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清末広東の女性と習俗

清
末
広
東
の
女
性
と
習
俗　
　
『
時
事
画
報
』『
賞
奇
画
報
』　
　

小
　

川
　
快
　

之

は
じ
め
に

　

本
章
で
取
り
上
げ
る
史
料
は
︑
広
東
省
立
中
山
図
書
館
が
所
蔵
す
る
清
代
末
期
の
広
東
で
発
行
さ
れ
た
画
報
︵
絵
入
新
聞
︶
を
集
め
た

﹃
旧
粤
百
態　
　

広
東
省
立
中
山
図
書
館
蔵
晩
清
画
報
選
輯　
　

﹄︵
1
︶
に
収
録
さ
れ
た
珍
し
い
女
性
の
習
俗
を
紹
介
し
た
記
事
で
あ
る
︒

清
末
に
は
﹃
点
石
斎
画
報
﹄
を
は
じ
め
︑
当
時
の
珍
し
い
習
俗
や
事
件
︑
さ
ら
に
は
世
界
事
情
な
ど
も
紹
介
し
た
画
報
の
刊
行
が
盛
ん
に

な
っ
て
お
り
︑
清
代
の
社
会
史
・
文
化
史
・
法
制
史
な
ど
を
研
究
す
る
上
で
貴
重
な
史
料
と
な
っ
て
い
る
︒

　

画
報
の
代
表
格
で
あ
る
﹃
点
石
斎
画
報
﹄
は
︑
光
緒
十
年
︵
一
八
八
四
年
︶
か
ら
光
緒
二
十
四
年
︵
一
八
九
八
年
︶
に
中
国
語
新
聞
の
﹃
申

報
﹄
で
有
名
な
上
海
の
申
報
館
︵
経
営
者
は
イ
ギ
リ
ス
人
ア
ー
ネ
ス
ト
・
メ
イ
ジ
ャ
ー
︶
か
ら
刊
行
さ
れ
︑
通
常
販
売
以
外
に
十
二
号
ご

と
に
一
ま
と
め
に
し
た
本
の
販
売
も
行
っ
て
い
た
︒
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
中
野
美
代
子
・
武
田
雅ま

さ

哉や

の
両
氏
が
紹
介
し
て
い
る
が
︵
2
︶︑

清
代
の
社
会
史
・
法
制
史
と
の
関
連
で
言
え
ば
︑
相そ

う

田だ

洋ひ
ろ
し氏
が
関
連
文
献
も
含
め
て
詳
し
く
解
説
を
し
て
い
る
︵
3
︶︒

　

画
報
史
料
に
は
絵
だ
け
で
は
な
く
︑
通
常
︑
絵
の
余
白
に
説
明
文
が
つ
い
て
お
り
︑
さ
ら
に
編
集
者
の
評
語
が
書
か
れ
て
い
る
も
の
も

あ
る
︒
画
報
の
記
事
は
単
に
民
衆
に
受
け
そ
う
な
面
白
い
事
件
を
紹
介
す
る
と
い
う
側
面
以
外
に
︑
啓
蒙
的
な
意
図
や
社
会
風
刺
的
な
観

点
か
ら
書
か
れ
た
も
の
も
多
く
︑
画
報
に
よ
っ
て
そ
の
ス
タ
ン
ス
に
は
違
い
も
み
ら
れ
る
︒
そ
の
た
め
︑
画
報
史
料
を
取
り
扱
う
場
合
に

は
︑
編
集
者
の
ス
タ
ン
ス
︑
編
集
者
が
な
ぜ
そ
の
テ
ー
マ
に
注
目
し
た
の
か
︑
こ
の
記
事
で
何
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
と
い
っ
た

問
題
に
つ
い
て
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
︒
ま
た
︑
絵
に
つ
い
て
は
︑
現
実
の
光
景
を
踏
ま
え
た
も
の
も
多
い
が
︑
絵
師
が
伝
聞
を
も
と
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に
創
作
し
た
も
の
も
多
く
見
ら
れ
る
の
で
そ
の
点
も
注
意
が
必
要
で
あ
る
︒

　
﹃
旧
粤
百
態
﹄
の
前
言
に
よ
れ
ば
︑﹃
時
事
画
報
﹄
は
︑
光
緒
三
十
一
年
︵
一
九
〇
五
年
︶
に
創
刊
さ
れ
︑
関
係
者
が
強
烈
な
社
会
的
な
責

任
感
を
も
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
り
︑
内
容
に
啓
蒙
的
な
色
彩
が
見
ら
れ
る
と
書
か
れ
て
お
り
︑
説
明
文
の
後
に
そ
の
啓
蒙
的
な
意
図
を
踏

ま
え
た
評
語
を
付
け
る
形
式
に
な
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑﹃
賞
奇
画
報
﹄
は
︑
光
緒
三
十
二
年
︵
一
九
〇
六
年
︶
に
創
刊
さ
れ
︑
愚
か
な
民
を

批
判
し
︑
頑
迷
な
者
を
啓
発
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
︑
言
論
は
割
と
控
え
め
で
︑﹃
時
事
画
報
﹄
よ
り
も
保
守
的
な
立

場
を
と
っ
て
い
る
と
さ
れ
︑
評
語
が
つ
い
て
い
る
も
の
も
あ
れ
ば
な
い
も
の
も
あ
る
︒
今
回
取
り
上
げ
る
﹃
旧
粤
百
態
﹄
は
︑
光
緒
新
政

の
時
期
に
あ
た
る
光
緒
三
十
一
年
︵
一
九
〇
五
年
︶
か
ら
光
緒
三
十
三
年
︵
一
九
〇
七
年
︶
の
﹃
時
事
画
報
﹄
と
﹃
賞
奇
画
報
﹄
の
記
事
か
ら

広
東
に
関
す
る
二
五
三
枚
を
収
録
し
て
い
る
︒

　

と
こ
ろ
で
︑
伝
統
中
国
の
女
性
に
つ
い
て
は
︑
大
澤
正
昭
氏
が
︑
宋
代
以
降
︑
男
尊
女
卑
的
な
傾
向
が
強
ま
っ
た
と
さ
れ
る
一
方
で
︑
そ

う
し
た
中
で
も
生
業
な
ど
の
拠
り
所
を
背
景
に
し
て
︑
そ
れ
に
抵
抗
す
る
︿
強
い
﹀
女
性
像
も
見
ら
れ
る
こ
と
︑
ま
た
︑
男
尊
女
卑
の
結

果
︑
女
児
を
間
引
き
す
る
溺
女
の
習
俗
が
生
ま
れ
︑
女
性
の
減
少
化
が
見
ら
れ
︑
そ
れ
が
さ
ら
に
売
妻
の
習
俗
を
生
ん
だ
こ
と
が
女
性
の

存
在
意
義
を
増
す
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
︵
4
︶︒

　

さ
ら
に
清
代
の
漢
民
族
の
女
性
の
習
俗
と
言
え
ば
︑
足
を
布
で
縛
っ
て
親
指
以
外
の
足
指
を
折
り
曲
げ
て
人
為
的
に
小
さ
な
足
を
作
り

上
げ
る
纏て

ん

足そ
く

と
い
う
独
特
な
習
俗
が
知
ら
れ
る
︒
纏
足
と
い
え
ば
︑
足
そ
の
も
の
が
注
目
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
︑
纏
足
の
美
の
重
点
は
足

そ
の
も
の
よ
り
︑
弓

き
ゅ
う

鞋あ
い

と
呼
ば
れ
る
纏
足
靴
に
包
ま
れ
た
外
見
の
美
し
さ
に
あ
っ
た
︒
纏
足
は
上
流
階
級
の
女
性
の
象
徴
と
さ
れ
て
い
た

た
め
︑
女
性
た
ち
が
自
分
の
娘
や
孫
娘
に
対
し
て
よ
い
結
婚
が
で
き
る
よ
う
に
と
纏
足
を
さ
せ
て
い
た
︒
さ
ら
に
は
綺
麗
な
纏
足
で
あ
る

こ
と
は
家
の
名
誉
と
も
関
係
が
あ
り
︑
よ
り
小
さ
な
纏
足
の
女
性
を
娶
っ
た
男
性
は
羨
望
の
的
と
な
っ
て
い
た
︒
つ
ま
り
︑
清
代
に
は
女

性
た
ち
が
纏
足
を
武
器
に
自
身
や
家
族
の
上
昇
を
図
る
現
象
も
見
ら
れ
た
︵
5
︶︒

　

こ
う
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
︑
伝
統
中
国
の
女
性
像
は
︑
社
会
的
に
抑
圧
さ
れ
た
弱
い
存
在
と
い
う
見
方
だ
け
で
は
理
解
で
き
な
い
面
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が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
︒﹃
時
事
画
報
﹄
や
﹃
賞
奇
画
報
﹄
に
は
そ
う
し
た
︿
強
い
﹀
女
性
像
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
記
事
が
多
く
み
ら

れ
る
︒
こ
こ
で
は
そ
の
中
か
ら
い
く
つ
か
の
女
性
の
習
俗
に
関
す
る
記
事
を
読
み
と
き
な
が
ら
︑
清
末
の
広
東
の
女
性
た
ち
を
め
ぐ
る
問

題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
︵
6
︶︒
ま
た
︑
併
せ
て
画
報
史
料
の
歴
史
史
料
と
し
て
の
性
格
や
そ
の
活
用
の
可
能
性
に
つ
い
て
も
考
え
て

み
た
い
︒

　

記
事
を
読
む
前
に
︑
ま
ず
︑
清
代
の
広
東
と
は
ど
の
よ
う
な
地
域
な
の
か
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
て
お
き
た
い
︒
広
東
は
地
理
的
に

は
ベ
ト
ナ
ム
に
近
い
中
国
の
南
方
に
位
置
し
︑
珠
江
と
い
う
大
河
の
下
流
域
が
中
心
と
な
っ
た
地
域
で
︑
海
岸
線
が
広
く
伸
び
て
お
り
︑
海

産
物
に
も
恵
ま
れ
て
い
る
︒
現
在
の
広
東
省
の
省
都
で
あ
る
広
州
に
は
︑
清
代
に
は
広
州
府
が
お
か
れ
︑
対
外
貿
易
港
を
有
し
て
お
り
︑
外

国
文
化
が
入
り
や
す
い
地
域
で
も
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
清
末
に
は
︑
ア
ヘ
ン
戦
争
な
ど
で
清
朝
が
イ
ギ
リ
ス
に
敗
れ
︑
香
港
島
や
九
龍
半
島

が
イ
ギ
リ
ス
領
と
な
っ
た
た
め
そ
の
傾
向
は
強
く
な
っ
て
い
る
︒
さ
ら
に
広
州
府
の
管
轄
下
の
南
海
県
・
番ば

ん

禺ぐ
う

県
・
順
徳
県
一
帯
は
︑
珠

江
デ
ル
タ
に
位
置
し
︑
明
代
に
は
砂
洲
が
囲
基
︵
堤
防
︶
の
建
設
に
よ
り
開
発
さ
れ
︑
明
末
に
は
︑
基
台
︵
堤
︶
に
果
樹
や
桑
木
を
植
え
て

蚕
を
飼
い
︑
死
蚕
や
屑
繭
を
魚
の
養
分
と
し
て
塘
︵
魚
を
養
殖
す
る
池
︶
に
投
入
す
る
﹁
桑そ
う

基き

魚ぎ
よ
と
う塘
﹂
と
い
う
生
産
様
式
が
普
及
し
︑
海
外

貿
易
の
活
発
化
と
い
う
背
景
の
も
と
︑
養
蚕
業
・
製
糸
業
の
発
展
が
見
ら
れ
た
︵
7
︶︒
ま
た
︑
広
東
は
︑
北
方
に
あ
る
福
建
や
江
西
と
は

山
々
で
隔
た
れ
︑
他
の
漢
民
族
の
居
住
地
域
と
は
異
な
る
独
自
の
文
化
が
多
い
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
︒
な
お
︑
本
章
の
引
用
史
料
の

画
像
は
原
図
を
参
照
し
て
筆
者
が
手
書
き
し
た
も
の
を
用
い
て
い
る
︒
原
図
で
は
点
線
で
囲
わ
れ
た
部
分
に
説
明
文
が
記
さ
れ
て
い
る
︒

　
　
史
料
I
『
賞
奇
画
報
』
帯
夫
改
嫁
図　
　

夫
を
連
れ
て
再
婚
す
る　
　

標
点
文
（
原
図
説
明
文
）

帶
夫
改
醮
。
海
陽
縣
新
橋
頭
鄕
某
氏
婦
、
所
夫
旣
喪
、
復
贅
某
甲
、
伉
儷
頗
篤
。
惟
甲
偏
枯
成
疾
、
以
致
終
窶
且
貧
。
氏
乃
與
甲
熟
商
、
謀

爲
改
醮
之
舉
、
幷
訂
朙
帶
同
病
夫
就
羪
其
家
。
旋
由
媒
向
某
乙
說
合
、
兩
無
異
言
、
氏
遂
偕
病
夫
及
攜
原
配
故
夫
之
木
主
歸
乙
焉
。
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訓
読
文

夫
を
帶
し
て
改
醮し
ょ
うす
。
海
陽
縣
新
橋
頭
鄕
の
某
氏
の
婦
、
夫

と
す
る
所
は
旣
に
喪な

く
、
復
た
某
甲
を
贅ぜ
い

し
、
伉こ
う

儷れ
い

は
頗
る

篤あ
つ

し
。
惟
だ
甲
偏
枯
に
し
て
疾
と
成
り
、
以
て
終つ
い

に
窶く

に
し

て
且か

つ
貧
な
る
を
致
す
。
氏
は
乃
ち
甲
と
熟
商
し
、
謀
り
て

改
醮
の
舉
を
爲
し
、
幷
せ
て
病
夫
を
帶
同
し
て
そ
の
家
に
就

羪
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
訂
朙
す
。
旋つ

い
で
媒
な
こ
う
どに
由
り
て
某
乙
に

向
か
ひ
て
說
合
し
、
兩と

も

に
異
言
無
く
、
氏
遂
に
病
夫
及
び
攜
た
ず
さ

ふ
る
原
配
の
故
夫
の
木
主
と
偕と
も

に
乙
に
歸
す
。

絵
の
説
明

　

絵
に
は
︑
足
に
障
害
が
あ
り
︑
木
製
の
台
を
杖
と
し
て
い
る
夫
を
伴
い
︑
亡
夫
の
位
牌
を
手
に
持
ち
︑
左
上
の
屋
敷
で
待
つ
裕
福
そ
う

な
服
装
の
新
郎
の
家
に
向
か
っ
て
い
る
女
性
が
中
心
に
描
か
れ
て
い
る
︒
新
郎
の
足
元
に
は
息
子
ら
し
き
子
供
が
い
る
た
め
︑
そ
の
面
倒

も
見
て
も
ら
い
た
い
と
考
え
て
の
再
婚
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
︒

演
習
に
臨
ん
で

　

清
代
に
は
各
地
方
行
政
単
位
ご
と
に
︑
地
元
知
識
人
が
主
体
と
な
っ
て
︑
地
域
の
歴
史
や
文
化
・
史
跡
な
ど
様
々
な
情
報
を
記
し
た
総

合
書
と
言
え
る
地
方
志
と
い
う
書
物
が
盛
ん
に
編
纂
さ
れ
た
︒
そ
れ
ら
の
地
方
志
で
は
一
般
的
に
節
婦
と
呼
ば
れ
る
夫
と
死
別
し
て
も
再
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婚
し
な
い
賢
婦
人
を
特
筆
・
顕
彰
し
た
項
目
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
節
婦
を
顕
彰
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
︑
当
時
そ
れ
だ
け
節
婦
が
少

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
︑
つ
ま
り
再
婚
が
多
い
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
が
︑
清
末
広
東
の
画
報
に
は
︑
そ
れ
と
は
逆
に
夫
を
助
け
る
た
め

に
再
婚
す
る
頼
も
し
い
賢
婦
人
が
登
場
し
て
い
る
︒

　

こ
の
記
事
の
説
明
文
で
は
﹁
広
東
の
海
陽
県
の
あ
る
婦
人
が
半
身
不
随
の
夫
を
連
れ
て
再
婚
す
る
情
景
で
あ
る
︒
崔
岐
の
作
画
︑﹃
賞
奇

画
報
﹄
丙
午
の
年
︵
一
九
〇
六
年
︶
第
二
二
期
の
刊
行
︑
張
克
誠
・
朱
錫
昌
・
覇
倫
・
海
仲
な
ど
の
編
集
︑
光
緒
三
十
二
年
︵
一
九
〇
六
年
︶

の
石
印
本
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
︒
石
印
本
と
は
薬
品
入
り
の
墨
で
紙
に
手
書
き
を
し
︑
そ
れ
を
石
版
に
転
写
し
て
印
刷
し
た
本
の
こ
と
で

あ
る
︒

　
〈
改
醮
〉﹁
再
婚
す
る
﹂
と
い
う
意
味
︒〈
偏
枯
〉﹁
偏
風
﹂
と
同
じ
で
︑
半
身
不
随
と
い
う
意
味
︒〈
終
窶
且
貧
〉﹃
詩
経
﹄
北
門
が
出
典

の
言
葉
︒〈
木
主
〉
位
牌
の
こ
と
︒

現
代
語
訳

　

夫
を
連
れ
て
再
婚
す
る
︒︵
潮
州
府
の
︶
海
陽
県
新
橋
頭
郷
の
某
氏
の
夫
人
は
︑
夫
で
あ
っ
た
も
の
が
す
で
に
亡
く
な
っ
て
い
て
︑
ま
た

某
甲
を
入
り
婿
に
迎
え
︑
夫
婦
仲
は
か
な
り
良
か
っ
た
︒
た
だ
︑
甲
が
半
身
不
随
の
う
え
病
気
と
な
り
︑
と
て
も
貧
し
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
︒
彼
女
は
そ
こ
で
甲
と
し
っ
か
り
相
談
し
︑
共
謀
し
て
再
婚
を
す
る
こ
と
に
し
︑
病
気
の
夫
を
連
れ
て
再
婚
相
手
の
家
で
養
っ
て
も
ら

う
こ
と
を
︑
書
面
を
交
わ
し
て
取
り
決
め
た
︒
ま
も
な
く
仲
人
は
某
乙
と
の
仲
を
取
り
持
っ
て
︑
両
者
と
も
に
異
論
が
な
か
っ
た
の
で
︑
彼

女
は
つ
い
に
病
気
の
夫
と
携
さ
え
て
い
た
最
初
の
亡
夫
の
位
牌
と
と
も
に
乙
に
嫁
い
だ
︒

こ
の
史
料
が
語
る
も
の

　

清
代
に
は
︑
売
妻
や
妻
を
質
に
入
れ
る
典
妻
と
い
う
行
為
は
政
府
が
禁
じ
て
い
た
が
︑
女
性
人
口
の
減
少
と
い
う
状
況
下
で
は
そ
れ
を
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取
り
締
ま
る
こ
と
は
難
し
く
︑
特
に
貧
困
や
夫
の
病
気
な
ど
で
困
窮
し
た
場
合
︑
妻
が
主
導
的
に
動
い
て
売
妻
や
典
妻
を
す
る
こ
と
は
よ

く
見
ら
れ
た
︒
さ
ら
に
は
妻
が
夫
を
養
う
た
め
に
新
し
い
夫
を
家
の
中
に
引
き
入
れ
る
招
夫
養
夫
の
習
慣
︵
事
実
上
の
一
妻
多
夫
︶
も
あ
っ

た
︒
こ
う
し
た
売
妻
・
典
妻
の
慣
行
に
つ
い
て
は
岸
本
美
緒
氏
の
論
考
︵
8
︶
や
マ
シ
ュ
ー
・
H
・
ソ
マ
ー
氏
の
著
書
︵
9
︶
で
詳
し
く
論
じ

ら
れ
て
い
る
︒

　

こ
の
記
事
の
事
例
は
︑
売
妻
で
は
な
い
が
︑
妻
が
病
夫
を
助
け
る
た
め
に
︑
新
郎
の
家
に
嫁
い
で
い
る
の
で
︑
行
為
の
目
的
に
は
貧
困

に
よ
る
売
妻
や
招
夫
養
夫
と
似
た
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
た
だ
︑
病
夫
は
入
り
婿
な
の
で
︑
妻
が
主
導
的
に
な
る
傾
向
︑
事
実
上

の
家
長
と
し
て
家
を
切
り
盛
り
す
る
傾
向
が
強
い
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
︒

　
﹃
賞
奇
画
報
﹄
の
記
事
と
い
う
こ
と
で
︑
珍
し
い
事
件
や
情
景
を
取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
が
︑
病
夫
を
伴
っ
て
の
再
婚
︵
事
実
上
の
売

妻
︶
自
体
は
当
時
よ
く
見
ら
れ
た
光
景
で
あ
っ
た
︒
評
語
が
な
い
た
め
︑
編
集
者
が
好
意
的
に
取
り
上
げ
た
の
か
︑
批
判
的
に
取
り
上
げ

た
の
か
︑
ど
の
点
を
珍
し
い
と
考
え
た
の
か
は
判
然
と
し
な
い
が
︑
亡
夫
の
位
牌
を
伴
う
点
が
新
奇
の
﹁
節
婦
﹂
と
し
て
注
目
で
き
る
と

考
え
た
か
ら
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
︒
た
だ
︑
こ
の
点
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
他
の
事
例
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
︒
な
お
︑
再
婚
後
の
亡

夫
の
祭
祀
の
あ
り
方
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
気
に
な
る
点
で
あ
る
︒

　
　
史
料
II
『
時
事
画
報
』
姑
婆
祠
図　
　

不
婚
女
性
の
祭
祀　
　

標
点
文
（
原
図
説
明
文
）

姑
婆
祠
。
南
海
龍
畔
鄕
、
素
多
女
子
出
嫁
不
﨤
夫
家
、
而
求
自
⻝
其
力
者
、
經
計
大
約
有
貳
百
餘
口
。
此
等
陋
習
、
實
爲
鄕
中
大
患
。
今

竟
膽
敢
在
龍
畔
沙
起
一
姑
婆
祠
、
每
人
科
銀
伍
拾
兩
、
經
于
去
歲
落
成
。
凡
有
願
入
祠
內
去
世
者
、
則
收
回
費
用
銀
一
十
兩
、
以
爲
嘗
典
。

歲
經
紳
士
嚴
禁
、
而
內
中
有
耆
民
代
爲
主
權
、
是
以
全
不
遵
禁
。
聞
不
日
三
堡
紳
士
、
聯
名
稟
官
毀
拆
矣
。

語
曰
、
你
慌
有
姑
婆
山
拜
咩
。
姑
婆
無
山
、
而
有
姑
婆
祠
堂
、
可
謂
奇
矣
。
然
祠
堂
雖
有
、
誰
則
爲
之
拜
埽
耶
。
昔
則
姑
子
歸
宗
者
、
今
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則
宗
子
歸
姑
然
後
可
也
。
向
以
孤
魂
無
主
爲
憂
、
茲
則
以
姑
魂
有
主
爲
樂
、
但

不
知
可
爲
長
樂
否
。

訓
読
文

姑こ

婆ば

祠し

。
南
海
の
龍
畔は
ん

鄕
、
素
よ
り
女
子
の
出
嫁
し
て
夫
家
に
﨤
ら
ず
し
て
、

自
ら
其
の
力
に
⻝た

よ

る
こ
と
を
求
め
る
者
多
く
、
經す
で

に
計か
ぞ

へ
て
大お
よ
そ約
貳
百
餘
口

有
り
。
此
れ
等
の
陋ろ

う

習
、
實
に
鄕
中
の
大
患
と
爲
る
。
今
竟つ
ひ

に
膽
敢か
ん

し
て
龍

畔は
ん

沙さ

に
在
り
て
一
姑
婆
祠
を
起
こ
し
、
每
人
銀
伍ご

拾じ
ゅ
う

兩
を
科
し
て
、
經す
で

に
去

歲
に
落
成
す
。
凡
そ
祠
內
に
入
り
て
去
世
す
る
を
願
ふ
者
有
ら
ば
、
則
ち
費

用
の
銀
一
十
兩
を
收
回
し
て
、
以
て
嘗し

ょ
う典
と
爲
す
。
歲
ご
と
に
紳
士
の
嚴
禁

を
經
る
も
、
內
中
に
耆き

民
有
り
て
代
は
り
て
主
權
を
爲
し
、
是こ
こ

を
以
て
全
く

禁
に
遵し

た
がは
ず
。
日
な
ら
ず
し
て
三
堡
の
紳
士
、
聯
名
し
て
官
に
毀き

拆た
く

を
稟ま
う

す

と
聞
く
。

語
に
曰
く
、
你

な
ん
じ

慌あ
わ

て
て
姑
婆
山
の
拜
を
有
す
る
か
。
姑
婆
に
山
無
く
し
て
、
姑

婆
祠
堂
有
る
は
奇
と
謂
ふ
べ
し
。
然
り
て
祠
堂
有
る
と
雖
も
、
誰た

れ

か
則
ち
之

の
爲
に
拜
埽
す
る
や
。
昔
は
則
ち
姑
子
の
宗
に
歸
る
者
あ
り
、
今
は
則
ち
宗

子
の
姑
に
歸
り
て
然
る
後
に
可
な
る
や
。
向さ

き

に
孤
魂
の
主
無
き
を
以
て
憂う
れ

ひ

と
爲
し
、
茲い

ま

則
ち
姑
魂
の
主
有
る
を
以
て
樂
と
爲
す
。
但た

だ
知
ら
ず
長
樂
と

爲
る
べ
き
や
否
や
、
と
。
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絵
の
説
明

　

絵
に
は
︑
中
央
に
大
き
く
姑
婆
祠
の
建
物
が
描
か
れ
︑
祭
壇
に
は
老
子
ら
し
き
掛
け
軸
が
か
け
ら
れ
︑
両
脇
に
は
位
牌
が
並
べ
ら
れ
て

い
て
︑
二
人
の
女
性
が
拝
礼
し
て
い
る
︒
建
物
の
横
に
は
石
碑
が
あ
り
︑
こ
こ
に
は
寄
付
者
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ

の
横
で
は
数
名
の
男
性
が
姑
婆
祠
を
指
さ
し
な
が
ら
会
話
を
し
て
お
り
︑
彼
ら
は
姑
婆
祠
の
建
設
を
批
判
し
て
い
る
紳
士
︵
郷
紳
︶
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
︒
さ
ら
に
右
側
に
は
姑
婆
屋
と
思
わ
れ
る
建
物
が
描
か
れ
︑
そ
の
前
で
は
糸
繰く

り
を
し
て
い
る
女
性
や
物
を
運
搬
す
る
人

物
な
ど
が
描
か
れ
て
い
る
︒

演
習
に
臨
ん
で

　
﹃
時
事
画
報
﹄
に
は
I
の
記
事
の
女
性
と
は
真
逆
の
婚
姻
や
夫
と
の
同
居
を
拒
絶
す
る
︿
強
い
﹀
女
性
た
ち
が
登
場
し
て
い
る
︒
こ
の
記

事
の
説
明
文
で
は
﹁
南
海
県
の
某
地
で
自
活
す
る
女
性
が
資
金
を
集
め
て
姑
婆
祠
を
設
立
し
た
情
景
で
あ
る
︒
譚
泉
の
作
画
︑﹃
時
事
画

報
﹄
丁
未
の
年
︵
一
九
〇
七
年
︶
第
一
四
期
の
刊
行
︑
潘
達
微
・
高
剣
父
・
何
剣
士
・
陳
垣
ら
の
編
集
︑
光
緒
三
十
三
年
︵
一
九
〇
七
年
︶
の

石
印
本
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
︒

　

成
田
静
香
氏
は
︑
清
代
の
広
東
で
は
︑
結
婚
後
︑
妻
が
妾
を
提
供
し
︑
妻
は
死
ぬ
ま
で
あ
る
い
は
死
ぬ
直
前
ま
で
夫
の
家
に
入
ら
な
い

不
落
夫
家
と
い
う
行
為
や
既
婚
の
女
の
形
に
ま
げ
を
結
う
こ
と
に
よ
っ
て
︑
不
婚
を
表
明
し
て
生
き
る
自じ

梳そ

女
に
な
る
行
為
が
見
ら
れ
た

と
し
て
い
る
︵
10
︶︒
こ
の
記
事
に
出
て
く
る
姑
婆
と
は
こ
の
自
梳
女
の
こ
と
で
あ
る
︒
成
田
氏
は
︑
彼
女
た
ち
は
生
家
や
親
が
与
え
た
家
︑

自
梳
女
が
集
ま
っ
て
生
活
す
る
姑
婆
屋お

く

で
暮
ら
し
︑
親
の
同
意
を
得
て
自
梳
女
に
な
る
者
も
お
り
︑
結
婚
と
な
ら
ぶ
選
択
肢
の
一
つ
に
な
っ

て
い
た
と
し
て
い
る
︒

　

こ
う
し
た
広
東
の
自
梳
女
に
つ
い
て
は
︑
ジ
ャ
ニ
ス
・
E
・
ス
ト
ッ
カ
ー
ド
氏
の
著
書
が
あ
り
︵
11
︶︑
相
田
洋
氏
も
不
落
夫
家
を
し
た



317

清末広東の女性と習俗

女
性
や
自
梳
女
を
支
援
す
る
義
姉
妹
に
よ
る
金
蘭
会
と
い
う
組
織
と
民
衆
文
芸
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
︵
12
︶︒
相
田
氏
に
よ
れ
ば
︑

こ
う
し
た
現
象
が
見
ら
れ
た
背
景
に
つ
い
て
︑
①
少
数
民
族
の
間
を
中
心
に
︑
女
た
ち
が
結
婚
し
て
も
一
定
期
間
実
家
で
暮
ら
し
︑
婚
家

に
住
ま
な
い
﹁
不
落
夫
家
﹂
と
い
う
風
習
が
以
前
か
ら
あ
っ
た
こ
と
︑
②
結
婚
は
不
潔
で
忌
ま
わ
し
い
と
い
う
思
想
が
︑
宝
巻
・
木
魚
書

な
ど
と
呼
ば
れ
る
宗
教
的
民
間
文
芸
を
通
じ
て
浸
透
し
て
い
た
こ
と
︑
③
清
末
に
は
こ
の
地
方
で
製
糸
業
が
発
達
し
て
︑
娘
た
ち
は
女
工

と
し
て
経
済
的
な
自
立
が
出
来
た
こ
と
な
ど
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
︵
13
︶︒

　

ま
た
︑
劉
正
剛
・
喬
玉
紅
の
両
氏
が
︑
知
識
人
が
自
梳
女
た
ち
を
貞
女
と
呼
ば
れ
る
親
に
孝
行
を
尽
く
す
女
性
と
し
て
地
方
志
に
記
載

す
る
例
が
あ
っ
た
こ
と
を
紹
介
し
て
お
り
︵
14
︶︑
知
識
人
も
黙
認
せ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
さ
ら
に
片
山

剛つ
よ
し

氏
は
︑
自
梳
女
を
含
む
未
婚
女
性
の
位
牌
は
生
家
の
祭
壇
で
は
祀
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
た
め
︑
生
家
の
一
族
の
祠

堂
︵
位
牌
を
祀
る
施
設
︶
や
神
廟
・
尼
寺
︑
百
姓
公
婆
祠
︵
祀
る
人
が
い
な
い
位
牌
を
祀
る
施
設
︶︑
百
姓
姑
婆
祠
な
ど
に
安
置
し
て
い
た
と
述

べ
て
い
る
︵
15
︶︒
こ
の
記
事
は
こ
の
姑
婆
祠
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
〈
自
⻝
其
力
〉﹁
自
分
の
力
で
生
活
す
る
﹂
と
い
う
意
味
︒〈
膽
敢
〉﹁
あ
え
て
~
す
る
﹂
と
い
う
意
味
︒〈
嘗
典
〉
未
詳
で
あ
る
が
﹁
祭
礼

費
﹂
の
こ
と
か
︒〈
咩
〉
語
気
詞
の
一
種
と
思
わ
れ
る
︒〈
姑
婆
山
〉
向
尚
等
著
の
﹃
西
南
旅
行
雑
写
﹄
の
広
東
の
自
梳
妹
に
関
す
る
記
述

の
中
に
︑﹁
必
ず
死
後
︑
一
座
の
山
に
葬
ら
れ
る
︒
遠
処
近
処
を
問
は
ず
︑
生
前
に
必
ず
﹃
姑
婆
山
﹄
に
や
っ
て
来
て
既
に
葬
ら
れ
て
い
る

姉
妹
と
一
緒
に
な
る
好
葬
地
を
看
る
︒
未
死
の
者
は
︑
既
死
の
者
に
対
し
て
年
中
︑
紀
日
に
は
祭
祠
或
は
省
視
を
致
す
︒
故
に
自
梳
妹
は

決
し
て
後
継
の
な
い
こ
と
を
念
と
し
な
い
﹂︵
河
上
純
一
訳
︶
と
あ
る
︵
16
︶︒
こ
こ
で
言
う
姑
婆
山
は
︑
結
婚
を
拒
否
し
て
仙
人
に
な
っ
た
と

さ
れ
る
何
仙
姑
︵
17
︶
を
祀
る
廟
が
あ
る
広
西
の
賀
州
の
姑
婆
山
の
こ
と
と
も
考
え
ら
れ
る
が
未
詳
︒

　
〈
歸
宗
〉﹁
実
家
へ
戻
る
﹂
の
意
味
︒〈
孤
魂
〉﹁
供
養
す
る
後
嗣
が
な
く
祭
祀
し
て
も
ら
え
な
い
霊
﹂
の
こ
と
︒〈
姑
子
歸
宗
〉
尼
姑
︵
尼

僧
︶
に
な
っ
た
娘
を
︑
死
後
ひ
き
と
っ
て
父
の
実
家
で
祭
る
と
い
う
意
味
で
︑
片
山
氏
の
先
述
の
指
摘
を
も
と
に
考
え
る
と
︑
実
家
一
族

の
祠
堂
に
位
牌
を
安
置
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
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一
方
︑〈
宗
子
歸
姑
〉
に
つ
い
て
は
︑
宗
子
と
は
本
来
的
に
は
﹁
祠
堂
で
父
祖
の
祭
祀
を
す
る
権
利
を
も
つ
人
﹂
と
い
う
意
味
で
︑
一
般

に
父
祖
を
祭
祀
す
る
の
は
男
性
子
孫
と
さ
れ
る
が
︑
こ
こ
で
は
文
脈
か
ら
言
っ
て
宗
子
と
は
ど
う
し
て
も
女
性
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
の

で
︑﹁
父
の
宗
に
所
属
し
て
い
る
子
︵
娘
︶﹂
と
い
う
意
味
に
な
る
︵
こ
の
点
に
つ
い
て
は
佐
々
木
愛
氏
か
ら
の
ご
助
言
も
参
考
に
し
た
︶︒
ジ
ャ
ニ

ス
・
E
・
ス
ト
ッ
カ
ー
ド
氏
や
片
山
氏
は
︑﹁
息
子
﹂
と
し
て
自
梳
女
が
社
会
的
に
扱
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
事
例
を
紹
介
し
て
お
り
︵
18
︶︑

そ
う
し
た
こ
と
も
背
景
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
︑
こ
の
点
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
︒
な
お
︑
自
梳
女
に
つ
い
て
は
︑

こ
の
他
に
も
研
究
が
あ
り
︑
湯
山
千
里
氏
が
関
連
研
究
の
紹
介
を
し
て
い
る
︵
19
︶︒

現
代
語
訳

　

姑
婆
祠
︒︵
広
州
府
の
府
治
に
あ
る
︶
南
海
県
の
龍
畔
郷
に
は
も
と
も
と
嫁
入
り
し
て
も
嫁
ぎ
先
に
行
か
な
い
で
自
活
し
よ
う
と
す
る
女
子

が
多
く
︑
合
算
す
る
と
お
お
よ
そ
二
百
人
ば
か
り
い
る
︒
こ
れ
ら
の
悪
習
は
本
当
に
郷
里
の
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
る
︒
今
と
う
と
う
あ

え
て
龍
畔
沙
に
姑
婆
祠
な
る
も
の
を
建
て
て
︑
一
人
か
ら
銀
五
十
両
を
出
さ
せ
て
︑
昨
年
落
成
し
た
︒
お
よ
そ
祠
で
祀
っ
て
も
ら
う
こ
と

を
願
っ
て
亡
く
な
っ
た
者
が
い
る
と
︑
費
用
と
し
て
十
両
を
納
入
さ
せ
て
︑
祭
礼
費
と
し
て
い
る
︵
五
十
両
を
出
し
た
者
も
払
う
の
か
ど
う
か

は
未
詳
︶︒
例
年
︑
郷
紳
が
厳
禁
し
て
い
る
が
︑
そ
の
中
に
長
老
格
の
世
話
人
が
い
て
代
表
し
て
反
抗
し
て
︑
全
く
従
わ
な
い
︒
近
い
う
ち

に
三
堡
の
郷
紳
が
連
名
で
官
に
壊
す
よ
う
に
稟
文
︵
20
︶
で
要
望
す
る
と
聞
い
て
い
る
︒

　

評
語
:
お
前
︵
た
ち
︶
は
ど
う
し
て
慌
て
て
姑
婆
山
の
礼
拝
を
し
よ
う
と
す
る
の
か
︒
姑
婆
に
山
︵
墓
地
︶
が
な
く
︑
姑
婆
祠
堂
だ
け
が

あ
る
の
は
奇
妙
と
言
う
し
か
な
い
︒
祠
堂
が
あ
る
と
言
っ
て
も
誰
が
そ
の
祭
礼
や
管
理
を
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
昔
は
︑
尼
僧
に
な
っ
た

む
す
め
を
死
後
父
の
家
に
戻
し
て
祭
っ
た
も
の
だ
が
︑
い
ま
は
父
祖
を
継
い
で
い
る
子
︵
娘
︶
で
も
死
ん
だ
ら
姑
婆
祠
に
行
く
の
で
そ
れ

で
よ
い
と
し
て
い
る
︒
か
つ
て
は
︑
位
牌
が
な
く
祭
祀
さ
れ
な
い
霊
魂
と
な
る
と
憂
え
た
も
の
だ
が
︑
い
ま
は
姑
婆
祠
で
は
位
牌
を
つ
く
っ

て
祭
っ
て
貰
え
る
の
で
喜
ん
で
い
る
︒
し
か
し
︑
こ
れ
は
魂
が
落
ち
着
く
こ
と
に
な
る
の
か
ど
う
か
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
︒
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こ
の
史
料
が
語
る
も
の

　

こ
の
記
事
に
は
姑
婆
祠
だ
け
が
あ
っ
て
︑
実
家
で
祭
祀
を
し
な
い
と
し
て
い
る
が
︑﹃
呉
友
如
画
宝
﹄
第
十
集
下
の
﹁
香
閨
結
契
﹂
の
記

事
に
は
︑
広
東
か
ら
来
た
人
の
話
と
し
て
︑
結
婚
を
拒
否
し
た
女
性
た
ち
が
大
体
十
人
一
組
で
義
姉
妹
と
な
り
︑
死
後
は
同
じ
墓
に
入
り
︑

﹁
小
さ
な
廟
を
建
て
て
︑
そ
の
中
に
十
人
の
位
牌
を
祀
り
︑
各
家
の
兄
弟
の
子
も
し
く
は
孫
に
祭
祀
を
行
わ
せ
る
﹂︵
立
一
小
廟
︑
供
十
人
之

位
於
其
中
︑
歳
修
祭
祀
責
之
各
家
兄
弟
之
子
若
孫
︒︶
と
あ
り
︑
祭
祀
は
実
家
が
行
う
場
合
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
︵
21
︶︒

　

ま
た
︑
こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
︑
姑
婆
祠
の
建
設
を
地
元
の
郷
紳
が
阻
止
し
よ
う
と
し
た
が
︑
自
梳
女
側
は
そ
れ
を
拒
絶
す
る
力
を
有
し

て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
さ
ら
に
評
語
で
も
︑
自
梳
女
は
尼
僧
と
同
じ
く
︑
生
家
一
族
の
祠
堂
で
祭
祀
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
ス
タ

ン
ス
で
書
か
れ
て
い
る
が
︑
片
山
氏
に
よ
れ
ば
そ
の
後
も
姑
婆
祠
は
維
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
︵
22
︶︑
郷
紳
や
地
方
政

府
も
認
め
ざ
る
を
え
な
い
﹁
力
﹂
を
彼
女
た
ち
は
有
し
て
い
た
と
言
え
る
︒

　

こ
う
し
た
﹁
力
﹂
を
彼
女
た
ち
が
有
し
て
い
た
背
景
に
つ
い
て
は
︑
成
田
氏
や
相
田
氏
に
よ
れ
ば
︵
23
︶︑
こ
の
地
域
で
盛
ん
な
養
蚕
・

製
糸
業
な
ど
に
彼
女
た
ち
が
関
与
し
て
生
活
で
き
て
い
た
こ
と
︑
つ
ま
り
︑
自
梳
女
が
存
在
し
う
る
経
済
的
な
基
盤
が
あ
る
こ
と
が
述
べ

ら
れ
て
お
り
︑
絵
に
も
糸
繰
り
の
情
景
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
︑
養
蚕
・
製
糸
業
な
ど
の
隆
盛
が
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
な
お
︑

未
婚
の
女
性
に
生
き
る
道
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
︑
娘
が
家
族
の
負
担
に
な
り
に
く
い
こ
と
も
意
味
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
︑
溺
女

の
習
俗
と
の
関
係
性
が
ど
う
な
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
さ
ら
に
検
証
し
て
み
る
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

　
　
史
料
III
『
時
事
画
報
』
買
婢
代
嫁
図　
　

奴
婢
を
買
っ
て
嫁
に
代
え
る　
　

標
点
文
（
原
図
説
明
文
）

轎
心
姑
婆
。
順
德
婦
女
、
向
不
落
家
、
近
爲
邑
令
所
嚴
禁
。
乃
設
一
法
抵
制
、
名
之
曰
轎
心
姑
婆
。
以
其
私
蓄
、
購
一
婢
與
己
年
相
若
者
、
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嫁
時
、
己
坐
彩
輿
、
別
有
靑
衣
轎
置
婢
。
隨
後
、
一
行
交
拜
禮
、
卽
乘
靑
衣
轎
﨤
母
家
、
留
婢
以
媵
其
夫
、
己
則
與
夫
家
斷
絕
矣
。

上
古
之
俗
、
知
有
愛
不
知
有
禮
。
此
則
知
有
禮
不
知
有
愛
矣
。
夫
婦
之
禮
不
可
廢
、
夫
婦
之
愛
安
可
忌
。
胡
轎
心
姑
婆
、
竟
不
識
有
床
頭

夫
婿
也
。
婦
女
不
落
家
之
禁
、
彼
旣
設
一
法
以
抵
制
、
惡
可
不
更
設
一
法
以
泡
製
之
也
。
是
在
出
示
嚴
禁
之
父
母
官
、
尤
在
助
官
嚴
禁
之

父
母
。

訓
読
文

轎き
ょ
う心
の
姑
婆
。
順
德
の
婦
女
、
向さ
き

に
家
に
落お
さ
まら
ざ
る
は
、
近
く
邑
令
の
嚴
禁
す
る
所
と
爲
る
。
乃
ち
一
法
を
設
け
て
抵
制
し
、
之
を
名
づ

け
て
轎
心
の
姑
婆
と
曰
ふ
。
其
の
私
蓄
を
以
て
、
一
婢
の
己
の
年
と
相
若
せ
る
者
を
購あ

が
なひ
、
嫁
ぐ
時
、
己
は
彩さ
い

輿よ

に
坐
し
、
別
に
靑
衣
の

轎
有
り
て
に
婢
を
置
く
。
隨
後
、
一
た
び
交
拜
禮
を
行
へ
ば
、
卽
ち
靑
衣
の
轎
に
乘
り
て
母
家
に
﨤
り
、
婢
を
留
め
て
以
て
其
の
夫
に
媵よ

う

し
、
己
は
則
ち
夫
家
と
斷
絕
す
。

上
古
の
俗
、
愛
有
る
を
知
り
て
禮
有
る
を
知
ら
ず
。
此
れ
則
ち
禮
有
る
を
知
り
て
愛
有
る
を
知
ら
ず
。
夫
婦
の
禮
は
廢
す
べ
か
ら
ず
、
夫

婦
の
愛
は
安い

ず

く
ん
ぞ
忌い

む
べ
け
ん
や
。
胡な
ん

ぞ
轎
心
の
姑
婆
は
、
竟つ
い

に
床し
ょ
う頭
の
夫
婿せ
い

有
る
を
識し

ら
ず
や
。
婦
女
家
に
落お
さ
まら
ざ
る
の
禁
、
彼
は

旣
に
一
法
を
設
け
て
以
て
抵
制
す
る
も
、
惡

い
づ
く
んぞ
更
に
一
法
を
設
け
て
以
て
之
を
泡ほ
う

製
せ
ざ
る
べ
け
ん
や
。
是
は
出
示
し
嚴
禁
す
る
の
父
母

官
に
在
る
も
、
尤も

っ
とも
官
を
助
け
之
を
嚴
禁
す
る
の
父
母
に
在
り
。

絵
の
説
明

　

絵
に
は
︑
新
郎
の
屋
敷
と
そ
こ
に
集
う
多
く
の
人
々
が
描
か
れ
て
い
る
︒
屋
敷
の
中
央
の
建
物
の
前
で
新
郎
が
新
婦
の
代
わ
り
と
な
る

奴
婢
を
迎
え
て
い
る
光
景
が
描
か
れ
︑
ま
た
︑
右
下
の
門
の
前
に
は
花
嫁
が
実
家
に
帰
る
た
め
に
か
ご
に
乗
ろ
う
と
し
て
い
る
場
面
が
描

か
れ
て
い
る
︒
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演
習
に
臨
ん
で

　

こ
の
記
事
は
︑
史
料
II
の
記
事
に
も
あ
る
︑
結
婚
後
︑
妻
が
妾
を

提
供
し
︑
妻
は
死
ぬ
ま
で
あ
る
い
は
死
ぬ
直
前
ま
で
夫
の
家
に
入
ら

な
い
不
落
夫
家
と
い
う
行
為
と
そ
れ
に
対
す
る
地
方
政
府
の
対
応
に

つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
︒
こ
の
記
事
の
説
明
文
で
は
﹁
順
徳
県
の
独

身
女
子
が
奴
婢
を
買
っ
て
自
分
の
代
わ
り
に
人
に
嫁
が
せ
て
い
る
情

景
で
あ
る
︒
尹
爟
の
作
画
︑﹃
時
事
画
報
﹄
丁
未
の
年
︵
一
九
〇
七
年
︶

第
一
七
期
の
刊
行
︑
潘
達
微
・
高
剣
父
・
何
剣
士
・
陳
垣
ら
の
編
集
︑

光
緒
三
十
三
年
︵
一
九
〇
七
年
︶
の
石
印
本
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
︒

　
〈
出
示
〉﹁
布
告
を
貼
り
出
す
﹂
と
い
う
意
味
︒〈
父
母
官
〉
知
府
・

知
県
な
ど
直
接
人
民
を
治
め
る
地
方
長
官
の
こ
と
︒

現
代
語
訳

　

花
か
ご
の
中
︵
傲
慢
な
心
と
い
う
意
味
も
含
む
可
能
性
も
あ
り
︶
の
姑

婆
︒
こ
れ
ま
で
の
︵
広
州
府
の
︶
順
徳
県
の
婦
女
が
夫
の
家
に
入
ら
な

い
風
習
に
つ
い
て
は
︑
近
年
知
県
が
厳
禁
し
て
い
る
︒
し
か
し
方
法

を
設
け
て
抵
抗
し
て
い
て
︑
そ
れ
を
花
か
ご
の
中
の
姑
婆
と
言
っ
て

い
る
︒
自
分
の
蓄
え
で
︑
自
分
と
年
が
同
じ
く
ら
い
の
奴
婢
を
買
っ
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て
︑
嫁
ぐ
時
に
は
︑
自
分
は
花
か
ご
に
乗
り
︑
別
に
下
女
の
か
ご
が
あ
っ
て
奴
婢
を
載
せ
る
︒
つ
い
で
後
に
︑
交
拝
の
礼
を
す
る
と
︑
花

嫁
は
下
女
の
か
ご
に
乗
っ
て
実
家
に
帰
り
︑
奴
婢
を
留
め
て
新
郎
の
媵
︵
妾
︶
と
し
︑
自
分
は
嫁
ぎ
先
と
付
き
合
わ
な
い
︒

　

上
古
の
習
俗
で
は
︑
愛
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
が
礼
が
あ
る
こ
と
は
知
ら
な
い
︒
こ
れ
は
礼
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
愛
が
あ
る
の

を
知
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
夫
婦
の
礼
は
な
く
す
べ
き
で
は
な
い
が
︑
夫
婦
の
愛
を
ど
う
し
て
嫌
う
の
で
あ
ろ
う
か
︒
ど
う
し
て

花
か
ご
の
中
の
姑
婆
は
枕
元
の
夫
君
を
知
ろ
う
と
し
な
い
の
か
︒
婦
女
が
夫
の
家
に
入
ら
な
い
こ
と
を
禁
止
す
る
件
に
つ
い
て
は
︑
す
で

に
方
法
を
設
け
て
抵
抗
し
て
い
る
の
で
︑
ど
う
し
て
さ
ら
に
方
法
を
設
け
て
こ
れ
を
制
裁
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
︒
こ
の
責
任
は
布
告

を
貼
り
だ
し
て
厳
禁
す
る
父
母
官
に
あ
る
が
︑
と
り
わ
け
官
を
助
け
て
厳
禁
す
べ
き
父
母
に
あ
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
史
料
が
語
る
も
の

　

成
田
静
香
氏
が
︑
呉
鳳
儀
氏
の
研
究
に
触
れ
つ
つ
︑
不
落
夫
家
に
は
︑
親
に
婚
姻
を
強
制
さ
れ
て
そ
れ
か
ら
逃
れ
る
場
合
と
︑
親
の
同

意
を
得
て
︑
親
が
あ
ら
か
じ
め
娘
の
代
理
を
用
意
し
︑
婚
礼
に
よ
っ
て
三
人
の
男
女
を
夫
・
妻
・
妾
と
し
︑
婚
礼
の
後
︑
妾
だ
け
が
夫
家

に
暮
ら
す
場
合
が
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
︵
24
︶︒
こ
こ
で
は
︑
あ
ら
か
じ
め
奴
婢
を
妾
と
し
て
準
備
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
︑
後

者
の
事
例
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

　

そ
の
た
め
︑
評
語
で
は
︑
そ
れ
を
容
認
し
て
い
る
父
母
に
責
任
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
︒
こ
の
記
事
を
読
む
と
︑
こ
の
慣
行
は
︑
父

母
や
新
郎
の
家
が
容
認
し
て
い
る
よ
う
に
こ
の
地
域
で
根
付
い
た
も
の
で
あ
る
た
め
︑
父
母
官
の
布
告
で
簡
単
に
是
正
さ
れ
る
よ
う
な
も

の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
︒
な
お
︑
相
田
洋
氏
は
︑﹃
呉
友
如
画
宝
﹄
第
十
集
下
の
﹁
香
閨
結
契
﹂
の
記
事
を
紹
介
し
つ
つ
︑
結
婚

拒
否
の
風
潮
が
大
家
出
身
で
詩
文
に
通
じ
た
娘
た
ち
の
間
か
ら
起
こ
っ
た
と
し
て
い
る
が
︵
25
︶︑
こ
こ
で
娘
の
不
落
夫
家
を
容
認
し
て
い

る
家
も
富
裕
層
の
家
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
も
と
も
と
富
裕
層
で
あ
っ
た
り
︑
製
糸
業
で
財
を
得
て
︑
妾
を
用
意
し
て
不

落
夫
家
が
で
き
る
女
性
が
い
る
一
方
で
︑
奴
婢
で
財
が
な
い
が
ゆ
え
に
︑
妾
に
な
る
し
か
な
い
貧
困
層
の
女
性
が
い
た
こ
と
も
︑
清
末
広
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東
の
女
性
の
習
俗
を
考
え
る
上
で
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
と
思
わ

れ
る
︒

　
　
史
料
IV
『
賞
奇
画
報
』
単
身
同
住
図

　
　
　
　
　
　
　　
　

不
婚
女
子
の
館　
　

標
点
文
（
原
図
説
明
文
）

金
蘭
陋
俗
。
易
言
金
蘭
、
所
以
敦
友
𧧼
也
。
然
誤
用
之
、
反
以
妨
風

俗
。
如
南
番
順
等
處
之
女
子
、
其
佔
多
數
者
也
。
緣
三
屬
素
業
蠶
桑
、

女
伴
醵
貲
置
屋
同
居
。
其
相
約
守
貞
、
忽
而
變
志
者
、
無
論
矣
。
至

若
涕
泣
登
車
、
預
爲
窮
褲
、
迨
歸
寜
不
﨤
、
廹
之
生
變
、
或
則
賠
錢

買
妾
、
至
死
始
歸
夫
家
。
貪
纏
姊
妹
之
芲
、
願
痿
雌
雄
之
樹
、
嘉
耦

偏
成
怨
耦
、
親
家
變
作
冤
家
。
噫
、
是
皆
女
學
不
朙
故
耳
。
安
得
家

庭
敎
育
家
闡
揚
閨
誡
、
取
坊
刻
六
女
投
塘
諸
曲
本
一
埽
而
空
之
哉
。

訓
読
文

金
蘭
の
陋
俗
。
易
に
金
蘭
と
言
ふ
は
、
友
𧧼
を
敦
く
す
る
所
以
な
り
。

然
れ
ど
も
之
を
誤
用
し
、
反
っ
て
以
て
風
俗
を
妨
ぐ
。
南
・
番
・
順

等
の
處
の
女
子
の
如
き
は
、
其
の
多
數
を
佔
め
る
者
な
り
。
三
屬
の

素
よ
り
蠶
桑
を
業
と
す
る
に
緣
り
、
女
伴
貲も

と
でを
醵き
ょ

し
て
屋
を
置
き
て
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同
居
す
。
其
の
相
ひ
守
貞
を
約
す
る
も
、
忽
ち
に
し
て
志
を
變
ふ
る
者
は
論
ず
る
無
し
。
涕
泣
し
て
車
に
登
る
が
若
き
に
至
り
て
は
、
預

じ
め
窮
褲こ

を
爲つ
く

り
、
歸
寜
に
迨い
た

り
て
﨤
ら
ず
、
之
に
廹
っ
て
變
を
生
じ
、
或
は
則
ち
錢
を
賠つ
ぐ
なひ
て
妾
を
買
ひ
、
死
に
至
り
て
始
め
て
夫
家

に
歸
す
。
姊
妹
の
芲
に
纏ま

と

ふ
を
貪む
さ
ぼり
、
雌
雄
の
樹
の
痿な

へ
る
を
願
ひ
、
嘉
耦ぐ
う

は
偏
じ
て
怨
耦
と
成
り
、
親
家
は
變
じ
て
冤
家
と
作
る
。
噫
、

是
れ
皆
女
の
學
び
て
朙
ら
か
な
ら
ざ
る
の
故
の
み
。
安
く
ん
ぞ
家
庭
の
敎
育
家
は
閨け

い

誡
を
闡せ
ん

揚よ
う

し
、
坊
刻
の
六
女
投
塘
の
諸
の
曲
本
を
取

り
て
一
埽
し
て
之
を
空
に
せ
ん
や
。

絵
の
説
明

　

絵
に
は
︑
湖
畔
と
お
ぼ
し
き
場
所
の
住
宅
街
の
一
角
に
女
性
が
集
う
家
が
あ
り
︑
ま
た
︑
家
の
外
に
も
女
性
た
ち
の
一
群
が
歩
い
て
い

る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
︒

演
習
に
臨
ん
で

　
﹃
賞
奇
画
報
﹄
に
も
史
料
II
の
記
事
と
同
様
の
不
落
夫
家
や
自
梳
女
に
関
す
る
記
事
が
あ
る
︒
こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
︑
成

田
静
香
氏
が
述
べ
て
い
る
姑
婆
屋
と
い
う
自
梳
女
が
集
ま
っ
て
生
活
す
る
家
屋
の
こ
と
で
あ
る
︵
26
︶︒
こ
の
記
事
の
説
明
文
に
は
﹁
広
州

府
の
女
子
の
集
団
が
家
を
買
っ
て
同
居
し
て
い
る
情
景
で
あ
る
︒
鄭
萇
の
作
画
︑﹃
賞
奇
画
報
﹄
丙
午
の
年
︵
一
九
〇
六
年
︶
第
一
期
の
刊

行
︑
張
克
誠
︑
朱
錫
昌
︑
霸
倫
︑
海
仲
ら
の
編
集
︑
光
緒
三
十
二
年
︵
一
九
〇
六
年
︶
の
石
印
本
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
︒

　
〈
金
蘭
〉
金
の
よ
う
に
固
く
︑
蘭
の
よ
う
に
か
ん
ば
し
い
と
て
も
親
し
い
交
友
を
意
味
す
る
言
葉
︒
金
蘭
之
交
な
ど
と
も
い
う
︒
結
婚
を

拒
否
す
る
女
性
た
ち
が
義
姉
妹
に
な
る
こ
と
を
金
蘭
の
契
り
と
い
い
︑
ま
た
︑
金
蘭
の
契
り
に
よ
る
組
織
を
金
蘭
会
と
い
う
︵
27
︶︒〈
窮
褲
〉

夫
と
の
交
渉
が
で
き
な
い
よ
う
に
ぴ
っ
ち
り
と
縫
い
あ
わ
せ
た
ズ
ボ
ン
の
こ
と
︵
28
︶︒〈
坊
刻
〉
民
間
で
出
版
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
︒

〈
闡
揚
〉
世
の
中
に
は
っ
き
り
と
あ
ら
わ
す
こ
と
︒〈
六
女
投
塘
〉
六
人
の
女
性
が
塘
︵
池
︶
に
身
を
投
じ
る
と
い
う
意
味
︒
木
魚
歌
と
い
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う
広
東
語
で
語
ら
れ
る
語
り
物
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
木
魚
書
の
一
種
の
南
音
に
関
す
る
書
籍
を
扱
う
五
桂
堂
が
同
名
の
書
籍
を
出
版
し
て

い
る
︵
29
︶︒
物
語
の
詳
細
は
未
詳
で
あ
る
が
︑
広
州
に
お
け
る
﹁
六
女
﹂
の
集
団
自
殺
の
話
と
し
て
は
︑
清
代
初
期
の
三
藩
の
乱
の
際
に

順
徳
県
の
﹁
六
女
﹂
が
投
水
し
て
集
団
自
殺
を
し
た
事
件
が
最
も
有
名
で
︑
王
士
禎
の
﹃
池
北
偶
談
﹄
巻
十
︑
六
女
に
言
及
が
あ
り
︵
た

だ
し
︑
自
梳
女
と
は
無
関
係
と
思
わ
れ
る
内
容
︶︵
30
︶︑
ま
た
︑
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
宣
教
師
の
ロ
バ
ー
ト
・
モ
リ
ソ
ン
の
﹃
華
英
・
英
華
字
典
第

六
冊
﹄︵
一
八
二
二
年
︶
に
﹁
六
女
投
塘
﹂
の
項
目
が
あ
る
こ
と
︵
31
︶
を
考
え
る
と
︑
こ
の
事
件
の
こ
と
を
題
材
に
し
た
内
容
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
︒
な
お
︑
そ
の
後
︑﹃
点
石
斎
画
報
﹄
の
﹁
七
死
一
生
﹂
や
﹁
好
花
同
謝
﹂
の
記
事
に
よ
れ
ば
金
蘭
の
契
り
を
結
ん
で
共
同

生
活
を
し
て
い
る
女
性
た
ち
の
一
員
が
結
婚
を
強
要
さ
れ
た
時
に
集
団
自
殺
を
す
る
事
件
が
起
き
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
︵
32
︶︑
ま
た
︑

彭
敏
哲
氏
が
﹃
時
事
画
報
﹄
の
﹁
六
女
投
塘
惨
劇
﹂︵﹃
旧
粤
百
態
﹄
に
は
未
収
録
︶
と
い
う
六
人
の
女
性
と
一
人
の
男
性
が
池
に
身
を
投
げ

て
い
る
記
事
を
紹
介
し
て
い
る
よ
う
に
︵
33
︶︑
こ
の
事
件
に
触
発
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
金
蘭
の
契
り
を
結
ん
だ
女
性
た
ち
の
集
団
自
殺
が

し
ば
し
ば
起
き
て
い
た
︒
ち
な
み
に
男
性
が
一
人
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
身
を
投
げ
る
際
に
男
性
が
一
人
加
わ
る
と
全
員
死

ぬ
こ
と
が
で
き
る
と
の
伝
承
が
あ
っ
た
た
め
と
彭
氏
が
述
べ
て
い
る
︒〈
曲
本
〉
演
劇
の
物
語
内
容
を
記
し
た
書
物
の
こ
と
︒

現
代
語
訳

　

金
蘭
の
悪
習
︒﹃
易
﹄
で
金
蘭
と
は
友
誼
を
敦
く
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
︒
し
か
し
こ
れ
を
誤
用
し
て
︑
か
え
っ
て
風
俗
を
害
し
て
い

る
︒
南
海
県
・
番
禺
県
・
順
徳
県
の
女
子
の
如
き
は
︑
誤
用
が
多
数
を
占
め
て
い
る
︒
三
県
の
人
々
は
も
と
か
ら
養
蚕
と
桑
の
栽
培
を
生

業
と
し
て
い
る
た
め
︑
女
性
た
ち
が
金
銭
を
出
し
合
っ
て
屋
敷
を
買
っ
て
同
居
し
て
い
る
︒
其
の
互
い
に
貞
を
守
る
こ
と
を
約
束
し
て
も
︑

た
ち
ま
ち
志
を
変
え
て
し
ま
う
者
は
問
題
で
は
な
い
︒︵
し
か
し
︶
泣
い
て
車
に
乗
る
よ
う
な
場
合
は
︑
あ
ら
か
じ
め
ズ
ボ
ン
を
作
り
︑
実

家
に
行
っ
た
ま
ま
帰
ら
ず
︑
心
変
わ
り
を
し
て
︑
ま
た
は
金
銭
で
妾
を
買
い
︑
亡
く
な
っ
て
初
め
て
嫁
ぎ
先
に
行
く
︒
姉
妹
の
花
に
ま
と

わ
り
つ
き
︑
夫
婦
の
樹
が
萎
え
る
こ
と
を
願
い
︑
よ
い
配
偶
者
を
う
ら
み
の
配
偶
者
に
不
当
に
変
え
︑
姻
戚
関
係
を
仇
の
関
係
に
変
え
て
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し
ま
う
︒
あ
あ
︑
こ
れ
は
み
な
女
子
た
ち
が
学
ん
で
悟
ら
な
い
こ
と
の
た
め
で
あ
る
︒
ど
う
し
て
家
庭
の
教
育
者
は
女
性
の
戒
律
を
説
い

て
聞
か
せ
︑
民
間
で
出
版
さ
れ
て
い
る
﹁
六
女
投
塘
﹂
の
曲
本
を
一
掃
し
て
無
く
さ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
︒

こ
の
史
料
が
語
る
も
の

　

こ
の
記
事
の
﹁
金
銭
で
妾
を
買
い
﹂
と
い
う
行
為
は
︑
史
料
III
の
記
事
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
妾
を
買
っ
て
自
分
の
代
わ
り
に
妻
の

役
割
を
果
た
さ
せ
る
行
為
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
史
料
II
の
記
事
で
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
こ
で
は
は
っ
き
り
と
︑
製
糸

業
が
自
活
す
る
女
性
た
ち
の
経
済
基
盤
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
呉
建
新
氏
も
南
海
県
や
順
徳
県
で
は
製
糸
業
が
農
家

の
副
業
に
な
っ
た
と
述
べ
て
お
り
︵
34
︶︑
ま
た
︑
上
田
慧
氏
は
桑
基
魚
塘
と
い
う
こ
の
地
域
特
有
の
農
法
が
養
蚕
業
の
発
展
を
も
た
ら
し

た
と
述
べ
て
い
る
︵
35
︶︒

　
﹃
賞
奇
画
報
﹄
で
も
︑﹃
時
事
画
報
﹄
と
同
様
に
問
題
の
核
心
は
自
梳
女
を
許
し
て
い
る
親
に
あ
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス
で
︑
家
庭
教
育
の

改
善
を
指
摘
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
こ
こ
で
は
﹁
六
女
投
塘
﹂
と
い
う
木
魚
書
の
曲
本
︵
テ
キ
ス
ト
︶
が
民
間
で
出
回
っ
て
い
て
︑
そ
れ
が

自
梳
女
の
風
潮
を
煽
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
︑
曲
本
の
社
会
的
な
影
響
の
大
き
さ
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒
相
田
洋
氏

は
︑
木
魚
書
の
中
に
は
︑
結
婚
を
拒
否
し
て
修
業
を
続
け
て
悟
り
を
開
き
︑
女
人
を
救
済
す
る
と
い
う
女
人
成
道
の
物
語
が
あ
り
︑
結
婚

を
拒
否
す
る
女
性
の
間
で
愛
好
さ
れ
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
︵
36
︶︒
つ
ま
り
︑
清
末
の
広
東
に
は
自
梳
女
を
煽
る
文
芸
が
多
く
︑
そ
れ
ら

が
自
梳
女
の
風
潮
を
後
押
し
し
て
い
た
と
言
え
る
︒

　
　
史
料
V
『
時
事
画
報
』
另
娶
妻
室
図　
　

別
に
妻
を
迎
え
る　
　

標
点
文
（
原
図
説
明
文
）

不
落
家
者
看
。
歸
寜
不
﨤
、
各
縣
多
有
此
惡
習
、
番
禺
沙
茭
兩
司
、
此
風
亦
盛
。
劉
朙
府
爲
改
良
風
俗
起
見
、
特
出
示
嚴
禁
。
略
謂
、
婦
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之
歸
寜
不
﨤
者
、
準
其
夫
另
娶
妻
室
、
該
婦
不
得
爭
論
嫡
庶
。
若
因

此
滋
鬧
、
則
拘
該
婦
及
其
父
兄
到
案
嚴
懲
、
以
挽
惡
習
。
有
何
某
者
、

沙
灣
人
也
。
以
娶
妻
數
年
仍
未
落
家
、
日
昨
來
省
娶
婦
、
彩
輿
鼓
樂

而
歸
、
行
謁
祖
禮
如
式
。
婦
雖
知
之
、
然
以
示
禁
森
嚴
、
不
敢
爭
論
、

唯
深
悼
悔
而
已
。

婦
歸
寜
不
﨤
、
此
最
妙
之
對
待
法
也
。
然
富
者
有
餘
貲
以
再
娶
。
貧

者
或
恐
不
能
、
則
各
親
友
宜
仗
龐
公
之
義
、
埋
會
以
助
之
。
家
貧
不

能
羪
二
婦
、
則
歬
娶
之
婦
槪
令
大
歸
、
羪
與
葬
均
不
之
理
。
其
初
娶

者
、
則
雖
女
子
在
父
母
歬
承
認
情
願
落
家
、
乃
迎
接
過
門
、
謁
祖
時

宜
效
西
式
、
當
堂
交
換
指
環
、
由
族
長
問
朙
果
屬
兩
相
悅
愛
、
乃
使

下
拜
。
否
則
停
婚
另
娶
、
此
風
庶
可
稍
挽
也
。
若
何
某
者
、
其
首
功

歟
。

訓
読
文

家
に
落お
さ
まら
ざ
る
者
よ
、
看
よ
。
歸
寜
し
て
﨤
ら
ざ
る
は
、
各
縣
に
多

く
此
の
惡
習
有
り
、
番
禺
の
沙
・
茭
の
兩
司
は
此
の
風
亦
た
盛
ん
な

り
。
劉
朙
府
風
俗
を
改
良
す
る
が
爲
め
に
起
見
し
、
特
に
出
示
し
て

嚴
禁
す
。
略
に
謂
ふ
、
婦
の
歸
寜
し
て
返
ら
ざ
る
者
は
、
其
の
夫
の

另
に
妻
室
を
娶
る
を
準ゆ

る

し
、
該
婦
の
嫡
庶
を
爭
論
す
る
を
得
ず
。
若
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し
此
れ
に
因
り
て
滋じ

鬧ど
う

せ
ば
、
則
ち
該
婦
及
び
其
の
父
兄
を
拘
し
て
到
案
し
て
嚴
懲
し
、
以
て
惡
習
を
挽ひ

く
、
と
。
何
某
な
る
者
有
り
、
沙

灣
の
人
な
り
。
妻
を
娶
っ
て
數
年
に
し
て
、
仍
ほ
未
だ
家
に
落お

さ
まら
ざ
る
を
以
て
、
日
昨
來
省
し
て
婦
を
娶
り
、
彩
輿
鼓
樂
し
て
歸
り
、
謁

祖
禮
を
行
ふ
こ
と
式
の
如
し
。
婦
の
之
を
知
る
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
示
禁
の
森
嚴
な
る
を
以
て
、
敢
て
爭
論
せ
ず
、
唯
だ
深
く
悼
悔
す
る

の
み
。

婦
の
歸
寜
し
て
﨤
ら
ざ
る
は
、
此
れ
最
妙
の
對
待
法
な
り
。
然
し
て
富
者
は
餘
貲
の
以
て
再
娶
す
る
有
り
。
貧
者
は
或
は
能
は
ざ
る
を
恐

る
れ
ば
、
則
ち
各
親
友
宜
し
く
龐
公
の
義
を
仗た

よ

り
て
、
埋
會
し
て
以
て
之
を
助
け
よ
。
家
貧
し
く
二
婦
を
羪
ふ
こ
と
能
は
ざ
れ
ば
、
則
ち

歬
に
娶
る
の
婦
槪
ね
大
歸
せ
し
め
ば
、
羪
と
葬
は
均
し
く
之
を
理
せ
ず
。
其
の
初
め
に
娶
る
者
は
、
則
ち
女
子
父
母
の
歬
に
落
家
を
情
願

す
る
を
承
認
す
る
に
在
る
と
雖
も
、
乃
ち
迎
接
し
て
門
を
過よ

ぎ

り
、
祖
を
謁
す
る
の
時
は
宜
し
く
西
式
に
效な
ら

ひ
、
當
堂
に
て
指
環
を
交
換
し
、

族
長
の
果
た
し
て
兩
相
悅
愛
す
る
に
屬
す
る
か
を
問
朙
し
て
、
乃
ち
下
拜
せ
し
む
。
否し

か

ら
ず
ん
ば
則
ち
停
婚
另
娶
し
、
此
の
風
稍
く
挽ひ

く

べ
き
に
庶ち

か

き
な
り
。
何
某
の
若
き
者
、
其
の
首
功
な
り
。

絵
の
説
明

　

絵
に
は
︑
屋
敷
が
大
き
く
描
か
れ
︑
そ
の
中
で
新
郎
と
新
婦
が
︑
多
く
の
縁
者
や
楽
隊
に
囲
ま
れ
て
婚
礼
の
儀
式
を
し
て
い
る
様
子
が

描
か
れ
て
い
る
︒
右
わ
き
に
は
三
人
の
女
性
が
描
か
れ
︑
洋
傘
を
持
っ
た
若
い
女
性
が
沈
痛
な
表
情
を
浮
か
べ
て
い
る
の
で
︑
こ
れ
が
不

落
夫
家
を
し
た
妻
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
︒
さ
ら
に
そ
の
女
性
の
わ
き
に
は
彼
女
を
あ
ざ
笑
う
か
の
よ
う
な
表
情
の
子
供
も
描
か
れ
て
い

る
︒

演
習
に
臨
ん
で

　

史
料
II
か
ら
IV
の
記
事
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
女
性
が
結
婚
し
て
も
嫁
ぎ
先
に
は
住
ま
な
い
不
落
夫
家
と
い
う
風
潮
へ
の
夫
家
の
対
応
策
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と
し
て
︑
こ
の
記
事
で
は
︑
夫
が
二
人
目
の
妻
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
措
置
が
と
ら
れ
た
こ
と
を
取
り
上
げ
て
い
る
︒
こ

の
記
事
の
説
明
文
で
は
﹁
番
禺
県
の
某
が
︑
妻
が
長
年
実
家
に
住
ん
で
い
た
の
で
︑
別
に
妻
を
娶
っ
た
際
の
情
景
で
あ
る
︒
譚
泉
の
作
画
︑

﹃
時
事
画
報
﹄
丁
未
の
年
︵
一
九
〇
七
年
︶
第
一
〇
期
の
刊
行
︑
潘
達
微
︑
高
剣
父
︑
何
剣
士
︑
陳
垣
ら
の
編
集
︑
光
緒
三
十
三
年
︵
一
九
〇

七
年
︶
の
石
印
本
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
︒

　
〈
司
〉
こ
こ
で
は
巡
検
司
の
こ
と
︒
巡
検
司
と
は
各
県
の
交
通
上
あ
る
い
は
治
安
上
の
要
所
に
設
置
さ
れ
︑
盗
賊
の
捕
縛
な
ど
を
担
当
し

た
地
方
官
庁
の
こ
と
︒〈
朙
府
〉
知
県
︵
県
知
事
︶
の
雅
称
︒〈
龐
公
之
義
〉
後
漢
末
の
龐
徳
公
が
司
馬
徽
を
水
鏡
と
称
え
︑
司
馬
徽
も
龐
徳

公
に
兄
事
し
て
龐
公
と
呼
び
︑
親
交
を
深
め
て
い
た
故
事
の
こ
と
︵﹃
後
漢
書
﹄
逸
民
列
伝
︑
第
七
三
︑
龐
公
︶︒

現
代
語
訳

　

嫁
ぎ
先
に
行
か
な
い
者
よ
︑
見
な
さ
い
︒
里
帰
り
を
し
て
嫁
ぎ
先
に
帰
ら
な
い
と
い
う
悪
習
は
各
県
に
多
く
見
ら
れ
る
が
︑︵
広
州
府
︶

番
禺
県
の
沙
頭
と
茭こ
う

塘
の
両
巡
検
司
の
管
轄
下
で
も
こ
の
風
潮
が
盛
ん
で
あ
る
︒
劉
知
県
は
風
俗
を
改
善
す
る
た
め
に
特
別
に
布
告
を
出

し
て
厳
禁
し
た
︒
そ
の
概
要
は
﹁
婦
人
で
里
帰
り
を
し
て
帰
ら
な
い
者
は
︑
そ
の
夫
が
別
に
妻
を
迎
え
る
こ
と
を
許
し
︑
そ
の
婦
人
は
︵
子

供
の
︶
嫡
庶
を
争
っ
て
は
い
け
な
い
︒
も
し
こ
れ
に
よ
っ
て
騒
ぎ
を
起
こ
し
た
な
ら
ば
︑
そ
の
婦
人
お
よ
び
父
兄
を
拘
束
し
て
取
り
調
べ

て
厳
罰
に
処
し
て
悪
習
を
改
善
す
る
﹂
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
沙
湾
の
何
某
な
る
者
が
い
て
︑
妻
を
娶
っ
て
数
年
た
つ
が
︑
ま
だ
嫁
ぎ

先
に
来
な
い
の
で
︑
昨
日
省
都
に
来
て
嫁
を
娶
り
︑
花
か
ご
や
楽
隊
を
伴
っ
て
帰
り
︑
通
例
ど
お
り
祖
先
へ
の
儀
礼
を
行
っ
た
︒
妻
は
こ

れ
を
知
っ
た
け
れ
ど
も
︑
布
告
が
厳
格
な
た
め
に
︑
あ
え
て
裁
判
で
争
わ
ず
︑
た
だ
深
く
後
悔
す
る
し
か
な
か
っ
た
︒

　

妻
が
里
帰
り
を
し
て
帰
ら
な
い
こ
と
に
対
し
て
は
︑
こ
れ
が
最
善
の
対
処
法
で
あ
る
︒
こ
れ
に
よ
り
富
裕
な
者
は
金
銭
的
余
裕
が
あ
る

の
で
再
婚
で
き
る
︒
貧
し
い
者
が
で
き
な
い
と
心
配
す
る
の
で
あ
れ
ば
︑
親
戚
友
人
が
龐
公
の
義
に
よ
っ
て
︑
こ
の
穴
埋
め
を
し
て
助
け

る
よ
う
に
せ
よ
︒
家
が
貧
し
く
て
二
人
の
妻
を
養
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
︑
本
当
に
離
縁
さ
せ
れ
ば
︑
養
う
こ
と
と
葬
祭
に
つ
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い
て
言
い
争
い
に
は
な
ら
な
い
︒
そ
の
最
初
の
妻
が
自
分
の
両
親
の
前
で
落
家
す
る
と
願
っ
て
確
認
し
た
と
し
て
も
︑
出
迎
え
の
儀
式
を

経
て
︑
祖
先
に
拝
謁
す
る
際
に
は
︑
西
洋
式
に
倣
い
指
輪
を
交
換
し
︑
族
長
が
互
い
の
愛
情
を
確
認
し
て
か
ら
拝
礼
を
行
わ
せ
る
︒
愛
情

が
な
い
の
で
あ
れ
ば
︑
結
婚
を
解
消
し
別
に
妻
を
迎
え
る
よ
う
に
す
れ
ば
︑
こ
の
風
潮
も
段
々
と
廃す

た

れ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
︒
何
某
と
い
う

者
は
最
初
の
殊
勲
者
で
あ
る
︒

こ
の
史
料
が
語
る
も
の

　

妻
を
も
ち
な
が
ら
別
の
女
性
を
妻
と
す
る
重
婚
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
は
︑
清
代
の
刑
法
典
で
あ
る
﹃
大
清
律
例
﹄
巻
十
︑
戸
律
︑
婚

姻
︑
妻
妾
失
序
に
﹁
若
有
妻
更
娶
妻
者
亦
杖
九
十
﹂︵﹃
読
例
存
疑
﹄
巻
十
よ
り
︶
と
あ
る
よ
う
に
︑
国
家
に
よ
り
禁
じ
ら
れ
て
い
た
が
︑
こ

の
記
事
に
は
︑
妻
が
嫁
ぎ
先
に
居
住
し
て
お
ら
ず
︑
妻
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
白
な
の
で
︑
知
県
が
特
例
と
し
て

許
可
を
す
る
こ
と
で
︑
不
落
夫
家
の
風
潮
に
対
処
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
︒

　

な
お
︑
地
方
官
の
布
告
は
官
庁
の
壁
に
貼
ら
れ
る
が
︑
文
字
を
読
め
な
い
人
々
が
多
い
と
い
う
当
時
の
状
況
を
考
え
る
と
︑
庶
民
に
広

く
そ
の
内
容
を
徹
底
す
る
の
は
難
し
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
画
報
と
い
う
媒
体
で
告
示
の
内
容
が
分
か
り
や
す
く
広
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
す
る
と
︑
地
方
官
の
告
示
を
広
く
地
域
社
会
に
浸
透
さ
せ
る
手
段
と
し
て
︑
画
報
が
補
完
的
な
役
割
も
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
こ
の

記
事
か
ら
窺
え
る
︒

　
　
史
料
VI
『
賞
奇
画
報
』
女
工
罷
工
図
・
女
工
反
抗
克
扣
図　
　

女
工
に
よ
る
抗
議
暴
動　
　

　
　

A
「
女
工
罷
工
図
」

標
点
文
（
原
図
説
明
文
）
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女
工
滋
事
。
吾
粤
蠶
桑
之
利
、
首
推
順
德
容
桂
一
帶
。
絲
廠
林
立
、
繅

絲
均
靠
女
工
。
每
廠
用
數
百
人
不
等
。
亦
婦
女
輩
一
大
利
權
也
。
邇

來
女
工
忽
停
工
要
挾
加
價
、
連
日
糾
衆
滋
擾
。
凡
同
類
有
照
常
工
作

者
、
卽
行
截
毆
。
廿
一
日
截
廣
昌
號
、
廿
三
日
之
截
永
昌
成
、
尤
爲

洶
湧
。
歹
類
因
而
叢
集
、
輒
思
乘
閒
掠
奪
、
各
絲
偈
勢
頗
岌
岌
。

鑄
按
、
天
下
事
、
利
弊
恆
有
相
倚
伏
。
順
邑
婦
女
多
能
自
⻝
其
力
、
本

絕
佳
事
、
而
每
緣
此
釀
成
歸
寜
不
﨤
惡
習
。
此
次
肇
事
、
尤
望
賢
有

司
亟
行
解
散
、
毋
使
絲
偈
停
工
影
響
及
於
于
銀
業
也
。

訓
読
文

女
工
の
滋
事
。
吾
が
粤
の
蠶さ
ん

桑
の
利
、
順
德
の
容
桂
一
帶
を
首
推
す
。

絲
廠
林
立
し
、
繅そ

う

絲
は
均
し
く
女
工
に
靠よ

る
。
每
廠
數
百
人
不ぜ
ん
ご等
を

用
ひ
、
亦
た
婦
女
輩
の
一
大
利
權
な
り
。
邇
來
女
工
忽に

わ
かに
停
工
し
て

加
價
を
要
挾
し
、
連
日
糾
衆
滋
擾
す
。
凡
そ
同
類
の
常
に
照
ら
し
て

工
作
せ
し
者
有
ら
ば
、
卽
ち
截せ

つ

毆
を
行
ふ
。
廿
一
日
は
廣
昌
號
を
截

し
、
廿
三
日
の
永
昌
成
を
截
す
る
は
、
尤
も
洶

き
ょ
う

湧よ
う

た
り
。
歹が
つ

類る
い

因
り

て
叢
集
し
、
輒
ち
閒
に
乘
じ
て
掠
奪
せ
ん
こ
と
を
思
ひ
、
各
絲
偈
の

勢
は
頗
る
岌
岌
た
り
。

鑄
按
ず
る
に
、
天
下
の
事
、
利
弊
は
恆つ

ね

に
相
ひ
倚
伏
有
り
。
順
邑
の
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婦
女
は
多
く
能
く
自
ら
其
の
力
に
⻝た
よ

る
は
、
本
よ
り
絕
佳
の
事
な
る
も
、
每つ
ね

に
此
れ
に
緣
り
て
歸
寜
し
て
﨤
ら
ざ
る
の
惡
習
を
釀
成
す
。
此

次
の
肇

ち
ょ
う

事
、
尤
も
望
む
ら
く
は
賢
有
司
の
亟
す
み
や
かに
解
散
を
行
ひ
、
絲
偈け
つ

停
工
し
て
、
影
響
を
銀
業
に
及
ば
し
む
る
こ
と
毋
か
れ
。

絵
の
説
明

　

絵
に
は
﹁
廣
昌
絲
廠
﹂
と
の
扁
額
が
あ
る
建
物
が
中
央
に
あ
り
︑
そ
の
入
口
付
近
に
多
く
の
女
工
が
押
し
か
け
て
責
任
者
と
お
ぼ
し
き

人
物
と
や
り
あ
っ
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
︒

演
習
に
臨
ん
で

　

史
料
IV
の
記
事
で
は
︑
広
東
の
順
徳
県
の
女
性
た
ち
が
自
活
し
て
不
落
夫
家
を
す
る
背
景
に
こ
の
地
で
盛
ん
に
な
っ
た
製
糸
業
が
あ
る

こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
が
︑
清
末
に
は
こ
の
地
に
製
糸
工
場
が
建
設
さ
れ
︑
そ
こ
で
は
多
く
の
女
工
た
ち
が
働
い
て
い
た
︒
彼
女
た
ち
は

言
わ
れ
る
が
ま
ま
に
働
く
︑
も
の
が
言
え
な
い
労
働
者
と
い
う
の
で
は
な
く
︑
自
ら
の
待
遇
改
善
を
求
め
て
皆
で
抗
議
活
動
も
行
う
よ
う

な
主
張
す
る
女
性
た
ち
で
も
あ
っ
た
︒
こ
の
記
事
で
は
︑
賃
金
の
値
上
げ
を
要
求
す
る
情
景
を
紹
介
し
て
い
る
︒

　

こ
の
記
事
の
説
明
文
で
は
﹁
順
徳
県
の
製
糸
工
場
の
女
工
の
ス
ト
ラ
イ
キ
の
情
景
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
︒
尹
爟
の
作
画
︑﹃
賞
奇
画

報
﹄
丙
午
の
年
︵
一
九
〇
六
年
︶
第
一
五
期
の
刊
行
︑
張
克
誠
︑
朱
錫
昌
︑
霸
倫
︑
海
仲
ら
の
編
集
︑
光
緒
三
十
二
年
︵
一
九
〇
六
年
︶
の
石

印
本
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
︒

　
〈
廣
昌
號
〉
光
緒
十
年
︵
一
八
八
四
年
︶
創
業
の
香
港
の
老
舗
企
業
︒〈
絲
偈
〉
製
糸
工
場
の
こ
と
︒〈
倚
伏
〉﹃
老
子
﹄
五
八
の
﹁
禍
兮
福

之
所
倚
、
福
兮
禍
之
所
伏
﹂
が
出
典
︒
幸
福
と
不
幸
が
か
わ
る
が
わ
る
生
じ
る
と
い
う
意
味
︒

現
代
語
訳
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女
工
が
騒
ぎ
を
起
こ
す
︒
我
が
広
東
の
養
蚕
と
桑
の
栽
培
の
利
益
は
︑
順
徳
県
の
容
桂
一
帯
が
一
番
で
あ
る
︒
製
糸
工
場
が
林
立
し
て

お
り
︑
製
糸
は
皆
女
工
が
担
っ
て
い
る
︒
工
場
ご
と
に
数
百
人
前
後
が
使
わ
れ
て
い
て
︑
婦
女
た
ち
の
一
大
利
権
と
な
っ
て
い
る
︒
近
来

女
工
が
に
わ
か
に
操
業
を
停
止
し
︑
賃
金
の
値
上
げ
を
強
要
し
て
︑
連
日
集
ま
っ
て
騒
ぎ
を
起
こ
し
て
い
る
︒
同
僚
で
い
つ
も
の
よ
う
に

仕
事
を
す
る
者
が
い
る
と
は
ば
ん
で
殴
る
︒
二
十
一
日
に
は
広
昌
号
の
業
務
を
は
ば
み
︑
二
十
三
日
に
は
永
昌
成
の
業
務
を
は
ば
み
︑
勢

い
が
盛
ん
で
あ
る
︒
悪
党
が
こ
れ
に
か
こ
つ
け
て
集
ま
っ
て
︑
間
に
乗
じ
て
掠
奪
を
行
い
︑
各
製
糸
工
場
で
危
う
い
こ
と
と
な
っ
て
い
る
︒

　
︵
編
集
者
の
︶﹁
鋳
﹂
の
評
語
:
天
下
の
事
︑
利
と
弊
は
お
互
い
に
代
わ
る
代
わ
る
生
じ
る
も
の
で
あ
る
︒
順
徳
県
の
婦
女
で
自
活
で
き
て

い
る
者
が
多
い
の
は
︑
本
来
と
て
も
良
い
こ
と
で
あ
る
が
︑
つ
ね
に
こ
の
こ
と
か
ら
里
帰
り
し
て
嫁
ぎ
先
に
帰
ら
な
い
悪
習
が
醸
成
さ
れ

て
い
る
︒
今
回
の
事
件
は
︑
徳
が
あ
り
賢
い
官
員
が
速
や
か
に
解
散
さ
せ
て
︑
製
糸
工
場
が
操
業
を
停
止
し
て
銀
業
に
影
響
が
な
い
よ
う

に
し
た
方
が
よ
い
︒

　
　

B
「
女
工
反
抗
克
扣
図
」

標
点
文
（
原
図
説
明
文
）

女
工
又
鬧
。
西
南
布
行
違
例
剋
扣
女
工
、
娘
子
軍
大
憤
。
⺼
之
初
二
日
、
糾
集
數
百
人
、
群
起
與
布
店
爲
難
。
各
皆
手
持
扁
擔
、
身
懷
利

剪
、
先
向
均
泰
店
司
事
理
論
。
該
司
事
出
言
稍
褻
、
女
工
隨
剪
其
辮
、
竝
將
各
布
店
毀
拆
。
人
聲
洶
湧
、
異
常
震
動
。
巡
警
出
而
干
涉
、
女

工
卽
當
頭
棒
喝
、
卛
無
如
之
何
。
現
下
事
尙
未
了
、
聽
候
調
處
云
。

溎
按
、
衆
怒
難
犯
、
此
語
誠
確
。
勿
謂
娘
子
軍
中
無
人
也
。

訓
読
文

女
工
又
た
鬧さ
わ

ぐ
。
西
南
布
行
例
に
違
ひ
て
女
工
を
剋こ
く

扣
し
、
娘
子
軍
大
い
に
憤
る
。
⺼
の
初
二
日
、
數
百
人
を
糾
集
し
、
群
起
し
て
布
店



334

に
難
を
爲
す
。
各
皆
手
に
扁
擔た
ん

を
持
ち
、
身
に
利
剪せ
ん

を
懷
ふ
と
こ
ろに
し
、
先

に
均
泰
店
の
司
事
に
向
か
ひ
て
理
論
す
。
該
司
事
の
出
言
稍
や
褻せ

つ

な

る
に
、
女
工
隨
ひ
て
其
の
辮
を
剪
り
、
竝
び
に
各
布
店
を
將
て
毀
拆

す
。
人
聲
洶
湧
し
、
常
と
異
な
り
て
震
動
す
。
巡
警
出
で
て
干
涉
す

る
に
、
女
工
卽
ち
當
頭
棒
喝
し
、
卛
ね
之
を
如
何
と
も
す
る
無
し
。
現

下
事
尙
ほ
未
だ
了
ら
ず
。
調
處
を
聽
候
す
。

溎
按
ず
る
に
、
衆
怒
は
犯
し
難
く
、
此
の
語
誠
に
確
な
り
。
娘
子
軍

の
中
に
人
無
き
と
謂
ふ
勿
れ
。

絵
の
説
明

　

絵
に
は
﹁
均
泰
布
店
﹂
の
建
物
が
中
央
に
あ
り
︑
店
員
と
女
工
が

小
競
り
合
い
を
し
︑
責
任
者
の
辮
髪
が
女
工
に
よ
り
切
ら
れ
て
い
る

情
景
が
描
か
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
左
側
の
﹁
西
隆
布
店
﹂
と
書
か
れ

た
別
の
店
で
も
店
員
と
女
工
が
言
い
争
っ
て
お
り
︑
右
側
の
門
の
外

側
で
は
不
安
げ
に
見
て
い
る
男
性
の
野
次
馬
が
描
か
れ
て
い
る
︒

演
習
に
臨
ん
で

　
﹃
賞
奇
画
報
﹄
に
は
ピ
ン
は
ね
を
さ
れ
た
こ
と
に
怒
っ
た
女
工
た
ち

が
同
じ
年
に
再
び
騒
ぎ
を
起
こ
し
た
こ
と
を
取
り
上
げ
た
記
事
も
あ
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る
︒
こ
の
記
事
の
説
明
文
で
は
﹁
広
東
の
某
布
行
の
女
工
が
集
団
で
ピ
ン
は
ね
に
反
抗
し
て
い
る
情
景
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
︒
呉
俊
の

作
画
︑﹃
賞
奇
画
報
﹄
丙
午
の
年
︵
一
九
〇
六
年
︶
第
一
九
期
の
刊
行
︑
張
克
誠
︑
朱
錫
昌
︑
霸
倫
︑
海
仲
ら
の
編
集
︑
光
緒
三
十
二
年
︵
一

九
〇
六
年
︶
の
石
印
本
﹂
と
書
か
れ
て
お
り
︑
A
の
記
事
と
同
様
の
制
作
チ
ー
ム
が
手
掛
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
︒

　
〈
扁
擔
〉
天
秤
棒
の
こ
と
︒〈
巡
警
〉
清
末
に
設
立
さ
れ
た
近
代
的
な
警
察
の
こ
と
︒〈
當
頭
棒
喝
〉
頭
ご
な
し
に
ぴ
し
ゃ
り
と
や
る
と

い
っ
た
意
味
の
言
葉
︒〈
衆
怒
難
犯
〉﹃
春
秋
左
氏
伝
﹄
襄
公
十
年
﹁
衆
怒
難
犯
、
專
欲
難
成
﹂︵
大
勢
の
人
間
の
怒
り
に
は
抵
抗
し
が
た
く
︑
自

分
一
人
の
欲
望
を
遂
げ
よ
う
と
し
て
も
む
ず
か
し
い
︒︶
が
出
典
︒

現
代
語
訳

　

女
工
が
ま
た
騒
ぎ
を
起
こ
す
︒
西
南
布
行
が
通
例
に
違
え
て
女
工
か
ら
ピ
ン
は
ね
を
し
︑
娘
子
軍
︵
女
工
の
デ
モ
隊
︶
が
大
い
に
憤
っ
た
︒

今
月
二
日
に
︑
数
百
人
が
集
ま
っ
て
︑
決
起
し
て
布
店
と
紛
争
に
な
っ
た
︒
各
々
皆
手
に
は
天
秤
棒
を
持
ち
︑
ハ
サ
ミ
を
ふ
と
こ
ろ
に
入

れ
︑
ま
ず
均
泰
店
の
責
任
者
と
言
い
争
い
を
し
た
︒
そ
の
責
任
者
が
す
こ
し
卑
猥
な
言
葉
を
言
う
と
︑
女
工
が
そ
の
辮
髪
を
切
り
落
と
し
︑

各
布
店
を
打
ち
壊
し
た
︒
大
声
を
あ
げ
て
︑
い
つ
に
な
い
よ
う
な
騒
ぎ
と
な
っ
た
︒
警
察
が
介
入
し
た
が
︑
女
工
は
ぴ
し
ゃ
り
と
や
り
こ

め
︑
ほ
と
ん
ど
ど
う
に
も
で
き
な
か
っ
た
︒
現
在
い
ま
だ
に
収
束
し
て
お
ら
ず
︑
仲
裁
を
待
っ
て
い
る
状
態
で
あ
る
︒

　
︵
編
集
者
の
︶﹁
溎
﹂
の
評
語
:﹁
大
勢
の
人
間
の
怒
り
に
は
抵
抗
し
難
い
﹂
と
は
ま
っ
た
く
そ
の
通
り
で
あ
る
︒
娘
子
軍
の
中
に
ひ
と
か

ど
の
人
物
が
い
な
い
と
言
っ
て
は
い
け
な
い
︒

こ
の
史
料
が
語
る
も
の

　

こ
れ
ら
の
記
事
だ
け
で
は
︑
当
時
の
製
糸
工
場
の
女
工
た
ち
の
待
遇
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
が
︑
集
団
で

賃
金
の
値
上
げ
を
要
求
し
︑
ま
た
︑
ピ
ン
は
ね
行
為
に
抗
議
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
︑
低
賃
金
で
時
と
し
て
ピ
ン
は
ね
行
為
が
行
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わ
れ
る
よ
う
な
劣
悪
な
労
働
環
境
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
︑
そ
れ
は
ま
た
﹃
賞
奇
画
報
﹄
の
編
集
者
が
﹁
衆
怒
は
犯
し
難
い
と
は
ま
っ
た

く
そ
の
通
り
で
あ
る
﹂
と
暴
動
を
起
こ
し
た
女
工
側
の
肩
を
持
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
︒

　

し
か
し
︑
女
工
た
ち
は
そ
う
し
た
不
当
な
待
遇
に
甘
ん
じ
て
泣
き
寝
入
り
す
る
わ
け
で
は
な
く
︑
集
団
で
立
ち
向
か
い
︑
警
察
も
た
じ

た
じ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
女
工
た
ち
は
時
と
し
て
上
に
立
ち
向
か
う
よ
う
な
主
張
す
る
女
性
た
ち
で
あ
っ
た
こ
と
が
こ
の
記
事
か

ら
分
か
る
︒
な
お
︑﹃
賞
奇
画
報
﹄
の
編
集
者
た
ち
は
︑
女
性
た
ち
が
製
糸
業
に
よ
り
経
済
力
を
つ
け
て
自
立
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
︑
不
落

夫
家
に
つ
な
が
る
も
の
︑
抗
議
暴
動
は
官
員
が
沈
静
化
さ
せ
る
べ
き
と
の
批
評
を
し
つ
つ
も
︑
そ
れ
は
﹁
絶
佳
の
事
﹂
と
述
べ
︑
ま
た
︑
ピ

ン
は
ね
へ
の
抗
議
に
同
情
す
る
姿
勢
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
︑
女
工
の
自
立
化
を
好
意
的
に
受
け
止
め
て
い
る
︒

お
わ
り
に

　

本
章
で
は
︑﹃
時
事
画
報
﹄
や
﹃
賞
奇
画
報
﹄
の
記
事
の
女
性
の
習
俗
に
関
す
る
記
事
を
読
み
な
が
ら
︑
清
末
の
広
東
の
女
性
た
ち
の

様
々
な
習
俗
と
そ
れ
が
も
た
ら
す
社
会
問
題
︑
そ
し
て
そ
れ
へ
の
地
方
政
府
の
対
応
な
ど
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
︒

　

清
末
広
東
の
順
徳
県
や
南
海
県
な
ど
で
は
︑
女
性
た
ち
が
製
糸
業
に
関
わ
る
こ
と
に
よ
り
︑
経
済
的
に
自
立
化
し
て
ゆ
く
現
象
が
あ
り
︑

そ
れ
に
よ
り
︑
自
梳
女
と
呼
ば
れ
る
結
婚
を
し
な
い
で
女
性
同
士
で
集
団
生
活
を
す
る
女
性
や
︑
結
婚
し
て
も
妾
を
用
意
し
て
差
し
出
す

な
ど
し
て
嫁
ぎ
先
に
は
ゆ
か
な
い
不
落
夫
家
を
す
る
女
性
が
出
現
し
て
い
た
が
︑
画
報
の
記
事
を
見
る
と
︑
通
常
の
結
婚
観
か
ら
逸
脱
し

た
こ
う
し
た
行
為
は
知
識
人
た
ち
か
ら
は
好
ま
し
く
な
い
も
の
と
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
ま
た
︑
画
報
に
は
︑
こ
う
し

た
事
態
に
対
し
て
︑
地
方
官
は
︑
通
常
は
重
婚
罪
に
問
わ
れ
る
よ
う
な
第
二
の
妻
を
迎
え
て
も
よ
い
と
の
布
告
を
出
す
な
ど
の
対
抗
策
も

打
ち
出
し
て
い
る
こ
と
が
書
か
れ
︑
画
報
の
編
集
者
も
そ
れ
を
画
報
で
取
り
上
げ
て
︑
人
々
へ
の
啓
蒙
を
図
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
さ

ら
に
は
︑
問
題
の
核
心
が
そ
れ
を
許
し
て
い
る
親
た
ち
に
あ
る
と
の
認
識
を
も
っ
て
い
た
こ
と
も
確
認
で
き
る
︒
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
︑
清

末
の
広
東
で
は
︑
女
性
た
ち
に
と
っ
て
妻
と
し
て
の
生
活
は
大
き
な
負
担
を
強
い
ら
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
窺
え
る
︒
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ま
た
︑
女
性
た
ち
が
働
い
て
い
た
製
糸
工
場
は
ピ
ン
は
ね
な
ど
が
横
行
す
る
劣
悪
な
労
働
環
境
で
あ
っ
た
が
︑
そ
の
一
方
で
︑
製
糸
業

に
よ
る
経
済
力
を
背
景
に
︑
女
性
た
ち
の
社
会
的
影
響
力
は
高
ま
っ
て
お
り
︑
儒
教
的
な
家
族
観
や
仕
事
場
で
の
低
い
待
遇
な
ど
に
果
敢

に
挑
戦
す
る
︿
強
い
﹀
女
性
た
ち
も
多
く
い
て
︑
単
純
に
男
尊
女
卑
の
中
で
︿
弱
い
﹀
立
場
に
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
面
が
あ
っ
た
こ
と

も
分
か
る
︒
な
お
︑
製
糸
業
に
よ
り
財
を
得
て
︑
自
分
の
代
わ
り
の
妾
を
用
意
し
て
不
落
夫
家
が
で
き
る
女
性
た
ち
が
い
る
一
方
で
︑
不

落
夫
家
ど
こ
ろ
で
は
な
く
︑
妾
に
な
る
し
か
な
い
貧
し
い
奴
婢
の
女
性
た
ち
が
い
た
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
点
で
あ
る
︒

　

さ
ら
に
画
報
史
料
の
中
で
自
梳
女
・
不
落
夫
家
現
象
に
つ
い
て
の
記
事
が
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら
︑
当
地
で
の

こ
れ
ら
の
現
象
に
対
す
る
人
々
の
関
心
の
高
さ
と
問
題
の
社
会
的
な
重
み
が
窺
え
る
︒
ま
た
︑
評
語
か
ら
現
場
の
知
識
人
の
認
識
に
は
︑
自

梳
女
や
不
落
夫
家
に
対
し
て
は
批
判
的
で
は
あ
る
も
の
の
︑
女
性
の
経
済
的
な
自
立
化
や
女
工
の
待
遇
改
善
に
つ
い
て
は
好
意
的
な
姿
勢

が
見
ら
れ
る
こ
と
も
確
認
で
き
る
︒

　

一
方
︑
歴
史
史
料
と
し
て
の
画
報
史
料
の
性
格
に
つ
い
て
言
え
ば
︑
画
報
が
ど
の
よ
う
な
人
々
に
読
ま
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
点
に
つ

い
て
も
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
︒
そ
の
状
況
は
判
然
と
し
な
い
が
︑
や
は
り
絵
が
つ
い
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
文
字
が
読
め
る
人
々
だ
け

で
は
な
く
︑
文
字
が
読
め
る
人
が
読
め
な
い
人
に
読
み
聞
か
せ
る
場
面
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
︑
文
字
の
み
の
媒
体
よ
り
は
よ
り
広
い
読

者
を
得
て
い
た
こ
と
が
容
易
に
推
測
さ
れ
る
︒

　

つ
ま
り
︑
画
報
は
文
字
だ
け
の
記
事
よ
り
︑
庶
民
に
と
っ
て
身
近
で
社
会
的
な
影
響
力
が
高
い
媒
体
で
あ
り
︑
絵
画
で
情
景
も
把
握
す

る
こ
と
が
で
き
る
た
め
︑
一
般
の
文
字
だ
け
の
も
の
よ
り
︑
社
会
問
題
に
つ
い
て
よ
り
幅
広
く
容
易
に
理
解
で
き
る
媒
体
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
︒
こ
う
し
た
点
か
ら
考
え
る
と
︑
画
報
史
料
は
︑
文
字
の
み
の
史
料
よ
り
も
︑
よ
り
社
会
性
が
あ
る
史
料
で
あ
る
と
言
え
︑
画

報
以
外
の
史
料
か
ら
で
は
分
か
ら
な
い
地
域
社
会
の
様
々
な
現
象
や
問
題
を
考
え
る
上
で
有
益
な
史
料
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

　

な
お
︑
清
末
広
東
の
女
性
の
習
俗
に
つ
い
て
書
か
れ
た
史
料
と
し
て
は
︑
広
東
省
の
潮
州
府
で
布
教
活
動
を
し
て
い
た
女
性
宣
教
師
の

ア
デ
ル
・
М
・
フ
ィ
ー
ル
ド
が
書
い
た
書
物
︵
37
︶
も
あ
り
︑
女
性
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
様
々
な
視
点
か
ら
触
れ
ら
れ
て
お
り
参
考
に
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な
る
︒

註︵
1
︶　

広
東
省
立
中
山
図
書
館
編
﹃
旧
粤
百
態　
　

広
東
省
立
中
山
図
書
館
蔵
晩
清
画
報
選
輯　
　

﹄︵
中
国
人
民
大
学
出
版
社
︑
二
〇
〇
八
年
︶︒

︵
2
︶　

中
野
美
代
子
・
武
田
雅
哉
﹃
世
紀
末
中
国
の
か
わ
ら
版　
　

絵
入
新
聞
﹁
点
石
齋
画
報
﹂
の
世
界　
　

﹄︵
福
武
書
店
︑
一
九
八
九
年
︶︒

︵
3
︶　

相
田
洋
﹃
中
国
生
業
図
譜　
　

清
末
の
絵
入
雑
誌
﹃
点
石
斎
画
報
﹄
で
読
む
庶
民
の
﹁
な
り
わ
い
﹂　　

﹄︵
集
広
舎
︑
二
〇
二
〇
年
︶︒

︵
4
︶　

大
澤
正
昭
﹃
妻
と
娘
の
唐
宋
時
代　
　

史
料
に
語
ら
せ
よ
う　
　

﹄︵
東
方
書
店
︑
二
〇
二
一
年
︶︒

︵
5
︶　

拙
稿
﹁
コ
ラ
ム
:
纏
足
﹂︵
小
浜
正
子
編
﹃
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
中
国
史
﹄︑
勉
誠
出
版
︑
二
〇
一
五
年
所
収
︶
参
照
︒

︵
6
︶　

本
章
で
取
り
上
げ
た
史
料
II
・
III
・
V
に
つ
い
て
は
︑
喬
玉
紅
﹃
古
代
嶺
南
女
性
社
会
形
象
研
究
﹄︵
斉
魯
書
社
︑
二
〇
一
七
年
︶
に
も
図
版
と
標

点
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︵
II
の
記
事
:
二
三
一
頁
~
二
三
二
頁
︑
III
の
記
事
:
二
三
四
頁
︑
V
の
記
事
:
二
六
一
頁
~
二
六
二
頁
︶︒

︵
7
︶　

珠
江
デ
ル
タ
の
開
発
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
等
参
照
︒
上
田
慧
﹁
中
国
・
珠
江
デ
ル
タ
に
お
け
る
順
徳
︵Shunde

︶
の
歴
史
的
位
置
に
関
す
る

諸
問
題
﹂︵﹃
同
志
社
商
学
﹄
五
七
︑
二
〇
〇
五
年
︶︒
呉
建
新
﹃
明
清
広
東
的
農
業
与
環
境　
　

以
珠
江
三
角
洲
為
中
心　
　

﹄︵
広
東
人
民
出
版
社
︑
二

〇
一
二
年
︶︒
片
山
剛
﹃
清
代
珠
江
デ
ル
タ
図
甲
制
の
研
究
﹄︵
大
阪
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
八
年
︶︒

︵
8
︶　

岸
本
美
緒
﹁
妻
を
売
っ
て
は
い
け
な
い
か
？　
　

明
清
時
代
の
売
妻
・
典
妻
慣
行　
　

﹂︵﹃
中
国
史
学
﹄
八
︑
一
九
九
八
年
︑
改
訂
の
上
︑
同
著

﹃
礼
教
・
契
約
・
生
存　
　

明
清
史
論
集
三　
　

﹄︑
研
文
出
版
︑
二
〇
二
〇
年
に
収
録
︶︒

︵
9
︶　M

atthew
 H

. Som
m

er. Polyandry and W
ife-Selling in Q

ing D
ynasty C

hina: Survival Strategies and Judicial Interventions, 

O
akland: U

niversity of C
alifornia Press, 2015.

︵
10
︶　

成
田
静
香
﹁
自
梳
女
の
家　
　

広
東
の
婚
姻
文
化　
　

﹂︵
関
西
中
国
女
性
史
研
究
会
編
﹃
ジ
ェ
ン
ダ
ー
か
ら
み
た
中
国
の
家
と
女
﹄︑
東
方
書
店
︑

二
〇
〇
四
年
所
収
︶︒

︵
11
︶　Janice E

. Stockard. D
aughters of the Canton D

elta: M
arriage Patterns and E

conom
ic Strategies in South China, 1860̶

1930, 

Stanford: Stanford U
niversity Press, 1989.

︵
12
︶　

相
田
洋
﹁
金
蘭
会
・
宝
巻
・
木
魚
書　
　

中
国
に
お
け
る
結
婚
拒
否
運
動
と
民
衆
文
芸　
　

﹂︵﹃
柳
田
節
子
先
生
古
稀
記
念
・
中
国
の
伝
統
社
会
と
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家
族
﹄
汲
古
書
院
︑
一
九
九
三
年
︑
後
に
﹁
結
婚
を
拒
否
し
た
女
た
ち　
　

金
蘭
会
・
宝
巻
・
木
魚
書　
　

﹂
と
改
題
の
う
え
同
著
﹃
異
人
と
市　
　

境

界
の
中
国
古
代
史　
　

﹄︑
研
文
出
版
︑
一
九
九
七
年
に
収
録
︶︒

︵
13
︶　

相
田
洋
﹃
中
国
妖
怪
・
鬼
神
図
譜　
　

清
末
の
絵
入
雑
誌
﹃
点
石
斎
画
報
﹄
で
読
む
庶
民
の
信
仰
と
俗
習　
　

﹄︵
集
広
舎
︑
二
〇
一
五
年
︶
二
七

三
頁
︒

︵
14
︶　

劉
正
剛
・
喬
玉
紅
﹃
明
清
珠
江
三
角
洲
女
性
形
象
建
構
研
究　
　

以
呉
妙
静
︑
黄
惟
徳
︑
李
晩
芳
為
例　
　

﹄︵
社
会
科
学
文
献
出
版
社
︑
二
〇
一

九
年
︶︒

︵
15
︶　

片
山
剛
﹁
死
者
祭
祀
空
間
の
地
域
的
構
造　
　

華
南
珠
江
デ
ル
タ
の
過
去
と
現
在　
　

﹂︵
江
川
温
ほ
か
編
﹃
死
の
文
化
誌　
　

心
性
・
習
俗
・
社

会　
　

﹄︑
昭
和
堂
︑
二
〇
〇
二
年
所
収
︶︒

︵
16
︶　

向
尚
等
﹃
西
南
旅
行
雑
写
﹄︵
中
華
書
局
︑
一
九
三
七
年
︶︑
日
本
語
訳
︵
河
上
純
一
訳
︶﹃
西
南
支
那
踏
査
記
﹄︵
大
東
出
版
社
︑
一
九
四
〇
年
︶︒

︵
17
︶　

何
仙
姑
に
つ
い
て
は
窪
徳
忠
﹃
道
教
の
神
々
﹄︵
平
河
出
版
社
︑
一
九
八
六
年
︶
一
九
二
頁
な
ど
参
照
︒

︵
18
︶　Stockard 

氏
前
掲 D

aughters of the C
anton D

elta, 

片
山
氏
前
掲
﹁
死
者
祭
祀
空
間
の
地
域
的
構
造
﹂︒

︵
19
︶　

湯
山
千
里
﹁
自
梳
女
研
究
に
関
す
る
覚
書
﹂︵﹃
山
名
弘
史
教
授
還
暦
記
念
・
法
政
大
学
東
洋
史
論
集
﹄︑
山
名
弘
史
教
授
還
暦
記
念
事
業
実
行
委
員

会
︑
二
〇
〇
二
年
所
収
︶︒

︵
20
︶　

滋
賀
秀
三
﹃
続
・
清
代
中
国
の
法
と
裁
判
﹄︵
創
文
社
︑
二
〇
〇
九
年
︶
の
三
四
頁
に
は
﹁
地
方
世
話
役
や
同
族
長
老
そ
の
他
当
事
者
の
周
囲
の
者

が
公
益
的
見
地
か
ら
何
事
か
を
申
し
立
て
る
場
合
に
用
い
る
書
式
﹂
と
あ
る
︒

︵
21
︶　

相
田
氏
前
掲
﹃
中
国
妖
怪
・
鬼
神
図
譜
﹄
二
七
五
頁
参
照
︒

︵
22
︶　

片
山
氏
前
掲
﹁
死
者
祭
祀
空
間
の
地
域
的
構
造
﹂︒

︵
23
︶　

成
田
氏
前
掲
﹁
自
梳
女
の
家
﹂︑
相
田
氏
前
掲
﹁
金
蘭
会
・
宝
巻
・
木
魚
書
﹂︒

︵
24
︶　

成
田
氏
前
掲
﹁
自
梳
女
の
家
﹂︒

︵
25
︶　

相
田
氏
前
掲
﹃
中
国
妖
怪
・
鬼
神
図
譜
﹄
二
七
五
頁
︒

︵
26
︶　

成
田
氏
前
掲
﹁
自
梳
女
の
家
﹂︒

︵
27
︶　

相
田
氏
前
掲
﹃
中
国
妖
怪
・
鬼
神
図
譜
﹄
二
七
四
頁
︑
相
田
氏
前
掲
﹁
金
蘭
会
・
宝
巻
・
木
魚
書
﹂︑
張
傑
﹁
金
蘭
契
研
究
﹂︵﹃
中
国
社
会
歴
史
評

論
﹄
二
〇
〇
五
年
第
三
期
︶
等
参
照
︒
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︵
28
︶　

小
野
和
子
﹃
中
国
女
性
史　
　

太
平
天
国
か
ら
現
代
ま
で　
　

﹄︵
平
凡
社
︑
一
九
七
八
年
︶
一
六
四
~
一
六
五
頁
参
照
︒

︵
29
︶　

波
多
野
太
郎
﹁
道
情
弾
詞
木
魚
書
﹂︵
同
著
﹃
中
国
文
学
史
研
究　
　

小
説
戯
曲
論
攷　
　

﹄︑
桜
楓
社
︑
一
九
七
四
年
所
収
︶
の
中
で
紹
介
し
て
い

る
五
桂
堂
の
出
版
目
録
の
内
容
の
中
に
﹁
六
女
投
塘　

二
本
﹂
と
の
記
述
が
あ
る
︒
木
魚
書
に
つ
い
て
は
︑
相
田
氏
前
掲
﹁
金
蘭
会
・
宝
巻
・
木
魚
書
﹂

参
照
︒

︵
30
︶　
﹃
池
北
偶
談
﹄
巻
十
︑
六
女
﹁
廣
州
順
德
縣
李
氏
簡
姑
定
姑
介
姑
潔
姑
寅
姑
璇
姑
、
遭
滇
寇
之
亂
、
誓
志
同
死
、
聯
臂
投
淵
﹂︒
な
お
︑
梁
紹
壬
の

﹃
両
般
秋
雨
盦
随
筆
﹄
巻
五
︑
六
女
に
も
言
及
が
あ
る
︒

︵
31
︶　R

obert M
orrison. A

 D
ictionary of the C

hinese Language, in three parts: part the third,  E
nglish and C

hinese, London: B
lack, 

Parbury, and A
llen, 1822.

︵
32
︶　

相
田
氏
前
掲
﹃
中
国
妖
怪
・
鬼
神
図
譜
﹄
二
七
六
頁
参
照
︒

︵
33
︶　

彭
敏
哲
﹁
自
梳
女
・
女
学
生
・
武
女　
　

近
代
画
報
中
女
性
形
象
的
他
者
建
構　
　

﹂︵﹃
中
国
語
言
文
学
研
究
︿
社
会
科
学
文
献
出
版
社
﹀﹄
二
〇

二
一
年
春
之
巻
︶︒

︵
34
︶　

呉
氏
前
掲
﹃
明
清
広
東
的
農
業
与
環
境
﹄
第
四
章
︑
第
二
節
︑
二
︑
南
海
・
順
徳
蚕
農
的
副
業
生
産
︒

︵
35
︶　

上
田
氏
前
掲
﹁
中
国
・
珠
江
デ
ル
タ
に
お
け
る
順
徳
︵Shunde

︶
の
歴
史
的
位
置
に
関
す
る
諸
問
題
﹂︒
な
お
︑
上
田
氏
は
桑
基
魚
塘
を
蚕
基
魚
塘

と
記
し
て
い
る
︒

︵
36
︶　

相
田
氏
前
掲
﹃
中
国
妖
怪
・
鬼
神
図
譜
﹄
二
七
三
頁
︒

︵
37
︶　

ア
デ
ル
・
М
・
フ
ィ
ー
ル
ド
︵
蒲
豊
彦
訳
︶﹃
私
が
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
に
な
る
ま
で　
　

清
末
中
国
の
女
性
と
そ
の
暮
ら
し　
　

﹄︵
東
方
書
店
︑
二
〇

二
一
年
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