
明
暗
評
釈
　
十

　
第
二
十
五
章
～
第
二
十
九
章

鳥
　
井
　
正
　
晴

第
　
二
　
十
　
五
　
章

同
口
幽
大
正
五
年
（
亘
六
年
）
六
月
二
＋
百
．
「
東
京
朝
日
新
聞
」
　
　
　
　
　
　
↑

　
　
　
　
　
　
　大
正
五年
二
九
一
六
年
）
六
月
二
十
　
日
．
「
大
阪
朝
日
新
聞
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゴ

　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む

①
【
も
と
植
木
屋
で
で
も
あ
つ
た
ら
し
い
其
庭
先
に
は
木
戸
の
用
心
も
竹
垣
の
仕
切
も
な
い
の
で
、
同
じ
地
面
の
中
に
近
頃
建
て
増
さ
れ

　た
新
ら
し
い
貸
家
の
勝
手
ロ
を
廻
る
と
、
す
ぐ
縁
鼻
迄
歩
い
て
行
け
た
。
目
隠
し
に
し
て
は
少
し
低
過
ぎ
る
高
い
茶
の
樹
を
二
三
本
通

　り
越
し
て
、
彼
の
記
憶
に
何
時
迄
も
残
つ
て
ゐ
る
柿
の
樹
の
下
を
潜
つ
た
津
田
は
、
型
の
如
く
其
所
に
叔
母
の
姿
を
見
出
し
た
。
】

第
二
十
五
章
・
冒
頭
に
、
藤
井
の
叔
父
の
「
家
」
が
、
「
庭
」
か
ら
、
紹
介
さ
れ
る
。

H
、
第
二
十
一
章
に
、
次
の
如
く
、
あ
る
。



　
〈
斯う
い
ふ
人
に
あ
り
が
ち
な
場
末
生
活
を
、
藤
井
は
市
の
西
北
に
あ
た
る
高
台
の
片
隅
で
、
此
六
七
年
続
け
て
来
た
の
で
あ
る
。
つ

い

此間
迄
郊
外
に
等
し
か
つ
た
其
高
台
の
此
所
彼
所
に
年
々
建
て
増
さ
れ
る
大
小
の
家
が
、
年
々
彼
の
眼
か
ら
蒼
い
色
を
奪
つ
て
行
く
や

う
に
感
ぜ
ら
れ
る
時
、
彼
は
洋
筆
を
走
ら
す
手
を
止
め
て
、
能
く
自
分
の
兄
の
身
の
上
を
考
へ
た
。
折
々
は
兄
か
ら
金
で
も
借
り
て
、
自

分も
一
つ
住
宅
を
持
へ
て
見
や
う
か
し
ら
と
い
ふ
気
を
起
し
た
。
其
金
を
兄
は
と
て
も
貸
し
て
呉
れ
さ
う
も
な
か
つ
た
。
自
分
も
い
ざ
と

な
る
と
貸
し
て
貰
ふ
性
分
で
は
な
か
つ
た
。
∨

　
藤
井
の

叔
父
の

「家
」
は
、
「
貸
家
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
も
と
植
木
屋
で
で
も
あ
つ
た
ら
し
い
其
庭
先
」
は
、
植
木
屋
か
ら
受
け
継

い

だ
に
し
て
は
、
手
入
れ
も
行
き
届
い
て
い
な
い
。
藤
井
の
叔
父
の
、
「
物
質
上
の
不
安
」
（
第
二
十
一
章
）
が
、
経
済
的
に
裕
福
で
な
い

こ
と
が
、
云
わ
れ
て
い
る
。

　⇔
、
対
し
て
、
岡
本
の
叔
父
の
「
家
」
も
、
「
庭
」
か
ら
、
紹
介
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　第
六
十
章
・
冒
頭
に
、
次
の
如
く
、
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
7

　〈岡
本
の
邸
宅
へ
着
い
た
時
、
お
延
は
又
偶
然
叔
父
の
姿
を
玄
関
前
に
見
出
し
た
。
（
中
略
）
　
彼
は
、
傍
で
鍬
を
動
か
し
て
ゐ
る
　
　
　
一

植
木
屋と
し
き
り
に
何
か
話
を
し
て
ゐ
た
が
、
お
延
を
見
る
や
否
や
、
す
ぐ
向
ふ
か
ら
声
を
掛
け
た
。

　

「来
た
ね
。
今
庭
い
ち
り
を
遣
つ
て
る
所
だ
」

　
植
木
屋
の横
に
は
、
大
き
な
通
草
の
蔓
が
巻
い
た
儘
、
地
面
の
上
に
投
げ
出
さ
れ
て
あ
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む

　

「そ
い
つ
を
今
そ
の
庭
の
入
口
の
門
の
上
へ
這
は
せ
よ
う
と
い
ふ
ん
だ
。
一
寸
好
い
だ
ら
う
」

　
お

延
は

網
代組
の
竹
垣
の
中
程
に
あ
る
其
茅
門
を
支
へ
て
ゐ
る
新
な
ぐ
り
の
柱
と
丸
太
の
桁
を
見
較
べ
た
。

　

「
へえ
。
あ
の
袖
垣
の
所
に
あ
つ
た
の
を
抜
い
て
来
た
の
」

　

「う
ん
其
代
り
彼
所
へ
は
玉
縁
を
つ
け
た
目
関
垣
を
持
へ
た
よ
」

　
近
頃身
体
に
暇
が
出
来
て
、
自
分
の
意
匠
通
り
住
居
を
新
築
し
た
此
叔
父
の
建
築
に
関
す
る
単
語
は
、
何
時
の
間
に
か
急
に
殖
え
て
ゐ



た
。
∨

　
藤
井
の

叔
父
の

「家
」
が
、
裕
福
で
な
い
の
に
対
し
、
岡
本
の
叔
父
の
「
家
」
の
裕
福
さ
が
、
「
庭
」
の
比
較
か
ら
も
、
云
わ
れ
て
い
る
。

　第
七
章
の
、
評
釈
⑤
、
評
釈
⑥
、
参
照
。

　第
二
十
四
章
の
、
評
釈
①
、
参
照
。

②
【
四
十
の
上
を
も
う
三
つ
か
四
つ
越
し
た
此
叔
母
の
態
度
に
は
、
殆
ん
ど
愛
想
と
い
ふ
も
の
が
な
か
つ
た
。
其
代
り
時
と
場
合
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
ツ
ク
ス

　と
世
間
並
の
遠
慮
を
超
越
し
た
自
然
が
出
た
。
其
中
に
は
殆
ん
ど
性
の
感
じ
を
離
れ
た
自
然
さ
へ
あ
つ
た
。
津
田
は
何
時
で
も
此
叔
母

　と
吉
川
の
細
君
と
を
腹
の
中
で
比
較
し
た
。
さ
う
し
て
何
時
で
も
其
相
違
に
驚
ろ
い
た
。
同
じ
女
、
し
か
も
年
齢
の
さ
う
違
は
な
い
二
　
　
　
一

　
人
の
女が
、
何
う
し
て
斯
ん
な
に
違
つ
た
感
じ
を
他
に
与
へ
る
事
が
出
来
る
か
と
い
ふ
の
が
、
第
一
の
疑
問
で
あ
つ
た
。
】
　
　
　
　
　
　
　
1
8

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
一

　H
、
藤
井
の
叔
母
に
は
、
四
人
の
「
子
供
」
が
、
あ
る
。

　
　①
、
第
二
十
七
章
に
、
次
の
如
く
、
あ
る
。

　
〈
四年
前
に
片
付
い
た
長
女
は
、
其
後
夫
に
従
つ
て
台
湾
に
渡
つ
た
ぎ
り
、
今
で
も
其
所
に
暮
し
て
ゐ
た
。
彼
の
結
婚
と
前
後
し
て
、

つ
い

此間
嫁
に
行
つ
た
次
女
は
、
式
が
済
む
と
す
ぐ
連
れ
ら
れ
て
福
岡
へ
立
つ
て
し
ま
つ
た
。
其
福
岡
は
長
男
の
真
弓
が
今
年
か
ら
籍
を

置
い
た
大
学
の
所
在
地
で
も
あ
つ
た
。
〉

　②
、
第
二
十
二
章
に
、
次
の
如
く
、
あ
る
。

　
〈自
分
が
十
位
で
あ
つ
た
時
の
心
理
状
態
を
丸
で
忘
れ
て
し
ま
つ
た
津
田
に
は
、
此
の
返
事
が
少
し
意
外
に
思
へ
た
。
（
中
　
略
）

　
津田
は
叔
父
の
子
供
を
振
り
返
つ
た
。



　

「お
い

真
事も
う
行
か
う
。
小
父
さ
ん
は
是
か
ら
お
前
の
宅
へ
行
く
ん
だ
よ
」
〉

　十
歳
位
の
真
事
は
、
藤
井
の
叔
母
の
、
末
っ
子
で
あ
る
。

　口
、
①
、
対
し
て
、
吉
川
夫
人
に
は
、
「
子
供
」
は
、
な
い
。

　
　第
五
十
三
章
に
、
次
の
如
く
、
あ
る
。

　
〈

「
でも
岡
本
さ
ん
に
や
自
分
の
年
歯
を
計
る
生
き
た
時
計
が
付
い
て
る
か
ら
、
ま
だ
可
い
ん
で
す
。
あ
な
た
と
来
た
ら
何
に
も
反
省

器
械を
持
つ
て
ゐ
ら
つ
し
や
ら
な
い
ん
だ
か
ら
、
全
く
手
に
余
る
丈
で
す
よ
」

　

「
其
代り
お
前
だ
つ
て
何
時
迄
も
お
若
く
つ
て
ゐ
ら
つ
し
や
る
ぢ
や
な
い
か
」

　
み
んな
が
声
を
出
し
て
笑
つ
た
。
∨

　
「年
歯
を
計
る
生
き
た
時
計
」
．
年
頃
の
娘
「
継
子
」
を
持
つ
岡
本
に
対
し
、
「
反
省
器
械
」
．
「
子
供
」
を
持
た
な
い
吉
川
夫
婦
が
、
云
　
　
　
一

わ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
9

　②
、
加
え
て
、
吉
川
夫
人
は
、
重
役
夫
人
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　第
十
章
に
、
吉
川
の
邸
宅
が
、
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　
〈
厳め
し
い
表
玄
関
の
戸
は
何
時
も
の
通
り
締
ま
つ
て
ゐ
た
。
　
（
中
略
）

　

（書
生
が
）
そ
れ
か
ら
又
出
て
来
た
時
、
少
し
改
ま
つ
た
口
調
で
、
「
奥
さ
ん
が
御
目
に
お
掛
り
に
な
る
と
仰
し
や
い
ま
す
か
ら
何
う

そ
」
と
云
つ
て
彼
を
西
洋
建
の
応
接
間
へ
案
内
し
た
。
〉

　
津田
が
勤
め
る
、
「
社
の
重
役
」
（
第
百
二
十
章
）
夫
人
で
あ
る
彼
女
は
、
「
自
由
の
利
き
過
ぎ
る
境
遇
、
そ
こ
に
長
く
住
み
馴
れ
た
彼

女
」
（
第
百
三
十
七
章
）
で
、
あ
る
。

　③
、
そ
し
て
、
吉
川
夫
人
は
、
「
女
」
と
し
て
も
、
現
役
で
あ
る
。

　
　第
十
二
章
に
、
津
田
と
の
関
係
が
、
次
の
如
く
、
云
わ
れ
て
い
る
。



　
∧さ
う
し
て
其
親
し
み
を
能
く
能
く
立
ち
割
つ
て
見
る
と
、
矢
張
男
女
両
性
の
間
に
し
か
起
り
得
な
い
特
殊
な
親
し
み
で
あ
つ
た
。
〉

　
　第
百
三
十
六
章
に
も
、
津
田
と
の
関
係
が
、
云
わ
れ
て
い
る
。

　
〈

「解
り
切
つ
て
る
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
か
。
私
丈
は
貴
方
と
特
別
の
関
係
が
あ
る
ん
で
す
も
の
」
〉

　日
、
文
脈
は
、
異
な
る
が
、
飯
田
祐
子
の
、
〈
『
明
暗
』
論
1
〈
嘘
∨
に
つ
い
て
の
物
語
1
＞
（
『
日
本
近
代
文
学
』
第
5
0
集
、

日
本
近
代
文
学
会
、
平
成
六
年
（
一
九
九
四
年
）
五
月
）
に
、
次
の
見
解
が
、
あ
る
。

　
〈
家
庭
の中
の
彼
女
た
ち
は
「
女
ら
し
く
な
い
」
と
語
ら
れ
る
。
岡
本
の
叔
母
は
「
膏
気
が
ぬ
け
」
「
女
ら
し
い
所
が
な
く
な
つ
て
仕

舞
つ
た
」
（
六
十
）
、
藤
井
の
叔
母
は
「
殆
ん
ど
性
の
感
じ
を
離
れ
た
自
然
さ
へ
あ
つ
た
」
（
二
十
五
）
と
語
ら
れ
る
。
お
秀
も
ま
た
「
器

量
好み
」
で
貰
わ
れ
た
あ
と
は
「
妻
」
で
な
く
「
母
」
と
な
り
「
世
帯
染
み
」
（
九
十
一
）
る
。
つ
ま
り
彼
女
た
ち
は
、
〈
男
∨
た
ち
の

共同
体
に
参
加
す
る
際
の
〈
女
〉
と
い
う
資
格
に
合
致
し
な
い
、
ま
た
は
、
そ
れ
を
捨
て
て
し
ま
っ
た
も
の
た
ち
な
の
で
あ
る
。
彼
女
た
　
　
　
一

ち
は
お
延
が
し
た
よ
う
な
男
の
欲
望
の
読
み
取
り
を
、
放
棄
し
た
存
在
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
（
勺
ふ
心
）
∨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
0

　そ
し
て
、
「
性
」
に
、
「
セ
ッ
ク
ス
」
と
、
特
別
に
、
ル
ビ
が
振
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
注
意
を
要
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
第
十
七章
の
、
評
釈
③
、
参
照
。

③
【
気
の
な
さ
さ
う
な
生
返
事
を
し
た
叔
母
は
、
お
金
さ
ん
が
生
温
る
い
番
茶
を
形
式
的
に
津
田
の
前
へ
注
い
で
出
し
た
時
、
一
寸
首
を

　あ
げ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　

「お
金さ
ん
由
雄
さ
ん
に
よ
く
頼
ん
で
置
き
な
さ
い
よ
。
此
男
は
親
切
で
嘘
を
吐
か
な
い
人
だ
か
ら
」
】

訪問
早
々
、
津
田
は
、
藤
井
の
叔
母
か
ら
、
「
嘘
を
吐
か
な
い
人
」
だ
と
、
椰
楡
さ
れ
て
い
る
。
さ
り
気
な
い
叔
母
の
皮
肉
は
、
し
か



し
、
津
田
の
本
質
を
よ
く
顕
わ
し
て
い
る
。

　H
、
重
松
泰
雄
の
、
〈
「
明
暗
」
1
そ
の
隠
れ
た
モ
テ
ィ
ー
フ
〉
（
『
別
冊
国
文
学
・
N
O
5
「
夏
目
漱
石
必
携
」
』
、
学
燈
社
、
昭

和
五
十
五年
（
一
九
八
〇
年
）
二
月
）
に
、
次
の
指
摘
が
、
あ
る
。

　
〈
現存
の
「
明
暗
」
に
登
場
す
る
の
は
、
ほ
と
ん
ど
が
自
己
や
自
己
の
立
つ
世
界
へ
の
根
底
的
な
懐
疑
を
知
ら
ぬ
、
健
康
で
常
識
的
な

市
井
人
た
ち
で
あ
る
。
む
ろ
ん
彼
ら
に
も
彼
ら
な
り
の
苦
悩
や
不
安
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
、
彼
ら
の
存
在
を
崩
壊
さ
せ
る
ほ
ど
甚

大な
も
の
で
は
な
い
。
か
く
て
一
応
は
平
安
な
現
実
世
界
の
中
で
、
彼
ら
は
け
っ
こ
う
上
辺
は
な
め
ら
か
に
生
き
て
い
る
の
だ
が
、
津
田

はま
ぎ
れ
も
な
く
そ
の
種
族
の
　
　
む
し
ろ
典
型
的
な
ひ
と
り
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
　
（
中
略
）

　
津田
が
、
彼
の
生
活
圏
の
中
で
「
親
切
で
嘘
を
吐
か
な
い
人
」
（
二
十
五
）
、
「
ち
や
ん
と
し
た
所
」
（
二
十
七
）
も
あ
る
人
間
と
し
て
是

認さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
彼
の
「
漠
然
と
し
た
人
生
観
」
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
ま
た
周
囲
の
生
活
者
た
ち
の
そ
れ
で
も
あ
る
に
違
い
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
リ
ヂ
ナ
ル

な
い
。
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ナ
ル
な
社
会
の
営
み
の
中
に
あ
っ
て
、
彼
は
ど
の
意
味
で
も
「
特
殊
人
」
（
「
そ
れ
か
ら
」
六
）
に
は
ほ
ど
遠
い
　
　
　
2
1

存
在な
の
で
あ
る
。
（
垣
O
心
）
∨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　第
二
十
一
一
章
の
、
評
釈
①
、
参
照
。



第
　
二
　
十
　
七
　
章

¶
巴
大
正
五
年
（
元
ニ
ハ
年
）
六
月
二
＋
三
日
・
「
東
京
朝
日
新
聞
」

　
　
　
　
　
　
　
大
正
五年
二
九
一
六
年
）
六
月
二
十
二
日
・
「
大
阪
朝
日
新
聞
」

①
【
「
由
雄
さ
ん
は
一
体
賛
沢
過
ぎ
る
よ
」

　学
校
を
卒
業
し
て
か
ら
以
来
の
津
田
は
叔
母
に
始
終
斯
う
云
は
れ
付
け
て
ゐ
た
。
自
分
で
も
亦
さ
う
信
じ
て
疑
は
な
か
つ
た
。
さ
う
し
　
　
　
一

　て
そ
れ
を
大
し
た
悪
い
事
の
や
う
に
も
考
へ
て
ゐ
な
か
つ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
2

　
　
「え
・
少
し
賛
沢
で
す
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　

「服
装
や食
物
ば
か
り
ぢ
や
な
い
の
よ
。
心
が
派
出
で
賛
沢
に
出
来
上
つ
て
る
ん
だ
か
ら
困
る
つ
て
い
ふ
の
よ
。
始
終
御
馳
走
は
な

　
い
かく
つ
て
、
き
よ
ろ
く
其
所
い
ら
を
見
廻
し
て
る
人
見
た
様
で
」

　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
　
略
）

　
　

「人間
は
好
い
加
減
な
所
で
落
ち
付
く
と
、
大
変
見
つ
と
も
好
い
も
ん
だ
が
ね
」
】

　H
、
第
百
六
十
章
の
、
小
林
の
批
評
も
、
辛
辣
で
あ
る
。

　
〈

「だ
から
先
刻
か
ら
僕
が
云
ふ
ん
だ
。
君
に
は
余
裕
が
あ
り
過
ぎ
る
。
其
余
裕
が
君
を
し
て
余
り
に
贅
沢
な
ら
し
め
過
ぎ
る
。
其
結

果は
何
う
か
と
い
ふ
と
、
好
き
な
も
の
を
手
に
入
れ
る
や
否
や
、
す
ぐ
其
次
の
も
の
が
欲
し
く
な
る
。
好
き
な
も
の
に
逃
げ
ら
れ
た
時



は
、
地
団
太
を
踏
ん
で
口
惜
し
が
る
」
　
　
　
（
中
略
）

　

「君
は自
分
の
好
み
で
お
延
さ
ん
を
貰
つ
た
ら
う
。
だ
け
れ
ど
も
今
の
君
は
決
し
て
お
延
さ
ん
に
満
足
し
て
ゐ
る
ん
ぢ
や
な
か
ら
う
」

　

「だ

つ
て

世
の中
に
完
全
な
も
の
の
な
い
以
上
、
そ
れ
も
已
を
得
な
い
ぢ
や
な
い
か
」

　

「と
い
ふ
理
由
を
付
け
て
、
も
つ
と
上
等
な
も
の
を
探
し
廻
る
気
だ
ら
う
」
∨

　
叔
母
の
、
批
評
は
、
辛
辣
で
、
益
々
に
手
厳
し
い
。
「
心
が
派
手
で
贅
沢
に
出
来
上
つ
て
」
い
て
、
だ
か
ら
、
「
好
い
加
減
な
所
で
落
ち

付く
」
こ
と
が
出
来
な
い
、
「
大
変
見
つ
と
も
」
悪
い
、
津
田
像
が
、
椰
楡
さ
れ
て
い
る
。

　そ
し
て
、
大
事
な
こ
と
は
、
叔
母
の
此
ら
の
「
批
評
」
が
、
悉
く
、
津
田
の
芯
を
射
て
、
正
鵠
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
連
の

叔
母
の

言説
は
、
津
田
を
明
確
に
、
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。

一
2
3｝

第
　
二
　
十
　
八
　
章

同
山
巴
大
正
五
年
（
一
九
ニ
ハ
年
）
六
月
二
＋
四
日
・
蚕
泉
朝
日
新
聞
」

　
　
　
　
　
　
　
大
正
五
年

二
九
一
六
年
）
六
月
二
十
三
日
・
「
大
阪
朝
日
新
聞
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　

①
【
小
林
は
す
ぐ
ロ
を
出
し
た
。
け
れ
ど
も
津
田
の
予
期
と
は
全
く
の
反
対
を
云
つ
た
。



「何今
の
若
い
も
の
だ
つ
て
病
気
を
し
な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
。
現
に
私
な
ん
か
近
頃
ち
つ
と
も
寝
た
事
が
あ
り
ま
せ
ん
。
私
考
へ
る

に
、
人
間
は
金
が
無
い
と
病
気
に
や
罹
ら
な
い
も
ん
だ
ら
う
と
思
ひ
ま
す
」

　津
田
は
馬
鹿
々
々
し
く
な
つ
た
。

　

「
詰
ら
な
い
事
を
い
ふ
な
よ
」
】

　H
、
第
百
七
章
に
、
次
の
如
く
、
あ
る
。

　
〈さ
う
し
て
彼
が
口
を
利
い
た
時
に
は
、
お
延
で
さ
へ
其
意
外
な
の
に
驚
う
か
さ
れ
た
。
彼
は
彼
に
支
配
出
来
る
最
も
冷
静
な
調
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む

で
、
彼
女
の
予
期
と
は
丸
で
反
対
の
事
を
云
つ
た
。

　
「お
秀
お
前
の
云
ふ
通
り
だ
。
兄
さ
ん
は
今
改
め
て
自
白
す
る
。
兄
さ
ん
に
は
お
前
の
持
つ
て
来
た
金
が
絶
対
に
入
用
だ
。
兄
さ
ん
は
　
　
　
一

又

改め
て
公
言
す
る
。
お
前
は
妹
ら
し
い
情
愛
の
深
い
女
だ
。
兄
さ
ん
は
お
前
の
親
切
を
感
謝
す
る
。
だ
か
ら
何
う
そ
其
金
を
此
枕
元
へ
　
　
　
2
4

置
い
て
行
つ
て
呉
れ
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
お秀
の
手
先
が
怒
り
で
顔
へ
た
。
両
方
の
頬
に
血
が
差
し
た
。
∨



第　
二
　
十
　
九
　
章

回
圏
大
正
五
年
（
一
九
ニ
ハ
年
）
六
月
二
＋
五
日
・
「
東
京
朝
日
新
聞
」

　
　
　
　
　
　
　
大
正
五
年

二
九
一
六
年
）
六
月
二
十
四
日
・
「
大
阪
朝
日
新
聞
」

①
【
小
林
は
追
ひ
掛
け
て
、
其
病
院
の
あ
る
所
だ
の
、
医
者
の
名
だ
の
を
、
左
も
自
分
に
必
要
な
知
識
ら
し
く
訊
い
た
。
医
者
の
名
が
自

　分と
同
じ
小
林
な
の
で
「
は
あ
そ
れ
ぢ
や
あ
の
堀
さ
ん
の
」
と
云
つ
た
が
急
に
黙
つ
て
し
ま
つ
た
。
堀
と
い
ふ
の
は
津
田
の
妹
婿
の
姓
　
　
　
一

　で
あ
つ
た
。
彼
が
あ
る
特
殊
な
病
気
の
た
め
に
、
つ
い
近
所
に
ゐ
る
其
医
者
の
許
へ
通
つ
た
の
を
小
林
は
よ
く
知
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
】
　
　
　
2
5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

　H
、
第
十
二
章
に
、
次
の
如
く
、
あ
る
。

　
〈医
者
の
専
門
が
、
自
分
の
病
気
以
外
の
或
る
方
面
に
属
す
る
の
で
、
婦
人
な
ど
は
あ
ま
り
其
所
へ
近
付
か
な
い
方
が
可
い
と
云
は
う

と
し
た
津
田
は
、
少
し
口
籠
つ
て
躊
躇
し
た
。
〉

　
津田
が
、
入
院
加
療
す
る
こ
と
に
な
る
「
医
院
」
は
、
「
性
病
」
を
専
門
と
す
る
、
医
院
で
あ
る
。

　第
十
二
章
の
、
評
釈
②
、
参
照
。

　第
十
七
章
の
、
評
釈
①
、
参
照
。



②
【
津
田
が
手
術
の
準
備
だ
と
云
つ
て
、
折
角
叔
母
の
持
へ
て
呉
れ
た
肉
に
も
肴
に
も
、
日
頃
大
好
な
茸
飯
に
も
手
を
付
け
な
い
の
で
、

　
流
石
の
叔
母も
気
の
毒
が
つ
て
、
お
金
さ
ん
に
頼
ん
で
、
彼
の
ロ
に
す
る
事
の
出
来
る
麺
麹
と
牛
乳
を
買
つ
て
来
さ
せ
よ
う
と
し
た
。

　
ねと
く
し
て
無
暗
に
歯
の
間
に
挟
ま
る
此
所
い
ら
の
麺
麹
に
内
心
辟
易
し
な
が
ら
、
又
賛
沢
だ
と
云
は
れ
る
の
が
少
し
怖
い
の
で
、

　
津田
は
た
ざ
大
人
し
く
茶
の
間
を
立
つ
お
金
さ
ん
の
後
姿
を
見
送
つ
た
。
】

H
、
第
十
九
章
に
、
次
の
如
く
。
あ
る
。

〈お
延
は
手
早
く
包
紙
を
解
い
て
、
中
か
ら
紅
茶
の
缶
と
、
麺
麹
と
牛
酪
を
取
り
出
し
た
。

「お
や
く
是
召
し
や
が
る
の
。
そ
ん
な
ら
時
を
取
り
に
御
遣
り
に
な
れ
ば
可
い
の
に
」

「な
に
彼
奴
ぢ
や
分
ら
な
い
。
何
を
買
つ
て
来
る
か
知
れ
や
し
な
い
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

や

が
て好
い
香
の
す
る
ト
ー
ス
ト
と
濃
い
け
む
り
を
立
て
る
ウ
ー
ロ
ン
茶
と
が
お
延
の
手
で
用
意
さ
れ
た
。
＞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
6

第
十
五章
の
、
評
釈
①
、
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

第
十
九章
の
、
評
釈
③
、
参
照
。

③
【
「
お
金
さ
ん
は
其
人
を
知
つ
て
る
ん
で
す
か
」

　

「顔
は

知
つ
て
る
よ
。
ロ
は
利
い
た
事
が
な
い
け
れ
ど
も
」

　

「ぢや
向
ふ
も
ロ
は
利
い
た
事
な
ん
か
な
い
ん
で
せ
う
」

　

「
当
り
前
さ
」

　

「そ
れ
で
よ
く
結
婚
が
成
立
す
る
も
ん
だ
な
」



「津
田
は

斯う
い
つ
て
然
る
べ
き
理
屈
が
充
分
自
分
の
方
に
あ
る
と
考
へ
た
。
そ
れ
を
み
ん
な
に
見
せ
る
た
め
に
、
彼
は
馬
鹿
々
々
し

いと
い
ふ
よ
り
も
寧
ろ
不
思
議
で
あ
る
と
い
ふ
顔
付
を
し
た
。

「ぢ
や
何
う
す
れ
ば
好
い
ん
だ
。
誰
で
も
み
ん
な
お
前
が
結
婚
し
た
時
の
や
う
に
し
な
く
つ
ち
や
不
可
い
と
い
ふ
の
か
ね
」

叔
父
は

少し
機
嫌
を
損
じ
た
ら
し
い
語
気
で
津
田
の
方
を
向
い
た
。
】

叔
父
の
、
津
田
に
対
す
る
「
言
葉
」
も
、
辛
辣
で
あ
る
。

　
「
こ
と
に
自
己
の
快
楽
を
人
間
の
主
題
に
し
て
生
活
し
よ
う
と
す
る
津
田
」
（
第
百
四
十
一
章
）
に
は
、
「
口
を
利
い
た
事
が
な
」
く
、

「顔
だけ
知
っ
て
い
」
る
相
手
で
は
、
対
象
と
し
て
、
意
味
を
な
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。

つま
り
、
「
感
性
」
に
訴
え
て
初
め
て
、
「
性
的
」
に
感
じ
て
初
め
て
、
「
異
性
」
の
存
在
の
意
味
も
あ
る
と
、
津
田
は
考
え
て
い
る
か
ら
。
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
7

附
記
　
一
、
『
明
暗
』
本
文
中
、
○
印
は
鳥
井
。

　
　

　
一
、
『
明
暗
』
本
文
の
引
用
は
、
岩
波
書
店
刊
『
「
漱
墓
集
」
第
七
巻
・
明
暗
・
（
嬬
蜘
せ
特
　
川
朋
二
＋
雷
騨
輌
群
）

　
　
　
　
に拠
っ
た
。
但
し
、
旧
字
は
、
新
字
に
改
め
た
。


