
絵
物
語
の
読
者
た
ち

一
長
家
宣
の
絵
物
語

万
寿
二
年
（
一
〇
二
五
）
の
春
の
こ
ろ
か
ら
赤
裳
癖
が
苺
延
し
始
め
、
た
ち

ど
こ
ろ
に
都
を
席
巻
し
、
多
く
の
人
々
は
上
下
を
問
わ
ず
そ
の
病
に
苦
し
め
ら

れ
、
秋
に
な
っ
て
や
っ
と
終
息
す
る
と
い
う
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
二
栄
花
物

へ

1

）

語
J
（
巻
二
十
五
、
み
ね
の
月
）
　
に
は
、

か
く
い
ふ
程
に
、
今
年
は
赤
裳
瘡
と
い
ふ
も
の
出
で
来
て
、
上
中
下
分
か

ず
病
み
の
、
し
る
に
、
初
め
の
度
病
ま
ぬ
人
の
こ
の
度
病
む
な
り
け
り
。

内
（
後
一
条
天
皇
）
・
東
宮
（
敦
良
親
王
）
・
中
宮
（
成
子
）
も
、
督
の

殿
（
尚
侍
嬉
子
）
な
ど
、
皆
病
ま
せ
給
ふ
べ
き
脚
年
ど
も
に
て
お
は
し
ま

せ
ば
、
い
と
恐
し
う
い
か
に
い
か
に
と
お
ぼ
し
め
さ
る
。

と
、
疫
病
流
行
の
恐
怖
を
語
る
が
、
r
小
右
記
」
に
も
天
皇
以
下
羅
病
し
た
多

く
の
人
々
の
様
子
と
か
心
配
、
悲
し
み
を
記
述
す
る
。
r
左
経
記
」
（
七
月
二
十

二
且
に
も
「
近
来
天
下
遺
俗
男
女
、
不
諭
老
少
悩
赤
裳
瘡
之
由
云
々
」
と
記

し
、
病
気
に
よ
る
影
響
は
か
な
り
深
刻
な
事
態
に
ま
で
進
ん
で
い
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
東
宮
妃
尚
侍
嬉
子
は
同
じ
く
赤
裳
瘡
に
患
い
、
八
月
三
日
に
親
仁
親

王
（
後
冷
泉
天
皇
）
を
出
産
し
て
三
日
後
の
八
月
五
日
に
十
九
歳
で
亡
く
な
る

と
い
う
悲
劇
も
起
こ
る
な
ど
、
世
の
人
々
は
不
安
な
思
い
で
過
ご
し
て
い
た
に

伊
　
　
井
　
　
春
　
　
樹

違
い
な
い
。

中
納
言
長
家
（
道
長
六
男
）
も
、
r
小
右
記
」
の
八
月
十
二
日
条
に
「
新
中

納
言
長
家
、
右
三
位
中
将
師
塀
重
煩
此
病
云
々
」
と
こ
の
頃
病
に
か
か
り
、
余

病
が
あ
り
は
し
た
が
ほ
ど
な
く
快
癒
す
る
に
い
た
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
と
入

れ
替
え
の
よ
う
に
そ
れ
ま
で
も
悩
ま
さ
れ
て
い
た
長
家
宝
（
斉
信
女
）
の
赤
裳

瘡
は
、
遺
長
が
「
た
。
、
に
も
あ
ら
ぬ
人
の
、
大
事
に
も
あ
な
る
か
な
」
（
r
栄
花

物
語
」
巻
二
十
六
、
楚
王
の
ゆ
め
）
と
心
配
す
る
よ
う
に
、
十
日
足
ら
ず
前
に

亡
く
な
っ
た
嬉
子
を
念
頭
に
し
て
の
こ
と
ば
で
あ
ろ
う
か
、
折
し
も
臨
月
を
迎

ぇ
た
彼
女
は
危
機
的
な
状
態
に
ま
で
陥
っ
て
し
ま
う
。
や
が
て
、
r
栄
花
物
語
」

（
巻
二
十
七
、
こ
ろ
も
の
た
ま
）
に
よ
る
と
、

廿
六
日
の
昼
間
に
い
み
じ
う
恵
は
せ
拾
へ
ば
、
知
る
知
ら
ぬ
多
く
の
僧
ど

も
、
な
り
か
か
り
加
持
参
る
程
に
、
児
生
れ
給
ひ
ぬ
。
「
あ
な
嬉
し
」
と

お
ぼ
し
て
、
い
つ
し
か
ま
づ
見
奉
り
拾
へ
ば
、
ま
こ
と
の
ほ
ど
に
て
生
れ

給
へ
る
児
の
や
う
に
て
、
い
み
じ
う
大
き
に
い
か
め
し
き
男
君
に
て
や
が

て
亡
く
な
り
て
生
れ
給
へ
る
を
見
つ
け
給
へ
る
大
北
の
方
（
斉
信
室
）
の

と
、

御
心
地
、
い
か
が
は
あ
る
。

（2）

八
カ
月
と
い
う
月
足
ら
ず
の
死
産
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
人
々
の
悲
し
み
の

ぅ
ち
に
長
家
室
も
二
十
九
日
に
命
を
失
っ
て
し
ま
う
。
嬉
子
と
同
じ
く
出
産
し



て
三
日
後
に
亡
く
な
っ
た
よ
う
で
、
芳
信
夫
妻
の
泣
き
ま
ど
う
さ
ま
や
、
長
家

・
道
長
な
ど
の
悲
し
み
の
姿
が
r
栄
花
物
語
」
や
【
示
右
記
」
に
あ
わ
れ
深
く

詳
細
に
記
述
さ
れ
る
。

寛
仁
二
年
二
〇
一
八
）
三
月
、
十
四
歳
（
r
栄
花
物
語
」
は
「
十
五
ば
か

り
」
と
す
る
）
の
長
家
は
十
二
歳
の
行
成
女
と
結
婚
し
、
「
雛
遊
び
の
や
う
」

な
生
活
を
す
る
も
の
の
、
三
年
後
の
治
安
元
年
二
〇
二
二
三
月
十
九
日
に

疫
病
に
よ
り
彼
女
が
亡
く
な
り
、
同
年
十
一
月
に
二
人
目
の
斉
信
女
と
結
賠
す

る
こ
と
に
な
る
。
「
女
君
今
少
し
ま
さ
り
給
へ
る
な
る
ペ
し
」
（
「
栄
花
物
語
」

巻
十
八
、
も
と
の
し
つ
く
）
と
す
る
の
で
、
そ
の
年
十
七
歳
の
長
家
よ
り
一
つ

二
つ
年
上
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
が
斉
信
女
も
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
四

年
按
に
亡
く
な
り
、
長
家
に
と
っ
て
は
わ
ず
か
七
年
の
問
に
二
人
の
北
方
を
疫

病
に
よ
っ
て
失
う
と
い
う
不
幸
が
訪
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
長
家
と
の
年
齢
差
を

二
年
と
す
る
と
、
結
婚
し
た
当
初
斉
信
女
は
十
九
歳
ば
か
り
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
、
「
脚
容
貌
、
有
様
と
と
の
は
り
果
て
て
、
い
み
じ
う
あ
て
や
か
に
美
し
う

な
ま
め
き
給
へ
り
。
御
髪
丈
に
多
く
余
り
給
へ
り
。
た
だ
人
に
見
え
給
は
ん
事

情
し
げ
に
な
ん
」
と
描
写
さ
れ
る
女
性
だ
け
に
、
行
成
女
の
悲
し
み
を
癒
す
思

い
か
ら
か
、
彼
は
し
げ
し
げ
と
通
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
触
れ
ら
れ
る
の
が
、

「
手
い
と
よ
く
書
き
給
ひ
、
絵
な
ど
も
い
と
を
か
し
う
描
き
給
ふ
」
と
の
、
能

筆
で
絵
心
も
あ
る
と
の
こ
と
ば
で
、
良
家
は
新
し
い
北
方
の
作
品
を
見
る
の
を

楽
し
み
の
一
つ
に
し
て
訪
れ
て
も
い
た
に
違
い
な
い
。

こ
の
絵
に
つ
い
て
、
も
う
す
こ
し
明
ら
か
に
記
さ
れ
る
の
が
彼
女
の
没
後
の

長
家
の
追
想
に
か
か
わ
る
場
面
に
お
い
て
で
、
す
こ
し
長
い
が
引
用
す
る
と
、

「
何
事
に
も
い
か
で
か
く
と
め
や
す
く
お
は
せ
し
も
の
を
、
顔
か
た
ち
よ

り
は
じ
め
、
心
ざ
ま
、
手
う
ち
か
き
、
絵
な
ど
の
心
に
入
り
、
さ
い
つ
頃

ま
で
御
心
に
入
り
て
、
う
つ
伏
し
う
つ
伏
し
て
書
き
給
ひ
し
も
の
を
。
こ

の
夏
の
絵
を
、
枇
杷
殿
に
も
て
参
り
た
り
し
か
ば
、
い
み
じ
く
興
じ
め
で

さ
せ
給
ひ
て
、
納
め
給
ひ
し
、
よ
く
ぞ
も
て
参
り
に
け
る
」
な
ど
、
お
ぼ

し
残
す
事
な
き
ま
ま
に
、
よ
ろ
づ
に
つ
け
て
恋
し
く
の
み
思
ひ
出
で
き
こ

え
さ
せ
給
ひ
ぬ
。
年
ご
ろ
描
き
集
め
さ
せ
拾
ひ
け
る
絵
物
語
な
ど
、
皆
焼

け
に
し
後
、
去
年
今
年
の
程
に
し
集
め
さ
せ
給
へ
る
も
い
み
じ
う
多
か
り

し
、
里
に
出
で
な
ば
、
と
り
出
で
つ
つ
見
て
慰
め
む
と
お
ぼ
さ
れ
け
り
。

（
肇
一
十
七
、
こ
ろ
も
の
た
ま
）

と
す
る
。
斉
信
女
が
赤
裳
瘡
に
患
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
七
月
下
旬
か
ら
の
よ

う
で
、
身
重
の
体
だ
け
に
折
の
悪
い
こ
と
と
人
々
は
心
配
す
る
が
、
そ
の
不
安

が
適
中
す
る
よ
う
に
「
月
頃
い
み
じ
う
細
り
、
あ
り
し
人
に
も
あ
ら
ぬ
御
有
様

を
ぞ
、
い
か
に
と
恐
し
く
て
、
様
々
の
御
折
を
し
尽
さ
せ
給
う
め
る
」
（
巻
二

十
五
、
み
ね
の
旦
と
、
褒
弱
の
途
を
た
ど
り
、
祈
り
に
す
が
る
し
か
な
い
状

態
に
な
っ
て
い
く
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
女
は
仰
せ
に
な
り
な
が
ら
も

絵
を
描
き
続
け
、
夏
の
問
の
作
品
は
枇
杷
殿
（
皇
太
后
研
子
）
に
献
上
し
て
書

ば
れ
た
と
い
う
。

こ
の
当
時
の
女
性
の
鑑
賞
す
る
（
絵
）
と
い
う
の
は
、
今
日
的
な
風
景
画
な

ど
で
は
な
く
、
物
語
と
何
ら
か
の
か
か
わ
り
が
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
く
、
こ
こ

へ

J

）

で
も
物
語
絵
か
、
す
ぐ
後
に
記
さ
れ
る
絵
物
語
を
彼
女
は
研
子
に
差
し
上
げ
た

の
で
あ
ろ
う
。
彼
女
は
幼
い
頃
か
ら
絵
物
語
に
親
し
み
、
長
じ
て
は
筆
跡
と
絵

の
才
能
を
発
揮
し
て
自
ら
書
写
し
た
り
、
時
に
は
新
し
い
作
品
を
作
る
こ
と
も

あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
長
家
と
結
婚
し
て
一
カ
月
ば
か
り
按
の
治

安
元
年
十
二
月
十
八
日
に
斉
信
の
大
炊
御
門
邸
が
火
災
に
遭
い
、
「
年
頃
書
き

集
め
さ
せ
拾
ひ
け
る
絵
物
語
な
ど
、
皆
焼
け
に
し
後
」
と
、
斉
信
女
の
長
年
か

か
っ
て
書
写
な
ど
し
て
収
集
し
た
絵
物
語
は
す
べ
て
灰
煙
に
帰
し
て
し
ま
っ
た

と
い
う
。
さ
ら
に
治
安
三
年
二
月
十
五
日
に
は
、
斉
信
の
桟
敷
殿
も
焼
失
し
て



し
ま
い
（
r
日
本
妃
略
J
他
）
、
「
大
炊
御
門
の
焼
け
に
し
後
、
こ
の
桟
敷
殿
に

中
納
言
殿
（
長
家
）
住
み
拾
ふ
に
…
…
又
ほ
か
へ
渡
り
拾
ひ
ぬ
」
（
巻
十
八
、

た
ま
の
う
て
登
と
、
長
家
は
三
度
目
の
殿
移
り
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
斉
信

の
焼
け
出
さ
れ
た
先
は
、
「
か
の
大
納
言
、
例
お
は
す
る
所
に
も
あ
ら
で
、
こ

の
頃
は
、
中
御
門
に
、
今
の
肥
後
守
致
光
が
家
に
こ
そ
住
み
給
へ
。
程
な
ど
も

放
き
所
に
て
い
と
騒
し
げ
な
り
と
ぞ
」
（
巻
二
十
六
、
稚
疋
王
の
ゆ
め
）
と
、
人

の
家
を
間
借
り
し
て
の
生
活
だ
っ
た
よ
う
で
、
長
家
も
そ
こ
へ
通
っ
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
。

斉
信
女
は
す
べ
て
失
っ
た
絵
物
語
を
、
ふ
た
た
び
も
と
の
よ
う
に
集
め
よ

ぅ
と
努
力
し
、
「
去
年
今
年
の
程
に
し
集
め
さ
せ
給
へ
る
も
い
み
じ
う
多
か
り
」

と
、
か
な
り
の
数
の
作
品
を
復
元
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
と
い
っ
て
も
、
一
人

が
毎
日
営
々
と
絵
筆
を
走
ら
せ
た
の
で
は
な
く
、
結
婚
に
と
も
な
っ
て
仕
え
た

と
い
う
二
十
人
ば
か
り
の
女
房
の
働
き
も
大
き
か
っ
た
は
ず
で
、
い
わ
ば
彼
女

は
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
女
が
そ
れ

ほ
ど
ま
で
に
執
着
し
た
絵
物
語
と
い
う
の
は
、
自
己
の
好
み
だ
け
で
は
な
く
、

い
ず
れ
生
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
姫
君
の
読
み
物
と
し
て
考
え
て
い
た
の
か
も
知
れ

な
い
。
長
家
は
「
盟
に
い
で
な
ば
、
と
り
出
で
つ
つ
見
て
慰
め
む
と
お
ぼ
さ
れ

け
り
」
と
、
残
さ
れ
た
形
見
の
書
写
本
が
、
今
で
は
唯
一
の
心
慰
め
る
よ
す
が

で
あ
っ
た
と
い
う
。

二
　
葉
田
山
庄
の
絵
物
語

遺
兼
が
栗
田
に
山
庄
を
営
む
よ
う
に
な
る
の
は
正
暦
元
年
（
九
九
〇
）
の
春

以
整
っ
た
が
、
そ
の
き
っ
か
け
は
兄
遺
隆
女
の
定
子
が
正
月
二
十
吾
に
一

条
天
皇
の
も
と
に
入
内
し
、
二
月
十
一
日
に
は
女
御
と
な
る
な
ど
の
は
な
や
か

さ
を
目
の
当
た
り
に
し
、
自
分
に
も
姫
君
が
生
ま
れ
て
ほ
し
い
と
の
望
み
に
起

回
し
た
よ
う
で
あ
る
。
遺
隆
に
は
定
子
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
妹
に
小
姫
君
の

原
子
も
い
る
な
ど
、
将
来
の
中
開
自
家
の
栄
花
と
安
泰
を
思
う
に
つ
け
遺
兼
は

ぅ
ら
や
ま
し
い
限
り
で
、
な
ん
と
か
本
妻
の
遠
立
女
腹
に
姫
君
の
誕
生
を
祈
ら

ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
と
い
っ
て
も
、
藤
典
侍
繁
子
（
師
輔
女
）
と
の
問

に
す
で
に
七
歳
に
な
る
姐
草
子
が
い
た
の
だ
が
、
こ
の
方
は
劣
り
脱
で
あ
っ
た

こ
と
に
よ
る
の
か
、
か
わ
い
が
ろ
う
と
も
し
な
か
っ
た
と
い
う
。

栗
田
と
い
ふ
所
に
い
み
じ
う
わ
か
し
き
殿
を
え
も
い
は
ず
仕
立
て
て
、
そ

こ
に
通
は
せ
捨
て
、
御
障
子
の
絵
に
名
あ
る
所
々
を
か
か
せ
給
ひ
て
、
さ

べ
き
人
々
に
歌
よ
ま
せ
拾
ふ
。
世
の
中
の
絵
物
語
は
書
き
集
め
さ
せ
拾
ふ
。

女
房
数
も
知
ら
ず
集
め
さ
せ
拾
ひ
て
、
た
だ
あ
ら
ま
し
ご
と
を
の
み
急
ぎ

お
ぼ
し
た
る
も
、
お
か
し
く
見
奉
る
。
（
巻
三
、
さ
ま
ざ
ま
の
よ
ろ
こ
び
）

遺
兼
は
栗
田
殿
を
造
り
、
そ
こ
に
せ
っ
せ
と
通
っ
て
美
把
を
は
か
り
、
後
は

ひ
た
す
ら
姫
君
の
誕
生
と
い
う
「
あ
ら
ま
し
ご
と
」
を
気
の
仲
…
る
よ
う
な
思
い

で
待
ち
続
け
る
姿
に
、
人
々
は
「
お
か
し
く
」
見
申
し
上
げ
て
い
た
と
い
う
。

彼
の
念
頭
に
は
、
こ
の
栗
田
で
姫
君
を
育
て
、
や
が
て
は
后
が
ね
に
し
た
い
と

の
思
い
が
あ
っ
た
の
は
確
か
で
、
た
ん
に
一
人
の
姫
君
が
ほ
し
い
と
の
願
い
だ

け
で
は
な
か
っ
た
。
長
徳
元
年
（
九
九
五
）
四
月
二
十
七
日
に
三
十
五
歳
の
道

兼
は
関
白
に
昇
進
、
折
し
も
遠
京
女
は
懐
妊
し
て
い
た
だ
け
に
、
い
よ
い
よ
長

年
の
夢
が
実
現
す
る
も
の
と
、
邸
内
は
は
な
や
い
だ
雰
囲
気
と
な
る
。
と
こ
ろ

が
、
道
兼
は
世
に
「
七
日
関
白
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
五
月
八
日
に
急
逝
し
、

そ
の
後
に
な
っ
て
遠
封
女
は
女
児
を
出
産
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
姫
君
が
、
二

十
三
年
後
の
寛
仁
二
年
二
〇
一
八
）
に
、
二
条
殿
の
御
方
と
称
さ
れ
る
女
房

と
し
て
、
道
長
の
強
い
求
め
に
よ
っ
て
尚
侍
成
子
の
も
と
に
出
仕
す
る
と
い
う
、

生
前
の
遺
兼
は
考
え
も
し
な
か
っ
た
運
命
が
訪
れ
る
こ
と
に
な
る
。

遺
兼
が
姫
君
を
持
ち
、
兄
道
隆
の
定
子
の
よ
う
に
入
内
さ
せ
た
い
と
望
み
を



抱
い
た
折
、
彼
の
念
頭
に
浮
か
ん
だ
の
は
風
流
を
施
し
た
建
物
と
多
く
の
女
房

た
ち
、
そ
れ
に
絵
物
語
を
収
集
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
障
子
絵
に
押
し
た
名
所

歌
は
r
恵
慶
集
」
に
そ
の
一
部
を
兄
い
だ
す
が
、
r
江
吏
部
竺
に
よ
る
と
漢

（5）

詩
も
作
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
と
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
世
の
中

の
絵
物
語
は
書
き
集
め
さ
せ
拾
ふ
」
と
す
る
道
兼
の
企
で
、
彼
は
当
時
流
布
す

る
絵
物
語
の
大
半
を
吾
写
さ
せ
た
と
い
う
。
彼
の
脳
裏
に
は
姫
君
の
誕
生
と
、

絵
物
語
に
囲
ま
れ
て
成
長
し
、
や
が
て
美
し
く
成
長
す
る
と
い
う
姿
が
思
い
描

か
れ
て
い
た
に
違
い
な
く
、
兄
の
遺
隆
の
姫
君
達
も
そ
の
よ
う
に
し
て
育
て
ら

れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
絵
物
語
と
い
う
の
は
、
姫
君
に
と
っ
て
の
い
わ
ば

教
科
書
的
な
存
在
と
み
な
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
、
そ
れ
を
読
ま
せ
る
こ
と
は
后

妃
へ
の
重
要
な
階
梯
と
考
え
て
い
た
と
知
ら
れ
て
く
る
。
姫
君
へ
の
教
育
と
し

て
は
、
師
デ
が
入
内
前
の
芳
子
（
村
上
天
皇
女
御
、
宣
耀
殿
）
に
、
「
一
に
は
、

脚
手
を
習
ひ
た
ま
へ
。
次
に
は
、
琴
の
脚
琴
を
、
人
よ
り
異
に
弾
き
ま
さ
ら
む

と
お
ぼ
せ
。
さ
て
は
、
古
今
の
歌
廿
巻
を
皆
う
か
べ
さ
せ
た
ま
ふ
を
、
脚
学
問

に
は
せ
さ
せ
た
ま
へ
」
（
「
枕
草
子
j
角
川
文
庫
本
、
二
〇
段
）
と
諭
し
た
こ
と

が
広
く
知
ら
れ
る
が
、
そ
の
表
向
き
の
教
養
の
ほ
か
に
彼
女
は
絵
物
語
も
数
多

く
目
に
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

当
時
の
姫
君
た
ち
は
、
絵
物
語
（
女
性
の
読
む
物
語
は
多
く
絵
入
り
本
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
）
が
女
性
の
娯
楽
と
し
て
、
ま
た
男
性
と
の
世
の
中
を
知

る
教
科
書
と
し
て
読
ま
れ
て
き
た
っ
し
か
し
、
そ
れ
も
結
婚
す
る
ま
で
の
こ
と

で
、
夫
が
通
う
よ
う
に
な
る
と
も
は
や
絵
物
語
か
ら
は
離
れ
、
む
し
ろ
現
実
の

世
界
に
眼
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
道
綱
母
な
ど
は
「
世
の
中
に

多
か
る
古
物
語
の
は
し
な
ど
を
見
れ
ば
、
世
に
多
か
る
そ
ら
ご
と
だ
に
あ
り
」

（
遠
蛤
日
記
」
序
）
と
、
物
語
世
界
の
い
つ
わ
り
ご
と
を
鋭
く
批
判
し
、
結
婚

生
活
の
実
態
を
「
天
の
下
の
人
の
品
高
き
や
と
、
問
は
む
た
め
し
に
も
せ
よ
か

し
」
と
、
あ
か
ら
さ
ま
に
綴
っ
て
い
く
。
彼
女
が
読
ん
で
き
た
物
語
と
い
う
の

は
、
結
婚
に
よ
っ
て
幸
福
を
得
た
女
性
の
物
語
が
大
半
だ
っ
た
よ
う
で
、
少
女

の
頃
か
ら
そ
れ
な
り
の
憧
れ
と
夢
を
抱
い
て
成
長
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
。
と
こ

ろ
が
結
婚
生
活
を
知
る
に
及
び
、
そ
れ
ま
で
培
わ
れ
た
世
界
と
の
落
差
に
驚
愕

し
、
物
語
と
は
す
っ
か
り
異
な
る
「
品
高
き
」
男
性
と
結
婚
し
た
厳
し
い
現
実

の
存
在
を
、
彼
女
は
日
記
と
い
う
作
品
に
よ
っ
て
綾
々
と
訴
え
る
こ
と
に
し
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
態
度
は
希
有
な
例
で
、
多
く
の
女
性
は
結

婚
と
と
も
に
す
っ
か
り
物
語
な
ど
を
忘
れ
る
か
、
斉
信
女
（
長
家
室
）
の
よ
う

に
、
結
婚
後
も
物
語
と
深
い
関
係
を
持
つ
場
合
す
ら
あ
っ
た
。

r
三
宝
絵
」
の
序
に
お
い
て
、
為
憲
が
「
物
語
と
い
ひ
て
女
の
御
心
を
や
る

も
の
な
り
」
と
述
べ
、
動
植
物
詔
に
は
「
浮
べ
た
る
こ
と
を
の
み
い
ひ
な
し
」

「
誠
な
る
詞
を
ば
結
び
お
か
ず
し
て
」
と
し
、
恋
愛
詔
に
は
「
罪
の
根
、
言
葉

の
林
に
露
の
心
も
と
ど
ま
ら
じ
」
と
批
判
す
る
の
は
、
当
時
の
物
語
へ
の
一
般

的
な
評
価
で
は
な
く
、
仏
道
を
勤
め
る
寺
子
内
親
王
（
冷
泉
天
皇
第
二
皇
女
）

に
対
す
る
特
殊
な
言
辞
で
あ
っ
た
こ
と
を
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
草
子
は
三

歳
で
斎
院
に
卜
定
さ
れ
、
母
の
女
御
懐
子
の
喪
に
よ
っ
て
退
下
、
後
円
融
天
皇

の
女
御
と
し
て
入
内
し
た
も
の
の
、
二
年
後
の
天
元
五
年
（
九
八
二
）
に
剃
髪

（
十
七
歳
）
、
寛
和
元
年
（
九
八
五
）
に
投
す
る
と
い
う
薄
命
で
あ
ま
り
恵
ま

れ
な
い
生
涯
で
あ
っ
た
。
絵
を
と
も
な
っ
た
仏
教
説
話
集
の
r
三
宝
絵
j
が
献

上
さ
れ
た
の
は
、
出
家
し
て
二
年
後
の
永
観
二
年
（
九
八
四
）
十
一
月
の
こ
と

だ
が
、
こ
の
種
の
本
が
今
さ
ら
必
要
と
さ
れ
た
の
は
、
寺
子
の
仏
道
入
り
が
名

ば
か
り
で
、
斎
院
以
来
の
物
語
へ
の
関
心
か
ら
抜
け
切
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ

る
の
で
は
な
い
か
。
尼
姿
に
な
り
な
が
ら
、
彼
女
は
物
語
に
夢
中
に
な
り
、
と

か
く
勤
行
が
お
ろ
そ
か
に
な
り
が
ち
で
あ
っ
た
た
め
、
冷
泉
院
の
要
請
に
よ
り
、

こ
と
さ
ら
物
語
の
輿
実
の
な
い
、
む
し
ろ
罪
の
書
と
す
る
立
場
が
強
調
さ
れ
る



に
い
た
っ
た
と
考
え
た
い
。
逆
に
、
そ
れ
だ
け
物
語
が
若
い
女
性
た
ち
に
深
く

浸
透
し
、
熱
狂
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
証
左
で
も
あ
ろ
う
。
氾
濫
す
る
物

語
の
存
在
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
む
し
ろ
親
は
姫
君
の
教
育
と
し
て
積

極
的
に
利
用
も
し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

明
石
姫
君
を
養
女
と
し
た
紫
上
も
、
「
姫
君
の
御
あ
っ
ら
へ
に
こ
と
づ
け
て
、

物
語
は
捨
て
が
た
く
お
ぼ
し
た
り
」
　
（
蛍
）
と
、
絵
物
語
を
収
集
し
て
い
た
一

人
だ
が
、
光
源
氏
が
ふ
と
「
く
ま
の
の
物
語
」
に
目
を
と
め
、
「
姫
君
の
御
前

に
て
、
こ
の
世
馴
れ
た
る
物
語
な
ど
な
読
み
聞
か
せ
た
ま
ひ
そ
。
…
…
か
か
る

こ
と
世
に
は
あ
り
け
り
と
、
見
馴
れ
た
ま
は
む
ぞ
ゆ
ゆ
し
き
や
」
と
忠
告
す
る

よ
う
に
、
物
語
で
あ
れ
ば
何
で
も
よ
い
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
さ

ら
に
、
「
継
母
の
腹
ぎ
た
な
き
昔
物
語
も
多
か
る
を
、
心
見
え
に
心
づ
き
な
し

と
お
ぼ
せ
ば
、
い
み
じ
く
選
り
つ
つ
を
む
、
書
き
と
と
の
へ
さ
せ
、
絵
な
ど
に

も
措
か
せ
た
ま
ひ
け
る
」
と
、
紫
上
は
明
石
姫
君
の
継
母
に
相
当
す
る
た
め
、

世
に
多
く
流
布
す
る
「
継
母
の
腹
ぎ
た
な
き
普
物
語
」
の
書
写
は
避
け
た
と
も

す
る
。
光
源
氏
は
姫
君
の
好
む
絵
物
語
を
与
え
は
す
る
も
の
の
、
そ
の
作
品
は

人
格
形
成
や
も
の
の
考
え
方
の
影
響
を
念
頭
に
置
い
て
の
選
択
で
あ
り
、
明
ら

か
に
教
育
的
効
果
の
配
慮
が
働
い
て
い
る
。

道
兼
も
、
粟
田
山
庄
に
「
世
の
中
の
絵
物
語
は
書
き
集
め
さ
せ
拾
ふ
」
と
収

集
を
は
か
っ
て
い
る
が
、
彼
と
て
も
世
に
流
布
す
る
す
べ
て
の
絵
物
語
が
対
象

だ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
光
源
氏
と
同
じ
く
姫
君
教
育

に
ふ
さ
わ
し
い
作
品
の
選
択
基
準
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
遺
兼
は
あ
ら
か
じ

め
一
つ
一
つ
の
作
品
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
無
難
と
判
断
す
る
と
書
写
さ
せ
た
り
、

ま
た
自
ら
絵
の
指
定
を
し
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
作
業
を
す
る
の
が
、

「
女
房
数
も
知
ら
ず
集
め
さ
せ
拾
ひ
て
」
と
す
る
人
々
で
、
持
ち
込
ま
れ
た
絵

物
語
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
担
に
よ
っ
て
副
本
作
り
が
進
め
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

物
語
な
い
し
絵
物
語
は
、
確
か
に
女
性
を
中
心
と
し
た
読
み
物
で
は
あ
っ
た
が
、

そ
れ
を
管
理
す
る
の
は
男
性
の
手
で
あ
り
、
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
大
規
模
な
書

写
と
な
る
と
、
作
品
の
所
在
情
報
や
収
集
能
力
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
大
京

院
遺
子
の
も
と
で
、
女
房
た
ち
が
物
語
司
と
和
歌
司
に
分
れ
て
書
写
の
分
担
を

し
た
と
い
う
の
は
（
r
大
意
院
前
の
御
集
」
）
、
女
性
に
よ
る
作
品
管
理
と
い
う

特
殊
な
例
で
は
あ
っ
た
が
、
作
業
手
続
き
な
い
し
組
織
そ
の
も
の
は
、
大
な
り

小
な
り
有
力
貴
族
の
家
々
に
も
存
在
し
機
能
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う

な
中
か
ら
、
新
し
い
作
品
も
生
み
出
さ
れ
、
興
味
深
い
内
容
と
の
噂
が
流
れ
る

と
、
さ
ま
ざ
ま
な
ル
ー
ト
を
通
じ
て
伝
播
し
て
も
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

三
　
絵
物
語
の
製
作

「
赤
染
衛
門
集
」
に
、

と
の
、
御
前
、
も
の
が
た
り
つ
く
ら
せ
拾
ひ
て
、
五
月
五
日
、
あ
や

；
マ
）

め
草
を
て
ま
さ
ぐ
り
に
し
て
、
け
ち
か
う
み
る
を
む
な
つ
し
を
と
て

我
宿
の
つ
ま
と
は
み
れ
ど
あ
や
め
草
ね
も
み
ぬ
ほ
ど
に
け
ふ
は
き
に
け
り

（
三
一
六
）

と
道
長
が
歌
を
詠
み
か
け
、
赤
染
街
門
が
返
歌
す
る
と
い
う
、
以
下
二
人
に
よ

る
一
連
の
贈
答
歌
五
首
が
収
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
道
長
が
作
ら
せ
た
と
い
う
、

五
月
五
日
に
ち
な
ん
だ
物
語
を
念
流
に
し
た
、
作
中
人
物
の
立
場
に
な
っ
て
の

詠
作
の
よ
う
で
、
あ
る
い
は
こ
れ
は
相
当
す
る
絵
の
場
面
に
挿
入
す
る
目
的
に

ょ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
歌
の
配
列
か
ら
す
る
と
長
徳
三
、
四
年
（
九
九
七
、
八
）

（6）

の
作
と
さ
れ
、
道
長
は
五
月
の
菖
蒲
を
テ
ー
マ
に
し
た
物
語
の
創
作
を
人
に
求

め
た
わ
け
で
、
同
時
に
神
数
の
作
品
も
で
き
あ
が
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
道
長

が
こ
の
よ
う
に
物
語
を
必
要
と
し
た
の
は
、
当
時
十
歳
ば
か
り
だ
っ
た
彰
子

に
読
ま
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
に
違
い
な
く
、
二
年
後
に
彼
女
は
一
条
天
皇
の
女



脚
と
し
て
入
内
す
る
が
、
ま
さ
に
未
婚
の
姫
君
に
対
す
る
教
育
的
な
配
慮
が
背

景
に
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
よ
う
。

r
赤
染
衛
門
集
」
　
に
よ
る
と
、
ほ
か
に
も
、

殿
に
、
「
は
な
ぎ
く
ら
」
と
い
ふ
も
の
が
た
り
を
人
の
ま
い
ら
せ
た

る
、
つ
・
み
が
み
に
か
い
た
る

か
き
つ
む
る
心
も
あ
る
を
は
な
ぎ
く
ら
あ
だ
な
る
風
に
ち
ら
さ
ず
も
哉

（
二
ハ
六
）

と
い
う
の
が
あ
り
、
道
長
に
「
花
桜
物
語
」
が
献
上
さ
れ
、
そ
の
包
み
紙
に
「
他

に
散
ら
さ
な
い
で
ほ
し
い
」
と
書
か
れ
て
い
た
と
い
う
。
彼
は
そ
の
返
歌
を
赤

染
衛
門
に
さ
せ
て
い
る
の
だ
が
、
彼
女
と
物
語
作
者
と
が
近
し
い
人
物
だ
っ
た

こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
と
て
も
、
た
ま
た
ま
道
長
に
差
し
出
さ
れ

た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
彼
の
依
頼
に
よ
っ
て
女
房
が
新
し
く
物
語
を
作
っ
た

の
で
あ
り
、
や
が
て
彰
子
な
ど
の
手
も
と
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
．
っ
た
は
ず
で

あ
る
。
道
長
に
と
っ
て
は
、
以
下
研
子
・
成
子
な
ど
と
続
く
娘
た
ち
の
た
め
に

も
、
す
で
に
流
布
し
て
い
た
絵
物
語
は
勿
論
の
こ
と
、
こ
の
よ
う
に
書
け
そ
う

な
女
房
に
は
新
作
を
求
め
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

r
源
氏
物
語
」
に
し
て
も
、
中
宮
の
御
草
子
作
り
の
背
景
に
は
道
長
が
介
在

（7）

し
て
い
た
と
思
わ
れ
、
書
写
作
業
の
た
め
紫
式
部
が
部
屋
を
留
守
に
し
て
い

る
問
、
「
局
に
、
物
語
の
本
ど
も
と
り
に
や
り
て
隠
し
お
き
た
る
」
本
を
、
「
や

を
ら
、
お
は
し
ま
い
て
、
あ
さ
ら
せ
給
ひ
て
、
み
な
内
侍
の
督
の
殿
に
奉
り
給

ひ
て
け
り
」
　
（
r
紫
式
部
日
記
」
）
と
、
盗
み
出
し
た
物
語
（
「
源
氏
物
語
」
と
思

わ
れ
る
）
を
次
女
の
研
子
に
渡
す
と
い
う
、
流
布
に
も
か
か
わ
っ
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。
ま
た
、
r
更
級
日
記
」
に
よ
る
と
、
上
総
大
輔
が
宮
仕
え
の
女
房
か

ら
孝
標
に
従
っ
て
上
総
に
下
向
し
、
帰
京
後
は
後
一
条
天
皇
中
宮
の
成
子
に

仕
え
た
と
い
う
。
離
京
以
前
か
ら
尚
侍
だ
っ
た
成
子
の
女
房
だ
っ
た
の
だ
ろ

う
が
、
上
総
の
地
に
下
っ
て
の
「
つ
れ
づ
れ
な
る
昼
間
、
宵
居
な
ど
に
、
姉
、

継
母
（
上
総
大
輔
）
な
ど
や
う
の
人
々
の
、
そ
の
物
語
、
か
の
物
語
、
光
源
氏

の
あ
る
や
う
な
ど
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
語
る
を
聞
く
に
」
と
す
る
物
語
の
知
識
の

披
露
は
、
彼
女
の
仕
え
た
サ
ロ
ン
で
吸
収
し
た
も
の
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ

の
よ
う
に
た
ど
っ
て
く
る
と
、
一
条
天
皇
を
は
じ
め
、
彰
子
・
研
子
・
成
子
の

も
と
で
r
源
氏
物
語
」
が
読
ま
れ
て
い
る
の
は
、
明
ら
か
に
道
長
の
意
図
す
る

と
こ
ろ
で
、
道
長
自
身
も
、
ま
た
公
任
も
読
む
な
ど
、
貴
族
社
会
に
お
け
る
浸

透
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
え
よ
う
。
遺
兼
は
、
ま
だ
姫
君
が
存
在
し

な
い
だ
け
に
焦
燥
す
る
よ
う
な
思
い
で
粟
田
山
庄
に
絵
物
語
を
苗
積
し
て
い
っ

た
が
、
道
長
は
折
に
触
れ
て
新
し
い
物
語
を
作
ら
せ
、
積
極
的
に
姫
君
た
ち
に

読
ま
せ
る
こ
と
も
し
、
そ
れ
が
結
果
と
し
て
r
源
氏
物
語
」
の
流
布
に
も
あ
ず

か
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

道
長
と
て
新
作
だ
け
を
迫
っ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
評
判
に
な
っ
た
物
語
な

ど
は
自
邸
の
工
房
で
女
房
た
ち
に
吾
写
さ
せ
る
こ
と
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

光
源
氏
の
六
条
院
で
も
物
語
の
製
作
は
盛
ん
に
進
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
、
物

語
論
の
展
開
す
る
蛍
巻
に
そ
の
様
相
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

長
雨
例
の
年
よ
り
も
い
た
く
し
て
、
暗
る
る
方
な
く
つ
れ
づ
れ
な
れ
ば
、

御
方
々
、
絵
物
語
な
ど
の
す
さ
び
に
て
、
明
か
し
暮
ら
し
た
ま
ふ
。
明
石

の
御
方
は
、
さ
や
う
の
こ
と
を
も
よ
し
あ
り
て
し
な
し
た
ま
ひ
て
、
姫
君

の
御
方
に
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。
西
の
対
に
は
、
ま
し
て
め
づ
ら
し
く
お

ぼ
え
た
ま
ふ
こ
と
の
筋
な
れ
ば
、
明
け
暮
れ
書
き
読
み
、
い
と
な
み
お
は

す
。
つ
き
な
か
ら
ぬ
若
人
あ
ま
た
あ
り
。

例
年
よ
り
も
長
雨
の
続
く
日
々
、
女
性
た
ち
に
と
っ
て
所
在
の
な
い
退
屈
さ

を
慰
め
る
の
は
絵
物
語
だ
っ
た
よ
う
で
、
そ
れ
を
読
み
な
が
ら
女
主
人
公
の
は

ら
は
ら
す
る
運
命
や
、
男
君
の
す
ば
ら
し
さ
を
お
し
ゃ
べ
り
す
る
こ
と
に
よ
っ



て
明
か
し
暮
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
明
石
上
は
絵
物
語
に
関
し
て
も
特
技
を

持
っ
て
い
た
ら
し
く
、
斉
信
女
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
自
ら
書
写
し
、
当
時

八
歳
で
あ
っ
た
明
石
姫
君
へ
送
り
届
け
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
少
女
た

ち
は
十
歳
前
後
に
な
る
と
物
語
に
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
る
た
め
、
姫
君
を
持

つ
有
力
貴
族
の
家
々
で
は
求
め
に
応
じ
て
準
備
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
。
孝

標
女
な
ど
の
受
領
階
級
に
な
る
と
そ
う
も
い
か
ず
、
彼
女
が
上
京
し
た
十
三
歳

の
十
二
月
、
実
母
に
「
物
語
求
め
て
見
せ
よ
」
と
せ
が
み
、
三
条
宮
に
仕
え
る

親
族
の
衛
門
命
婦
か
ら
「
御
前
の
を
お
ろ
し
た
る
」
と
、
や
っ
と
数
点
の
草
子

を
入
手
す
る
と
い
う
あ
り
さ
ま
で
あ
る
。
三
条
宮
は
一
条
天
皇
皇
女
硝
子
内
親

王
（
母
は
定
子
皇
后
）
　
で
、
こ
の
年
二
十
五
歳
で
あ
っ
た
が
、
物
語
は
手
放
す

こ
と
な
く
読
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
、
古
く
な
っ
た
の
は
こ
の
よ
う
に
女
房
た

〈8）

ち
に
払
い
下
げ
ら
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
「
を
ば
な
る
人
」
か
ら
「
源
氏
の
五
十

余
巻
」
ほ
か
の
物
語
を
も
ら
い
受
け
た
り
、
「
長
恨
歌
物
語
J
を
人
か
ら
借
り

る
な
ど
、
入
手
に
は
そ
れ
な
り
の
努
力
を
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

六
条
院
で
は
、
明
石
姫
君
だ
け
で
は
な
く
、
九
州
か
ら
上
京
し
て
光
源
氏
に

引
き
取
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
玉
髪
に
と
っ
て
も
、
物
語
は
珍
し
い
だ
け
に
た

ち
ど
こ
ろ
に
魅
力
あ
る
存
在
と
し
て
心
引
か
れ
、
遅
ま
き
な
が
ら
都
で
の
新
し

い
文
化
を
む
さ
ぼ
る
よ
う
に
吸
収
し
て
い
っ
た
。
「
明
け
暮
れ
書
き
読
み
、
い

と
な
み
お
は
す
」
と
し
、
「
つ
き
な
か
ら
ぬ
若
人
あ
ま
た
あ
り
」
と
あ
る
の
に
よ

る
と
、
玉
髪
は
絵
物
語
を
書
写
し
た
り
、
で
き
あ
が
る
と
読
ん
だ
り
し
て
日
を

過
ご
し
て
い
た
よ
う
で
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
関
心
が
あ
り
、
能
筆
で
絵

心
の
あ
る
女
房
た
ち
も
多
か
っ
た
と
す
る
。
彼
女
は
六
条
院
入
り
し
て
す
ぐ
さ

ま
物
語
を
目
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
し
く
、
養
父
と
な
っ
た
光
源
氏
の
　
「
御

心
ば
へ
の
い
と
あ
り
が
た
き
」
を
見
る
に
つ
け
、
「
親
と
聞
こ
ゆ
と
も
、
も
と

よ
り
見
馴
れ
た
ま
は
ぬ
は
、
え
か
う
L
も
こ
ま
や
か
な
ら
ず
や
と
、
普
物
語
を

見
た
ま
ふ
に
も
、
や
う
や
う
人
の
あ
り
さ
ま
、
世
の
中
の
あ
る
や
う
を
見
知
り

た
ま
へ
ば
」
（
胡
蝶
）
と
、
物
語
の
知
識
に
よ
っ
て
現
実
の
価
値
判
断
を
し
て
い

く
。
成
長
し
て
実
の
親
に
引
き
取
ら
れ
た
も
の
の
、
さ
ま
ざ
ま
な
辛
酸
を
嘗
め

る
と
い
っ
た
悲
運
な
姫
君
の
物
語
を
読
ん
だ
よ
う
で
、
そ
れ
に
比
べ
る
と
光
源

氏
の
心
の
ほ
ど
の
す
ば
ら
し
さ
が
思
い
知
ら
さ
れ
、
玉
賽
は
す
こ
し
ず
つ
　
「
人

の
あ
り
さ
ま
、
世
の
中
の
あ
る
や
う
」
が
理
解
で
き
て
き
た
と
い
う
。
こ
の
よ

う
に
、
女
性
に
と
っ
て
世
の
中
を
知
る
の
は
物
語
を
通
し
て
で
あ
り
、
物
語
に

は
そ
れ
だ
け
の
効
用
が
あ
っ
た
わ
け
で
、
光
源
氏
は
そ
れ
を
見
越
し
た
上
、
親

の
恩
義
を
知
る
作
品
を
玉
髪
に
読
ま
せ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

玉
髪
は
、
そ
れ
ま
で
の
少
女
時
代
の
空
白
を
埋
め
る
か
の
よ
う
に
物
語
を
読

み
耽
け
り
、
ま
た
女
房
た
ち
は
そ
れ
に
対
応
し
て
次
々
と
舎
写
し
た
り
、
新
た

に
創
作
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
初
め
こ
そ
光
源
氏
の
親
切
さ
に
感
謝

し
て
い
た
玉
髪
も
、
や
が
て
養
父
の
域
を
越
え
る
振
舞
い
に
、
「
さ
ま
ざ
ま
に
め

づ
ら
か
な
る
人
の
上
な
ど
を
、
ま
こ
と
に
や
い
つ
は
り
に
や
、
言
ひ
集
め
た
る

な
か
に
も
、
わ
が
あ
り
さ
ま
の
や
う
な
る
は
な
か
り
け
り
と
見
た
ま
ふ
」
（
蛍
）

と
、
物
語
の
数
を
増
す
に
つ
け
、
自
分
の
置
か
れ
た
立
場
を
客
観
視
し
て
疑
問

を
抱
き
、
数
奇
な
住
吉
の
姫
君
の
運
命
と
重
ね
る
眼
を
持
つ
よ
う
に
も
な
る
。

物
語
の
世
界
が
現
実
の
判
断
基
準
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
彼
女
は
和
神

的
な
成
長
を
急
速
に
遂
げ
た
と
い
え
そ
う
で
、
こ
れ
だ
け
で
も
物
語
の
教
育
的

効
果
の
大
き
さ
が
知
ら
れ
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
大
半
の
女
性
は
君
怒
哀
楽
の
感
情

に
浸
り
な
が
ら
物
語
を
読
み
、
そ
れ
に
よ
っ
て
男
女
の
仲
や
世
の
仕
組
み
を
知

っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
時
に
は
玉
髭
の
よ
う
に
懐
疑
的
な
意
識
を
持
っ
た
り
、
さ

ら
に
進
む
と
道
綱
母
の
よ
う
に
自
ら
真
実
を
日
記
の
体
裁
で
吐
露
す
る
者
も
山

現
し
た
の
で
あ
る
。
王
室
の
も
と
で
は
、
女
房
た
ち
が
絵
物
語
の
男
t
‥
写
に
励
ん

で
い
る
と
、
光
源
氏
が
訪
れ
て
「
あ
な
む
つ
か
し
。
女
こ
そ
も
の
う
る
さ
が
ら



ず
、
人
に
あ
ざ
む
か
れ
む
と
生
ま
れ
た
る
も
の
な
れ
。
…
…
暑
か
は
し
き
五
月

雨
の
、
髪
の
乱
る
る
も
知
ら
で
、
刊
‥
き
た
ま
ふ
」
と
か
ら
か
い
の
こ
と
ば
を
投

げ
か
け
な
が
ら
、
物
語
論
を
展
間
す
る
こ
と
に
な
る
。

光
源
氏
は
物
語
を
公
的
に
編
纂
さ
れ
た
国
史
と
同
等
以
上
の
意
義
の
あ
る
こ

と
を
述
べ
て
止
‖
定
し
て
い
く
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
ば
の
中
に
　
「
こ
の
こ
ろ
を
さ

な
き
人
　
へ
明
石
姫
君
）
　
の
、
女
房
な
ど
に
時
々
試
ま
す
る
を
立
ち
聞
け
ば
、
も

の
よ
く
言
ふ
も
の
の
世
に
あ
べ
き
か
な
」
と
、
姫
君
の
も
と
で
も
物
語
が
読
ま

れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
れ
に
か
こ
つ
け
て
紫
上
も
絵
物
語
を
収

集
し
て
い
た
こ
と
、
光
源
氏
が
「
こ
の
世
馴
れ
た
る
物
語
な
ど
、
な
読
み
聞
か

せ
た
ま
ひ
そ
」
と
姫
君
の
読
む
べ
き
物
語
を
選
択
し
て
い
た
こ
と
な
ど
は
、
す

で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
玉
髪
の
読
む
物
語
に
は
ま
っ
た
く
容
曝
せ
ず
、

姫
君
に
対
し
て
は
こ
ま
ご
ま
と
注
文
し
て
い
る
わ
け
で
、
こ
の
二
人
へ
の
扱
い

の
違
い
に
つ
い
て
、
「
こ
よ
な
し
と
、
対
の
御
方
　
（
玉
髪
）
　
聞
き
た
ま
は
ば
、

心
置
き
た
ま
ひ
っ
ペ
く
な
む
」
と
、
語
り
手
は
草
子
地
に
よ
っ
て
批
判
す
る
。

そ
れ
だ
け
光
源
氏
に
と
っ
て
明
石
姫
君
の
存
在
は
重
大
で
あ
り
、
将
来
の
后
妃

が
ね
と
し
て
育
て
る
た
め
に
は
、
物
語
一
つ
に
し
て
も
細
心
の
注
意
が
必
要
で

あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
紫
上
と
二
人
で
物
語
選
び
が
進
め
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ

の
場
に
　
r
宇
津
保
物
語
」
も
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
、

字
津
保
の
藤
原
君
の
女
こ
そ
、
い
と
重
り
か
に
は
か
ば
か
し
き
人
に
て
、

あ
や
ま
ち
な
か
め
れ
ど
、
す
く
よ
か
に
言
ひ
出
で
た
る
し
わ
ざ
も
、
女
し

き
と
こ
ろ
な
か
め
る
ぞ
、
ひ
と
や
う
な
め
る
。

と
、
紫
上
は
あ
て
宮
の
人
物
評
を
す
る
。
あ
て
宮
は
し
っ
か
り
し
た
人
で
間

違
い
は
な
い
が
、
人
へ
の
そ
っ
け
な
い
返
歌
の
仕
方
は
女
性
ら
し
さ
に
欠
け
て

手
本
に
は
な
ら
な
い
と
す
る
。
評
判
の
高
い
物
語
で
は
あ
っ
て
も
、
思
い
や
り

の
な
い
女
性
が
登
場
す
る
の
で
は
、
姫
君
用
と
し
て
読
ま
せ
る
わ
け
に
は
い
か

な
か
っ
た
。
「
継
母
の
脱
ぎ
た
な
き
菅
物
語
」
は
避
け
る
の
と
同
じ
論
理
で
、

物
語
の
興
味
を
持
た
せ
な
が
ら
、
そ
こ
に
姫
君
の
理
想
的
な
応
対
の
姿
と
か
詠

作
が
示
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
女
房
は
そ
れ
ら
の
物
語
を
読
み

進
め
、
時
に
注
釈
的
に
女
性
の
あ
る
べ
き
道
を
説
く
こ
と
も
あ
っ
た
に
違
い
な

く
、
そ
う
す
る
こ
と
で
教
育
書
的
な
性
棺
も
付
与
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
光
源
氏

と
紫
上
と
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
物
語
を
「
い
み
じ
く
選
り
」
な
が
ら
「
書

き
と
と
の
へ
さ
せ
、
絵
な
ど
に
も
描
か
せ
」
た
と
い
う
の
で
、
既
存
の
作
品
を

一
部
書
き
改
め
さ
せ
た
り
、
絵
の
場
面
指
定
に
も
直
接
関
与
し
て
い
た
と
知
ら

れ
る
。
道
長
も
、
物
語
の
執
筆
を
人
に
求
め
た
に
し
て
も
、
す
べ
て
ま
か
せ
っ

き
り
に
し
た
の
で
は
な
く
、
で
き
あ
が
る
ま
で
に
は
内
容
に
注
文
を
つ
け
た
り
、

挿
入
す
る
絵
に
し
て
も
指
示
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。

四
　
絵
物
語
の
流
布

当
時
の
絵
物
語
の
書
写
と
い
う
の
は
、
た
ん
な
る
コ
ピ
ー
で
は
な
く
、
用
途

に
応
じ
た
改
作
が
ほ
ど
こ
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
絵
を
挿
入
す
る
か
も
、
家
々
に

よ
っ
て
異
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
光
源
氏
が
明
石
姫
君
用
の
絵
物
語
作
成
に
つ

い
て
、
「
書
き
と
と
の
へ
さ
せ
、
絵
な
ど
に
も
描
か
せ
た
ま
ひ
け
る
」
と
す
る

の
が
そ
れ
で
、
そ
の
作
業
を
す
る
に
は
そ
れ
な
り
の
文
学
的
な
セ
ン
ス
が
求
め

ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
絵
の
な
い
作
品
の
場
合
に
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
か

ら
絵
物
語
用
の
テ
キ
ス
ト
を
作
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
に
ふ
さ
わ
し
い
挿
絵
も

描
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
、
当
初
か
ら
意
図
し

て
作
ら
れ
た
絵
物
語
と
、
原
典
を
絵
詞
用
に
改
変
し
、
挿
絵
も
添
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
出
現
し
た
絵
物
語
、
さ
ら
に
物
語
本
文
に
絵
を
挿
入
し
た
作
品
と
の
三

種
が
流
布
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
と
り
わ
け
長
編
の
作
品
な
ど
を
、
姫
君
の



も
と
で
す
べ
て
読
み
聞
か
せ
た
と
し
て
も
退
屈
し
て
し
ま
う
は
ず
で
、
そ
う
な

る
と
あ
る
巻
な
り
興
味
を
引
く
よ
う
な
逸
話
の
部
分
だ
け
を
絵
物
語
に
仕
立
て

る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
紫
上
が
あ
て
宮
の
振
る
舞
い
を
批
判
し
て

明
石
姫
君
の
手
本
に
は
で
き
な
い
と
し
た
の
は
、
絵
物
語
化
さ
れ
た
r
宇
津
保

物
語
」
が
存
し
、
そ
の
一
部
に
つ
い
て
た
ま
た
ま
言
及
し
た
と
い
う
の
で
は
な

く
、
求
婚
詔
だ
け
が
ま
と
め
ら
れ
て
一
帖
な
り
一
巻
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。
ま
た
、
r
更
級
日
記
」
に
、
「
世
の
中
に
、
長
恨
歌
と
い
ふ
文
を
、

物
語
に
吾
き
て
あ
る
所
あ
ん
な
り
と
聞
く
に
」
と
あ
る
の
な
ど
も
、
ま
さ
に
漢

詩
か
ら
の
和
文
化
で
あ
り
、
当
然
絵
も
加
え
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
絵
物
語
と
い
っ
て
も
一
様
で
は
な
く
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
そ
の
も
の

も
あ
っ
た
し
、
読
み
や
す
く
す
る
た
め
手
を
加
え
た
、
い
わ
ゆ
る
第
二
次
本
も

存
し
た
と
知
ら
れ
よ
う
。
絵
合
に
提
出
さ
れ
た
、
常
別
の
絵
と
遺
風
の
絵
詞
に

よ
る
（
物
語
軽
と
呼
ば
れ
る
「
字
津
保
の
俊
蔭
」
は
、
「
唐
土
と
日
の
本
と

を
取
り
並
べ
て
」
書
か
れ
て
い
た
と
い
う
。
同
じ
俊
蔭
巻
で
あ
っ
て
も
、
後
半

の
仲
忠
母
子
の
山
範
り
の
生
活
な
ど
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
こ
で

は
俊
蔭
の
流
浪
詔
だ
け
が
作
品
化
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
物
語
絵
も
軍
一

次
本
で
あ
り
、
本
質
的
に
は
絵
物
語
の
一
種
と
い
え
る
が
、
た
だ
そ
の
違
い
は
、

前
者
は
場
面
を
主
と
し
て
内
容
的
な
連
続
性
が
薄
か
っ
た
の
に
対
し
、
後
者
は

む
し
ろ
絵
を
従
と
し
た
物
語
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。

ど
こ
か
で
絵
物
語
が
作
ら
れ
評
判
も
よ
い
と
な
る
と
、
有
力
貴
族
の
も
と
で

は
互
に
貸
し
借
り
を
し
て
書
写
し
た
り
、
ま
た
有
能
な
女
房
な
ど
に
な
る
と
本

文
の
改
訂
や
新
た
な
場
面
の
絵
画
化
も
は
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
「
夜
の
寝
覚
」

に
「
大
納
言
の
御
方
に
参
り
た
ま
へ
れ
ば
、
女
房
、
童
、
は
な
ば
な
と
化
粧
じ

て
、
あ
ま
た
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
う
ち
群
れ
つ
つ
、
碁
、
双
六
う
つ
も
あ
り
、
絵

物
語
か
き
な
ど
す
る
も
あ
り
、
花
を
も
て
あ
そ
び
、
歌
を
詠
み
、
文
を
書
く
も

あ
り
」
　
（
巻
こ
と
、
女
房
と
か
童
な
ど
の
日
常
生
活
が
点
描
さ
れ
、
そ
の
中

で
（
絵
物
語
）
の
製
作
も
碁
や
双
六
な
ど
と
同
じ
レ
ベ
ル
で
語
ら
れ
る
。
も
っ

と
も
、
今
日
の
注
釈
書
で
は
「
絵
、
物
語
」
と
読
点
を
入
れ
て
読
ん
で
い
る
が
、

一
語
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
。
い
わ
ば
絵
物
語
の
書
写
作
業
は
目
馴
れ

た
光
景
で
あ
り
、
家
々
に
よ
っ
て
す
こ
し
ず
つ
性
格
が
異
な
り
な
が
ら
流
布
し

て
い
っ
た
。
r
風
に
つ
れ
な
き
物
語
」
に
は
、
「
絵
物
語
な
ど
も
、
い
か
で
め
づ

ら
し
く
と
か
き
い
で
て
、
た
て
ま
つ
り
な
ど
し
た
ま
へ
ば
」
と
、
な
ん
と
か
姫

君
が
興
じ
る
よ
う
に
と
思
っ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
、
珍
し
い
趣
向
を
凝
ら
す
女

房
も
紹
介
さ
れ
る
。

道
長
や
光
源
氏
な
ど
は
、
絵
物
語
の
教
育
的
な
効
果
を
重
視
し
て
い
た
と
は

い
え
、
も
と
も
と
は
女
性
の
心
を
慰
め
、
語
ら
れ
る
内
容
を
楽
し
む
の
が
本
質

で
あ
る
。
浜
松
の
中
納
言
が
吉
野
の
姫
君
に
絵
物
語
を
送
り
届
け
、
そ
れ
に
添

え
た
文
に
「
こ
の
絵
物
語
は
、
み
や
こ
だ
に
く
ら
し
が
た
き
つ
れ
づ
れ
の
な
ぐ

さ
め
と
、
引
き
な
ら
さ
れ
侍
を
、
ま
し
て
な
に
に
か
は
な
ぐ
さ
め
さ
せ
た
ま
ふ

ら
ん
」
（
巻
三
）
と
、
ま
さ
に
「
つ
れ
づ
れ
の
な
ぐ
さ
め
」
物
と
位
輿
つ
け
る
。

ほ
か
に
も
、
「
絵
物
語
、
を
か
し
き
さ
ま
な
る
あ
ふ
ぎ
、
た
き
も
の
な
ど
や
う
の

物
に
つ
け
て
も
、
わ
か
き
人
々
の
、
つ
れ
づ
れ
な
ぐ
き
み
ぬ
べ
き
な
る
を
ば
」

（
r
い
は
で
し
の
ぶ
」
）
と
、
扇
や
煎
物
と
同
じ
く
絵
物
語
は
若
い
女
性
の
慰
み

と
す
る
な
ど
、
こ
の
種
の
用
例
は
い
く
ら
も
拾
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
上
流

貴
族
の
姫
君
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
受
領
階
級
に
も
読
者
層
が
拡
大
し
て
い

く
と
、
絵
物
語
の
需
要
は
ま
す
ま
す
増
大
し
、
一
方
で
は
新
奇
な
作
品
が
求
め

ら
れ
る
よ
う
に
も
な
る
。

孝
標
女
な
ど
は
、
「
を
ば
な
る
人
」
か
ら
「
源
氏
の
五
十
余
巻
」
ほ
か
を
も

ら
う
と
、
「
畳
は
日
ぐ
ら
し
、
夜
は
目
の
さ
め
た
る
か
ぎ
り
、
火
を
近
く
と
も

し
て
、
こ
れ
を
見
る
よ
り
ほ
か
の
こ
と
な
け
れ
ば
」
と
、
声
を
出
し
て
読
ん
だ



へ
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）

の
で
あ
ろ
う
が
、
ひ
た
す
ら
一
人
で
物
語
に
対
し
て
い
た
。
一
方
の
上
流
の
姫

君
は
と
な
る
と
、
「
源
氏
物
語
絵
巻
」
東
屋
巻
段
に
も
描
か
れ
る
よ
う
に
、
右

近
が
詞
兼
‥
を
読
み
、
浮
舟
な
ど
が
絵
を
見
る
と
い
う
役
割
分
H
の
享
受
方
法

で
あ
っ
た
と
知
ら
れ
る
。
は
か
に
資
料
を
求
め
る
と
、
「
四
十
あ
ま
り
な
る
尼

君
、
白
き
き
ぬ
の
な
へ
ば
め
る
に
よ
り
伏
し
て
、
絵
の
物
語
読
み
ゐ
た
り
。
目

の
か
す
み
て
、
小
さ
き
文
字
は
見
え
ぬ
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
」
　
（
r
し
の
び
ね
物

語
」
）
な
ど
と
、
こ
れ
も
尼
君
が
テ
キ
ス
ト
を
読
み
、
娘
君
が
絵
を
見
る
と
い

う
構
図
で
、
こ
の
種
の
場
面
は
『
岩
清
水
物
語
」
　
に
も
兄
い
だ
す
な
ど
、

姫
君
に
と
っ
て
は
一
般
的
な
享
受
形
態
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
中
野
幸
一
氏
が

主
張
す
る
よ
う
に
、
今
日
的
に
一
人
で
物
語
に
対
す
る
の
が
輿
の
読
者
で
あ
り
、

姫
君
は
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
を
乳
母
な
ど
か
ら
読
み
間
か
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
の

で
、
第
二
次
的
享
受
で
あ
っ
た
と
す
る
の
は
、
必
ず
し
も
正
鵠
を
射
て
は
い
な

い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
も
と
も
と
物
語
は
共
同
の
場
で
語
ら
れ
る
こ
と
か

ら
出
発
し
て
お
り
、
耳
で
聞
い
て
享
受
す
る
方
が
よ
り
本
来
の
姿
で
あ
っ
た
は

ず
で
あ
る
。
「
義
に
は
ペ
り
し
時
、
女
房
な
ど
の
物
語
読
み
L
を
閻
き
て
、
い

と
あ
は
れ
に
悲
し
く
、
心
深
き
こ
と
か
な
と
、
涙
を
さ
へ
な
む
む
と
し
は
べ
り

し
」
（
青
木
）
と
、
女
房
た
ち
も
集
団
の
中
で
物
語
を
共
有
し
、
人
々
は
深
い

感
動
を
覚
え
て
も
い
る
。
孝
標
女
の
よ
う
に
一
人
で
読
み
耽
け
る
と
い
う
の
は
、

む
し
ろ
中
流
層
と
い
う
身
分
か
ら
来
る
こ
と
で
、
近
代
的
な
読
者
像
が
当
時
に

お
い
て
も
真
の
読
者
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

絵
物
語
に
は
、
物
語
本
文
と
の
か
か
わ
り
で
、
そ
の
出
現
に
三
種
の
存
し
た

こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
孝
標
女
な
ど
は
必
ず
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
方
を
読
書
対

象
と
し
、
第
二
次
本
の
作
品
と
は
か
か
わ
り
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
作

者
の
意
図
を
汲
む
こ
と
の
可
能
な
立
場
に
あ
っ
た
読
者
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
が

前
提
と
な
っ
て
い
れ
ば
、
あ
る
い
は
彼
女
を
含
め
た
中
流
貴
族
が
輿
の
読
者
で

あ
っ
た
と
表
現
す
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
、
孝
標
女
の
読
ん

だ
長
編
の
r
源
氏
物
語
」
に
し
て
も
、
す
で
に
道
長
を
中
心
と
す
る
上
流
層
で

享
受
さ
れ
て
お
り
、
彼
女
一
人
が
特
異
な
存
在
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
日
記

に
記
さ
れ
る
「
し
ら
ら
」
以
下
の
作
品
は
い
ず
れ
も
短
編
と
思
わ
れ
、
こ
と
さ

ら
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
化
す
る
必
要
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
有
力
貴
族
の
も
と
で
作

ら
れ
た
絵
物
語
が
、
女
房
層
ま
で
払
い
下
げ
ら
れ
る
な
ど
し
て
流
布
し
て
い
っ

た
枝
相
を
見
る
と
、
第
二
次
本
対
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
ど
と
い
っ
た
厳
密
な
区
別
な

ど
あ
る
は
ず
が
な
く
、
作
品
と
し
て
は
同
じ
も
の
を
乳
母
な
ど
が
読
む
か
自
分

が
読
む
か
の
違
い
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

荒
れ
は
て
た
屋
敷
で
ひ
た
す
ら
光
源
氏
の
訪
れ
を
待
つ
末
摘
花
は
、
「
古
り

に
た
る
御
厨
子
あ
け
て
、
唐
守
、
鋭
姑
射
の
刀
自
、
か
く
や
姫
の
物
語
の
絵
に

向
き
た
る
を
ぞ
、
時
々
の
ま
さ
ぐ
り
も
の
に
し
た
ま
ふ
」
　
（
蓬
生
）
と
、
上
流

貴
族
の
姫
君
で
あ
っ
て
も
、
読
ん
で
く
れ
る
女
房
な
ど
が
い
な
い
と
自
ら
手
に

し
て
見
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
作
品
な
ど
は
、
ま
だ
少
女
だ
っ
た
娘
に
父
の
常

陸
宮
が
読
ま
せ
よ
う
と
と
く
に
跳
え
て
作
ら
せ
た
絵
物
語
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、

今
で
は
時
代
遅
れ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
は
い
え
、
彼
女
は
時
折
り
引
き
出
し

て
心
慰
め
る
し
か
方
途
は
な
か
っ
た
。
こ
う
い
っ
た
作
品
は
、
一
般
に
流
布
し

て
定
評
と
な
っ
た
物
語
に
絵
を
挿
入
し
て
作
っ
た
よ
う
で
、
と
り
わ
け
物
語
に

関
心
の
な
い
規
な
ど
に
は
無
難
な
選
択
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

物
語
も
含
め
た
絵
物
語
は
、
こ
の
よ
う
に
多
く
の
貴
顕
の
姫
君
た
ち
の
読
み

物
と
し
て
流
布
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
女
性
の
生
き
る
道
や
男
女
の
こ
と
を
知
っ

た
り
、
ま
た
つ
れ
づ
れ
を
慰
め
る
手
段
と
し
て
も
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
。
絵
物

語
が
女
性
と
も
っ
ぱ
ら
深
い
か
か
わ
り
が
あ
る
の
は
確
か
だ
が
、
そ
の
成
立
に

は
男
性
が
関
与
し
て
い
た
し
、
ま
た
男
社
会
に
流
布
し
て
読
ま
れ
て
も
い
た
よ

う
で
あ
る
。
r
公
任
集
」
に
よ
る
と
、

10



絵
物
語
に
、
ね
び
た
る
や
も
め
な
る
な
が
め
て
ゐ
た
る
所

な
が
む
れ
ど
く
も
ら
ぬ
月
の
う
ら
や
ま
し
い
か
で
浮
世
を
出
で
て
す
む
ら

む
　
（
三
一
四
）

「
と
り
あ
つ
め
て
ぞ
」
と
よ
め
る
所

や
す
か
ら
ぬ
し
た
の
思
ひ
も
消
え
ぬ
ら
し
ま
た
と
り
あ
へ
ず
こ
は
り
ゆ
く

に
は
　
（
三
一
五
）

「
菊
は
濃
さ
こ
そ
」
と
い
へ
る
所

い
か
ば
か
り
契
り
し
花
の
露
な
ら
む
お
き
て
L
も
い
と
あ
は
れ
と
ぞ
思
ふ

（
三
一
六
）

な
ど
と
あ
り
、
絵
物
語
の
場
面
に
公
任
が
歌
を
詠
み
加
え
た
こ
と
が
記
さ
れ
、

こ
の
後
に
も
一
連
の
歌
で
あ
ろ
う
か
、
さ
ら
に
四
首
を
兄
い
だ
す
。
一
首
目
は

山
里
に
出
離
し
て
隠
棲
す
る
婦
が
月
影
を
眺
め
て
い
る
場
面
な
の
で
あ
ろ
う
、

澄
む
月
に
比
べ
て
い
つ
ま
で
も
悟
り
き
れ
な
い
我
が
身
を
恨
む
歌
と
な
っ
て
い

る
。
「
絵
物
語
」
と
あ
る
た
め
本
文
も
付
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
、
公
任
は
そ
の

内
容
に
添
い
、
婦
の
思
い
を
歌
に
託
し
て
表
現
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は

r
大
和
物
語
」
百
四
十
七
段
に
見
え
る
、
温
子
皇
后
の
も
と
で
の
「
生
関
川
伝

説
」
に
も
と
づ
き
、
絵
物
語
に
伊
勢
脚
な
ど
の
女
房
た
ち
が
作
中
人
物
の
心
に

な
っ
て
歌
を
詠
じ
た
り
、
能
宣
が
「
住
吉
物
語
」
の
「
歌
な
き
所
々
」
に
新
た

に
創
作
し
て
加
え
た
の
と
軌
を
一
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
以
下
続
く
歌
は
、
ま
た

別
の
作
品
な
の
か
、
蝿
が
若
い
頃
を
回
想
す
る
の
に
よ
っ
て
展
開
す
る
物
語
だ

っ
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
公
任
が
絵
物
語
を
読
ん
で
い
た
の
は
確
か
で
あ
る
。

男
性
の
手
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
物
語
は
、
絵
を
と
も
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
女

性
の
専
有
物
の
観
を
呈
す
る
ほ
ど
そ
の
社
会
に
浸
透
し
、
や
が
て
女
性
自
身
が

そ
の
製
作
を
分
担
し
、
さ
ら
に
創
作
へ
も
参
画
し
て
い
っ
た
。
上
流
貴
族
な
ど

は
、
そ
れ
を
姫
君
の
教
育
へ
も
利
用
す
る
な
ど
、
絵
物
語
は
多
様
な
読
ま
れ
方

を
す
る
よ
う
に
も
な
る
。
か
つ
て
は
「
女
の
御
心
を
や
る
も
の
」
と
さ
れ
た
物

語
だ
が
、
平
安
中
期
の
頃
に
は
男
性
社
会
に
も
還
元
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
資

料
は
兄
い
出
せ
な
い
も
の
の
、
か
な
り
広
範
囲
の
読
者
層
を
得
て
い
た
の
で
は

な
い
か
と
思
う
。
し
か
し
、
何
と
い
っ
て
も
r
源
氏
物
語
」
　
の
出
現
は
、
物
語

へ
の
考
え
を
一
新
し
た
よ
う
で
、
一
条
天
皇
や
公
任
も
読
ん
で
い
た
よ
う
に
、

絵
物
語
も
含
め
て
物
語
は
平
安
貴
族
の
世
界
に
大
き
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

5678

松
村
博
司
編
r
栄
花
物
語
の
研
究
・
校
異
篇
」
一
昭
和
六
一
年
刊
、
風
間

書
房
）
　
私
に
、
漢
字
・
句
読
点
を
付
し
た
。

r
小
右
記
」
（
八
月
二
十
七
日
）
　
で
は
、
七
カ
月
目
の
早
産
と
し
、
ま
た

死
産
で
は
な
く
、
生
れ
て
す
ぐ
に
亡
く
な
っ
た
と
す
る
。

拙
稿
「
物
語
絵
考
」
　
（
「
国
語
と
国
文
学
」
平
成
二
年
七
月
号
）

拙
稿
「
物
語
文
学
の
成
立
」
　
（
鈴
木
一
雄
編
「
日
本
文
学
新
史
（
古
代

Ⅲ
）
」
所
収
、
平
成
二
年
刊
、
至
文
堂
）

能
一
本
守
雄
著
r
恵
慶
集
校
本
と
研
究
し
　
（
昭
和
五
三
年
刊
、
桜
楓
社
）

「
赤
染
衛
門
全
釈
二
風
間
書
房
）

拙
著
「
源
氏
物
語
の
謎
」
　
二
九
八
三
年
刊
、
三
省
堂
）

「
大
斎
院
前
脚
集
」
に
よ
る
と
、
物
語
が
吾
写
さ
れ
る
一
方
で
は
、
必

要
で
な
く
な
っ
た
作
品
は
女
房
た
ち
に
下
さ
れ
て
も
い
た
。
こ
の
よ
う
に

し
て
、
物
語
は
受
餓
階
級
へ
も
伝
播
し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

注
3
参
照
。

玉
上
琢
弥
氏
は
物
語
音
読
論
に
よ
り
、
文
は
女
房
と
か
乳
母
が
読
み
、

姫
君
が
絵
を
見
る
享
受
方
法
が
正
当
で
あ
っ
た
（
「
源
氏
物
語
研
究
し
昭
和

11



四
一
年
刊
、
角
川
書
店
）
　
と
す
る
の
に
対
し
、
中
野
幸
一
氏
は
そ
れ
は
あ

く
ま
で
も
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
に
よ
る
第
二
次
的
皇
軍
受
で
あ
り
、
む
し
ろ
輿

の
読
者
は
中
流
女
性
で
あ
っ
た
と
す
る
（
r
物
語
文
学
論
致
」
昭
和
四
六
年

刊
、
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
）
。

－
　
大
阪
大
学
文
学
部
助
教
授
　
－

Å
会
員
近
著
紹
介
V

r
芭
蕉
r
野
ざ
ら
し
紀
行
し
の
研
究
し

弥
吉
菅
一
著

長
年
r
野
ざ
ら
し
紀
行
し
の
研
究
に
携
わ
っ
て
来
ら
れ
、
こ
の
分
野
の
草
分

け
で
あ
る
著
者
に
よ
る
、
今
日
ま
で
の
研
究
の
全
容
が
集
大
成
さ
れ
た
大
著
で

あ
る
。長

大
な
苛
立
と
な
っ
て
い
る
が
、
構
成
は
大
略
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

前
編
　
r
野
ざ
ら
し
紀
行
」
に
お
け
る
系
統
序
列
の
研
究

第
一
部
　
基
礎
編
　
1
－
初
稿
・
再
稿
・
定
稿
の
問
題
－
1

第
二
部
．
居
間
霜
　
－
　
諸
本
の
系
統
序
列
の
展
開
－

箪
二
部
　
結
論
編
　
－
　
諸
本
の
系
統
序
列
の
総
括
　
－

後
編
　
r
野
ざ
ら
し
紀
行
」
に
お
け
る
表
現
意
識
の
研
究

第
一
部
　
本
文
成
立
編
　
－
俳
諸
的
紀
行
文
の
成
立
過
程
－

箪
一
部
　
本
文
構
成
編
・
1
－
俳
請
的
紀
行
文
の
視
覚
的
造
形
性
－

箪
二
部
　
本
文
表
現
編
　
－
俳
諸
的
紀
行
文
創
造
へ
の
表
現
意
識
－

第
四
部
　
問
題
編

第
五
部
　
余
滴
編

前
編
の
諸
本
系
統
序
列
の
研
究
に
お
い
て
は
、
泊
船
本
と
大
橋
本
と
の
成
立

順
序
を
巡
っ
て
嘗
て
対
立
す
る
ま
ま
と
な
っ
て
い
た
二
説
に
対
し
、
徹
底
的
な

本
文
対
照
作
業
を
通
し
て
、
結
着
が
つ
け
ら
れ
、
さ
ら
に
各
伝
本
の
細
か
な
位

置
づ
け
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

授
編
の
表
現
意
識
の
研
究
に
お
い
て
は
、
ま
ず
第
一
部
で
、
「
地
の
文
」
の

成
立
過
程
か
ら
、
芭
蕉
の
創
作
意
識
が
分
析
さ
れ
、
第
二
部
で
は
、
本
文
の
視

覚
的
造
形
性
か
ら
、
本
紀
行
の
「
句
集
的
性
格
」
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
。
第

三
部
で
は
、
文
末
表
現
、
宿
泊
表
現
、
対
立
表
現
の
三
つ
の
角
度
か
ら
、
俳
諸

的
紀
行
文
創
造
へ
の
表
現
意
識
が
追
究
さ
れ
る
。
第
四
部
で
は
さ
ら
に
細
か
く

個
別
的
な
問
題
か
ら
、
本
紀
行
の
本
質
に
迫
る
。

芭
蕉
の
俳
諸
的
紀
行
文
が
こ
の
　
r
野
ざ
ら
し
紀
行
」
を
出
発
点
と
し
て
「
奥

の
は
そ
近
し
　
へ
と
完
成
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
を
考
え
る
上
で
欠
く
こ
と
の
出
来
な

い
重
要
な
諸
問
題
を
提
示
し
、
そ
の
解
明
を
推
進
す
る
本
書
は
、
学
術
的
に
極

め
て
貴
重
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
余
滴
編
を
は
じ
め
随
所
に
、
研
究
対
象
に

対
す
る
著
者
の
飽
く
な
き
情
熱
が
淫
み
出
て
お
り
、
深
い
感
銘
を
与
え
ら
れ
る

書
で
あ
る
。
（
八
八
四
頁
　
昭
和
六
十
二
年
二
月
二
十
八
日
発
行
　
桜
楓
社
刊

三
〇
〇
〇
〇
円
）
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