
理
由
を
説
き
、
相
手
に
恋
心
を
訴
え
挑

発
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
に
は
「
昨
夜
も
帰
し
た
か
ら
今
夜
は
帰

さ
な
い
で
く
だ
さ
い
」
と
七
七
七
番
歌
と
対
応
し
な
が
ら
、
門
前
で
の
歌

で
歌
い
納
め
て
い
る
。
家
持
は
紀
女
郎
の
咎
め
に
対
し
て
、
門
前
ま
で
に

到
っ
た
こ
と
を
詠
む
こ
と
で
、
自
分
の
誠
意
を
表
し
た
わ
け
で
あ
る
。
ま

た
「
門
よ
り
返
し
て
む
か
も
」「
わ
れ
を
還
す
な
」
と
、
相
手
が
自
分
を

帰
す
こ
と
を
想
定
し
て
詠
み
、
相
手
の
歌
を
引
き
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ

ろ
う
。

　

ま
た
湯
原
王
の
歌
も
、
同
様
な
方
法
で
門
前
の
歌
を
娘
子
に
歌
い
か
け

る
。
湯
原
王
は
娘
子
と
の
贈
答
歌
の
中
で
、
ま
ず
最
初
に
、

表
辺
な
き
も
の
か
も
人
は
し
か
ば
か
り
遠
き
家
路
を
還
す
思
へ
ば

（
巻
四
・
六
三
一
（

と
訴
え
る
の
で
あ
り
、「
愛
想
も
な
い
こ
と
だ
な
、
こ
の
人
は
。
こ
れ
ほ

ど
遠
い
家
路
を
訪
れ
た
の
に
、
門
の
前
で
帰
さ
れ
る
こ
と
を
思
う
と
」
と

詠
む
。
こ
の
手
法
は
、
相
手
の
娘
子
に
拒
絶
さ
れ
帰
さ
れ
る
る
で
あ
ろ
う

こ
と
を
先
に
予
測
し
、
帰
さ
れ
た
時
の
こ
と
を
怨
む
の
で
あ
る
。
こ
う
し

た
相
手
に
断
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
想
定
し
て
詠
む
点
は
、
先
の
家
持

と
共
通
す
る
。
湯
原
王
と
娘
子
贈
答
歌
群
は
六
三
一
番
か
ら
六
四
二
番
歌

ま
で
続
き
、
一
定
の
テ
ー
マ
に
沿
っ
た
恋
歌
が
歌
わ
れ
な
が
ら
、
物
語
が

紡
が
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
贈
答
歌
の
「
門
よ
り
返
し
て
む
か
も
」

「
わ
れ
を
還
す
な
」「
遠
き
家
路
を
還
す
」
な
ど
と
、
門
前
で
帰
さ
れ
る
状

況
を
詠
む
の
は
贈
答
の
時
の
歌
い
方
の
形
式
と
し
て
存
在
し
た
こ
と
が
確

認
で
き
る（

（
（

。
三
、
中
国
少
数
民
族
の
門
前
の
対
歌

　

こ
の
よ
う
な
『
万
葉
集
』
の
門
前
唱
歌
は
、
中
国
少
数
民
族
の
習
俗
の

中
に
多
々
見
ら
れ
る
。
中
国
少
数
民
族
の
生
活
の
中
で
は
「
門
」
と
関
わ

る
風
習
が
恋
愛
や
婚
姻
習
俗
の
中
に
残
さ
れ
て
、
多
く
は
対
歌
（
歌
掛

け
（
活
動
と
と
も
に
存
在
し
て
い
る
。
ま
ず
社
交
的
な
恋
愛
活
動
の
中
に

展
開
さ
れ
て
い
る
門
前
の
対
歌
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
。
中
国
西
南
、
南

部
方
言
地
区
の
侗
族
は
「
行
歌
坐
夜
」
と
い
う
妻
問
い
習
俗
が
あ
り
、
こ

れ
は
室
内
で
対
歌
を
行
う
習
俗
で
あ
る
が
、
最
初
の
関
門
が
「
門
」
で
あ

る
。
女
性
た
ち
は
家
の
中
、
つ
ま
り
門
の
内
側
に
、
男
性
た
ち
は
門
の
外

側
に
い
る
。
こ
の
「
門
」
を
く
ぐ
り
抜
け
た
男
性
た
ち
だ
け
が
家
に
入
っ

て
、
女
性
と
対
歌
を
行
う
資
格
が
得
ら
れ
る
。
そ
の
門
前
で
歌
わ
れ
る
の

が
「
喊
門
歌
」
で
あ
り
、
ま
ず
男
性
が
次
の
よ
う
に
歌
う
。
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開
門
羅　
　
　
　
　
　
　

門
を
開
け
て
く
だ
さ
い
、

　
　

哥
哥
有
意
来
烤
火　
　
　

兄
は
わ
ざ
わ
ざ
火
に
当
た
る
た
め
に
来
ま

し
た
、

妹
靠
火
塘
一
辺
坐　
　
　

妹
は
暖
炉
の
片
端
に
座
っ
て
、

還
有
一
辺
留
給
哥　
　
　

も
う
片
端
は
兄
に
残
し
て
く
だ
さ
い（

5
（

。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
女
性
は
次
の
よ
う
に
返
す
。

　
　

門
外
哥　
　
　
　
　
　
　

門
外
の
兄
さ
ん
、

　
　

我
家
柴
火
没
幾
多　
　
　

我
が
家
に
は
柴
が
多
く
あ
り
ま
せ
ん
、

　
　

你
要
烤
火
回
家
去　
　
　

火
に
当
た
り
た
い
な
ら
家
へ
帰
っ
て
く
だ

さ
い
、

　
　

老
婆
児
女
在
等
着　
　
　

奥
さ
ん
と
子
供
が
待
っ
て
い
る
の
で
し
ょ

う
。

　

女
性
た
ち
は
柴
が
多
く
な
い
こ
と
を
理
由
に
男
性
を
帰
そ
う
と
す
る
。

男
性
に
は
「
奥
さ
ん
」
が
い
る
こ
と
を
歌
う
の
は
、
男
性
が
独
身
か
ど
う

か
探
る
方
法
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
男
性
は
、

　
　

壇
有
酸
魚
誰
去
河
里
把
網
撒　

瓶
に
塩
漬
け
の
魚
が
あ
る
の
に
誰
が

河
に
行
っ
て
網
を
打
つ
の
で
し
ょ
う

か
。

　
　

哥
若
成
双
哪
有
空
陪
妹
坐　
　

兄
に
も
し
妻
が
い
た
ら
、
妹
の
傍
に

座
る
暇
な
ど
あ
り
ま
す
か
。

　
　

妹
屋
柴
火
成
了
堆　
　
　
　
　

妹
の
家
の
柴
は
高
く
積
ん
で
あ
る
の

に
、

　
　

何
必
小
器
冷
了
哥　
　
　
　
　

け
ち
け
ち
し
て
冷
た
く
し
な
く
て
も

い
い
の
で
は
な
い
で
す
か
。

と
返
す
。
こ
れ
に
対
し
て
女
性
は
、「
柴
は
少
し
あ
る
が
、
あ
ま
り
持
ち

ま
せ
ん
。
父
さ
ん
は
年
老
い
て
弟
は
小
さ
い
で
す
。
私
は
そ
ろ
そ
ろ
寝
る

の
で
、
火
種
を
埋
め
ま
す
。
ほ
か
の
と
こ
ろ
の
暖
炉
を
探
し
て
く
だ
さ

い
。」
と
歌
い
返
し
、
男
の
訪
れ
を
断
る
理
由
を
探
す
の
で
あ
る
。
す
る

と
男
性
も
負
け
ず
に
「
山
に
は
乾
い
た
薪
が
山
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
、
兄

が
手
伝
っ
て
担
い
で
来
て
下
に
置
き
ま
す
。
妹
は
火
種
を
埋
め
て
寝
る
と

言
う
が
、
火
は
ま
だ
燃
え
て
い
ま
す
よ
。
わ
ざ
と
誰
か
を
待
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。」
と
女
性
の
言
い
訳
に
つ
い
て
切
り
返
し
、
さ

ら
に
女
性
を
挑
発
す
る
。
こ
の
よ
う
に
女
性
た
ち
は
す
ぐ
門
を
開
け
ず
、

い
ろ
い
ろ
な
口
実
を
つ
け
て
男
性
が
家
に
入
る
の
を
断
り
続
け
る
の
で
あ
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る
。
門
前
で
の
対
歌
は
長
く
行
わ
れ
る
傾
向
に
あ
り
、
そ
れ
を
通
し
て
男

性
の
歌
の
能
力
を
判
断
す
る
の
で
あ
る
。
男
性
が
う
ま
く
返
す
こ
と
が
で

き
た
ら
、
部
屋
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
、
侗
族
に
は
寨
門
（
集
落
の
入
り
口
の
門
（
が
あ
り
、
客
が
村
に

入
る
時
に
攔
路
と
い
う
儀
礼
を
行
う
習
俗
が
あ
る
。
こ
こ
で
も
客
が
男
性

で
あ
る
場
合
は
女
性
が
出
迎
え
、
攔
路
歌
を
歌
う
。
こ
こ
で
は
寨
門
を
境

と
し
て
対
唱
を
行
う
が
、
そ
の
基
底
に
は
「
門
」
が
本
来
外
部
の
人
と
出

会
う
場
所
と
し
て
の
認
識
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
北
部
方
言
地
区
の
婚

姻
習
俗
の
中
に
も
、
新
郎
側
が
新
婦
を
迎
え
て
来
た
時
に
、
新
婦
側
は
村

の
入
り
口
と
家
の
門
で
通
せ
ん
ぼ
を
行
い
、「
攔
関
親
歌
」
が
歌
わ
れ

る
。
た
と
え
ば
、「
門
」
に
つ
い
て
盤
問
（
質
問
（
す
る
「
攔
関
親
歌
」

で
は
、
ま
ず
新
婦
側
の
人
た
ち
が
新
婦
を
迎
え
に
来
た
人
を
相
手
に
、

　
　

関
親
人
、
問
你
大
門
的
情
形　
　

新
婦
を
迎
え
に
来
た
人
よ
、
門
に

つ
い
て
お
聞
き
し
ま
す
、

　
　

門
枋
又
有
幾
尺
高
？　
　
　
　
　

門
の
高
さ
は
何
尺
で
す
か
？

　
　

門
閂
又
有
幾
尺
長
？　
　
　
　
　

門
の
閂
の
長
さ
は
何
尺
で
す
か
？

　
　

左
辺
把
門
是
哪
個
？　
　
　
　
　

左
で
門
を
守
る
の
は
誰
で
す
か
？

　
　

右
辺
把
門
是
哪
人
？　
　
　
　
　

右
で
門
を
守
る
の
は
誰
で
す
か
？

と
歌
い
か
け
る
と
、
新
郎
側
の
人
た
ち
は
、

　
　

你
要
問
我
大
門
事 

私
に
門
に
つ
い
て
聞
い
た
ら
、

　
　

我
就
一
二
説
分
明 

全
部
詳
し
く
答
え
ま
す
。

　
　

門
枋
又
是
五
尺
高 

門
の
高
さ
は
五
尺
で
、

　
　

門
閂
又
有
三
尺
零 

門
の
閂
の
長
さ
は
三
尺
ち
ょ
う
ど

で
す
。

　
　

左
辺
把
門
秦
叔
宝 

左
で
門
を
守
る
の
は
秦
叔
宝
で
、

　
　

右
辺
把
門
尉
遅
恭 

右
で
門
を
守
る
の
は
尉
遅
恭
で

す（
6
（

。

と
答
え
る
。
こ
の
よ
う
に
「
門
」
に
関
し
て
い
ろ
い
ろ
質
問
を
し
、
新
婦

を
迎
え
に
来
た
人
た
ち
は
全
て
に
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
南

部
方
言
地
区
で
は
、
以
下
の
よ
う
な
歌
が
歌
わ
れ
る
。

　
　

主
人
（
新
婦
側
（：

　
　

媽
媽
養
女
多
艱
辛 

お
母
さ
ん
が
娘
を
育
て
あ
げ
る
に

は
本
当
に
苦
労
し
ま
し
た
。

　
　

又
背
又
抱
長
成
人 

お
ん
ぶ
し
抱
っ
こ
し
な
が
ら
成
人

ま
で
に
育
て
ま
し
た
。
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指
望
姑
娘
長
大
敬
父
母 

娘
が
大
き
く
な
っ
て
親
孝
行
を
す

る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
し
た
。

　
　

不
願
姑
娘
離
郷
嫁
外
村 

娘
が
家
を
離
れ
て
他
の
村
へ
お
嫁

に
行
っ
て
欲
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　

若
要
姑
娘
嫁
外
郷 

も
し
娘
が
ほ
か
の
村
へ
嫁
ぐ
な
ら
、

　
　

千
年
侗
礼
要
遵
循 

千
年
の
侗
族
の
儀
礼
は
守
る
べ
き

で
、

　
　

烏
飯
満
盆
肉
満
桶 

黒
い
ご
飯
も
い
っ
ぱ
い
、肉
も
い
っ

ぱ
い
入
れ
て
、

　
　

大
猪
要
有
三
百
斤 
一
頭
の
豚
は
三
百
斤
あ
る
べ
き
で
、

　
　

四
耳
酒
壇
要
装
満 

四
耳
の
酒
か
め
に
酒
を
い
っ
ぱ
い

入
れ
る
べ
き
で
す
。

　
　

辦
不
到
就
莫
進
山
寨
来
接
親 

無
理
な
ら
ば
村
に
入
っ
て
新
婦
を

迎
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
　

客
（
新
郎
側
（：

　
　

你
們
攔
路
怎
不
預
先
透
個
信 

攔
路
を
行
う
の
に
な
ぜ
事
前
に
知

ら
せ
て
く
れ
な
い
の
で
す
か
。

　
　

該
譲
我
們
早
点
練
嗓
音 

私
た
ち
に
喉
馴
ら
し
を
さ
せ
て
歌

を
練
習
さ
せ
る
べ
き
で
し
た
。

　
　

今
天
突
然
遇
着
衆
歌
手 

今
日
突
然
多
く
の
歌
手
に
出
会
い
、

　
　

就
象
出
殻
鶏
崽
遇
老
鷹 

殻
か
ら
出
て
き
た
ひ
よ
こ
が
鳶
に

出
会
っ
た
よ
う
で
す
。

　
　

你
們
左
一
首
来
右
一
首 

み
な
さ
ん
左
か
ら
一
首
、
右
か
ら

一
首
、

　
　

我
們
頭
髪
昏
来
眼
睛
冒
金
星 

私
た
ち
は
頭
が
く
ら
く
ら
し
、
目

か
ら
星
が
出
て
い
ま
す
。

　
　

你
們
要
来
攔
路
我
們
不
知
道 

攔
路
を
行
う
こ
と
を
知
ら
な
か
っ

た
の
で
、

　
　

道
道
難
題
我
們
実
在
無
法
応 

そ
れ
ら
の
難
題
に
は
と
て
も
応
じ

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　
　

若
是
你
們
到
我
寨
上
来
做
客 

も
し
あ
な
た
た
ち
が
わ
が
村
へ
客

と
し
て
く
れ
ば
、

　
　

我
們
早
已
捧
着
油
茶
迎
遠
親 

私
た
ち
は
と
っ
く
に
油
茶
を
捧
げ

て
親
戚
を
迎
え
た
で
し
ょ
う（

7
（

。

　

こ
こ
で
歌
わ
れ
る
歌
を
全
部
あ
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
新
婦
側
は

贈
り
も
の
が
少
な
い
こ
と
や
、
侗
族
の
し
き
た
り
に
沿
っ
た
贈
り
物
を
用

意
す
る
こ
と
を
求
め
た
り
、
ま
た
世
の
中
が
不
安
だ
と
か
様
々
な
理
由
を

並
べ
立
て
、
新
郎
側
の
返
歌
の
能
力
を
試
す
の
で
あ
る
。「
衆
歌
手
」「
道

道
難
題
」
と
あ
る
よ
う
に
、
新
婦
側
を
代
表
す
る
歌
手
た
ち
は
様
々
な
問
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題
を
出
し
、
新
郎
側
の
知
恵
や
人
柄
を
試
す
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
す
べ
て

の
歌
に
う
ま
く
歌
い
返
せ
ば
、
新
婦
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
婚
姻
儀
礼
の
中
に
見
ら
れ
る
門
前
の
習
俗
と
し
て
攔
門

の
儀
礼
が
あ
り
、
新
婦
を
迎
え
る
時
に
新
婦
側
の
人
が
い
ろ
い
ろ
と
質
問

を
行
い
、
新
郎
側
が
合
格
す
れ
ば
新
婦
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま

た
、
こ
れ
と
は
逆
に
新
婦
側
が
新
郎
の
村
に
入
る
時
、
新
郎
側
が
事
前
に

お
願
い
し
た
人
が
新
婦
側
に
対
し
て
攔
門
を
行
う
場
合
も
あ
り
、
さ
ら
に

お
祝
い
に
き
た
客
と
主
人
側
（
新
婦
側
（
と
が
攔
門
歌
を
交
わ
す
場
合
も

あ
る
。
こ
う
し
た
婚
姻
儀
礼
の
中
に
門
前
で
対
歌
を
行
う
の
は
タ
イ
族
、

モ
ン
ゴ
ル
族
、
侗
族
、
瑶
族
、
壮
族
、
土
家
族
な
ど
の
多
く
の
民
族
に
見

ら
れ（

8
（

、
侗
族
の
よ
う
に
恋
愛
習
俗
や
客
迎
え
の
儀
礼
的
な
場
で
「
喊
門

歌
」
や
「
攔
路
歌
」
を
歌
う
の
も
、
源
流
は
「
攔
門
」
に
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
広
東
と
広
西
地
域
の
結
婚
の
風
習
で
攔
門
の
詩
歌
が
詠
ま
れ
た
と
い

う
の
は
、
清
の
李
調
元
の
『
南
粤
筆
記
』
に
「
粤
俗
好
歌
、
凡
有
吉
慶
、

必
唱
歌
以
為
歓
楽
。
…
…
其
娶
婦
而
親
迎
者
、
婿
必
多
求
数
人
與
己
年
貌

相
若
而
才
思
敏
給
者
使
為
伴
郎
。
女
家
索
攔
門
詩
歌
、
婿
或
捉
筆
為
之
、

或
使
伴
郎
代
草
、
或
文
或
不
文
、
總
以
信
口
而
成
、
才
華
斐
美
者
為
貴
。

至
女
家
不
能
酬
和
、
女
乃
出
閣（

9
（

」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
確
認
で
き
、
新
婦

側
が
歌
を
返
せ
な
く
な
れ
ば
、
新
婦
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

今
日
で
も
多
く
の
地
域
に
新
婦
側
の
門
前
で
の
〈
通
せ
ん
ぼ
〉
の
習
俗
が

あ
り
、
新
郎
側
か
ら
彩
礼
銭
（
結
納
の
金
品
（
を
奪
い
取
る
風
習
が
残
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
攔
門
の
名
残
と
思
わ
れ
る
。

四
、
敦
煌
遺
書
「
下
女
夫
詞
」
と
『
遊
仙
窟
』

　

攔
門
に
つ
い
て
は
、
宋
の
孟
元
老
の
『
東
京
夢
華
録
』
巻
五
「
娶
婦
」

に
「
迎
客
先
回
至
児
家
門
、
従
人
及
児
家
人
、
乞
覓
利
市
銭
物
花
紅
等
、

謂
之
欄
門（

（1
（

」
と
、
従
者
や
新
郎
の
家
族
が
新
郎
の
家
の
門
前
で
ご
祝
儀
や

引
出
物
を
ね
だ
る
こ
と
を
「
欄
門
」
と
い
う
と
あ
る
。
そ
し
て
宋
の
呉
自

牧
の
『
夢
梁
録
』
巻
二
十
「
嫁
娶
」
に
「
迎
至
男
家
門
首
、
時
辰
将
正
、

楽
官
妓
女
及
茶
酒
等
人
、
互
念
詩
詞
、
攔
門
求
利
市
銭
紅（

（（
（

」
と
、
楽
官
妓

女
な
ど
の
人
が
新
郎
の
家
の
門
で
詩
歌
を
述
べ
て
、
攔
門
を
行
い
ご
祝
儀

や
引
出
物
を
ね
だ
る
と
あ
り
、
宋
代
に
は
攔
門
が
す
で
に
婚
礼
の
中
で
儀

式
の
一
つ
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
攔
門
の
儀
礼
は
唐
代

の
「
障
車
」
に
あ
た
る
と
い
わ
れ（

（1
（

、『
旧
唐
書
』
に
は
「
往
者
下
俚
庸

鄙
、
時
有
障
車
、
邀
其
酒
食
、
以
為
戯
楽
。
近
日
此
風
転
盛
、
上
及
王

公
、
乃
広
奏
音
楽
、
多
集
徒
侶
、
遮
擁
道
路
、
留
滯
淹
時
、
邀
致
財
物
、

動
踰
万
計
。
遂
使
障
車
礼
貺
、
過
於
聘
財
、
歌
舞
喧
譁
、
殊
非
助
感
。
既

虧
名
教
、
実
蠧
風
猷
、
違
紊
礼
経
、
須
加
節
制
。
望
請
婚
姻
家 

障
車
者
、

並
須
禁
断
。」
と
あ
り
、「
障
車
」
が
風
紀
を
乱
し
、
礼
に
そ
ぐ
わ
な
い
の
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で
禁
止
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
記
事
が
見
え
る（

（1
（

。

　

唐
代
の
攔
門
の
習
俗
を
反
映
し
た
も
の
と
し
て
は
、
敦
煌
遺
書
「
下
女

夫
詞
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
唐
代
の
敦
煌
地
域
の
新
婦
を
迎
え
る
時
の
攔
門

お
よ
び
閙
洞
房
（
婚
礼
の
晩
、
親
戚
や
友
人
が
新
婚
夫
婦
の
部
屋
に
押
し

か
け
て
か
ら
か
っ
た
り
騒
い
だ
り
す
る
風
習
（
の
風
俗
を
反
映
し
て
い
る

と
い
わ
れ
る（

（1
（

。「
下
女
夫
詞
」
は
前
半
は
児
と
女
と
の
問
答
の
形
式
で
構

成
さ
れ
て
い
る
。

　
　
〔
児
家
初
発
言
〕：
賊
来
須
打
、
客
来
須
看
、
報
道
姑

、
出
来
相
看
。

　
　

女
答
：
門
門
相
対
、
戸
戸
相
当
、
通
問
刺
史
、
是
何
祇
当（

（1
（

？ 

　

ま
ず
男
性
が
賊
が
来
た
ら
打
つ
べ
き
で
、
客
が
来
た
ら
出
て
会
う
べ
き

で
、
出
て
来
て
見
て
く
だ
さ
い
と
言
う
の
に
対
し
、
女
性
は
何
の
ご
用
か

と
聞
く
。
そ
れ
か
ら
次
の
よ
う
に
交
わ
さ
れ
る
。

　
　

児
答
：
心
遊
方
外
、
意
遂
恒
娥
。
日
為
西
至
、
更
蘭
至
此
。
人
先
馬

乏
、
暫
欲
停
流
（
留
（、
幸
願
姑

、
請
垂
接
引
。

　
　

女
答
：
更
深
月
朗
、
星
闘
斉
明
、
不
審
何
方
貴
客
、
侵
夜
得
至
門

庭
？

　
　

児
答
：
鳳
凰
故
来
至
此
、
合
得
百
鳥
参
迎
。
姑

若
無
疑
□
、
火
急

返
身
却
迴
。

　

男
性
は
、
日
も
落
ち
て
人
も
馬
も
疲
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
っ
て
、
し
ば

ら
く
停
留
す
る
こ
と
を
新
婦
側
の
女
性
た
ち
に
請
う
。
女
性
は
、
こ
ん
な

夜
中
に
ど
こ
の
方
が
門
前
に
来
た
の
か
と
、
ま
ず
男
性
の
素
姓
と
来
意
を

問
う
。

　
　

女
答
：
本
是
何
方
君
子
、
何
処
英
才
？
精
神
磊
朗
、
因
何
到
来
？

　
　

児
答
：
本
是
長
安
君
子
、
進
士
出
身
、
選
得
刺
史
、
故
至
高
門
。

　
　

女
答
：
既
是
高
門
君
子
、
貴
勝
英
流
、
不
審
来
意
、
有
何
所
求
？

　
　

児
答
：
聞
君
高
語
、
故
来
相
頭
（
投
（、
窈
窕
淑
女
、
君
子
好
求
。

　
　

女
答
：
金
鞍
駿
馬
、
繍
褥
交
横
、
本
是
何
方
君
子
、
至
此
門
庭
？

　
　

児
答
：
本
是
長
安
君
子
、
赤
懸
（
縣
（
名
家
、
故
来
参
謁
、
尞

（
聊
（
作
栄
華
。

　

こ
の
女
性
の
質
問
（
盤
問
（
に
対
し
て
、
男
性
は
ま
ず
自
分
は
長
安
の

君
子
で
、
進
士
の
出
身
、
刺
史
に
選
ば
れ
た
身
分
で
あ
る
こ
と
を
告
げ

る
。
来
意
に
つ
い
て
は
、『
詩
経
』
の
「
窈
窕
淑
女
、
君
子
好
逑
」
の
句

を
用
い
な
が
ら
、
君
の
高
い
評
判
を
聞
い
て
や
っ
て
き
た
と
答
え
る
。
女

性
が
「
侵
夜
得
至
門
庭
」「
至
此
門
庭
」
と
問
う
こ
と
か
ら
、
こ
れ
が
家
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の
門
前
で
問
答
が
交
わ
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
姑

」
は
新
婦
側
を

代
表
す
る
女
性
た
ち
で
あ
ろ
う（

（1
（

。
そ
う
す
る
と
こ
の
問
答
は
新
婦
迎
え
の

新
郎
側
の
男
性
と
新
婦
側
の
女
性
た
ち
で
交
わ
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
こ
で
男
性
の
来
意
を
知
る
と
、
双
方
は
続
い
て
挨
拶
を
交
わ
し
、

女
性
は
さ
ら
に
以
下
の
盤
問
を
行
う
。

　
　

女
答
：
夜
久
更
蘭
（
闌
（、
星
闘
西
流
、
馬
上
刺
史
、
是
何
之
州
？

　
　

児
答
：
金
雪
抗
麗
、
遼
（
聊
（
此
交
遊
、
馬
上
刺
史
、
本
是
沙
州
。

　
　

女
答
：
英
毛
（
髦
（
蕩
蕩
、
游
称
陽
陽
、
通
問
刺
史
、
是
何
之
郷
？　

　
　

児
答
：
三
川
蕩
蕩
、
九
郡
才
郎
、
馬
上
刺
史
、
本
是
燉
煌
。

　
　

女
答
：
何
方
貴
客
、

霄
（
宵
（
来
至
、
敢
問
相
郎
、
不
知
何
里
？

　
　

児
答
：
天
下
蕩
蕩
、
万
国
之
里
、
敢
奉
来
言
、
具
答
如
此
。

　
　

女
答
：
人
須
之
（
知
（
宗
、
水
須
之
願
（
知
源
（、
馬
上
刺
史
、
望

在
何
川
？

　
　

児
答
：
本
是
三
川
遊
奕
、
八
水
英
賢
、
馬
上
刺
史
、
望
在
泰
（
秦
（

川
。

　

こ
こ
で
も
男
性
の
素
姓
を
も
う
一
度
詳
し
く
盤
問
し
、
男
性
が
す
べ
て

流
暢
に
答
え
満
足
す
る
と
、
女
性
は
、「
君
登
貴
客
、
久
立
門
庭
、
更
須

申
問
、
可
（
何
（
昔
（
惜
（
時
光
」
と
、
時
が
経
つ
の
を
惜
し
ん
で
男
性

が
入
る
こ
と
を
許
す
が
、
今
度
は
男
性
が
「
並
是
国
中
窈
窕
、
明
解
書

章
、
有
疑
借
問
、
可
（
何
（
昔
（
惜
（
時
光
」
と
、
疑
問
が
あ
れ
ば
聞
い

て
く
だ
さ
い
、
な
ぜ
時
が
惜
し
い
の
か
、
と
切
り
返
す
。
そ
れ
に
対
し
て

女
性
は
「
立
客
難
発
遣
、
展
褥
舗
錦
床
、
請
君
下
馬
来
、
緩
緩
便
商
量
」

と
、
錦
の
ベ
ッ
ド
に
布
団
を
敷
い
た
か
ら
、
馬
か
ら
下
り
て
ゆ
っ
く
り
話

し
合
う
こ
と
を
提
案
す
る
。
問
答
の
部
分
は
以
上
で
終
わ
る
が
、
さ
ら
に

詩
が
続
く
。
そ
こ
で
は
「
論
女
家
大
門
詞
」、「
至
中
門
詠
」、「
至
堆
詩
」、

「
至
堂
基
詩
」、「
逢
鏁
詩
」、「
至
堂
門
詠
」
の
詩
が
詠
ま
れ
、
大
門
か
ら

堂
門
に
至
る
ま
で
の
途
中
に
あ
る
物
を
取
り
上
げ
て
詩
に
詠
む
の
で
あ

る
。
最
初
の
二
首
で
は
「
柏
是
南
山
柏
、
将
来
作
門
額
」（「
論
女
家
大
門

詞
」（、「
團
金
作
門
扇
、
磨
玉
作
門
鐶
、
掣
却
金
鈎
鏁
、
拔
却
紫
檀
関
」

（「
至
中
門
詠
」（
と
女
家
の
門
を
褒
め
な
が
ら
進
む
。
続
い
て
は
「
彼
処

無
瓦
礫
、
何
故
生
此
堆
？
不
假
用
鍬
鑃
、
且
借
玉
琶
摧
」（「
至
堆
詩
」（

と
、「
あ
そ
こ
に
瓦
礫
も
な
い
の
に
、
な
ぜ
こ
こ
に
堆
が
生
じ
た
の
か
、

鋤
を
貸
し
て
く
れ
な
い
な
ら
さ
ら
い
（
農
具
（
を
借
り
て
打
ち
砕
く
」
と

詠
む
。
ま
た
「
鏁
是
銀
鈎
鏁
、
銅
鐵
相
鉸
過
、

借
錀
匙
開
、
且
放
刺
史

過
」（「
逢
鏁
詩
」（
と
、「
鎖
は
銀
の
鉤
鎖
で
銅
鉄
が
交
差
し
て
、
鍵
を
借

り
て
開
け
、
刺
史
を
通
し
て
く
だ
さ
い
」
と
詠
む
。
こ
こ
で
は
障
害
物
の

「
堆
」
と
「
鏁
」
の
こ
と
を
詠
む
が
、
こ
れ
も
攔
門
の
継
続
で
あ
る
。
そ

の
後
に
続
く
「
論
開
撒
帳
合
詩
」、「
去
童
男
童
女
去
行
座
障
詩
」、「
去
扇
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詩
」、「
詠
同
牢
盤
」、「
去
帽
惑
詩
」、「
去
花
詩
」、「
脱
衣
詩
」、「
合
髪

詩
」、「
疏
頭
詩
」、「
繋
指
頭
詩
」、「
詠
繋
去
離
心
人
去
情
詩
」、「
詠
下
簾

詩
」
は
、
婚
礼
の
進
行
に
伴
っ
て
詠
唱
さ
れ
た
も
の
と
い
わ
れ
る（

（1
（

。「
下

女
夫
詞
」
に
つ
い
て
、
伊
藤
美
重
子
氏
は
「
も
と
も
と
は
『
下
女
夫
』
と

い
う
習
俗
の
た
め
の
台
本
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
が
、
広
く
婚
礼
に

用
い
る
た
め
に
婚
礼
用
の
詩
を
付
し
、
婚
礼
の
次
第
も
示
す
と
い
う
〝
書

儀
〟
の
性
格
を
加
え
ら
れ
て
い
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る（

（1
（

。
こ
の
作
品
の
目

的
や
性
格
な
ど
に
つ
い
て
は
ま
だ
不
明
な
点
が
多
い
が
、
婚
礼
を
背
景
と

し
て
成
り
立
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
男
女
の
問
答
の
形
式
は
唐
代
の
小
説
『
遊
仙
窟
』
に
も
見
ら

れ
、
程
毅
中
氏
は
『
遊
仙
窟
』
と
「
下
女
夫
詞
」
の
類
似
性
を
最
も
早
く

指
摘
し
、「
下
女
夫
詞
」
の
問
答
の
部
分
に
あ
る
、
姑
嫂
二
人
が
家
で
遠

方
か
ら
来
た
客
を
接
待
し
、
互
い
に
問
答
し
応
答
す
る
場
面
は
『
遊
仙

窟
』
の
内
容
と
一
致
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る（

（1
（

。

　

そ
の
『
遊
仙
窟
』
で
は
、
最
初
は
神
仙
の
山
に
つ
い
て
の
描
写
が
あ

り
、「
日
晩
途
遙
、
馬
疲
人
乏
。
…
古
老
相
伝
云
、
此
是
神
仙
窟
也（

11
（

」

と
、
日
が
暮
れ
て
馬
も
人
も
疲
れ
て
張
郎
が
神
仙
の
岩
屋
に
来
た
こ
と
を

述
べ
る
。
そ
こ
で
彼
は
谷
川
の
岸
で
洗
濯
し
て
い
る
娘
に
出
会
い
、
最
初

の
娘
と
の
問
答
が
展
開
さ
れ
る
。

　

見
一
女
子
向
水
側
浣
衣
、
余
乃
問
曰
、
承
聞
此
処
有
神
仙
窟
宅
、

故
来
祗
候
。 

山
川
阻
隔
、
疲
頓
異
常
。
欲
投
娘
子
、
片
時
停
歇
。

賜
惠
交
情
、
幸
垂
聴
許
。
女
子
答
曰
、
児
家
堂
舍
賤
陋
、
供
給
単

疎
、
只
恐
不
堪
、
終
無
悋
惜
。
余
答
曰
、
下
官
是
客
、
触
事
卑
微
、

但
避
風
塵
、
則
為
幸
甚
。

　

張
郎
は
「
神
仙
の
住
む
岩
屋
が
あ
る
と
聞
い
て
、
神
仙
に
お
会
い
し
た

く
て
や
っ
て
き
ま
し
た
。
多
く
の
山
川
を
越
え
て
は
る
ば
る
や
っ
て
き
た

の
で
、
非
常
に
疲
れ
ま
し
た
。
お
宅
に
寄
せ
て
し
ば
ら
く
休
ま
せ
て
ほ
し

い
で
す
。」
と
、
娘
の
家
で
休
ま
せ
て
く
れ
と
依
頼
す
る
。
す
る
と
娘

は
、「
家
が
む
さ
苦
し
く
、
ご
ち
そ
う
も
粗
末
で
、
ご
満
足
頂
け
な
い
で

し
ょ
う
。」
と
い
い
な
が
ら
、
宿
を
惜
し
む
気
持
ち
は
な
い
と
い
う
。
張

郎
は
、
自
分
は
旅
の
身
で
、
雨
露
を
し
の
ぎ
さ
え
す
れ
ば
い
い
と
答
え

る
。
娘
は
「
止
余
於
門
側
草
亭
中
」
と
、
彼
を
門
の
傍
ら
の
か
や
葺
き
の

亭
に
待
た
せ
て
、
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
出
て
き
た
。
そ
こ
で
「
此
誰
家
舍

也
」（
ど
な
た
の
お
屋
敷
で
す
か
（
と
聞
く
と
、
娘
は
「
此
是
崔
女
郎
之

舍
耳
」（
こ
こ
は
崔
奥
様
の
お
屋
敷
で
す
（
と
答
え
、「
崔
女
郎
何
人
也
」

（
崔
奥
様
は
ど
う
い
う
お
方
で
す
か
（
と
聞
く
と
「
博
陵
王
之
苗

、
清

河
公
之
舊
族
。
容
貌
似
舅
、
潘
安
仁
之
外
甥
。
気
調
如
兄
、
崔
季
珪
之
小

妹
。
花
容
婀
娜
、
天
上
無
儔
、
玉
体
逶
迤
、
人
間
少
疋
。」
と
、
博
陵
王
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の
末
裔
で
、
清
河
公
の
旧
族
で
、
潘
安
仁
の
姪
で
、
崔
季
珪
の
妹
で
、
そ

の
美
し
さ
は
天
上
に
比
べ
得
る
も
の
は
な
く
、
世
の
中
に
二
人
と
い
な
い

美
人
だ
と
答
え
る
。

　

そ
の
後
、
奥
か
ら
箏
を
奏
で
る
音
が
が
聞
こ
え
て
、
張
郎
は
「
従
渠
痛

不
肯　

人
更
別
求
天
」
と
、
た
と
え
そ
の
美
女
に
拒
ま
れ
て
も
、
天
上
へ

行
っ
て
代
わ
り
の
人
が
探
せ
る
も
の
で
す
か
、
と
い
う
詩
を
贈
る
。
こ
れ

に
対
し
て
十
娘
は
桂
心
を
よ
こ
し
て
「
何
処
関
天
事　

辛
苦
漫
追
尋
」

と
、「
ど
こ
が
天
上
に
関
わ
り
が
あ
る
の
か
し
ら
、
苦
労
し
て
さ
が
し
て

む
な
し
い
こ
と
だ
わ
」
と
答
え
る
。
そ
こ
で
「
舉
頭
門
中
、
忽
見
十
娘
半

面
」（
門
内
に
頭
を
あ
げ
る
と
、
ふ
と
十
娘
の
顔
が
半
分
見
え
（、
ま
た
一

首
を
詠
み
「
斂
笑
偷
殘
靨　

含
羞
露
半
脣　

一
眉
猶
叵
耐　

雙
眼
定
傷

人
」
と
、
十
娘
の
容
貌
を
褒
め
な
が
ら
、
両
目
が
見
ら
れ
れ
ば
気
が
動
顛

す
る
だ
ろ
う
、
と
詠
む
。
こ
れ
に
対
し
て
十
娘
は
、「
好
是
他
家
好　

人

非
着
意
人　

何
須
漫
相
弄　

幾
許
費
精
神
」
と
、「
好
き
と
い
う
の
は
他

の
方
が
好
き
な
の
ね
、
私
が
意
中
の
人
で
は
な
い
の
に
、
ど
う
し
て
つ
ま

ら
ぬ
か
ら
か
い
を
な
さ
る
の
、
な
ん
と
い
う
む
だ
な
気
苦
労
で
す
こ
と
」

と
答
え
返
し
、
一
旦
彼
を
拒
む
の
で
あ
る
。
張
郎
は
、
こ
こ
で
は
十
娘
と

対
面
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
後
張
郎
は
書
状
や
詩
を
贈
り
、
や
っ
と
十
娘
が
出
て
き
て
二
人
は

対
面
す
る
。
十
娘
は
「
不
知
上
客
従
何
而
至
」
と
、
ど
ち
ら
か
ら
来
た
か

と
問
う
。
張
郎
は
「
下
官
望
属
南
陽
、
住
居
西
鄂
…
」
な
ど
と
自
分
の
出

身
、
家
柄
に
つ
い
て
答
え
る
。
十
娘
は
さ
ら
に
「
上
客
見
任
何
官
」
と
官

職
を
聞
く
。
そ
れ
に
詳
細
に
答
え
て
「
遂
引
入
中
堂
」
と
い
い
、
よ
う
や

く
奥
の
座
敷
へ
と
通
さ
れ
た
。
張
鴻
勛
氏
は
以
上
の
部
分
が
「
下
女
夫

詞
」
の
問
答
の
部
分
と
類
似
し
、
続
く
宴
が
設
け
ら
れ
て
五
嫂
も
と
も
に

加
わ
り
、
か
ら
か
い
な
が
ら
戯
れ
た
り
、
詠
物
の
詩
を
詠
ん
だ
り
す
る
場

面
は
最
も
賑
や
か
な
部
分
で
、
こ
れ
は
「
下
女
夫
詞
」
第
二
部
分
の
嫁
迎

え
の
男
性
た
ち
が
女
家
の
庭
園
に
入
っ
て
か
ら
物
を
見
て
詩
を
詠
む
と
こ

ろ
と
比
べ
る
と
小
説
の
内
容
の
ほ
う
が
豊
富
で
は
あ
る
が
、
そ
の
構
造
は

共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
最
後
に
部
屋
に
入
っ
て
一
夜
を
過
ご
す
部
分

は
「
下
女
夫
詞
」
の
最
後
の
部
分
に
相
当
す
る
と
い
う（

1（
（

。『
遊
仙
窟
』
と

「
下
女
夫
詞
」
の
成
立
の
前
後
関
係
は
不
明
だ
が
、
小
島
憲
之
氏
は
「
遊

仙
窟
、
そ
の
素
材
の
一
部
は
、
当
時
、
民
間
に
伝
は
つ
て
ゐ
た
婚
姻
的
行

事
に
仰
ぎ
、
更
に
彼
の
文
藻
豊
か
な
筆
に
よ
つ
て
潤
色
さ
れ
た
ふ
し
が
み

ら
れ
る

─
敦
煌
変
文
「
下
女
夫
詞
」
な
ど
の
原
型
が
そ
の
素
材
の
一
つ

に
な
つ
た
も
の
で
あ
ら
う
」
と
述
べ
て
い
る（

11
（

。

　
『
遊
仙
窟
』
で
は
張
郎
と
十
娘
は
詩
を
用
い
て
相
手
の
情
を
探
り
、
恋

の
思
い
を
伝
え
た
り
す
る
。
こ
う
し
た
方
法
は
今
の
少
数
民
族
の
対
歌
に

も
行
わ
れ
て
お
り
、
程
毅
中
氏
は
「『
遊
仙
窟
』
の
よ
う
な
た
く
さ
ん
の

詩
を
用
い
て
唱
和
す
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
民
間
の
対
歌
の
習
俗
を
模
倣
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し
た
」
と
述
べ（

11
（

、
石
昌
渝
氏
も
対
歌
の
方
法
を
用
い
た
と
指
摘
し
て
い

る（
11
（

。『
遊
仙
窟
』
の
作
者
が
こ
う
し
た
民
間
の
習
俗
を
ど
こ
ま
で
手
本
に

し
た
か
は
は
っ
き
り
分
か
ら
な
い
が
、
当
時
の
民
間
の
対
歌
習
俗
や
婚
姻

習
俗
の
攔
門
の
中
に
窺
え
る
盤
問
な
ど
を
参
考
に
し
た
こ
と
は
充
分
考
え

得
る
。

　
『
遊
仙
窟
』
は
「
下
女
夫
詞
」
の
よ
う
に
は
っ
き
り
と
門
前
で
問
答
が

行
わ
れ
て
は
い
な
い
が
、
洗
濯
の
娘
が
張
郎
を
「
門
側
草
亭
中
」
に
待
た

せ
て
か
ら
二
人
の
問
答
の
や
り
と
り
か
ら
は
、
十
娘
の
出
自
と
美
貌
が
語

ら
れ
、
張
郎
と
十
娘
と
の
最
初
の
詩
の
や
り
と
り
は
、「
舉
頭
門
中
」
か

ら
窺
え
る
よ
う
に
門
を
境
に
し
て
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
十
娘
と

張
郎
と
の
出
会
い
が
「
門
」
と
大
き
く
関
わ
る
こ
と
も
こ
こ
に
表
れ
て
い

る
。
そ
し
て
十
娘
は
張
郎
の
出
身
や
家
柄
、
官
職
な
ど
を
詳
細
に
聞
く
の

は
相
手
の
素
姓
を
盤
問
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
答
え
に
満
足
で
き
た
十

娘
は
、
次
の
段
階
の
「
中
堂
」
へ
と
導
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

『
遊
仙
窟
』
に
も
攔
門
の
名
残
が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

五
、『
遊
仙
窟
』
か
ら
万
葉
集
の
門
前
歌
へ

　

こ
こ
で
、『
万
葉
集
』
の
門
前
の
歌
に
戻
っ
て
考
え
た
い
。
家
持
の
歌

と
『
遊
仙
窟
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
す
で
に
契
沖
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ

て
お
り（

11
（

、『
遊
仙
窟
』
が
家
持
の
作
歌
活
動
に
お
い
て
テ
キ
ス
ト
の
一
つ

と
し
て
あ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
想
定
さ
れ
る
。
家
持
の
門
前
の
歌
二
首
の

表
現
に
は
、『
遊
仙
窟
』
の
直
接
的
な
影
響
は
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、「
娘

子
の
門
に
到
り
て
作
れ
る
歌
」
と
題
し
、
娘
子
の
門
前
に
到
っ
て
断
ら
れ

る
こ
と
を
設
定
す
る
の
は
、
張
郎
と
十
娘
が
最
初
に
門
を
境
に
し
て
詩
を

贈
答
し
、
十
娘
に
拒
絶
さ
れ
て
対
面
を
果
た
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
場

面
と
通
じ
、『
遊
仙
窟
』
を
基
盤
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
巻
四
に
は

家
持
が
娘
子
に
贈
る
歌
は
ほ
か
に
も
、「
大
伴
宿
禰
家
持
の
娘
子
に
贈
れ

る
歌
二
首
」（
六
九
一
、
六
九
二
（、「
大
伴
宿
禰
家
持
の
娘
子
に
贈
れ
る

歌
七
首
」「
七
一
四
～
七
二
〇
（、「
大
伴
宿
禰
家
持
の
娘
子
に
贈
れ
る
歌

三
首
」（
七
八
三
～
七
八
五
（
が
あ
り
、
辰
巳
正
明
氏
は
「
こ
れ
ら
の
歌

の
背
後
に
は
、『
遊
仙
窟
』
の
影
が
見
え
隠
れ
す
る
」
と
し
、「
そ
こ
に
は

〈
遊
仙
窟
遊
び
〉
が
存
在
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
」
と
述
べ
る（

11
（

。
辰
巳

氏
の
説
を
踏
ま
え
て
考
え
れ
ば
、
家
持
が
娘
子
に
贈
っ
た
門
前
の
歌
も
宴

の
場
で
展
開
さ
れ
た
〈
遊
仙
窟
遊
び
〉
の
一
環
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
家
持
が
門
か
ら
返
さ
れ
る
こ
と
を
詠
み
、
門
前
の
場
面
を
設
定
し
て

歌
に
詠
む
の
は
、
あ
る
習
俗
を
反
映
し
て
い
る
が
、
そ
の
習
俗
と
は
婚
姻

習
俗
に
見
ら
れ
る
攔
門
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
家
持
は
『
遊

仙
窟
』
を
通
し
て
唐
の
民
間
習
俗
の
知
識
を
理
解
し
た
も
の
と
思
わ
れ
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る
。

　

ま
た
、
湯
原
王
と
娘
子
と
の
贈
答
歌
は
十
二
首
展
開
さ
れ
て
お
り
、
門

前
か
ら
返
さ
れ
る
状
況
を
詠
む
歌
は
湯
原
王
が
娘
子
に
贈
っ
た
一
首
目
で

あ
る
。
湯
原
王
は
二
首
目
で
「
目
に
は
見
て
手
に
は
取
ら
え
ぬ
月
の
内
の

楓
の
ご
と
き
妹
を
い
か
に
せ
む
」（
巻
四
・
六
三
二
（
と
、
月
の
中
の
楓

の
よ
う
に
手
に
取
る
こ
と
の
で
き
な
い
相
手
を
詠
む
が
、『
遊
仙
窟
』
に

は
張
郎
が
十
娘
と
詩
を
や
り
と
り
し
な
が
ら
も
、
面
会
す
る
こ
と
が
で
き

ず
、「
少
時
坐
睡
、
則
夢
見
十
娘
。
驚
覚
攬
之
、
忽
然
空
手
。」
と
、
夢
で

十
娘
を
見
て
、
驚
い
て
目
が
覚
め
手
で
つ
か
ま
え
よ
う
と
し
た
が
、
手
答

え
も
な
か
っ
た
と
の
場
面
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
示
唆
を
得
た
か
も
し
れ
な

い
。
こ
の
湯
原
王
の
歌
に
対
し
て
娘
子
は
「
こ
こ
だ
く
も
思
ひ
け
め
か
も

敷
栲
の
枕
片
去
る
夢
に
見
え
け
る
」（
巻
四
・
六
三
三
（
と
、「
夢
」
を
以

て
返
す
こ
と
か
ら
も
『
遊
仙
窟
』
の
知
識
が
根
底
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
そ
し
て
湯
原
王
は
「
わ
が
衣
形
見
に
奉
る
敷
栲
の
枕
を
離
け
ず
巻
き

て
さ
寝
ま
せ
」（
巻
四
・
六
三
六
（
と
、
形
見
の
衣
を
贈
る
こ
と
を
詠

む
。
張
郎
と
十
娘
も
別
れ
る
際
に
形
見
を
贈
り
合
い
、
張
郎
は
「
取
相
思

枕
、
留
與
十
娘
以
為
記
念
」
と
、
相
思
の
枕
を
十
娘
に
形
見
に
贈
り
、

「
聊
将
代
左
腕　

長
夜
枕
渠
頭
」（
こ
れ
を
左
の
手
首
に
代
え
て
、
長
い
夜

君
の
頭
を
支
え
て
く
だ
さ
い
（
と
の
詩
を
贈
る
が
、
湯
原
王
が
こ
の
記
事

か
ら
暗
示
を
得
た
こ
と
は
充
分
理
解
さ
れ
る（

11
（

。
さ
ら
に
、
湯
原
王
の
「
た

だ
一
夜
隔
て
し
か
ら
に
あ
ら
た
ま
の
月
か
経
ぬ
る
と
こ
こ
ろ
い
ぶ
せ
し
」

（
巻
四
・
六
三
八
（
は
、
張
郎
と
十
娘
が
別
れ
る
際
の
十
娘
の
「
日
夜
懸

心
憶　

知
隔
幾
年
秋
」（
昼
も
夜
も
心
に
か
け
て
思
う
も
の
、
あ
れ
か
ら

幾
年
た
っ
た
か
と
（、
張
郎
の
「
人
去
悠
悠
隔
両
天　

未
審
迢
迢
度
幾

年
」（
人
が
去
っ
て
い
つ
し
か
二
日
隔
て
て
し
ま
っ
た
、
い
っ
た
い
遠
く

何
年
過
ぎ
る
の
で
あ
ろ
う
か
（
の
詩
に
類
似
表
現
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
し
て
娘
子
が
贈
っ
た
六
四
一
番
歌
の
「
焼
太
刀
の
へ
つ
か
ふ
」
は

「
焼
大
刀
乃　

隔
付
経
」
と
表
記
さ
れ
て
、
難
解
な
句
で
あ
る
が
、
漢
字

通
り
に
解
釈
す
れ
ば
刀
が
隔
て
た
り
付
い
た
り
す
る
こ
と
を
い
う
も
の
で

あ
る
。
張
郎
は
「
詠
刀
子
」
の
詩
を
詠
み
、
十
娘
は
「
詠
鞘
」
詩
を
詠
ん

で
い
る
が
、
刀
と
鞘
は
男
女
の
共
寝
を
象
徴
す
る
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
表
現

で
あ
る
。
さ
ら
に
「
剣
」
も
登
場
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
張
郎
が
十
娘
と

別
れ
る
際
に
詠
ん
だ
詩
に
「
両
剣
俄
分
匣
」
と
出
て
い
る
。
こ
れ
は
南
朝

宋
の
雷
次
宗
の
『
予
章
古
今
記
』
の
記
事
が
出
典
で
、「
こ
の
剣
は
雌
雄

の
夫
婦
剣
で
、
し
ば
ら
く
離
れ
て
い
た
が
、
水
に
帰
っ
て
ま
た
一
緒
に
い

る
こ
と
に
な
っ
た
。
張
郎
・
十
娘
の
離
別
も
、
こ
の
剣
の
よ
う
に
、
し
ば

ら
く
待
て
ば
、
再
会
の
期
も
あ
ろ
う
と
希
望
を
示
し
て
い
る
」
と
い
わ
れ

て
お
り（

11
（

、
ま
た
の
再
会
を
願
う
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
娘

子
の
「
焼
大
刀
」
が
如
何
な
る
意
で
用
い
た
か
は
今
後
検
証
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
、
二
人
の
贈
答
歌
に
『
遊
仙
窟
』
が
下
地
に
あ
っ
た
と
考
え
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れ
ば
、
こ
こ
に
「
焼
大
刀
」
が
出
て
く
る
の
も
首
肯
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う

に
湯
原
王
と
娘
子
と
の
贈
答
歌
に
も
〈
遊
仙
窟
遊
び
〉
が
見
ら
れ
、
そ
の

中
に
門
前
か
ら
返
さ
れ
る
歌
も
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

六
、
お
わ
り
に

　

門
前
の
歌
は
今
で
も
中
国
少
数
民
族
の
恋
愛
活
動
や
婚
姻
習
俗
の
な
か

に
展
開
さ
れ
て
、
男
女
に
よ
っ
て
対
歌
の
形
式
で
歌
わ
れ
て
い
る
。
そ
の

根
源
を
遡
る
と
古
く
か
ら
あ
っ
た
攔
門
の
儀
礼
に
辿
り
つ
く
。
敦
煌
遺
書

「
下
女
夫
詞
」
か
ら
は
唐
代
の
攔
門
の
習
俗
が
確
認
で
き
、
ま
た
唐
代
の

恋
愛
小
説
『
遊
仙
窟
』
に
も
類
似
す
る
内
容
が
認
め
ら
れ
る
。
両
作
品
の

影
響
関
係
は
不
明
だ
が
、
当
時
の
民
間
の
婚
姻
文
化
や
対
歌
習
俗
な
ど
を

素
材
の
一
つ
と
し
て
多
く
取
り
入
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し

た
当
時
の
民
間
の
習
俗
文
化
を
反
映
し
た
も
の
と
し
て
、
一
つ
は
敦
煌

に
、
一
つ
は
中
原
か
ら
日
本
に
渡
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
文
化
的
反
映
は
、
天
平
時
代
の
歌
人
で
あ
る
家
持
や
湯
原

王
の
門
前
の
歌
に
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
門
前
の
恋
を
テ
ー
マ
と
し
た

歌
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
ま
た
そ
れ
は
宴
の
場
に
お
い
て
贈
答
歌
の
一

つ
の
形
式
と
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
家
持
や
湯
原
王
が
門
前
と
い
う
場

面
を
設
定
し
て
、
歌
を
贈
る
の
は
、
相
手
の
歌
を
引
き
出
そ
う
と
し
た
の

で
あ
る
。
そ
の
場
面
設
定
に
直
接
的
な
情
報
を
与
え
た
の
は
、
当
時
の
知

識
人
に
愛
読
さ
れ
て
い
た
『
遊
仙
窟
』
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
家
持
や
湯
原

王
の
作
品
に
は
『
遊
仙
窟
』
の
場
面
を
取
り
入
れ
た
歌
が
見
ら
れ
、
贈
答

の
場
で
は
『
遊
仙
窟
』
を
基
調
と
し
な
が
ら
歌
を
楽
し
ん
だ
と
思
わ
れ

る
。
そ
の
流
れ
の
中
に
門
前
の
歌
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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古
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古
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第
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、
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九
八
五
年
。

（
（9
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程
毅
中
「
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文
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点
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産
増
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書
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、

一
九
六
二
年
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の
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文
存
』（
中
華
書
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六
年
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所
収
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（
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木
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元
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仙
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書
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、一
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仙
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仙
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書
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仙
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史
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