
歴
史
物
語
か
ら
の
「
再
生
」

―
―
『
え
ん
の
松
原
』
に
み
る
〈
少
女
〉
の
意
味
―
―

佐

藤

宗

子
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再
話
や
再
創
造
と
い
っ
た
行
為
は
、
他
言
語
か
ら
の
翻
訳
の
場
合
の
み
に
起
こ
る
わ
け
で
は
な
い
。
今
回
は
、
伊
藤
遊
『
え
ん
の
松
原
』
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
が
取
材
し
て
い
る
平
安
期
に
書
か
れ
た
歴
史

物
語
―
―
と
く
に
『
栄
花
物
語
』
と
対
比
し
て
検
討
を
加
え
た
。
す
な
わ
ち
、
翻
訳
の
場
合
に
類
似
し
て
、
そ
こ
に
「
現
代
向
け
・
子
ど
も
向
け
」
と
い
う
意
識
が
ど
の
よ
う
に
働
い
て
い
る
の
か
、
と
い
う

点
で
あ
る
。
主
人
公
や
「
物
の
怪
」
の
設
定
の
変
化
、
時
期
特
定
の
効
果
、「
少
女
」
的
な
る
も
の
の
担
う
意
味
な
ど
を
と
く
に
変
更
の
要
と
し
て
考
察
し
、
さ
ら
に
、
古
典
で
あ
る
歴
史
物
語
と
、
現
代
児

童
文
学
の
創
作
を
併
読
す
る
こ
と
で
、
読
み
を
多
層
化
さ
せ
う
る
こ
と
を
示
し
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド＝

児
童
文
学
（children's

literature

）

再
生
（rebirth

）

日
本
古
典
（Japanese

classics

）

歴
史
物
語
（historical

tales

）

少
女
（girlhood

）

一

原
テ
ク
ス
ト
を
基
本
と
す
る
再
話
も
、
原
テ
ク
ス
ト
な
い
し
何
ら
か
の
資
料
に
取
材
し
な
が
ら

よ
り
発
展
的
な
形
成
を
め
ざ
す
再
創
造
も
、
と
も
に
、
読
者
へ
の
配
慮
を
新
た
に
す
る
物
語
行
為

と
い
え
る
。
こ
う
し
た
再
話
や
再
創
造
は
、
通
常
、
他
言
語
か
ら
の
翻
訳
の
場
合
に
行
わ
れ
る
こ

と
が
多
い
だ
ろ
う
が
、
昔
話
な
ど
の
伝
承
文
学
の
領
域
で
行
わ
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
る
の
は
、

児
童
文
学
で
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

実
は
そ
れ
以
外
に
、
古
典
か
ら
の
再
話
や
再
創
造
も
ま
た
、
児
童
文
学
の
中
に
は
目
立
た
ぬ
な

が
ら
に
確
実
に
存
在
し
て
き
た
。
原
テ
ク
ス
ト
や
資
料
群
へ
の
、
対
象
と
な
る
べ
き
子
ど
も
読
者

の
知
識
は
、
他
言
語
を
も
と
と
す
る
場
合
と
同
様
、
た
し
か
に
、
欠
如
し
が
ち
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
。

か
つ
て
私
は
、
翻
訳
や
再
話
に
お
け
る
こ
う
し
た
物
語
行
為
の
際
に
、「
日
本
向
・
現
代
向
・

子
ど
も
向
」と
い
う
意
識
が
働
く
こ
と
を
指
摘

（
１
）

し
た
。
古
典
の
再
話
・
再
創
造
の
場
合
に
も
、「
現

代
向
・
子
ど
も
向
」
の
意
識
は
、
や
は
り
同
様
に
働
く
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
検
証
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
一
方
で
は
、
現
代
の
子
ど
も
が
そ
の
ま
ま
で
は
受
理
し
に
く
い
問
題
点
を
確
認
す
る
と
同
時

に
、
他
方
で
は
、
再
話
者
・
再
創
造
者
が
、
加
工
の
対
象
と
し
て
な
ぜ
そ
の
原
資
料
を
と
り
あ
げ

た
の
か
を
考
察
し
、
あ
る
種
の
理
念
と
し
て
の
「
日
本
」「
古
典
」
あ
る
い
は
「
歴
史
」
の
す
が

た
を
、
明
ら
か
に
し
う
る
は
ず
で
あ
る
。

今
回
、
こ
う
し
た
問
題
意
識
の
も
と
に
取
り
あ
げ
る
の
は
、『
え
ん
の
松
原
』（
福
音
館
書
店
、

二
〇
〇
一
）
で
あ
る
。『
鬼
の
橋
』（
福
音
館
書
店
、
一
九
九
八
）
で
デ
ビ
ュ
ー
し
た
伊
藤
遊
の
第

二
作
で
あ
り
、
歴
史
物
語
に
取
材
し
た
同
作
は
、「
あ
と
が
き
」
に
よ
れ
ば
、
作
者
は
十
世
紀
中

頃
の
実
在
人
物
を
登
場
さ
せ
て
は
い
る
が
、「
史
実
に
と
ら
わ
れ
ず
自
由
に
書
」
い
た
と
い
う
。
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は
た
し
て
ど
の
よ
う
に
「
現
代
向
・
子
ど
も
向
」
を
は
か
っ
て
い
る
の
か
。

本
稿
で
は
、
ま
ず
、『
え
ん
の
松
原
』
を
概
観
し
、
次
に
、
該
当
す
る
時
期
が
描
か
れ
た
歴
史

物
語
で
あ
る
『
栄
花
物
語
』
を
中
心
に
注
目
し
、
そ
の
後
、
提
起
さ
れ
る
問
題
を
適
宜
取
り
あ
げ

て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

二

『
え
ん
の
松
原
』
の
舞
台
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
平
安
時
代
中
期
、
藤
原
氏
の
う
ち
北
家
の
流

れ
を
く
む
藤
原
師
輔
が
、
九
条
流
の
祖
と
し
て
後
の
繁
栄
の
基
礎
を
築
く
、
ま
さ
に
歴
史
の
区
切

り
目
と
な
る
よ
う
な
時
期
で
あ
る
。

主
人
公
は
一
応
、
今
年
十
三
歳
に
な
る
音
羽
丸
、
た
だ
し
作
中
で
は
音
羽
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

両
親
を
な
く
し
、
叔
母
の
真
名
賀
（
ま
な
か
）
と
と
も
に
一
族
で
あ
る
伴
氏
の
中
心
人
物
、
伴
仲

舒
（
と
も
の
な
か
の
ぶ
）
の
屋
敷
に
身
を
寄
せ
て
い
た
彼
が
、
ふ
と
し
た
こ
と
で
叔
母
と
も
ど
も

追
い
出
さ
れ
、
叔
母
は
と
り
あ
え
ず
東
国
の
身
内
を
頼
っ
た
も
の
の
、
彼
は
、
伴
仲
舒
の
姉
、
内

裏
の
温
明
殿
に
奉
仕
す
る
伴
内
侍
（
ば
ん
の
な
い
し
）
に
庇
護
さ
れ
る
。
そ
の
必
要
条
件
が
、
少

女
に
仮
装
す
る
こ
と
だ
っ
た
。

「
小
柄
で
声
が
細
く
、
赤
子
の
こ
ろ
か
ら
「
女
の
子
の
よ
う
」
と
言
わ
れ
つ
づ
け
て
き
た
」
音

羽
を
、
あ
る
夏
の
日
の
夕
方
、
す
ぐ
に
見
抜
き
、「
ど
う
し
て
、
女
の
子
の
か
っ
こ
う
を
し
て
い

る
の
」
と
た
ず
ね
た
の
が
、
二
歳
年
下
、
現
在
の
東
宮
で
あ
る
憲
平
（
の
り
ひ
ら
）
親
王
だ
っ
た
。

彼
は
、
塗
籠
に
お
か
れ
た
神
鏡
に
、
伯
母
の
影
を
見
て
、
助
け
を
求
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
伴
内
侍
の
口
か
ら
事
情
が
語
ら
れ
る
。
異
母
兄
広
平
親
王
を
さ
し
お
き
、
二
の
皇
子

で
あ
る
憲
平
が
東
宮
に
立
っ
た
た
め
、
広
平
の
外
祖
父
、
藤
原
元
方
が
恨
み
死
に
、
物
の
怪
と

な
っ
て
祟
っ
て
い
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
憲
平
自
身
の
外
祖
父
で
あ
る
右
大
臣
も
、
そ
の
た

め
か
、
病
に
倒
れ
、
少
し
後
に
は
身
罷
っ
た
の
だ
っ
た
。

一
方
、
音
羽
は
、
追
い
出
さ
れ
た
屋
敷
に
お
い
て
き
た
短
刀
を
入
手
す
る
。
ま
た
、
そ
の
過
程

で
、
大
内
裏
に
あ
る
え
ん
の
松
原
と
い
う
場
所
を
、
い
く
た
び
か
通
る
羽
目
に
な
る
。
怪
し
げ
な

黒
い
鳥
の
巣
食
う
そ
の
場
所
に
は
、
怨
念
が
満
ち
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
や
が
て
、
憲
平
か
ら

彼
に
憑
い
て
い
る
物
の
怪
が
少
女
の
姿
を
し
て
い
る
と
聞
い
た
音
羽
は
、
え
ん
の
松
原
に
い
る
鳥

の
中
に
、
東
宮
と
よ
く
似
た
少
女
を
見
つ
け
る
。
ま
た
、
東
宮
は
胎
内
に
あ
っ
た
こ
ろ
、
阿
闍
梨

が
「
変
成
男
子
の
法
」
と
い
う
秘
法
で
女
か
ら
男
に
変
え
た
と
の
噂
も
聞
く
。
何
度
か
危
険
も
冒

し
つ
つ
、
謎
を
と
い
た
音
羽
は
、
憲
平
に
い
う
。
怨
霊
の
正
体
は
、「
女
の
子
に
生
ま
れ
る
は
ず

だ
っ
た
お
ま
え
だ
」
と
。

月
明
か
り
の
夜
、
内
裏
を
抜
け
出
し
た
二
人
は
、
え
ん
の
松
原
に
向
か
う
。
音
羽
の
助
言
を
受

け
、
憲
平
は
、
旋
回
す
る
鳥
に
腕
を
出
し
、
さ
ら
に
「
お
帰
り
。
会
い
た
か
っ
た
よ
」
と
声
を
か

け
る
。
や
が
て
鳥
は
少
女
の
姿
と
な
り
、
憲
平
と
少
女
、「
顔
も
背
の
高
さ
も
ま
っ
た
く
同
じ
」

二
人
は
、
見
つ
め
あ
い
、
手
を
取
り
合
う
。

憲
平
は
少
女
に
向
き
な
お
る
と
、
思
い
を
こ
め
て
言
っ
た
。

「
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
、
今
さ
ら
も
と
に
も
ど
す
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
、
も
う
悲

し
ま
な
い
で
…
…
」

言
い
な
が
ら
、
わ
ず
か
に
残
っ
た
距
離
を
つ
め
、
憲
平
は
両
手
で
少
女
を
抱
き
し
め
た
。

「
悲
し
ま
な
い
で
ほ
し
い
ん
だ
」

そ
の
と
き
、
抱
き
寄
せ
ら
れ
た
少
女
の
体
が
、
白
い
輝
き
を
放
っ
た
。
そ
の
姿
は
ま
ば
ゆ
い

輝
き
の
中
で
形
を
失
い
、
あ
ふ
れ
る
光
と
な
っ
て
彼
を
包
ん
だ
。
ふ
た
り
が
あ
た
か
も
ひ
と
つ

に
な
っ
た
よ
う
に
見
え
た
瞬
間
、
憲
平
の
腕
の
中
か
ら
一
羽
の
鳥
が
飛
び
た
っ
た
。
大
き
く
翼

を
広
げ
、
風
を
切
っ
て
上
昇
す
る
。
そ
し
て
い
っ
た
ん
角
度
を
変
え
る
と
、
松
原
の
上
を
ゆ
っ

く
り
と
旋
回
し
た
。（
略
）

そ
の
後
、
東
国
か
ら
戻
っ
た
真
名
賀
に
、
伴
内
侍
は
、
音
羽
と
も
ど
も
自
分
の
引
退
に
合
わ
せ
、

宇
治
行
き
を
提
案
す
る
。
元
気
に
な
っ
た
東
宮
は
、
こ
っ
そ
り
女
装
し
、
音
羽
と
の
別
れ
を
惜
し

む
。こ

う
し
て
、
夏
の
数
か
月
を
背
景
と
し
、
宮
中
を
主
舞
台
と
す
る
物
語
は
幕
を
閉
じ
る
。
先
ほ

ど
、
音
羽
を
一
応
の
主
人
公
と
し
た
が
、
右
に
見
る
よ
う
な
内
容
か
ら
言
え
ば
、
こ
れ
は
、
少
年

二
人
が
主
人
公
の
物
語
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
音
羽
は
も
ち
ろ
ん
、
主
体
的
に
行
動
す
る
し
、

特
に
何
度
か
の
え
ん
の
松
原
体
験
で
、
危
険
を
冒
す
。
そ
れ
に
対
し
憲
平
は
、
ま
さ
に
自
己
の
危

機
に
瀕
し
て
い
る
わ
け
だ
し
、
そ
も
そ
も
は
彼
が
温
明
殿
に
忍
び
込
ん
だ
こ
と
が
一
連
の
出
来
事

の
発
端
に
な
っ
て
い
る
。
動
き
は
少
な
い
も
の
の
、
最
後
に
彼
の
自
己
統
一
が
は
か
ら
れ
て
物
語

が
収
束
す
る
こ
と
か
ら
も
、
む
し
ろ
こ
ち
ら
が
よ
り
重
要
な
主
人
公
だ
と
み
な
せ
る
か
も
し
れ
な

い
。本

作
は
刊
行
の
翌
年
（
二
〇
〇
二
年
）、
第
三
五
回
日
本
児
童
文
学
者
協
会
新
人
賞
を
受
賞
す

る
な
ど
、
高
い
評
価
を
得
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
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三

前
節
で
、
私
は
こ
の
作
品
の
時
代
背
景
を
、
と
り
あ
え
ず
平
安
時
代
中
期
と
紹
介
し
た
。
実
は
、

物
語
の
時
間
は
、
も
っ
と
厳
密
に
区
切
る
こ
と
が
で
き
る
。
中
古
文
学
に
少
し
親
し
ん
で
い
れ
ば
、

き
わ
め
て
た
や
す
い
。「
憲
平
」
と
い
う
名
が
出
て
き
た
瞬
間
、
大
体
の
時
代
が
わ
か
り
、
そ
し

て
彼
の
祖
父
で
あ
る
右
大
臣
が
病
み
、
作
中
で
な
く
な
る
こ
と
で
、
決
定
的
と
な
る
。
憲
平
の
外

祖
父
、
藤
原
師
輔
が
亡
く
な
っ
た
の
は
、
天
徳
四
年
（
九
六
〇
年
）
夏
、
五
月
四
日
だ
か
ら
で
あ

る
。こ

の
あ
た
り
の
事
情
は
、
歴
史
物
語
の
ジ
ャ
ン
ル
に
区
分
さ
れ
る
作
品
の
う
ち
で
も
、『
栄
花

物
語
』
に
詳
し
い
。
周
知
の
よ
う
に
、
紀
伝
体
を
と
る
『
大
鏡
』
に
対
し
、『
栄
花
』
は
編
年
体

を
と
り
、
六
国
史
を
受
け
継
ぐ
意
識
の
下
に
仮
名
で
書
か
れ
た
も
の
で
、
物
語
風
史
書
と
い
っ
た

言
い
方
も
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」（
小
学
館
）所
収
の
全
三
巻
に
よ
っ

て
、
本
文
か
ら
適
宜
関
係
す
る
部
分
を
見
て
い
く
こ
と
に
し

（
２
）

よ
う
。

巻
一
「
月
の
宴
」
で
は
、
村
上
帝
の
治
世
に
つ
い
て
、
時
を
追
っ
て
語
ら
れ
て
い
く
。

ま
ず
、
藤
原
元
方
の
女
に
よ
る
一
の
皇
子
誕
生
に
つ
い
て
は
、「
元
方
の
大
納
言
い
み
じ
と
思

し
た
り
。（
略
）
何
の
ゆ
ゑ
に
か
、
わ
が
御
子
、
東
宮
に
ゐ
誤
ち
た
ま
は
ん
と
、
頼
も
し
く
思
さ

れ
け
り
。」
と
述
べ
る
。
そ
の
後
、「
九
条
殿
の
女
御
、
男
御
子
生
み
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
つ
。」

と
い
う
事
態
が
出
来
す
る
と
、「
元
方
の
大
納
言
か
く
と
聞
く
に
、
胸
ふ
た
が
る
心
地
し
て
、
物

を
だ
に
も
食
は
ず
な
り
に
け
り
。」
と
な
る
一
方
、
九
条
殿
で
は
「
大
臣
の
御
心
の
中
思
ひ
や
る

に
、
さ
ば
か
り
め
で
た
き
こ
と
あ
り
な
ん
や
。」
と
な
る
。
そ
し
て
憲
平
は
、「
生
れ
た
ま
ひ
て
三

月
と
い
ふ
に
、
七
月
二
十
三
日
に
東
宮
に
立
た
せ
た
ま
ひ
ぬ
。」
幼
い
東
宮
は
、「
い
み
じ
く
う
つ

く
し
う
お
は
し
ま
す
」
様
子
で
あ
る
。

そ
ん
な
中
で
、
元
方
は
こ
の
世
を
去
る
。「
そ
の
け
に
こ
そ
は
あ
め
れ
、
東
宮
い
と
う
た
て
き

御
物
の
怪
に
て
、
と
も
す
れ
ば
御
心
地
あ
や
ま
り
し
け
り
。
い
と
い
と
ほ
し
げ
に
お
は
し
ま
す
を

り
あ
り
け
り
。
さ
る
は
御
心
地
う
つ
く
し
う
き
よ
ら
に
お
は
し
ま
す
こ
と
か
ぎ
り
な
き
に
、
玉
に

瑕
つ
き
た
ら
ん
や
う
に
見
え
さ
せ
た
ま
ふ
。」
そ
し
て
こ
の
後
、
物
の
怪
は
長
く
憲
平
に
も
、
他

の
関
係
者
に
も
付
き
ま
と
う
。

し
か
し
、『
栄
花
』
で
は
、
師
輔
薨
去
に
こ
の
物
の
怪
が
関
与
し
て
い
る
と
は
描
か
れ
な
い
。

「
九
条
殿
悩
ま
し
う
思
さ
れ
て
、
御
風
な
ど
い
ひ
て
、
御
湯
茹
で
な
ど
し
、
薬
き
こ
し
め
し
て
過

ぐ
さ
せ
た
ま
ふ
ほ
ど
に
、
ま
め
や
か
に
苦
し
う
せ
さ
せ
た
ま
へ
ば
」
と
い
っ
た
か
た
ち
で
、
天
徳

四
年
五
月
四
日
に
亡
く
な
る
。
な
お
、
た
し
か
に
こ
の
年
、
東
宮
は
数
え
十
一
歳
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
の
頃
か
ら
、「
東
宮
の
女
御
も
、
宮
の
御
物
の
怪
の
恐
ろ
し
け
れ
ば
、
里
が
ち
に
ぞ
お
は
し

ま
し
け
る
。」
と
い
っ
た
記
述
が
時
折
見
ら
れ
る
。
物
の
怪
が
つ
い
て
い
る
の
が
、
常
態
化
し
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。

三
年
ば
か
り
後
、
東
宮
の
母
で
あ
る
藤
原
安
子
が
、
懐
妊
中
に
容
態
が
悪
く
な
る
。
こ
こ
で
、

元
方
の
霊
が
は
っ
き
り
と
姿
を
現
す
。「
御
物
の
怪
ど
も
い
と
数
多
か
る
に
も
、
か
の
元
方
の
大

納
言
の
霊
い
み
じ
く
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
く
、
い
み
じ
き
け
は
ひ
に
て
、
あ
へ
て
あ
ら
せ
た
て
ま
つ

る
べ
き
気
色
な
し
。
東
宮
を
も
い
み
じ
げ
に
申
し
思
へ
り
。
東
宮
も
、
い
か
に
い
か
に
と
、
お
ぼ

つ
か
な
さ
を
思
ひ
や
り
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ふ
。」
引
用
最
後
の
文
章
で
わ
か
る
よ
う
に
、
あ
る
物

の
怪
は
一
度
に
多
数
の
人
に
つ
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ふ
だ
ん
は
東
宮
に
つ
い
た

ま
ま
の
元
方
の
霊
が
、
安
子
に
つ
く
と
、
そ
の
間
は
東
宮
は
正
気
に
戻
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ

る
。
そ
し
て
母
が
死
ぬ
と
ま
た
、「
東
宮
も
、
御
物
の
怪
の
こ
の
宮
に
ま
ゐ
り
た
れ
ば
、
例
の
御

心
地
に
お
は
し
ま
せ
ば
、
い
と
い
み
じ
う
悲
し
き
こ
と
に
惑
は
せ
た
ま
ふ
も
あ
は
れ
に
、
見
た
て

ま
つ
る
人
み
な
涙
と
ど
め
が
た
し
。」

東
宮
の
数
え
十
八
歳
の
年
、
村
上
帝
は
病
が
重
く
な
る
が
、
御
読
経
な
ど
も
効
果
が
な
い
。

「
例
の
元
方
の
霊
な
ど
も
参
り
て
、
い
み
じ
く
の
の
し
る
に
、
な
ほ
世
の
尽
き
ぬ
な
れ
ば
こ
そ
、

か
や
う
の
こ
と
も
あ
ら
め
と
、
心
細
く
思
し
め
さ
る
。」
五
月
に
帝
は
崩
御
し
、
東
宮
憲
平
が
即

位
す
る
。
こ
れ
が
冷
泉
帝
で
あ
る
。「
帝
、
例
の
御
心
地
に
お
は
し
ま
す
を
り
は
、
先
帝
に
い
と

よ
う
似
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
へ
り
。
御
か
た
ち
、
こ
れ
は
今
す
こ
し
勝
ら
せ
た
ま
へ
り
。
あ
た
ら

帝
の
御
物
の
怪
い
み
じ
く
お
は
し
ま
す
の
み
ぞ
、
よ
に
心
憂
き
こ
と
な
る
。」

結
局
、
こ
の
物
の
怪
が
原
因
と
も
な
り
、
彼
の
治
世
は
二
年
ば
か
り
の
短
さ
で
終
わ
る
。
女
御

た
ち
が
里
が
ち
で
あ
る
一
方
、「
さ
る
べ
き
殿
上
人
、
殿
ば
ら
、
た
ゆ
ま
ず
夜
昼
さ
ぶ
ら
ひ
た
ま

ふ
。」
状
況
で
は
無
理
も
な
か
ろ
う
。
弟
の
守
平
親
王
が
、
十
一
歳
で
円
融
帝
と
な
る
。

巻
二
「
花
山
た
づ
ぬ
る
中
納
言
」
以
降
、
院
と
な
っ
て
か
ら
も
物
の
怪
は
相
変
わ
ら
ず
だ
が
、

男
皇
子
も
も
う
け
、「
例
ざ
ま
に
お
は
し
ま
す
時
は
い
と
う
れ
し
き
こ
と
に
思
し
め
し
て
、
よ
ろ

づ
に
知
り
あ
つ
か
ひ
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ひ
け
り
。」
と
、
ふ
つ
う
で
あ
れ
ば
子
煩
悩
で
あ
っ
た
様

子
が
窺
え
る
。
た
だ
、
冷
泉
院
の
女
御
超
子
（
藤
原
兼
家
の
女
、
師
輔
の
孫
）
に
も
、
難
は
及
び
、

彼
女
は
突
然
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
。「
な
ほ
こ
れ
も
か
の
御
物
の
怪
の
し
つ
る
と
ぞ
、
思
さ
れ
け

る
。」
と
い
っ
た
気
の
毒
な
次
第
で
あ
る
。

巻
三
「
さ
ま
ざ
ま
の
よ
ろ
こ
び
」
で
冷
泉
院
の
近
況
が
語
ら
れ
る
折
に
は
、
側
に
仕
え
る
者
た

歴史物語からの「再生」

４３９



ち
に
、
気
前
よ
く
御
衣
や
御
衾
な
ど
を
下
げ
渡
す
様
子
が
か
か
れ
る
。
ま
た
、「
三
、
四
の
宮
な

ど
、
た
ま
さ
か
に
も
参
ら
せ
た
ま
ふ
を
り
は
、
い
み
じ
う
め
づ
ら
か
に
う
つ
く
し
み
た
て
ま
つ
ら

せ
た
ま
ひ
け
る
。
さ
れ
ど
御
物
の
怪
の
い
と
恐
ろ
し
け
れ
ば
、
た
は
や
す
く
も
参
ら
せ
た
て
ま
つ

ら
せ
た
ま
は
ず
。」
と
、
年
下
の
男
皇
子
た
ち
と
の
関
係
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
愛
情
の

ゆ
え
に
か
、
巻
七
「
と
り
べ
野
」
で
、
三
の
宮
で
あ
る
為
尊
親
王
薨
去
の
折
に
は
、「
冷
泉
院
ほ

の
聞
し
め
し
て
、「
よ
に
う
せ
じ
。
よ
う
求
め
ば
あ
り
な
ん
も
の
を
」
と
ぞ
の
た
ま
は
せ
け
る
。

あ
は
れ
な
る
親
の
御
有
様
に
な
ん
。」
と
、
同
情
を
誘
う
よ
う
な
記
述
も
さ
れ
る
。

結
局
彼
は
、
巻
十
「
ひ
か
げ
の
か
づ
ら
」
で
病
悩
と
そ
れ
に
続
く
崩
御
が
描
か
れ
、
一
生
を
終

え
る
。
ふ
だ
ん
か
ら
物
の
怪
が
つ
い
て
い
る
だ
け
に
、
む
し
ろ
そ
ん
な
時
に
伺
候
し
て
見
分
け
ら

れ
て
し
ま
う
と
か
え
っ
て
無
気
味
で
あ
る
。
そ
こ
で
大
殿
の
道
長
も
、「
急
ぎ
出
で
さ
せ
た
ま
ひ

ぬ
。」
ま
た
、
気
遣
っ
て
見
舞
い
た
い
と
い
う
帝
（
三
条
帝
）
を
、「（
略
）
御
物
の
怪
い
と
い
と

恐
ろ
し
。
見
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ふ
と
も
、
御
心
の
例
に
お
は
し
ま
さ
ば
こ
そ
あ
ら
め
」
な
ど
と

言
上
し
、
止
め
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
寛
弘
八
年
（
一
〇
一
一
年
）、
冷
泉
院
は
六
十
二
歳
で
世

を
去
っ
た
。

物
の
怪
は
そ
の
後
、
三
条
帝
に
も
つ
い
た
よ
う
で
、
巻
十
二
「
た
ま
の
む
ら
ぎ
く
」
に
も
関
連

す
る
記
述
が
あ
り
、
巻
十
三
「
ゆ
ふ
し
で
」
の
崩
御
ま
で
影
響
は
あ
っ
た
よ
う
だ
。（
た
だ
、
そ

こ
で
は
元
方
の
み
な
ら
ず
、
他
の
霊
も
登
場
し
て
く
る
。）

さ
て
、
こ
う
し
て
『
栄
花
物
語
』
に
即
し
て
見
て
く
る
と
、
少
年
憲
平
の
行
く
手
に
待
ち
受
け

る
運
命
は
、
な
ん
と
も
重
苦
し
い
も
の
に
思
え
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
祖
父
で
あ
る
師

輔
の
病
や
死
に
、
元
方
の
霊
が
関
与
し
て
い
な
い
の
が
不
思
議
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ

こ
で
、
も
う
一
つ
の
同
時
代
を
記
し
た
歴
史
物
語
、『
大
鏡
』
を
も
、
覗
い
て
み
る
こ
と
に
し
よ

う
。
こ
ち
ら
も
、
小
学
館
刊
行
の
「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」
所
収
に

（
３
）

よ
る
。

『
大
鏡
』
で
の
師
輔
と
い
え
ば
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
百
鬼
夜
行
に
あ
っ
た
、
と
い
う
エ

ピ
ソ
ー
ド
だ
ろ
う
。
気
配
を
感
じ
、
車
の
簾
を
垂
れ
さ
せ
、
さ
ら
に
尊
勝
陀
羅
尼
を
読
誦
し
て
難

を
逃
が
れ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
は
、
そ
れ
だ
け
の
胆
力
も
知
力
も
備
え
て
い
る
人
物
の
証
と
捉
え

ら
れ
る
。
こ
れ
に
続
く
記
述
に
、
元
方
と
の
双
六
の
話
が
出
て
く
る
。

「
元
方
民
部
卿
の
御
孫
、
儲
の
君
に
て
お
は
す
る
頃
、
帝
の
御
庚
申
せ
さ
せ
た
ま
ふ
に
」
と
い

う
時
期
の
こ
と
。
九
条
殿
も
や
っ
て
き
た
。
そ
し
て
「
攤
（
だ
）
打
た
せ
た
ま
ふ
つ
い
で
に
、
冷

泉
院
の
孕
ま
れ
お
は
し
ま
し
た
る
ほ
ど
に
て
、
さ
ら
ぬ
だ
に
世
人
い
か
が
と
思
ひ
申
し
た
る
に
、

九
条
殿
、「
い
で
、
今
宵
の
攤
つ
か
う
ま
つ
ら
む
」
と
仰
せ
ら
る
る
ま
ま
に
、「
こ
の
孕
ま
れ
た
ま

へ
る
御
子
、
男
に
お
は
し
ま
す
べ
く
は
、
調
六
出
で
来
」
と
て
、
打
た
せ
た
ま
へ
り
け
る
に
、
た

だ
一
度
に
出
で
く
る
も
の
か
。」
と
い
う
強
運
の
持
ち
主
で
あ
る
師
輔
は
、
そ
の
予
兆
の
と
お
り

の
結
果
を
得
る
。
こ
れ
に
対
し
「
こ
の
民
部
卿
の
御
気
色
い
と
あ
し
う
な
り
て
、
色
も
い
と
青
く

こ
そ
な
り
た
り
け
れ
。
さ
て
後
に
、
霊
に
出
で
ま
し
て
、「
そ
の
夜
や
が
て
、
胸
に
釘
は
う
ち
て

き
」
と
こ
そ
の
た
ま
ひ
け
れ
。」
と
い
う
わ
け
で
、
ど
う
も
、
両
者
の
格
の
差
の
よ
う
な
も
の
さ

え
感
じ
さ
せ
ら
れ
て
く
る
。

『
栄
花
物
語
』
も
『
大
鏡
』
も
、
も
ち
ろ
ん
、
現
在
の
私
た
ち
が
把
握
し
て
い
る
史
実
を
す
べ

て
承
知
し
て
歴
史
叙
述
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
書
な
り
の
執
筆
方
針
も

あ
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
を
も
っ
て
、
現
在
の
視
点
か
ら
客
観
的
で
な
い
と
か
合
理
的
で
な

い
と
指
弾
す
る
の
は
妥
当
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
時
代
な
り
の
合
理
性
の
も
と
で
、
歴
史
意
識
が

働
い
て
い
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
物
の
怪
の
存
在
も
、
強
運
を
招
き
寄
せ
る
出
来
事

も
、
と
も
に
事
実
と
し
て
受
け
止
め
う
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
『
国
史
大
事
典
』（
吉
川
弘
文
館
）
で
藤
原
元
方
（
第
十
二
巻
所
収
、
一
九
九
一
）

の
項
に
も
、
冷
泉
天
皇
（
第
十
四
巻
所
収
、
一
九
九
三
）
の
項
に
も
、
霊
に
ま
つ
わ
る
記
述
が
あ

る
。
前
者
で
は
「
悲
嘆
の
う
ち
に
没
し
た
元
方
は
、
怨
霊
と
な
っ
て
冷
泉
以
後
歴
代
の
天
皇
に

祟
っ
た
と
さ
れ
る
」、
後
者
で
は
「
そ
の
狂
気
は
元
方
の
祟
り
と
い
わ
れ
、
治
世
は
外
戚
の
師
輔

流
藤
原
氏
の
勢
力
伸
張
に
利
用
さ
れ
た
」
と
あ
り
、
ま
さ
に
歴
史
の
流
れ
の
中
で
そ
の
「
物
の
怪
」

は
働
き
を
示
し
た
こ
と
に
な
る
。

四

歴
史
物
語
か
ら
関
連
す
る
記
事
を
見
て
き
た
が
、
で
は
『
え
ん
の
松
原
』
で
は
、
何
が
、
ど
う
、

変
え
ら
れ
て
い
る
の
か
。
い
く
つ
か
の
点
を
順
に
取
り
上
げ
て
、
問
題
を
整
理
し
て
み
た
い
。
な

お
、「
新
日
本
古
典
文
学
全
集
」（
小
学
館
）
所
収
の
『
今
昔
物
語
集
�
』（
馬
渕
和
夫
、
国
東
文

麿
、
稲
垣
泰
一
校
注
・
訳
、
二
〇
〇
二
）
と
、『
平
家
物
語
�
』（
市
古
貞
次
校
注
・
訳
、
一
九
九

四
）
を
途
中
で
参
照
す
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
は
表
題
に
も
な
っ
て
い
る
そ
の
場
所
に
巣
食
う
も
の
の
正
体
だ
が
、
こ
れ
が
黒
い
「
鳥
」

に
な
っ
た
。
も
と
も
と
怪
し
げ
な
も
の
の
居
場
所
と
し
て
、
説
話
集
に
も
登
場
す
る
が
、
そ
こ
で

出
て
く
る
と
き
は
、「
鬼
」
で
あ
っ
た
り
「
狐
」
で
あ
っ
た
り
す
る
よ
う
で
あ
る
。

た
と
え
ば
『
今
昔
物
語
集
』
を
繙
い
て
み
よ
う
。
巻
第
二
十
七
の
「
内
裏
の
松
原
に
於
て
鬼
人

の
形
と
成
り
て
女
を
嚏
ら
ふ
語
第
八
」
が
、
ま
ず
は
該
当
す
る
。
頭
注
の
概
略
で
は
「
光
孝
天
皇
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の
御
代
、
仲
秋
名
月
こ
ろ
の
夜
の
こ
と
、
武
徳
殿
の
松
原
を
通
り
か
か
っ
た
若
い
女
連
れ
三
人
の

う
ち
の
一
人
が
、
男
に
松
の
木
陰
に
誘
わ
れ
た
ま
ま
戻
ら
ず
、
不
審
に
思
っ
た
連
れ
の
二
人
が
近

寄
っ
て
み
る
と
、
女
は
足
と
手
を
残
し
た
ま
ま
鬼
に
食
い
殺
さ
れ
て
い
た
と
い
う
話
」
で
あ
る
。

ま
た
「
宴
の
松
原
は
妖
狐
な
ど
が
出
没
す
る
怪
し
げ
な
場
所
と
し
て
著
聞
す
る
」
と
も
記
さ
れ
て

い
る
。
た
し
か
に
、
同
巻
の
「
狐
女
の
形
に
変
じ
て
播
磨
康
高
に
値
ふ
語
第
三
十
八
」
は
、
こ
れ

も
そ
の
頭
注
か
ら
紹
介
す
る
と
、「
九
月
中
旬
の
月
明
り
の
夜
の
こ
と
、
宴
の
松
原
で
顔
を
扇
で

隠
し
た
絶
世
の
美
女
と
出
会
う
が
、
こ
れ
は
有
名
な
豊
楽
院
周
辺
に
棲
息
す
る
妖
狐
の
し
わ
ざ
と

怪
し
み
、
追
い
剥
ぎ
を
装
っ
て
刀
を
抜
い
て
脅
し
た
と
こ
ろ
、
美
女
は
悪
臭
を
放
つ
小
便
を
ひ
っ

か
け
る
や
、
狐
と
変
じ
て
逃
げ
去
っ
た
話
」
で
あ
る
し
、
巻
十
四
第
五
話
も
関
連
す
る
話
と
さ
れ

る
。
先
の
二
話
と
違
い
、
そ
の
「
野
干
の
死
に
た
る
を
救
は
む
が
為
に
法
花
を
写
す
人
の
語
」
で

は
、
男
の
供
養
に
よ
り
死
ん
だ
狐
は
、
無
事
に
�
利
天
に
往
生
し
た
と
い
う
情
味
を
持
た
せ
た
話

と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
前
段
で
は
、
や
は
り
主
人
公
の
男
と
女
に
化
け
た
狐
と
は
関
係
を
持
っ

て
い
る
。

つ
ま
り
、『
今
昔
物
語
集
』
の
こ
れ
ら
の
話
か
ら
は
、
え
ん
の
松
原
付
近
に
巣
食
う
妖
し
い
も

の
と
は
、「
性
」
を
連
想
さ
せ
る
身
体
的
な
脅
威
の
存
在
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
に
対
し
、『
え
ん
の
松
原
』
で
そ
こ
に
巣
食
う
の
は
、
鳥
た
ち
で
あ
る
。
無
論
、
音
羽
が

目
撃
し
、
あ
る
い
は
聞
き
と
っ
た
そ
れ
ら
は
、
男
女
混
じ
り
、
た
と
え
ば
恨
み
を
残
し
て
こ
の
世

を
去
っ
た
と
き
の
年
齢
も
は
っ
き
り
は
し
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
そ
う
し
た
心
情
の
み
が
結

集
し
て
、
鳥
の
姿
を
と
ら
せ
て
い
る
、
と
い
っ
た
印
象
に
し
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
し
て
や
、
肝

腎
の
憲
平
に
着
い
て
い
る
鳥
は
、
少
女
の
姿
に
変
わ
る
。
そ
う
、
こ
こ
で
は
、
男
―
女
と
い
う
、

成
熟
し
た
存
在
の
対
は
登
場
し
な
い
。「
性
」
を
排
除
し
た
少
年
―
少
女
と
い
う
関
係
と
し
て
、

そ
し
て
そ
の
精
神
性
が
、「
鳥
」
の
形
を
と
る
こ
と
で
、
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
関
し
て
は
、
別
の
点
に
も
触
れ
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る「
も
う
一
人
の
自
分
」

が
主
題
と
な
る
作
品
は
、
児
童
文
学
で
は
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
が
、
こ
の
『
え
ん
の
松
原
』

の
場
合
、「
変
成
男
子
の
法
」
が
行
わ
れ
た
結
果
と
し
て
そ
の
問
題
が
浮
上
し
て
き
た
と
さ
れ
る
、

と
い
う
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
阿
闍
梨
の
修
法
に
よ
り
、
安
子
の
腹
中
の
子
は
男
皇
子
と
な
っ

て
、
憲
平
が
生
ま
れ
た
こ
と
に
な
る
。
上
級
貴
族
の
家
な
ら
ば
女
子
誕
生
が
歓
迎
さ
れ
る
も
の
を
、

そ
の
女
子
が
成
長
し
て
入
内
す
れ
ば
、
今
度
は
男
子
誕
生
ば
か
り
が
祈
念
さ
れ
る
。
帝
位
を
め
ぐ

る
争
い
ゆ
え
の
必
然
と
い
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
こ
う
し
た
背
景
が
、「
も
う
一
人
の
自
分
」
と

い
う
存
在
が
否
応
な
く
生
み
出
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
物
語
の
骨
格
を
、
無
理
な
く
作
り
上
げ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。（
こ
れ
ら
の
修
法
の
あ
り
方
自
体
、
も
と
も
と
の
仏
語
で
の
「
変
成

男
子
の
法
」
と
は
意
味
が
異
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
。）

な
お
、
こ
う
し
た
行
為
に
つ
い
て
は
、
後
の
『
平
家
物
語
』
に
は
は
っ
き
り
と
、
巻
三
の
「
赦

文
」
で
、
中
宮
徳
子
の
懐
妊
の
際
、
天
台
座
主
覚
快
法
親
王
が
「
変
成
男
子
の
法
」
を
修
せ
ら
れ

た
と
の
記
載
が
見
ら
れ
る
。
資
料
の
性
格
に
も
よ
る
だ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
『
栄
花
物
語
』
や

『
大
鏡
』
な
ど
の
歴
史
物
語
に
は
、
憲
平
に
つ
い
て
の
そ
れ
に
類
す
る
記
事
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。

つ
ま
り
、
修
法
に
つ
い
て
の
歴
史
的
叙
述
の
有
無
は
と
も
あ
れ
、
こ
の
作
品
で
は
そ
れ
が
要
と
し

て
用
い
ら
れ
た
点
が
、
興
味
深
い
。

ま
た
、
そ
れ
で
い
て
性
的
に
は
未
分
化
の
時
期
が
選
ば
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
も
と
も
と
の

身
体
的
特
徴
か
ら
も
十
分
、
少
女
と
の
互
換
性
を
想
像
さ
せ
う
る
点
も
、
目
立
た
な
い
が
人
物
造

型
の
上
で
は
注
目
す
べ
き
点
で
あ
ろ
う
。
前
節
の
引
用
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
実
際
に
も
憲
平

は
、
父
村
上
帝
に
も
似
て
、
と
い
う
よ
り
そ
れ
以
上
で
あ
っ
て
、
本
来
は
見
目
か
た
ち
麗
し
い
、

好
ま
し
い
帝
の
一
人
と
な
る
は
ず
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

他
方
の
音
羽
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
は
想
像
上
の
人
物
で
あ
る
か
ら
当
然
で
は
あ
る
が
、「
小
柄

で
声
が
細
く
、
赤
子
の
こ
ろ
か
ら
「
女
の
子
の
よ
う
」
と
言
わ
れ
つ
づ
け
て
き
た
」
と
の
設
定
が

な
さ
れ
、
少
女
へ
の
仮
装
を
自
然
に
導
く
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、「
十
三
歳
の
音
羽
で
さ
え
少

女
と
見
ま
が
う
」
こ
と
が
、「
二
歳
年
下
の
東
宮
憲
平
が
、「
生
ま
れ
な
か
っ
た
可
能
性
」
と
し
て

の
「
少
女
」
で
あ
る
分
身
を
ひ
き
ず
っ
て
い
る
」
曖
昧
さ
や
混
沌
と
い
っ
た
も
の
を
、
よ
り
強
く

読
者
に
印
象
付
け
る
効
果
を
果
た
し
て
も
い
る
と
考
え
て
よ
い
。

さ
ら
に
、
物
の
怪
の
内
実
の
変
更
も
、
重
要
な
改
変
で
あ
る
。
元
方
の
霊
の
強
力
さ
は
、
こ
れ

も
前
節
の
引
用
か
ら
も
明
ら
か
だ
ろ
う
。
先
ほ
ど
少
し
言
及
し
た
『
平
家
物
語
』
の
場
合
も
、
中

宮
徳
子
懐
妊
記
事
の
続
き
で
、
怨
霊
の
恐
ろ
し
い
先
例
の
一
人
と
し
て
、
元
方
の
名
を
あ
げ
て
い

る
ほ
ど
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、『
え
ん
の
松
原
』
で
は
、
元
方
の
霊
は
た
だ
に
師
輔
に
祟
る
、
の

で
あ
る
。
い
わ
ば
、
権
力
抗
争
を
す
る
の
は
男
性
貴
族
た
ち
で
あ
り
、
喜
怒
哀
楽
の
感
情
が
向
か

う
相
手
も
、
そ
の
範
囲
の
み
で
あ
る
か
の
よ
う
に
。

こ
れ
も
、
引
用
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
元
方
の
霊
は
安
子
と
村
上
帝
に
、
そ
し
て
東
宮
憲

平＝

冷
泉
帝
に
、
そ
の
ほ
か
冷
泉
帝
女
御
超
子
や
花
山
帝
、
三
条
帝
な
ど
、
実
に
長
く
し
ぶ
と
く
、

祟
り
続
け
た
。
歴
史
的
に
も
有
名
な
こ
の
事
実
か
ら
離
れ
、「
物
の
怪
」
現
象
を
、
権
力
者
同
士

の
抗
争
と
、
人
間
の
自
立
の
問
題
に
分
離
し
て
描
く
こ
と
に
し
た
点
は
、
歴
史
物
語
に
親
し
ん
だ

者
に
は
、
相
当
な
驚
き
と
な
る
だ
ろ
う
。

歴史物語からの「再生」
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細
か
い
よ
う
だ
が
、「
物
の
怪
」
造
型
の
変
化
に
も
目
を
留
め
て
お
き
た
い
。
そ
も
そ
も
「
物

の
怪
」
は
、
特
定
の
誰
か
に
と
り
つ
く
。
だ
か
ら
、
ふ
だ
ん
は
Ａ
に
つ
い
て
い
て
も
、
一
時
的
に

Ｂ
に
つ
け
ば
そ
の
間
Ａ
は
正
気
に
戻
っ
て
い
る
。
だ
が
、
憲
平
の
場
合
は
、
違
う
。「
生
ま
れ
な

か
っ
た
可
能
性
」
で
あ
る
「
少
女
」
の
霊
は
、
居
場
所
と
し
て
「
え
ん
の
松
原
」
を
持
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
物
語
終
盤
で
は
、
少
年
た
ち
が
自
分
か
ら
そ
こ
へ
と
足
を
運
ぶ
、
つ
ま
り
行
動
を
開
始

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
者
の
対
峙
が
起
こ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
女
は
「
待
っ
て
い
る
」
存
在
な

の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
も
は
や
古
典
の
「
物
の
怪
」
か
ら
は
離
れ
、「
も
う
一
人
の
自
分
」
と

の
間
に
お
け
る
主
体
性
を
め
ぐ
る
展
開
と
い
う
、「
近
代
的
」
な
テ
ー
マ
の
優
勢
を
認
め
た
ほ
う

が
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
の
「
少
年
」＝

行
動
、「
少
女
」＝

待
機
を
、
ど
う
考
え
る
か
。

こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
深
入
り
は
し
な
い
。
ま
た
、
あ
ま
り
問
題
を
短
絡
的
に
捉
え
す
ぎ
て
も
い
け

な
い
だ
ろ
う
。
も
と
も
と
歴
史
的
人
物
か
ら
主
人
公
を
選
ん
だ
こ
と
に
よ
る
制
約
、
と
と
り
あ
え

ず
は
見
て
お
き
た
い
。

『
え
ん
の
松
原
』
の
改
変
・
創
造
に
関
し
て
、
い
く
つ
か
の
点
か
ら
考
え
て
き
た
。
そ
れ
ら
を

通
し
て
み
え
て
く
る
の
は
、
巧
妙
な
「
性
」
の
排
除
に
よ
る
、
東
宮
を
精
神
的
に
悩
ま
す
自
己
存

在
の
危
機
の
問
題
―
―
そ
れ
へ
の
焦
点
化
で
あ
る
。
そ
し
て
結
び
の
場
面
で
、
音
羽
は
「
少
年
」

の
姿
に
復
帰
し
、
憲
平
は
彼
に
直
接
別
れ
を
告
げ
る
た
め
に
あ
え
て
は
じ
め
て
の
「
女
装
」
を
す

る
。
平
然
と
外
面
的
な
「
女
装
」
を
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
内
面
で
の
彼
の
「
統
合
」
が
確
か
に

成
就
し
た
こ
と
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
も
と
れ
る
。

多
少
の
資
料
と
の
対
比
を
し
な
が
ら
、『
え
ん
の
松
原
』
の
特
徴
を
見
て
き
た
こ
こ
ま
で
の
検

討
か
ら
も
、
歴
史
的
な
場
を
借
り
な
が
ら
「
自
己
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
作
品
と
し
て
、
児
童
文
学

で
は
比
較
的
お
な
じ
み
な
が
ら
も
設
定
に
特
色
が
あ
る
、
と
い
っ
た
捉
え
ら
れ
方
が
で
き
よ
う
。

も
し
資
料
の
存
在
を
知
ら
な
い
な
ら
―
―
実
際
に
は
、
大
人
の
読
者
で
あ
っ
て
も
こ
の
方
面
の
知

識
が
少
な
い
場
合
は
大
い
に
考
え
ら
れ
る
。
現
に
、
あ
る
研
究
会
の
席
上
で
、
憲
平
も
想
像
上
の

人
物
だ
と
ば
か
り
思
い
込
ん
で
い
た
、
と
の
発
言
も
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
う
し
た
読
み
方
を

仮
定
す
る
な
ら
、
よ
り
強
く
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
要
素
が
浮
き
立
つ
。
舞
台
が
仮
構
さ
れ
る
こ
と

は
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
常
套
で
あ
る
。
歴
史
性
は
薄
ま
り
、
少
年
の
「
成
長
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
向

日
的
な
、
ま
さ
に
理
想
主
義
的
な
典
型
例
と
も
思
え
て
く
る
だ
ろ
う
。

だ
が
、
再
度
歴
史
物
語
と
あ
わ
せ
見
て
い
く
な
ら
、
そ
う
し
た
面
か
ら
う
け
と
る
の
と
は
違
っ

た
本
作
品
の
味
わ
い
が
出
て
く
る
。
哀
れ
さ
と
い
っ
た
ら
よ
い
だ
ろ
う
か
、
そ
ん
な
感
情
で
あ
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
作
品
の
舞
台
と
な
る
時
期
は
、
天
徳
四
年
（
九
六
〇
年
）
の
夏
に

限
定
さ
れ
て
い
る
。
憲
平
に
つ
い
て
は
、
東
宮
と
い
う
呼
び
方
と
こ
の
本
名
の
み
が
出
て
く
る
。

「
あ
と
が
き
」
も
含
め
、
彼
が
後
に
冷
泉
帝
と
な
る
こ
と
は
巧
妙
に
伏
せ
ら
れ
て
い
る
。
史
実
を

照
合
さ
せ
や
す
い
帝
と
し
て
の
名
を
出
さ
な
い
こ
の
や
り
方
の
お
か
げ
で
、
作
品
で
描
か
れ
た
範

囲
の
時
期
に
お
い
て
は
、
彼
は
無
事
に
「
も
う
一
人
の
自
分
」
を
統
合
し
た
こ
の
後
、
や
が
て
立

派
に
帝
と
な
っ
て
い
く
こ
と
さ
え
、
想
像
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

母
の
安
子
や
父
の
村
上
帝
に
こ
れ
以
上
言
及
す
れ
ば
、
彼
ら
の
最
期
に
元
方
の
霊
が
登
場
し
た

事
実
も
あ
わ
せ
て
喚
起
さ
れ
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
、
亡
父
の
後
を
受
け
て
「
冷
泉
帝
」
と
し
て
即

位
し
た
こ
と
も
、
彼
に
と
り
つ
い
た
「
物
の
怪
」
ゆ
え
に
摂
関
政
治
の
進
展
に
は
か
ら
ず
も
寄
与

し
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
、
同
時
に
意
識
に
上
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
彼
の
息
子
た
ち
、
花
山
帝
や
三

条
帝
に
ま
つ
わ
る
不
幸
―
―
前
者
の
突
然
の
出
家
や
、
後
者
の
眼
病
（
も
っ
と
も
『
栄
花
物
語
』

で
は
こ
の
件
に
は
ふ
れ
て
い
な
い
）
―
―
も
、
思
い
起
こ
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。

す
で
に
こ
の
時
代
を
知
っ
て
い
る
者
だ
け
で
な
く
、
た
と
え
ば
こ
の
作
品
に
啓
発
さ
れ
、
古
典

で
あ
る
歴
史
物
語
に
手
を
伸
ば
す
と
す
る
な
ら
、
た
だ
ち
に
、
こ
う
し
た
状
況
を
知
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
時
点
の
三
年
後
に
は
、
憲
平
は
元
服
し
、
昌
子
内
親
王
の
東
宮
参
り
も
決
定
、
さ
ら

に
母
で
あ
る
中
宮
安
子
の
懐
妊
か
ら
翌
年
の
出
産
・
逝
去
ま
で
事
態
は
大
き
く
動
く
。「
物
の
怪
」

に
と
り
つ
か
れ
た
帝
と
な
る
の
も
間
近
い
。
そ
う
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
、
読
者
の
心
に
は
、
少
年
憲

平
に
対
す
る
哀
切
な
思
い
が
湧
い
て
く
る
だ
ろ
う
。
史
実
を
知
っ
て
い
て
も
な
お
、
一
瞬
、
こ
の

時
期
に
は
作
中
で
描
か
れ
た
よ
う
な
、
冒
険
と
友
情
の
交
換
と
内
面
の
統
合
・
自
立
の
、
少
年
と

し
て
の
日
々
が
あ
っ
た
と
考
え
た
い
。
そ
れ
ほ
ど
に
、
作
品
の
設
定
に
選
ば
れ
た
こ
の
時
期
の
貴

重
さ
を
知
る
。

古
典
と
し
て
の
歴
史
物
語
と
、
歴
史
物
語
か
ら
の
「
再
生
」
と
し
て
の
児
童
文
学
作
品
。
こ
の

二
つ
を
対
比
さ
せ
て
み
る
こ
と
が
、
限
ら
れ
た
時
期
の
憲
平
像
へ
の
関
心
を
高
め
、
多
層
的
な
照

明
効
果
を
あ
げ
さ
せ
る
。

『
え
ん
の
松
原
』
は
、
そ
の
ま
ま
、
い
わ
ゆ
る
歴
史
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
し
て
の
み
読
む
こ
と
も

で
き
る
。
他
方
、
古
典
と
本
作
の
併
読
と
い
う
か
た
ち
を
と
る
な
ら
、
両
者
の
重
な
り
と
ず
れ
か

ら
、
あ
ら
た
な
「
再
生
」
効
果
が
生
ず
る
。
こ
こ
に
、
古
典
に
取
材
し
た
作
品
ゆ
え
の
特
質
を
み

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

五

歴
史
に
取
材
し
て
作
品
創
造
を
行
う
こ
と
は
、
一
般
に
、
あ
る
困
難
を
伴
う
。
現
代
の
観
点
か
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ら
は
承
服
し
か
ね
る
よ
う
な
人
物
造
型
や
事
件
の
展
開
を
、
し
ば
し
ば
迫
ら
れ
る
、
と
い
う
点
で

あ
る
。『
え
ん
の
松
原
』
も
例
外
で
は
な
い
。
す
で
に
検
討
し
た
中
で
も
ふ
れ
て
き
た
よ
う
に
、

少
女
性
に
か
か
わ
る
設
定
は
、
現
代
の
読
者
に
多
少
の
違
和
感
を
覚
え
さ
せ
る
の
で
は
な
い
か
。

な
に
せ
、
自
己
に
悩
み
、
行
動
し
、
一
時
的
に
身
を
や
つ
す
し
か
け
と
し
て
「
女
装
」
す
る
少
年

と
、
生
ま
れ
な
か
っ
た
こ
と
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、「
望
ま
れ
て
男
に
生
ま
れ
な
が
ら
、
そ
れ
を

ち
っ
と
も
喜
ば
な
い
あ
の
子
（
引
用
者
注
、
憲
平
）
の
無
念
に
、
わ
た
し
は
つ
な
ぎ
と
め
ら
れ
る
」

と
、
ど
こ
ま
で
も
受
け
身
の
存
在
で
し
か
な
い
〈
少
女
〉
と
い
う
対
比
が
、
目
に
つ
く
の
だ
か
ら
。

『
日
本
児
童
文
学
』
二
〇
〇
二
年
七
・
八
月
号
に
は
、
本
作
が
日
本
児
童
文
学
者
協
会
新
人
賞

を
受
賞
し
た
際
の
選
考
評
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
た
と
え
ば
そ
こ
で
藤
田
の
ぼ
る
は
、「
副
主

人
公
憲
平
に
と
り
つ
く
怨
霊
の
正
体
が
あ
ま
り
に
も
明
快
に
説
き
明
か
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の

で
は
と
い
う
感
も
あ
っ
た
」
と
述
べ
る
。
少
年
の
対
と
し
て
の
「
影
」
が
少
女
で
あ
る
、
と
絵
解

き
し
て
し
ま
え
ば
、
た
し
か
に
彼
の
言
う
不
満
が
出
て
く
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
、
右
に
指
摘
し
た

対
比
の
構
図
が
、
安
易
に
み
え
か
ね
な
い
理
由
も
で
て
く
る
。

そ
の
一
方
で
、
ほ
か
の
選
考
委
員
の
一
人
、
長
谷
川
潮
は
、
こ
の
作
品
を
「
一
義
的
に
は
怨
霊

が
生
き
て
い
た
時
代
の
物
語
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
き
わ
め
て
現
代
的
な
作
品
で
も
あ
る
」
と

し
、
子
ど
も
像
に
も
、
ま
た
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
基
本
モ
チ
ー
フ
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
そ
れ
が

示
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
。
長
谷
川
は
「
多
様
な
読
み
を
可
能
に
す
る
」
点
も
認
め
て
い
る
が
、

右
の
言
い
方
か
ら
は
、
や
は
り
モ
チ
ー
フ
に
ひ
か
れ
る
よ
う
な
現
代
性
重
視
の
傾
向
と
捉
え
て
い

る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

か
り
に
現
代
に
力
点
を
置
い
た
読
み
方
を
す
る
に
し
て
も
、
や
は
り
念
頭
に
置
く
こ
と
が
妥
当

だ
ろ
う
―
―
こ
れ
が
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
歴
史
の
あ
る
一
時
期
に
無
理
な
く
収
め
ら
れ
る
物
語
で
あ

る
こ
と
を
。

現
代
児
童
文
学
で
歴
史
に
取
材
し
た
作
品
群
と
い
う
と
、
多
分
、「
歴
史
小
説
」
な
ど
と
称
さ

れ
る
よ
う
な
、
日
常
的
な
世
界
を
描
い
た
も
の
が
、
思
い
起
こ
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
一
九
六
八
年
か

ら
刊
行
開
始
と
な
っ
た
「
少
年
少
女
歴
史
小
説
シ
リ
ー
ズ
」（
岩
崎
書
店
）
に
は
、
来
栖
良
夫
『
く

ろ
助
』（
一
九
六
八
）
や
浜
野
卓
也
『
堀
の
あ
る
村
』（
一
九
七
二
）
な
ど
、
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
代

表
と
し
て
知
ら
れ
る
作
品
が
い
く
つ
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。
な
か
に
は
遠
藤
寛
子
『
算
法
少
女
』

（
一
九
七
三
）
や
『
米
沢
英
和
女
学
校
』（
一
九
八
一
）
な
ど
女
性
が
中
心
に
位
置
す
る
作
品
も

な
い
で
は
な
い
が
、
他
は
お
お
む
ね
、
何
ら
か
の
形
で
歴
史
に
名
を
残
し
た
男
性
の
手
が
か
り
を

も
と
に
物
語
が
構
想
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
来
栖
良
夫
の
短
編
集『
江
戸
の
お
も
ち
ゃ
屋
』

（
一
九
七
〇
）
の
な
か
に
は
、
平
安
時
代
の
女
性
を
主
人
公
に
し
た
「
平
安
少
女
」
が
あ
る
が
、

こ
れ
は
基
本
的
に
は
、
あ
の
『
更
級
日
記
』
の
現
代
語
版
再
話
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
で
し

か
な
い
、
と
い
う
べ
き
か
。

近
代
以
前
の
時
代
を
舞
台
に
す
る
と
き
、
あ
る
程
度
歴
史
に
取
材
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
ど
う
し

て
も
少
年
を
行
動
的
に
設
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
読
者
は
「
少
年
少
女
」
双
方
で
あ
る
こ
と
も
考

慮
し
、
せ
い
ぜ
い
少
女
を
何
ら
か
の
か
た
ち
で
配
す
る
、
と
い
っ
た
あ
た
り
が
、
一
世
代
前
の
ま

ず
あ
り
う
る
手
法
で
あ
っ
た
、
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
が
、
そ
う
し
た
シ
リ
ー
ズ
の
実
態

に
も
あ
ら
わ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
の
こ
と
を
逆
手
に
と
る
こ
と
も
可
能
な
は
ず
で
あ
る
。
む
し
ろ
限
定
的
な
か
た
ち
で

の
「
少
女
」
的
な
る
も
の
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
の
時
代
に
深
く
根
ざ
し
、
物
語
と
し

て
の
享
受
を
す
す
め
る
の
み
な
ら
ず
、
読
者
の
関
心
を
歴
史
的
事
象
に
回
帰
さ
せ
る
こ
と
を
め
ざ

す
―
―
そ
ん
な
こ
と
も
、
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
問
題
に
し
て
も
、
そ
う
し
た
歴

史
把
握
あ
っ
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
読
者
自
身
の
課
題
と
も
な
り
う
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ

ま
で
を
読
書
か
ら
得
よ
う
と
す
る
か
ど
う
か
は
、
本
来
読
者
に
委
ね
ら
れ
る
部
分
で
あ
る
の
だ
ろ

う
が
。

『
え
ん
の
松
原
』
が
、
ヤ
ン
グ
ア
ダ
ル
ト
以
上
の
年
齢
の
読
者
に
と
っ
て
も
、
そ
の
よ
う
な
歴

史
へ
の
誘
い
と
な
る
可
能
性
を
持
つ
こ
と
は
、
次
の
例
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
二

〇
〇
四
年
七
月
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検
索
を
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
東
京
の
成
蹊
大
学
文
学
部
の

あ
る
セ
ミ
ナ
ー
で
、
こ
の
作
品
が
参
考
書
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。（
七
月
二
四
日
時
点
で
の
、

同
大
学
シ
ラ
バ
ス
に
よ
る
。
ち
な
み
に
テ
キ
ス
ト
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
文
庫
版
の
『
大
鏡
』
で

あ
る
。）
平
安
時
代
の
歴
史
や
都
市
、
逸
話
、
人
々
の
観
念
な
ど
を
考
察
し
て
い
く
第
一
歩
と
し

て
、
ま
ず
本
作
を
読
む
こ
と
が
指
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
子
ど
も
や
中
・
高
生
だ
け
で
は
な

い
。
大
学
生
、
い
や
場
合
に
よ
っ
て
は
広
く
一
般
読
者
に
と
っ
て
も
、
そ
う
し
た
歴
史
や
古
典
へ

の
手
が
か
り
と
し
て
、
本
作
品
は
意
味
を
持
っ
て
い
る
。

ま
っ
た
く
の
虚
構
世
界
の
構
築
と
も
、
単
に
借
景
と
し
て
舞
台
を
使
う
の
で
も
な
く
、
あ
る
時

代
の
事
実
、
現
実
に
基
づ
い
て
作
品
世
界
を
つ
く
る
こ
と
―
―
そ
れ
が
、
読
者
に
と
っ
て
新
鮮
な

刺
激
と
な
り
う
る
。
そ
れ
は
一
方
で
物
語
の
領
域
を
広
げ
る
試
み
で
あ
り
、
他
方
、
あ
る
時
代
の

さ
ま
ざ
ま
な
制
約
や
限
界
を
、
あ
え
て
露
呈
さ
せ
る
よ
う
、
試
し
て
い
る
。

歴
史
物
語
か
ら
で
は
な
い
が
、
や
は
り
平
安
期
の
作
品
に
取
材
し
た
歴
史
ミ
ス
テ
リ
ー
が
、
二

〇
〇
三
年
に
一
般
書
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
第
十
三
回
鮎
川
哲
也
賞
を
受
賞
し
た
森
谷
明
子

歴史物語からの「再生」
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の
デ
ビ
ュ
ー
作
『
千
年
の
黙
』（
東
京
創
元
社
）
で
あ
る
。『
枕
草
子
』
に
出
て
く
る
「
上
に
さ
ぶ

ら
ふ
御
猫
」
に
ま
つ
わ
る
第
一
部
と
、
紫
式
部
執
筆
の
『
源
氏
物
語
』
の
「
か
か
や
く
日
の
宮
」

の
巻
に
ま
つ
わ
る
第
二
部
か
ら
な
る
が
、
い
ず
れ
も
女
童
あ
て
き
を
は
じ
め
、
女
性
た
ち
が
主
要

登
場
人
物
と
な
る
。
し
か
も
謎
解
き
に
は
、
子
ど
も
の
価
値
観
が
う
ま
く
生
か
さ
れ
て
い
る
点
も
、

児
童
文
学
の
立
場
か
ら
は
興
味
深
い
。
古
典
に
取
材
し
た
作
品
と
し
て
、
今
後
、
対
照
さ
せ
て
み

て
い
く
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

古
典
の
歴
史
物
語
と
、
児
童
文
学
の
創
作
を
、
併
読
し
、
相
対
化
さ
せ
あ
う
こ
と
。
そ
こ
か
ら
、

歴
史
物
語
が
い
か
に
「
再
生
」
さ
れ
た
か
、
ま
た
今
後
も
さ
せ
う
る
か
が
、
見
え
る
。

（
１
）

小
著
『「
家
な
き
子
」
の
旅
』、
平
凡
社
、
一
九
八
七
。

（
２
）

山
中
裕
、
秋
山
虔
、
池
田
尚
隆
、
福
長
進
校
注
・
訳
、
同
全
集
第
三
一
巻
の
『
栄
花
物
語

�
』（
一
九
九
五
）
及
び
第
三
二
巻
の
『
同
�
』（
一
九
九
七
）
に
よ
る
。
な
お
、
表
記
は

私
に
改
め
た
。

（
３
）

橘
健
二
、
加
藤
静
子
校
注
・
訳
、
同
全
集
第
三
四
巻
の
『
大
鏡
』（
一
九
九
六
）
に
よ
る
。

表
記
に
つ
い
て
は
右
に
同
じ
。

＊

本
稿
の
骨
子
は
、
日
本
児
童
文
学
学
会
第
四
三
回
研
究
大
会
（
二
〇
〇
四
年
十
一
月
七
日

（
日
）、
東
京
学
芸
大
学
）
で
発
表
し
た
。

＊

本
稿
は
、
平
成
十
六
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ｃ
）（
２
）「
受
験
用
古
典
か
ら

の
脱
却
を
図
る
新
し
い
時
代
に
お
け
る
教
養
教
育
と
し
て
の
古
典
教
育
に
関
す
る
研
究
」（
研

究
代
表
者＝

寺
井
正
憲
）
の
研
究
成
果
の
一
部
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
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