
　
「
か
ゆ
う
ど
の
　
嫁
に
は
な
ら
じ
 

　
　
こ
と
か
ら
し
　
甲
斐
の
み
さ
か
を
 

　
　
よ
る
や
こ
ゆ
ら
む
」
 

　
こ
の
歌
は
古
代
の
甲
斐
国
の
様
子
を
伝
え
る

も
の
と
し
て
時
折
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ

の
歌
を
当
時
の
甲
斐
の
国
は
あ
ま
り
に
寂
し
い

と
こ
ろ
だ
と
解
釈
す
る
か
、
中
央
の
人
々
に
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
地
域
と
解
釈
す
る
か
は
そ
れ

ぞ
れ
の
判
断
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
今
か
ら
１

０
０
０
年
前
、
今
と
違
っ
て
情
報
伝
達
の
方
法

が
少
な
い
な
か
で
、
甲
斐
の
国
に
つ
い
て
は
多

く
の
記
述
や
記
録
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

甲
斐
の
中
心
に
あ
た
る
地
域
が
甲
斐
国
府
や
国

分
寺
、
国
分
尼
寺
を
有
す
る
現
在
の
笛
吹
市
一

帯
で
し
た
。
 

　
こ
の
地
域
が
甲
斐
の
中
心
と
し
て
栄
え
た
背

景
に
は
御
坂
路
、
若
彦
路
、
中
道
往
還
な
ど
の

古
道
の
存
在
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
で

は
、
笛
吹
市
に
伝
わ
る
文
化
財
、
伝
承
、
ま
つ

り
な
ど
を
紹
介
し
つ
つ
、
わ
た
し
た
ち
の
笛
吹

市
を
再
発
見
し
て
い
た
だ
く
き
っ
か
け
づ
く
り

を
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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道
は
時
代
と
と
も
に
ル
ー
ト
を
変
え
、
そ

の
性
格
も
変
え
て
い
き
ま
す
。
石
和
町
市
部

の
石
和
八
幡
神
社
付
近
で
甲
州
街
道
と
合
流

す
る
鎌
倉
街
道
（
御
坂
路
）
は
か
つ
て
は
甲

斐
国
府
と
結
ぶ
官
道
と
し
て
栄
え
、
鎌
倉
時

代
に
は
甲
斐
と
鎌
倉
を
結
ぶ
軍
用
道
路
と
し

て
の
性
格
を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
江

戸
時
代
に
入
る
と
東
海
道
と
甲
州
街
道
を
結

ぶ
脇
街
道
と
し
て
人
物
、
物
資
の
往
来
は
ま

す
ま
す
盛
ん
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
鎌
倉

街
道
周
辺
を
歩
く
と
、
か
つ
て
の
主
要
街
道

の
賑
わ
い
を
伝
え
る
名
残
が
そ
こ
こ
こ
に
み

ら
れ
ま
す
。
 

　
石
和
八
幡
神
社
か
ら
現
在
の
旧
２０
号
線
を

挟
ん
だ
向
か
い
の
路
地
、
通
称
黒
駒
横
丁
か

ら
笛
吹
川
を
渡
り
、
石
和
高
校
北
側
か
ら
長

塚
交
差
点
に
至
る
ま
で
、
ゆ
っ
く
り
歩
い
て

み
て
下
さ
い
。
道
の
脇
に
幾
つ
か
の
石
造
物

を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
ら
は
道
祖

神
で
あ
っ
た
り
文
字
の
刻
ま
れ
た
道
標
で
あ

っ
た
り
し
ま
す
。
道
標
の
文
字
を
読
む
と
、

目
的
地
と
の
位
置
関
係
が
お
か
し
い
も
の
が

あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
ら
は
本
来
の
位
置
か
ら

移
動
さ
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
で
す
。
あ
た
り

の
路
地
を
散
策
し
な
が
ら
、
道
標
が
本
来
立

て
ら
れ
て
い
た
場
所
を
探
す
の
も
面
白
い
で

し
ょ
う
。
 

　
県
立
博
物
館
の
東
側
に
は
東
日
本
最
大
の

横
穴
式
古
墳
姥
塚
が
あ
り
、
甲
斐
の
国
府
が
あ

っ
た
と
さ
れ
る
国
衙
の
地
名
が
残
り
ま
す
。
そ

の
両
者
を
支
え
た
経
済
基
盤
が
中
央
道
建
設
に

先
立
っ
て
発
掘
調
査
さ
れ
た
二
之
宮
、
姥
塚
遺

跡
の
大
集
落
で
す
。
御
坂
町
国
衙
か
ら
御
坂
町

成
田
に
か
け
て
の
一
帯
に
は
木
造
阿
弥
陀
如
来

像
で
知
ら
れ
る
九
品
寺
（
く
ほ
ん
じ
）
、
木
造

不
動
明
王
立
像
で
知
ら
れ
る
正
法
寺
（
し
ょ
う

ぼ
う
じ
）
な
ど
の
由
緒
あ
る
寺
院
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
か
つ
て
寺
院
が
あ
っ
た
と
さ
れ
、
布
目

瓦
と
い
う
古
代
の
瓦
が
出
土
す
る
半
行
寺
と
い

う
地
域
が
あ
り
、
最
近
で
は
平
安
時
代
の
う
る

し
を
溜
め
た
容
器
や
文
字
が
書
か
れ
た
土
器
片

が
多
数
発
掘
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
福
泉
寺
城

と
い
う
お
城
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
場
所
も
あ

り
ま
す
。
 

　
今
回
は
県
立
博
物
館
周
辺
エ
リ
ア
を
紹
介
し

ま
し
た
が
、
周
辺
は
道
ば
た
の
石
造
物
や
家
並

み
な
ど
多
く
の
文
化
財
や
歴
史
的
な
景
観
が
残

っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
を
体
験
す
る
に
は
周
辺

を
ゆ
っ
く
り
歩
い
て
み
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま

す
。
 

　
今
後
も
こ
の
シ
リ
ー
ズ
で
は
、
み
な
さ
ん
が

地
域
を
再
発
見
す
る
た
め
の
ヒ
ン
ト
に
な
る
よ

う
な
情
報
を
提
供
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
広
報
紙
を
片
手
に
、
多
く
の
方
々
が
博
物

館
周
辺
を
歩
い
て
い
る
姿
を
想
像
し
な
が
ら
・・・
 

　
次
回
は
境
川
町
地
区
を
紹
介
し
ま
す
。
 

笛
吹
市
教
育
委
員
会
　
社
会
教
育
課
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