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〈
源
氏
物
語
絵
巻
〉
に
お
け
る
場
面
選
択
法
に
関
す
る
一
考
察

は
じ
め
に

　
十
一
世
紀
の
初
頭
に
紫
式
部
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
長
編
小
説
『
源

氏
物
語
』
の
〔
絵
合
〕
や
〔
東
屋
〕
（
↓
に
は
、
貴
族
の
中
で
も
特
に

姫
君
や
そ
れ
に
仕
え
る
女
房
た
ち
が
賞
玩
す
る
も
の
と
し
て
、
沢
山

の
物
語
絵
が
登
場
す
る
。
も
っ
と
も
そ
れ
は
物
語
と
い
う
虚
構
の
世

界
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
『
大
和
物
語
』
や
『
栄
華
物
語
』
に
も
、
上

流
貴
族
の
子
女
の
間
で
物
語
絵
が
広
く
愛
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
う
か

が
わ
せ
る
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
十
二
世
紀
前
半
の
制
作
と
推
定

さ
れ
る
国
宝
〈
源
氏
物
語
絵
巻
〉
（
2
）
も
ま
た
、
上
流
貴
族
の
姫
君
や

女
房
た
ち
に
鑑
賞
さ
れ
て
き
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
想
像
に
難

く
な
い
。

中
川
　
貴
恵

　
こ
の
絵
巻
は
こ
れ
ま
で
「
静
止
的
」
「
独
立
的
」
な
絵
巻
と
言
わ
れ

て
き
た
。
こ
う
し
た
語
ら
れ
方
の
根
底
に
は
、
〈
信
貴
山
縁
起
絵
巻
〉

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
横
方
向
に
ど
こ
ま
で
も
続
く
長
大
な
画
面

を
持
つ
絵
巻
の
存
在
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
右
か
ら
左
へ
と
ひ
と
続

き
に
物
語
が
展
開
し
て
い
く
絵
巻
を
「
動
的
」
と
表
現
す
る
と
き
、

　
画
面
が
一
紙
に
き
っ
ち
り
と
納
め
ら
れ
て
い
る
本
絵
巻
の
よ
う
な

作
品
は
「
静
止
的
」
「
独
立
的
」
と
い
う
言
葉
で
特
徴
づ
け
ら
れ
、
絵

が
直
前
の
詞
書
を
い
か
に
造
形
化
し
て
い
る
か
に
関
心
が
集
中
し
、

一
画
面
ご
と
に
区
切
っ
た
解
釈
が
な
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
絵
巻
と
い
う
画
面
形
態
は
、
鑑
賞
者
に
見
る
順
序
・
方

向
を
強
制
す
る
も
の
で
あ
る
。
冊
子
形
態
と
は
違
い
、
と
ば
し
見
る

こ
と
も
許
さ
れ
な
い
。
こ
の
自
明
の
理
が
、
従
来
の
本
絵
巻
研
究
で
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は
前
提
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
私
は
、
こ
の
作
品
が
右
手
で
巻
き

取
り
左
手
で
広
げ
な
が
ら
鑑
賞
す
る
形
態
で
制
作
さ
れ
た
と
い
う
こ

と
こ
そ
が
、
本
絵
巻
の
特
質
を
探
る
上
で
最
も
基
本
的
か
つ
重
要
な

道
標
に
な
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
、
本
絵
巻
の
現
存
場
面
を
絵
巻
物
、
す
な
わ
ち
一
定
方

向
に
の
み
展
開
さ
れ
る
画
面
形
態
を
も
つ
作
品
と
し
て
鑑
賞
す
る
こ

と
で
、
現
存
場
面
に
様
々
な
反
復
構
造
が
発
見
で
き
る
こ
と
を
確
認

し
、
そ
こ
か
ら
場
面
選
択
の
意
図
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

第
一
章
　
「
竹
河
二
」
と
「
橋
姫
」

　
『
源
氏
物
語
』
に
は
、
垣
間
見
或
い
は
そ
れ
に
類
す
る
状
況
が
三

十
三
箇
所
見
ら
れ
る
と
の
報
告
が
あ
る
（
3
＞
。
本
絵
巻
で
は
、
現
存
十

九
場
面
中
、
「
竹
河
二
」
と
そ
れ
に
続
く
「
橋
姫
」
の
二
図
に
垣
間
見

の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
二
図
は
、
垣
間
見
と
い
う
主
題
の

み
な
ら
ず
、
建
物
の
構
図
や
人
物
の
配
置
ま
で
同
じ
な
の
で
あ
る
。

　
従
来
の
美
術
史
研
究
の
中
に
は
、
同
じ
構
図
を
反
復
す
る
こ
と
は

鑑
賞
者
に
退
屈
感
と
冗
長
感
を
与
え
る
と
し
、
そ
れ
を
避
け
て
い
る

か
否
か
を
も
っ
て
作
品
の
優
劣
、
或
い
は
画
家
の
技
量
を
判
断
す
る

も
の
が
あ
る
（
乙
。
し
か
し
、
残
さ
れ
た
本
絵
巻
の
垣
間
見
の
場
面
が
、

偶
然
に
も
同
「
巻
の
連
続
す
る
二
画
面
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ

の
場
面
選
択
の
意
図
を
探
る
上
で
興
味
深
い
示
唆
を
提
供
し
て
く
れ

て
い
る
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

　
「
竹
河
二
」
に
つ
い
て
は
、
「
物
語
の
大
筋
に
は
あ
ま
り
関
係
な

く
、
情
景
の
お
も
し
ろ
さ
、
春
の
日
の
の
ど
か
な
情
趣
を
描
き
出
す

こ
と
に
主
眼
を
お
い
た
」
（
5
）
と
の
解
説
が
長
き
に
わ
た
っ
て
踏
襲
さ

れ
、
堀
内
祐
子
氏
の
研
究
（
6
）
が
発
表
さ
れ
る
ま
で
は
、
さ
し
て
重
要

視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
堀
内
氏
の
論
点
も
、
「
竹
河
二
」

の
詞
書
と
し
て
現
存
部
分
が
選
ば
れ
た
意
図
を
探
る
も
の
で
あ
り
、

そ
こ
か
ら
何
が
視
覚
化
さ
れ
、
何
が
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
に
関
し
て

は
、
特
に
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
私
が
問
題
と
し
た
い
の
は
、
八
紙
・

一
〇
九
行
に
も
及
ぶ
詞
書
の
中
か
ら
、
制
作
者
が
な
ぜ
垣
間
見
の
場

面
を
選
び
（
な
ぜ
玉
量
と
中
将
を
排
除
し
）
、
「
な
ん
と
も
華
や
か
な
、

い
か
に
も
王
朝
気
分
を
満
溢
し
た
場
面
で
あ
る
」
（
7
）
と
解
説
さ
れ
る

よ
う
な
画
面
に
仕
立
て
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
そ
の
疑
問
を
解
決
す
べ
く
、
私
は
「
竹
河
二
」
「
橋
姫
」
の
二
図
を

制
作
当
初
の
形
態
、
つ
ま
り
絵
巻
物
と
し
て
鑑
賞
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

　
「
竹
河
二
」
の
詞
書
を
読
み
進
め
な
が
ら
絵
巻
物
を
展
開
し
て
い

く
と
、
鑑
賞
者
の
左
手
（
「
竹
河
二
」
の
画
面
と
し
て
は
右
端
に
あ
た

る
部
分
で
あ
る
が
）
に
垣
間
見
を
す
る
男
性
（
蔵
人
少
将
）
が
登
場

し
て
く
る
。
詞
書
か
ら
絵
に
変
わ
る
所
で
あ
り
、
し
か
も
本
絵
巻
の

現
存
詞
書
中
最
長
の
八
紙
を
巻
き
取
っ
て
漸
く
現
わ
れ
た
画
面
な
の
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で
、
鑑
賞
者
の
視
線
は
、
一
気
に
そ
の
男
性
に
注
が
れ
た
で
あ
ろ
う
。

絵
巻
を
更
に
開
い
て
い
く
と
、
玉
霧
の
邸
内
が
現
わ
れ
て
く
る
。
つ

ま
り
、
鑑
賞
者
は
垣
間
見
る
男
性
の
視
線
そ
の
ま
ま
に
邸
内
へ
と
視

線
を
移
す
こ
と
に
な
る
。
視
線
を
追
っ
て
い
く
と
、
ま
ず
目
に
入
る

の
は
、
渡
殿
に
控
え
る
二
人
の
女
房
で
あ
る
。
朱
と
黄
の
色
鮮
や
か

な
唐
衣
を
身
に
ま
と
い
、
表
情
豊
か
な
こ
の
女
房
た
ち
は
、
中
央
に

咲
き
誇
る
桜
と
共
に
画
面
全
体
を
華
や
か
に
彩
っ
て
お
り
、
非
常
に

魅
力
的
で
あ
る
。
少
将
の
目
当
て
の
大
君
は
、
こ
れ
ら
の
女
房
の
左

側
に
座
し
、
ま
さ
に
碁
石
を
置
こ
う
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
顔
は
巻

き
上
げ
ら
れ
た
御
簾
で
ち
ょ
う
ど
隠
れ
て
い
る
。
対
座
す
る
中
君
も

背
面
か
ら
描
か
れ
て
い
る
た
め
、
詞
書
の
冒
頭
に
記
さ
れ
た
姫
君
た

ち
の
美
し
さ
を
、
鑑
賞
者
は
「
女
房
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
美
し
い
の

だ
か
ら
、
姫
君
た
ち
は
さ
ぞ
…
」
と
想
像
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い

だ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
鑑
賞
者
の
心
情
は
、
大
君
に
恋
い
焦
が
れ
て
垣

間
見
し
、
そ
の
姿
に
心
を
奪
わ
れ
た
蔵
人
少
将
と
は
重
な
ら
な
い
。

ま
た
、
姿
・
顔
の
見
え
な
い
人
物
に
は
感
情
移
入
し
に
く
い
で
あ
ろ

う
か
ら
、
画
中
に
描
か
れ
て
い
な
い
玉
壼
や
中
将
と
は
も
ち
ろ
ん
の

こ
と
、
大
君
・
中
君
姉
妹
と
も
重
な
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
鑑
賞
者
が
主
要
登
場
人
物
の
気
持
ち
に
な
っ
て

画
面
上
に
表
現
さ
れ
た
情
趣
を
味
わ
う
こ
と
は
な
い
と
言
え
よ
う
。

　
で
は
、
こ
れ
と
同
じ
画
面
構
成
を
持
つ
「
橋
姫
」
の
場
合
は
ど
う

で
あ
ろ
う
か
。
引
き
続
き
絵
巻
物
を
繰
り
広
げ
て
い
く
と
、
今
度
は

「
竹
河
二
」
の
五
分
の
一
程
度
の
詞
書
（
三
紙
・
二
二
行
）
の
後
、
再

び
左
手
に
垣
間
見
す
る
男
性
（
薫
）
が
現
わ
れ
、
前
画
面
と
同
様
に

し
て
、
鑑
賞
者
は
男
性
が
見
つ
め
る
邸
内
へ
と
自
然
に
視
線
を
投
じ

て
い
く
。
す
る
と
、
薫
と
姫
君
た
ち
の
間
に
は
鑑
賞
者
の
視
線
を
奪

う
よ
う
な
も
の
は
何
も
な
く
、
傍
に
控
え
て
い
る
女
房
も
こ
ち
ら
側

に
背
を
向
け
て
い
る
の
で
、
鑑
賞
者
は
薫
の
視
線
を
通
し
て
真
直
ぐ

に
宇
治
の
大
君
・
中
君
姉
妹
を
眺
め
る
こ
と
に
な
る
。
蔵
人
少
将
の

姿
が
画
面
の
隅
に
上
半
身
の
み
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
薫
は
全
身
像

で
あ
り
、
宇
治
の
姫
君
た
ち
の
顔
も
描
か
れ
て
い
る
の
で
、
鑑
賞
者

の
心
情
は
ま
ず
薫
と
重
な
り
、
そ
の
後
宇
治
の
姫
君
た
ち
へ
と
重
な

っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
（
鑑
賞
者
が
女
性
の
場
合
、
薫
に
の
み
感

情
移
入
し
た
と
は
考
え
難
い
。
薫
よ
り
も
む
し
ろ
姫
君
た
ち
に
心
を

惹
か
れ
て
い
っ
た
と
解
す
る
の
が
適
当
と
思
わ
れ
る
）
。
従
っ
て
、
こ

の
画
面
で
は
、
鑑
賞
者
は
主
要
登
場
人
物
全
員
と
画
面
上
の
情
趣
を

共
有
し
得
る
の
で
あ
る
。

　
鑑
賞
者
の
心
情
が
画
中
人
物
の
誰
と
重
な
る
の
か
（
或
い
は
重
な

ら
な
い
の
か
）
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
画
面
上
だ
け
の
問
題
で
は
な

い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
鑑
賞
者
は
詞
書
の
内
容
を
絵
に
よ
っ
て
再
確
認

す
る
、
言
い
換
え
れ
ば
、
詞
書
の
内
容
は
絵
に
よ
っ
て
鑑
賞
者
に
意

味
づ
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
竹
河
二
」
で
は
、
鑑
賞
者
と
主
要
登



90

場
人
物
の
心
情
は
重
な
ら
な
い
の
で
、
鑑
賞
者
に
は
場
面
の
も
つ
華

や
か
さ
が
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
、
堀
内
氏
が
指
摘
さ
れ
た
「
現
時
点

で
の
一
家
の
思
う
に
任
せ
ぬ
生
活
」
（
8
）
と
い
う
意
味
合
い
は
弱
め
ら

れ
た
と
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、
鑑
賞
者
の
心
に
は
、
院
・
今
上
を
は

じ
め
将
来
性
の
あ
る
公
達
か
ら
求
婚
さ
れ
る
よ
う
な
姫
君
の
い
る
華

や
か
な
玉
婁
邸
と
、
母
と
兄
の
庇
護
の
下
何
ひ
と
つ
不
自
由
な
く
暮

ら
す
大
君
・
中
君
が
刻
ま
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
場
面

が
華
や
か
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
同
じ
構
図
で
描
か
れ
た
「
橋
姫
」

に
登
場
す
る
、
こ
れ
も
ま
た
大
君
・
中
君
と
呼
ば
れ
る
宇
治
の
姫
君

た
ち
の
境
遇
（
元
東
宮
の
姫
君
た
ち
だ
が
、
都
の
優
雅
さ
と
は
疎
遠

な
山
里
で
暮
ら
し
、
父
か
ら
生
涯
嫁
が
な
い
覚
悟
で
い
る
よ
う
に
と

折
に
触
れ
て
訓
戒
さ
れ
て
い
る
）
は
、
独
特
の
寂
蓼
感
を
帯
び
た
も

の
と
し
て
鑑
賞
者
の
目
に
映
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
制
作
者
の
意
図
は
、
宇
治
の
山
荘
の
情
趣
と
、
そ
こ
で
暮
ら
す
大

君
・
中
君
の
寄
る
辺
な
い
身
の
上
を
際
立
た
せ
、
鑑
賞
者
が
自
己
の

心
情
を
こ
の
姉
妹
と
重
ね
る
よ
う
に
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
、
連
続
す
る
二
図
の
主
題
・
構
図
・
視
線

の
移
動
を
反
復
さ
せ
た
上
で
、
鑑
賞
者
の
感
情
移
入
を
一
方
で
は
妨

げ
、
も
う
一
方
で
は
誘
導
す
る
よ
う
に
画
面
を
構
成
し
た
の
で
あ
ろ

う
。

第
一
一
章
　
「
早
蕨
」
か
ら
「
宿
木
三
」

　
主
題
を
反
復
す
る
こ
と
に
よ
り
、
特
定
の
場
面
の
情
趣
を
際
立
た

せ
て
い
る
例
は
、
他
に
も
見
出
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
取
り

上
げ
る
「
早
蕨
」
か
ら
「
宿
木
三
」
ま
で
は
、
同
一
巻
に
納
め
ら
れ

て
い
た
一
続
き
の
四
画
面
で
あ
る
。

　
堀
内
祐
子
氏
は
、
〔
宿
木
〕
か
ら
三
場
面
が
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

つ
い
て
、
「
第
一
段
が
第
二
段
の
、
第
二
段
が
第
三
段
の
、
そ
れ
ぞ
れ

起
因
と
な
っ
て
い
る
」
（
9
）
と
指
摘
さ
れ
、
「
あ
る
帖
に
つ
い
て
物
語

の
展
開
を
利
用
し
て
表
現
す
る
必
要
が
感
じ
ら
れ
た
場
合
に
の
み
三

箇
所
も
の
場
面
を
選
ぶ
と
い
う
方
法
を
と
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
」
（
1
0
）

と
論
じ
て
お
ら
れ
る
。
本
章
で
は
、
同
氏
の
研
究
に
新
た
な
る
私
見

を
加
え
て
み
た
い
。

　
〔
早
蕨
〕
の
最
大
の
テ
ー
マ
は
中
君
の
上
京
で
あ
る
。
こ
れ
は
物
語

全
体
を
通
し
て
の
ひ
と
つ
の
山
場
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
今
日
の
研

究
で
は
「
早
蕨
」
の
詞
書
か
ら
「
東
屋
二
」
の
絵
ま
で
は
そ
の
間
に

欠
落
が
な
い
と
認
め
ら
れ
て
お
り
、
中
君
の
上
京
当
日
の
場
面
は
伝

来
の
間
に
失
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
制
作
の
段
階
で
選
ば
れ
な
か
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
物
語
で
は
宇
治
を
離
れ
難
く
思
い
悩
み
、
都
で

の
新
生
活
を
憂
慮
す
る
中
君
の
心
情
が
か
な
り
の
比
重
で
語
ら
れ
て

い
る
の
で
、
現
存
場
面
は
も
っ
と
も
な
選
択
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
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の
帖
は
中
君
に
対
す
る
匂
宮
の
愛
情
が
並
々
な
ら
ぬ
こ
と
も
ま
た
物

語
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
匂
宮
と
中
君
が
光
源
氏
と
紫
上
ゆ
か
り
の

二
条
院
で
寄
り
添
う
場
面
も
描
い
た
方
が
、
物
語
の
内
容
か
ら
だ
け

で
な
く
、
絵
の
題
材
と
し
て
も
、
華
が
あ
っ
て
観
る
者
の
心
を
惹
く

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
仲
睦
ま
じ
い
匂
宮
・
中
君
夫
妻
が
登
場
し
な
い

こ
の
一
巻
は
、
鑑
賞
者
に
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。

　
「
早
蕨
」
か
ら
「
宿
木
二
」
ま
で
を
、
前
章
と
同
様
に
一
定
方
向
に

繰
り
広
げ
ら
れ
る
画
面
と
し
て
捕
ら
え
な
お
し
て
み
よ
う
。

　
「
早
蕨
」
に
は
弁
尼
を
含
め
て
五
人
の
女
房
が
登
場
す
る
が
、
そ

の
内
一
番
左
の
弁
尼
と
右
隅
の
女
房
は
鼻
梁
が
描
か
れ
て
い
る
。
平

安
時
代
に
は
、
天
皇
周
辺
や
上
流
貴
族
を
描
く
場
合
に
は
引
目
鈎
鼻

で
表
し
、
年
配
者
や
庶
民
に
つ
い
て
は
こ
の
様
式
を
使
用
し
な
い
と

い
う
こ
と
が
決
ま
り
事
に
な
っ
て
い
た
と
の
解
釈
は
も
は
や
定
説
で

あ
り
（
u
）
、
千
野
香
織
氏
は
高
い
鼻
を
「
当
時
は
マ
イ
ナ
ス
の
記
号
」

（
1
2
）
で
あ
る
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
中
君
の
女
房
の
顔
貌
が
引
目
鈎
鼻

の
類
型
で
な
い
の
は
、
女
房
と
い
う
身
分
に
因
る
の
で
は
な
い
こ
と

は
、
本
絵
巻
の
他
の
場
面
に
お
け
る
女
房
の
扱
い
を
見
れ
ば
明
ら
か

で
あ
る
。
彼
女
た
ち
の
高
い
鼻
は
「
老
い
ひ
が
め
る
様
」
の
端
的
な

表
現
に
他
な
ら
な
い
。
絵
巻
物
を
展
開
し
て
き
た
鑑
賞
者
は
、
詞
書

の
次
に
初
め
て
見
え
て
く
る
画
面
に
マ
イ
ナ
ス
の
記
号
を
発
見
し
、

更
に
開
い
て
画
面
の
最
後
で
再
び
マ
イ
ナ
ス
の
記
号
を
目
に
す
る
こ

と
に
な
る
。
マ
イ
ナ
ス
の
記
号
で
挟
ま
れ
た
女
房
た
ち
は
、
別
れ
を

惜
し
む
中
君
と
弁
尼
を
よ
そ
に
縫
い
物
に
精
を
出
し
て
お
り
、
画
面

全
体
が
こ
の
結
婚
が
し
っ
か
り
と
し
た
後
ろ
盾
が
な
く
、
支
度
も
行

き
届
か
な
い
ま
ま
に
執
り
行
わ
れ
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

　
続
く
「
宿
木
一
」
は
、
今
上
が
娘
の
降
嫁
を
ほ
の
め
か
す
段
階
で

は
あ
る
が
、
物
語
を
熟
知
し
て
い
る
鑑
賞
者
は
、
後
に
薫
が
こ
の
結

婚
を
承
諾
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
で
、
広
い
意
味
で
結
婚
の
場

面
と
解
釈
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
画
面
右
隅
に
上
半
身
の
み
背
面
か
ら

描
か
れ
た
う
つ
む
き
加
減
の
薫
の
斜
め
上
に
覆
い
被
さ
る
よ
う
に
帝

が
座
し
、
画
面
左
下
に
控
え
て
い
る
女
房
二
人
の
視
線
も
薫
と
結
び

つ
く
よ
う
に
設
定
さ
れ
た
画
面
は
、
帝
の
申
し
込
み
が
避
け
ら
れ
な

い
こ
と
を
視
覚
的
に
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
前
の
二
画
面
が
結
婚
の
前
段
階
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
宿
木
二
」
は

ま
さ
に
婚
礼
の
様
子
（
婚
姻
三
日
目
の
露
顕
）
を
描
き
出
し
て
い
る
。

満
足
気
に
新
妻
を
見
つ
め
る
匂
宮
と
恥
じ
ら
う
六
君
が
龍
婁
で
覆
わ

れ
た
繧
綱
縁
〔
1
3
）
の
畳
の
上
で
寄
り
添
い
、
豪
奢
な
屏
風
で
仕
切
ら
れ

た
画
面
左
三
分
の
二
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
趣
向
を
凝
ら
し
た
正
装
を

身
に
ま
と
っ
た
五
人
の
女
房
が
ゆ
っ
た
り
と
居
並
ぶ
。
贅
の
限
り
を

尽
く
し
た
情
景
は
、
今
を
と
き
め
く
左
大
臣
家
の
婚
礼
の
最
大
限
の

表
現
で
あ
る
。
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を
　
親
に
て
は
、
心
も
ま
ど
は
し
た
ま
ひ
つ
べ
か
り
け
り
。
1

　
以
下
、
前
掲
引
用
文
「
　
」
に
同
じ
　
　
く
傍
線
引
用
者
V
（
1
5
）

　
古
泉
俊
氏
は
、
〔
宿
木
〕
で
は
中
君
の
呼
称
は
「
女
君
」
「
（
二
条
の

院
の
）
対
の
御
方
」
の
二
種
に
限
定
さ
れ
る
と
指
摘
さ
れ
、
そ
の
使

い
分
け
に
つ
い
て
、
前
者
は
自
分
に
隔
て
を
置
く
よ
う
な
匂
宮
の
態

度
を
情
け
な
く
思
う
中
君
の
心
中
の
形
象
化
で
あ
り
、
後
者
は
匂
宮

　
以
上
三
画
面
を
女
房
に
注
目
し
て
見
る
と
、
画
面
が
展
開
す
る
に

つ
れ
て
そ
の
姿
が
若
々
し
く
、
美
し
く
、
華
麗
に
な
っ
て
い
く
こ
と

が
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
、
そ
れ
ぞ
れ
の
結
婚
の
後

見
人
の
勢
力
を
反
映
し
て
い
る
。

　
こ
こ
で
も
う
一
度
堀
内
氏
の
論
文
を
引
用
し
、
な
ぜ
上
京
当
日
の

中
君
が
描
か
れ
な
か
っ
た
の
か
、
そ
の
理
由
を
探
っ
て
い
こ
う
。

　
　
詞
書
で
は
、
中
の
君
の
魅
力
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
一
文
「
た

　
だ
、
や
は
ら
か
に
愛
敬
づ
き
ら
う
た
き
こ
と
そ
か
の
対
の
御
方
は

　
ま
つ
思
ほ
し
出
で
ら
れ
け
る
」
を
省
略
す
る
こ
と
で
、
匂
宮
の
六

　
の
君
へ
の
傾
倒
ぶ
り
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
〈
傍
線
引
用

　
者
V
（
M
）

　
堀
内
氏
の
指
摘
に
導
か
れ
て
更
に
物
語
の
前
後
の
文
を
読
む
と
、

省
略
さ
れ
た
他
の
部
分
に
も
、
あ
る
意
図
を
見
出
だ
す
こ
と
が
で
き

る
。
詞
書
で
は
省
略
さ
れ
て
い
る
部
分
を
以
下
に
記
す
。

　
　
限
り
な
く
も
て
か
し
づ
き
た
ま
へ
る
に
、
か
た
ほ
な
ら
ず
。
げ

夫
人
と
し
て
の
六
君
に
対
し
て
二
条
院
の
女
主
人
と
し
て
の
公
に
ふ

さ
わ
し
い
呼
称
で
あ
る
、
と
分
析
さ
れ
て
い
る
（
1
6
）
。

　
ま
た
、
「
親
に
て
は
～
」
と
は
、
〔
早
蕨
〕
に
お
い
て
夕
霧
が
六
君

の
結
婚
相
手
に
薫
か
匂
宮
か
と
苦
慮
し
た
こ
と
を
指
す
。
夕
霧
は
当

初
、
六
君
の
婿
に
匂
宮
を
望
ん
で
い
た
。
し
か
し
、
匂
宮
の
中
君
に

対
す
る
眩
し
い
ば
か
り
の
寵
愛
を
伝
え
聞
い
た
夕
霧
は
匂
宮
に
不
満

を
持
ち
、
薫
に
嫁
が
せ
た
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
今

度
は
帝
の
意
向
を
知
り
、
再
び
匂
宮
を
婿
と
し
て
迎
え
た
い
と
切
望

す
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
詞
書
は
次
の
三
点
を
省
略
し
た
と
言
え
る
。

　
①
中
君
の
存
在
が
原
因
で
、
夕
霧
が
匂
宮
と
六
君
と
の
結
婚
を

　
　
一
度
諦
め
た
と
い
う
過
去
の
事
実

　
②
「
対
の
御
方
」
と
い
う
呼
称
に
象
徴
さ
れ
る
公
に
認
め
ら
れ

　
　
た
存
在
と
し
て
の
中
君

　
③
六
君
を
傍
ら
に
置
き
な
が
ら
中
君
の
方
が
優
れ
て
い
る
点
を

　
　
見
付
け
る
匂
宮

　
詞
書
で
こ
の
三
点
を
排
除
し
、
更
に
視
覚
的
に
「
早
蕨
」
↓
「
宿

木
一
」
↓
「
宿
木
二
」
と
恵
ま
れ
た
結
婚
を
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
さ
せ

る
こ
と
で
、
制
作
者
は
「
宿
木
二
」
で
完
壁
な
結
婚
を
演
出
し
、
そ

の
結
末
と
し
て
、
鑑
賞
者
に
「
宿
木
三
」
を
呈
示
し
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
匂
宮
と
中
君
が
二
人
揃
っ
て
初
め
て
登
場
し
た
と
き
に
は
、
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既
に
匂
宮
の
心
は
移
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
「
早
蕨
」

で
都
で
の
新
生
活
に
不
安
を
抱
く
中
君
の
心
中
を
読
み
取
っ
て
き
た

鑑
賞
者
の
目
に
は
、
頼
る
者
の
い
な
い
中
君
が
一
層
哀
れ
に
映
っ
た

こ
と
だ
ろ
う
。

　
ま
た
、
中
君
の
心
情
を
造
形
化
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
前
栽
が
、

画
面
の
左
側
に
あ
る
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
。
こ
れ
以
降
、
物
語
は

新
た
に
加
わ
る
女
主
人
公
・
浮
舟
と
匂
宮
、
薫
の
話
へ
と
移
っ
て
い

く
。
画
面
左
に
大
き
く
描
き
出
さ
れ
た
秋
草
の
茂
る
前
栽
は
、
宇
治

の
姫
君
と
の
恋
愛
模
様
を
「
宿
木
三
」
で
閉
じ
、
新
た
に
始
ま
る
「
東

屋
＝
の
世
界
へ
と
鑑
賞
者
の
関
心
を
ス
ム
ー
ズ
に
誘
導
す
る
た
め

の
、
フ
ェ
イ
ド
・
ア
ウ
ト
の
機
能
も
果
た
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　
失
意
の
中
君
で
結
ば
れ
る
「
宿
木
三
」
は
、
年
ご
ろ
の
姫
君
た
ち

に
「
親
の
奨
め
る
結
婚
を
す
る
こ
と
こ
そ
が
幸
せ
な
の
だ
」
と
い
う

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

第
三
章
　
「
柏
木
一
」
か
ら
「
御
法
」

　
最
後
に
「
柏
木
｝
」
か
ら
「
御
法
」
ま
で
の
一
巻
分
・
八
場
面
に

お
け
る
場
面
選
択
法
に
つ
い
て
考
察
し
、
本
絵
巻
全
体
に
共
通
す
る

場
面
選
択
法
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

　
こ
の
八
場
面
は
、
臨
終
、
複
雑
な
親
子
関
係
、
雲
井
雁
の
嫉
妬
の

三
つ
の
主
題
の
反
復
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
中
で
も
特
異
な

の
は
、
「
横
笛
」
「
夕
霧
」
に
お
け
る
雲
井
雁
の
嫉
妬
の
反
復
で
あ
る
。

　
物
語
の
山
場
で
も
な
け
れ
ば
趣
深
い
場
面
で
も
な
い
こ
の
主
題

が
、
八
場
面
の
う
ち
二
度
も
登
場
す
る
理
由
を
、
秋
山
光
和
氏
は
「
横

笛
」
「
夕
霧
」
を
第
二
主
題
、
そ
れ
以
外
の
六
場
面
を
第
一
主
題
と
分

類
さ
れ
た
上
で
、
以
下
の
よ
う
に
分
析
さ
れ
た
。

　
　
絵
巻
の
制
作
者
は
こ
の
柏
木
－
御
法
の
巻
を
通
し
て
、
ど
こ
ま

　
で
も
第
一
の
主
題
、
源
氏
晩
年
の
宿
命
の
悲
劇
を
造
型
化
し
よ
う

　
と
意
図
し
た
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
第
二
の
テ
ー
マ
、
こ
と
に
山
荘

　
に
お
け
る
夕
霧
と
落
葉
宮
は
、
舞
台
が
風
情
に
富
み
詩
的
な
だ
け

　
に
、
か
え
っ
て
主
要
な
テ
ー
マ
を
ま
ぎ
ら
し
、
甘
く
す
る
危
険
が

　
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
第
二
の
物
語
か
ら
は
む
し
ろ
全
く
性
質
の
違

　
っ
た
側
面
、
家
庭
内
の
小
事
件
を
一
種
の
お
か
し
み
さ
え
ま
じ
え

　
て
描
き
出
し
た
と
思
わ
れ
る
。
（
1
7
）

　
同
氏
は
ま
た
、
「
雲
井
雁
に
や
や
コ
ミ
カ
ル
な
役
を
演
じ
さ
せ
」
（
1
8
）

て
い
る
と
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
分
析
は
、
今
日
に
至
る
ま
で

三
十
年
以
上
ほ
と
ん
ど
見
直
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
ま
ま
に
繰
り
返
し

引
用
さ
れ
て
き
た
。

　
し
か
し
、
物
語
に
対
す
る
深
い
理
解
が
前
提
と
し
て
あ
る
鑑
賞
者

に
と
っ
て
、
こ
の
帖
の
主
要
人
物
で
あ
る
落
葉
宮
が
描
か
れ
な
い
こ

と
は
非
常
に
不
自
然
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
女
性
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が
嫉
妬
す
る
こ
と
は
、
「
夫
多
妻
制
を
と
っ
て
い
た
上
流
貴
族
層
の

み
な
ら
ず
庶
民
層
ま
で
も
た
い
へ
ん
厳
し
く
戒
め
ら
れ
て
い
た
時
代

に
（
1
9
）
、
夫
に
嫌
味
を
ぶ
つ
け
、
手
紙
を
奪
い
取
ろ
う
と
す
る
雲
井
雁

の
姿
を
目
に
し
て
、
そ
れ
を
コ
ミ
カ
ル
と
感
じ
た
だ
ろ
う
か
。
本
絵

巻
の
成
立
か
ら
八
百
年
以
上
の
歳
月
を
経
た
現
代
の
感
覚
で
雲
井
雁

を
捕
ら
え
る
こ
と
に
、
誤
り
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
平
安
上
流
貴
族
の
女
性
は
、
御
簾
、
几
帳
、
扇
、
着
物
の
袖
、
頬

に
こ
ぼ
れ
か
か
る
髪
で
、
自
分
の
姿
、
と
り
わ
け
顔
を
他
人
の
視
線

か
ら
何
重
に
も
覆
い
隠
し
て
暮
ら
し
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り

で
あ
る
。
顔
を
見
ら
れ
る
こ
と
さ
え
恥
で
あ
っ
た
時
代
、
胸
を
露
に

す
る
と
い
う
こ
と
は
何
倍
も
た
し
な
み
の
な
い
こ
と
だ
と
想
像
さ
れ

る
。
「
横
笛
」
の
雲
井
雁
は
、
子
供
に
乳
を
与
え
る
た
め
に
髪
を
耳
に

挟
ん
で
豊
か
な
白
い
胸
を
取
り
出
し
て
い
る
が
、
こ
の
行
為
を
今
日

の
母
親
の
そ
れ
と
同
様
に
見
倣
し
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

『
枕
草
子
』
に
も
あ
る
よ
う
に
〔
2
0
）
、
王
朝
時
代
の
上
流
貴
族
社
会
で

は
、
子
女
の
世
話
は
乳
糧
が
担
当
し
、
母
親
は
子
供
の
成
長
の
節
々

で
執
り
行
う
儀
式
の
準
備
を
指
揮
す
る
の
が
」
般
的
だ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
こ
で
の
雲
井
雁
の
行
為
は
当
時
の
常
識
か
ら
逸

脱
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
同
時
代
の
絵
画
作
品
を
見
て
も
、
日
常

生
活
の
場
面
で
我
子
を
抱
く
貴
族
女
性
の
姿
は
極
め
て
稀
で
あ
る
。

　
〈
紫
式
部
日
記
絵
巻
〉
で
は
中
宮
彰
子
が
我
子
の
敦
成
親
王
を
抱

い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
五
十
日
の
祝
い
の
席
で
あ
っ
て
、
子
育
て
の

図
で
は
な
い
。
ま
た
、
〈
葉
月
物
語
絵
巻
V
に
も
幼
児
を
抱
く
女
性
が

描
か
れ
て
い
る
が
、
彼
女
は
乳
母
と
い
う
身
分
で
あ
り
な
が
ら
も
胸

を
晒
し
て
は
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
庶
民
生
活
を
描
い
た
作
例
と
な
る

と
、
胸
元
の
は
だ
け
た
女
性
が
描
か
れ
て
い
る
画
面
を
複
数
挙
げ
る

こ
と
が
で
き
る
（
図
1
）
。

　
そ
れ
ら
を
】
望
す
る
と
、
庶
民
の
場
合
は
、
仕
事
を
す
る
女
性
の

胸
元
が
は
だ
け
て
い
る
こ
と
、
仕
事
を
す
る
女
性
の
傍
ら
に
子
供
が

描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
と
し
て
浮
か
ん
で
く
る
。
当
時
の
貴
族

女
性
は
実
生
活
で
は
見
る
こ
と
の
な
い
庶
民
の
女
性
た
ち
を
、
こ
う

し
た
画
面
に
よ
っ
て
自
分
た
ち
と
は
か
け
離
れ
た
存
在
と
し
て
認
識

し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
は
だ
け
た
胸
元
、
我
子
を
自
ら

養
育
す
る
女
性
の
姿
は
、
貴
族
女
性
に
と
っ
て
「
他
者
」
の
目
印
な

の
で
あ
る
。

　
で
は
、
「
夕
霧
」
の
雲
井
雁
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
当
時
の
上
流
貴

族
の
女
性
は
、
御
簾
内
に
い
て
動
か
ず
、
い
か
な
る
と
き
も
お
っ
と

り
と
し
た
仕
草
で
振
る
舞
う
こ
と
が
美
し
い
と
さ
れ
、
室
内
を
移
動

す
る
と
き
は
手
を
つ
い
て
這
う
か
、
膝
立
ち
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
詞
書
で
は
、
手
紙
を
取
ろ
う
と
す
る
雲
井
雁
の
動
作
は
「
は

ゐ
よ
り
て
う
し
ろ
よ
り
と
り
た
ま
い
つ
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
後
世

の
テ
キ
ス
ト
で
も
、
こ
の
部
分
は
同
様
の
記
述
と
な
っ
て
い
る
。
し
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か
し
、
絵
を
見
る
と
雲
井
雁
は
詞
書
に
反
し
て
画
面
中
央
で
す
く
っ

と
立
ち
上
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
高
橋
文
二
氏
は
、
本
絵
巻
に
登

場
す
る
六
十
体
の
女
性
の
う
ち
立
ち
姿
は
二
例
し
か
な
く
、
そ
れ
ら

は
い
ず
れ
も
例
外
的
な
も
の
で
あ
る
と
指
摘
す
る
（
2
1
）
。
一
人
は
言
う

ま
で
も
な
く
「
夕
霧
」
の
雲
井
雁
で
あ
り
、
も
う
一
人
は
「
鈴
虫
一
」

に
登
場
す
る
女
三
宮
の
女
房
で
あ
る
。
し
か
し
、
身
分
に
決
定
的
な

違
い
の
あ
る
両
者
を
同
次
元
で
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
雲
井
雁

の
立
ち
姿
は
、
詞
書
の
記
述
と
異
な
り
、
本
絵
巻
に
お
い
て
極
め
て

特
異
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
身
分
上
あ
る
ま
じ
き
姿
な
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
「
横
笛
」
「
夕
霧
」
の
二
図
に
お
け
る
雲
井
雁

は
、
平
安
上
流
貴
族
の
姫
君
と
し
て
は
「
マ
イ
ナ
ス
の
記
号
」
を
つ

け
ら
れ
た
存
在
と
言
え
よ
う
。
二
度
に
わ
た
っ
て
、
自
分
と
同
じ
よ

う
な
高
貴
な
女
性
が
そ
の
身
分
に
相
応
し
く
な
い
振
る
舞
い
を
し
て

い
る
の
を
見
せ
つ
け
ら
れ
た
鑑
賞
者
は
、
秋
山
氏
が
解
説
さ
れ
る
よ

う
に
、
そ
の
姿
を
コ
ミ
カ
ル
な
も
の
と
し
て
見
た
と
い
う
よ
り
も
、

む
し
ろ
、
相
当
衝
撃
的
な
も
の
と
し
て
受
け
止
め
た
と
推
測
さ
れ

る
。
（
2
2
）

　
で
は
、
雲
井
雁
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
描
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
二
画
面
が
「
柏
木
一
」
か
ら
「
御
法
」
ま

で
の
一
巻
で
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
た
の
か
を
、
従
来
の
研
究
と

は
別
の
視
点
か
ら
考
察
し
な
お
し
て
み
た
い
。

　
「
柏
木
一
」
か
ら
「
柏
木
三
」
で
第
「
主
題
を
辿
っ
て
き
た
鑑
賞
者

が
、
第
二
主
題
の
「
横
笛
」
の
画
面
に
変
わ
っ
て
最
初
に
目
に
す
る

の
は
、
左
斜
め
上
方
を
見
つ
め
る
女
房
三
人
で
あ
る
。
彼
女
た
ち
の

視
線
は
、
画
面
中
央
の
上
流
貴
婦
人
ら
し
か
ら
ぬ
雲
井
雁
を
捕
ら
え

て
い
る
。
女
房
た
ち
の
視
線
を
な
ぞ
っ
て
雲
井
雁
を
目
に
し
、
そ
の

姿
に
驚
い
た
鑑
賞
者
は
、
傍
ら
に
居
る
夕
霧
も
ま
た
彼
女
を
じ
っ
と

見
つ
め
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
つ
ま
り
、
こ
の
画
面
で
は
雲
井
雁

は
他
の
画
中
人
物
全
員
に
見
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
状
況
は

「
夕
霧
」
で
も
同
様
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
詞
書
に
は
登
場
し
な
い
襖

障
子
の
外
か
ら
内
部
の
様
子
を
窺
う
よ
う
に
描
か
れ
た
女
房
二
人
に

よ
っ
て
、
雲
井
雁
は
見
ら
れ
て
い
る
。
女
房
の
視
線
を
通
し
て
眺
め

た
雲
井
雁
の
姿
は
、
鑑
賞
者
が
自
分
の
姿
と
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
る
よ

う
な
も
の
で
は
な
く
、
「
マ
イ
ナ
ス
の
記
号
」
で
描
か
れ
他
者
化
さ
れ

て
い
る
の
で
、
鑑
賞
者
は
感
情
移
入
の
対
象
と
し
て
、
彼
女
で
は
な

い
二
人
の
女
主
人
公
た
ち
、
す
な
わ
ち
女
三
宮
と
紫
上
を
強
く
意
識

し
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
横
笛
」
の
次
に
「
鈴
虫
一
」
が

あ
り
、
「
夕
霧
」
の
後
に
「
御
法
」
が
展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
説

明
し
得
る
。

　
「
横
笛
」
と
「
鈴
虫
一
」
、
「
夕
霧
」
と
「
御
法
」
の
女
主
人
公
を
比

．
較
す
る
と
、
実
に
対
照
的
な
描
か
れ
方
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
「
横

笛
」
の
雲
井
雁
の
子
供
を
抱
く
胸
の
ラ
イ
ン
（
図
2
）
と
、
「
鈴
虫
一
」
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の
女
三
宮
の
扇
を
持
っ
た
袖
の
ラ
イ
ン
（
図
3
）
が
一
致
し
て
い
る

こ
と
に
注
目
し
た
い
。
加
え
て
、
顔
の
傾
け
方
が
同
じ
な
の
で
、
髪

の
か
か
り
具
合
、
顔
の
露
出
度
の
差
も
目
に
つ
く
。
両
者
は
幼
い
子

供
の
母
親
と
い
う
共
通
点
で
結
ぶ
こ
と
が
で
き
る
が
、
描
か
れ
方
の

相
違
に
よ
っ
て
、
母
と
し
て
生
き
る
雲
井
雁
と
、
自
ら
母
で
あ
る
こ

と
を
や
め
て
し
ま
っ
た
女
三
宮
と
の
違
い
が
際
立
っ
て
い
る
よ
う
に

感
じ
ら
れ
る
。
ま
た
、
雲
井
雁
は
画
中
人
物
全
員
に
よ
っ
て
見
つ
め

ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
女
三
宮
と
女
房
の
間
に
は
や
や
距
離
が

あ
り
両
者
の
視
線
は
お
互
い
に
注
が
れ
て
い
な
い
の
で
、
鑑
賞
者
は

他
の
登
場
人
物
の
視
線
を
通
さ
ず
と
も
、
女
三
宮
に
ス
ム
ー
ズ
に
感

情
を
移
し
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
点
も
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

　
雲
井
雁
と
紫
上
の
共
通
点
は
、
幼
い
頃
か
ら
の
恋
の
相
手
と
結
ば

れ
て
長
い
間
世
間
か
ら
正
妻
と
し
て
認
め
ら
れ
て
き
た
が
、
内
親
王

の
出
現
に
よ
り
辛
い
立
場
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
二
人
の

行
動
は
、
正
反
対
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
全
く
異
な
る
。
雲
井
雁
は
夫

に
面
と
向
か
っ
て
嫌
味
を
言
い
、
手
紙
を
奪
い
と
る
と
い
う
は
っ
き

り
し
た
態
度
で
怒
り
や
嫉
妬
を
示
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
紫
上
は

一
言
も
恨
み
言
を
洩
ら
さ
ず
に
失
意
の
う
ち
に
こ
の
世
を
去
ろ
う
と

し
て
い
る
。
悲
し
み
に
打
ち
沈
み
、
顔
を
袖
で
覆
い
隠
し
て
「
け
う

そ
く
に
よ
り
か
〉
り
て
ゐ
た
ま
へ
る
」
紫
上
の
姿
は
、
詞
書
に
反
し

て
立
ち
上
が
っ
た
雲
井
雁
と
見
比
べ
る
こ
と
よ
っ
て
、
鑑
賞
者
の
目

に
一
層
停
く
、
哀
れ
に
映
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
彼
女
に

は
子
供
が
お
ら
ず
、
何
度
も
申
し
入
れ
た
出
家
の
願
い
も
女
三
宮
の

よ
う
に
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
こ
の
点
で
は
、
紫
上
は
女
三
宮
と
も

対
照
的
な
女
性
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

　
京
楽
真
帆
子
氏
は
、
平
安
時
代
の
女
性
の
出
家
姿
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
女
性
に
と
っ
て
の
出
家
姿
、
そ
れ
は
、
（
中
略
）
都
市
平
安
京
に

　
お
い
て
、
自
分
の
力
だ
け
を
頼
り
に
生
き
抜
く
女
性
の
た
く
ま
し

　
さ
の
象
徴
な
の
で
あ
る
。
（
2
3
）

　
身
分
に
よ
っ
て
出
家
の
意
味
が
異
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。
し
か
し
、
世
俗
と
は
距
離
を
お
い
て
生
き
る
こ
と
を
選
択
し
た

結
果
が
出
家
で
あ
る
と
捕
ら
え
た
と
き
、
そ
れ
は
や
は
り
あ
る
種
の

「
た
く
ま
し
さ
」
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
脇
田
晴
子
氏
は
「

　
　
高
貴
な
女
性
は
仕
事
を
し
な
い
と
す
る
労
働
蔑
視
観
と
も
い
う

　
べ
き
も
の
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
比
例
し
て
、
女
性
の
役
割
と
し

　
て
出
産
の
機
能
が
強
調
さ
れ
、
（
中
略
）
母
性
が
尊
重
さ
れ
出

　
す
。
（
2
4
）

と
綴
る
。

　
夫
と
子
供
か
ら
離
れ
、
尼
と
し
て
生
き
る
こ
と
を
選
ん
だ
女
三

宮
、
母
と
し
て
の
ゆ
る
ぎ
な
い
地
位
を
獲
得
し
て
い
る
雲
井
雁
、
そ
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の
ど
ち
ら
も
許
さ
れ
な
か
っ
た
紫
上
－
三
者
三
様
の
人
生
が
、

「
横
笛
」
「
夕
霧
」
の
雲
井
雁
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
て
鑑
賞
者
の
眼
前

に
呈
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
鑑
賞
者
の
心
情
は
最
も
哀
れ

な
紫
上
へ
と
引
き
込
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
。
制
作
者
の
意
図
も
ま
た
、

「
御
法
」
で
鑑
賞
者
の
感
情
移
入
を
紫
上
に
集
中
さ
せ
、
「
宿
木
三
」

と
同
様
に
画
面
左
半
分
に
は
大
き
く
秋
草
の
揺
れ
る
前
栽
を
描
い

て
、
消
え
ゆ
く
紫
上
で
こ
の
～
巻
を
閉
じ
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。

お
わ
り
に

　
以
上
、
各
場
面
を
絵
巻
物
と
し
て
鑑
賞
す
る
こ
と
に
よ
り
確
認
で

き
た
本
絵
巻
の
制
作
意
図
を
、
三
章
に
わ
た
っ
て
論
じ
て
き
た
。
要

点
を
ま
と
め
れ
ば
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
①
一
巻
の
中
で
特
定
の
場
面
の
情
趣
を
際
立
た
せ
る
よ
う
に
他

　
　
の
場
面
が
選
択
さ
れ
、
造
形
化
さ
れ
て
い
る

　
②
そ
の
た
め
に
思
い
切
っ
た
詞
書
の
省
略
・
書
き
変
え
が
行
な

　
　
わ
れ
て
い
る

③
鑑
賞
者
が
画
面
を
比
較
し
て
見
る
よ
う
に
主
題
・
構
図
・
配

　
　
置
等
を
反
復
し
て
い
る

　
④
絵
巻
物
の
進
行
方
向
を
活
か
し
た
場
面
展
開
を
構
成
し
て
い

　
　
る

　
今
後
さ
ら
に
、
本
絵
巻
全
体
の
企
画
意
図
や
享
受
方
法
に
つ
い
て

も
、
特
定
の
場
面
（
お
そ
ら
く
一
巻
の
最
後
の
場
面
だ
ろ
う
）
に
共

通
す
る
テ
ー
マ
を
探
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
の
研
究
を
読
み
直
し

て
い
く
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

注（
1
）
　
本
稿
で
は
『
源
氏
物
語
』
の
五
十
四
の
帖
名
を
、
〈
源
氏

　
物
語
絵
巻
V
の
詞
書
或
い
は
画
面
を
指
す
場
合
に
は
「
　
」

　
で
、
物
語
の
内
容
に
つ
い
て
ふ
れ
る
場
合
に
は
〔
〕
で
記

　
し
た
。

（
2
）
制
作
当
初
は
五
十
四
帖
す
べ
て
が
揃
っ
て
い
た
と
思

　
わ
れ
る
が
、
長
い
月
日
を
経
て
伝
来
す
る
間
に
そ
の
ほ
と
ん

　
ど
を
失
っ
て
い
る
。
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
の
は
、
詞
書
二

　
十
段
と
絵
十
九
段
、
断
簡
と
し
て
発
見
さ
れ
た
詞
九
葉
と
絵

　
一
葉
で
あ
る
。

（
3
）
　
川
上
規
子
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
垣
間
見
の
研
究
」

　
（
『
東
京
女
子
大
学
　
日
本
文
学
』
四
六
）
、
一
九
七
六
．

（
4
）
　
奥
平
英
雄
「
絵
巻
に
お
け
る
異
時
同
図
法
」
（
『
ミ
ュ
ー

　
ジ
ア
ム
』
二
三
）
、
　
一
九
五
三
．

奥
平
英
雄
「
絵
巻
に
お
け
る
斜
線
構
図
」
（
『
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
』
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四
〇
）
、
一
九
五
四
．

（
5
）
　
秋
山
光
和
『
平
凡
社
ギ
ャ
ラ
リ
ー
二
九
　
源
氏
物
語
絵

巻
』
、
平
凡
社
、
一
九
七
四
．
一
〇
頁
、
「
竹
河
二
」
解
説
文
よ

　
り
。

（
6
）
　
堀
内
裕
子
「
『
源
氏
物
語
絵
巻
』
に
お
け
る
場
面
選
択
法

　
に
つ
い
て
」
（
『
学
習
院
大
学
文
学
部
研
究
年
報
』
三
三
）
、
一

　
九
八
六
．

（
7
）
　
図
録
『
徳
川
美
術
館
蔵
品
抄
2
　
源
氏
物
語
絵
巻
』
、
徳

　
川
美
術
館
、
一
九
九
五
．
「
竹
河
二
」
解
説
文
よ
り
。

（
8
）
　
前
掲
論
文
（
6
）
、
三
三
頁
一
七
行
目
～
三
四
頁
一
行

　
目
。

（
9
）
　
前
掲
論
文
（
6
）
、
三
七
頁
八
～
九
行
目
。

（
1
0
）
　
前
掲
論
文
（
6
）
、
三
八
頁
二
～
三
行
目
。

（
1
1
）
　
秋
山
光
和
氏
は
、
引
目
鈎
鼻
を
「
抵
抗
な
し
に
自
分
の

　
姿
に
見
立
て
、
自
分
の
夢
を
託
し
う
る
よ
う
な
、
最
大
公
約

　
数
的
な
形
態
」
（
『
日
本
の
美
術
一
一
九
　
源
氏
絵
』
、
至
文

　
堂
、
一
九
七
六
．
三
二
頁
下
段
八
～
一
〇
行
目
）
と
解
釈
さ
れ

　
て
い
る
。

（
1
2
）
　
千
野
香
織
「
王
朝
美
術
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
（
イ
ン
タ
ビ

　
ュ
i
）
、
『
源
氏
研
究
』
一
、
一
九
九
六
．
一
六
四
頁
下
段
一
四

　
行
目
。

（
1
3
）
　
繧
綱
縁
【
う
ん
げ
ん
べ
り
】
と
は
、
天
皇
・
院
に
許
さ

　
れ
る
畳
の
縁
の
こ
と
。
そ
の
上
を
覆
う
龍
髪
も
た
い
へ
ん
華
・

　
で
あ
り
、
こ
の
場
面
の
華
や
か
さ
を
演
出
し
て
い
る
。

（
1
4
）
　
前
掲
論
文
（
6
）
、
三
六
頁
一
四
～
一
六
行
目
。

（
1
5
）
　
阿
部
秋
生
他
校
注
・
訳
『
源
氏
物
語
⑤
』
、
小
学
館
、
一

　
九
九
七
．
四
二
〇
頁
三
～
六
行
目
。

（
1
6
）
　
小
泉
俊
「
落
塊
の
姫
君
た
ち
ー
大
君
と
中
君
　
　
」

　
（
『
王
朝
文
学
研
究
誌
』
六
）
、
一
九
九
五
．

（
1
7
）
　
秋
山
光
和
『
平
安
時
代
世
俗
画
の
研
究
』
、
吉
川
弘
文

　
館
、
一
九
六
四
．
二
九
六
頁
上
段
五
～
一
七
行
目
。

（
1
8
）
　
前
掲
文
献
（
1
1
）
、
三
〇
頁
上
段
二
〇
行
目
。

（
1
9
）
　
『
今
昔
物
語
』
や
『
新
猿
楽
記
』
で
は
、
女
性
の
嫉
妬
は

　
醜
い
も
の
、
罪
深
い
も
の
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。

（
2
0
）
　
『
枕
草
子
』
一
六
一
段
、
」
五
四
段
。

（
2
1
）
　
高
橋
文
二
『
王
朝
ま
ど
ろ
み
論
』
、
笠
間
書
房
、
一
九
九

　
五
．

（
2
2
）
　
池
田
忍
氏
は
、
「
横
笛
」
「
夕
霧
」
に
お
け
る
雲
井
雁
像

　
は
、
「
鑑
賞
す
る
女
性
た
ち
に
と
っ
て
の
反
モ
デ
ル
と
し
て

　
見
る
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
」
（
池
田
忍
『
日
本
絵
画
の
女

　
性
像
』
、
筑
摩
書
房
、
｝
九
九
八
．
＝
七
頁
一
～
二
行
目
）

　
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
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（
2
3
）
　
京
楽
真
帆
子
「
平
安
時
代
の
女
性
と
出
家
姿
」
（
脇
田
晴

　
子
他
編
『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
日
本
史
　
下
』
）
、
一
九
九
五
．
五

　
一
頁
四
～
五
行
目
。

（
2
4
）
　
脇
田
晴
子
「
中
世
に
お
け
る
性
別
役
割
分
担
と
女
性

観
」
（
女
性
史
総
合
研
究
会
編
『
日
本
女
性
史
2
　
中
世
』
）
、

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
二
．
一
〇
〇
頁
八
～
一
〇
行
目
。

付
記

　
本
稿
は
平
成
九
年
度
学
習
院
大
学
文
学
部
卒
業
論
文
を
書
き

改
め
た
も
の
で
あ
る
。
紙
幅
の
関
係
上
、
研
究
史
と
図
版
の
多
く

を
割
愛
し
た
。




