
こ
の
自
問
す
る
津
田
の
疑
問
は
、

そ
の
ま
ヽ
読
者
の
疑
問
と
な
り、

興
味
を
喚
び
起
こ
す。

彼
女
と
は
誰
9・
打
撃
は
9
影
響
は
？

：

。

二
章
に
お
け
る
油
田
は
、

破
局
と
成
就
の
原
因
解
明
に
無
力
で
あ
る
と
い
う
外
は
な
い
が、

作
者
漱
石
の
眼
に
も、

「

ポ

ア
ン
カ
レ
ー
の
所
酎
複
雑
の
極
致
」
は
、

難
解
な
謎
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

予
定
外
の
膨
張。

し
か
し、

丹
念
な
人
物
配
匿
に
み
ら

注
工

れ
る
「

社
会
践
を
具
体
化
し
た
一

個
の`
＜
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
」
や
財
産
と
愛
を
軸
に
秘
密
と
疑
惑
と
検
証
の
拮
抗
を
描
く
整
理
さ
れ
た
劇

要
素
や
複
雑
に
迎
関
す
る
巧
妙
な
伏
線
な
ど
に
は
、

謎
の
実
相
を
重
屈
的
に
透
視
し
た
漱
石
の
鋭
利
な
眼
を
感
じ
さ
せ
る
。

こ
の
小
論

で
は
、

ま
ず、

漱
石
の
甚
本
的
モ
チ
ー
フ
を
作
品
史
的
に
整
埋
し、

次
に
、

そ
れ
ら
と
対
応
す
る
「

明
暗
」
の
主
要
な
諸
人
物
の
形
象

性
と
劇
要
素
に
若
目
し
、

最
後
に
、

「

明
暗
」

絶
箪
の
彼
方
に
消
え
た
税
石
の
新
た
な
発
展
へ
の
道
を
尋
ね
て
み
た
い
。

？
ポ
ア
ン
カ
レ
ー
の

所
謂
複
雑
の

極
致
？
何
だ
か

解
ら
な
い

＞

（

二
）

《

何
う
し
て
彼
の
女
は
彼
所
へ
嫁
に
行
っ
た
の
だ
ら
う
。

そ
れ
は
自
分
で
行
か
う
と
思
っ
た
か
ら
行
っ
た
に
違
い
な
い
。

然
し
何
う

し
て
も
彼
所
へ
嫁
に
行
く
筈
で
は
な
か
っ
た
の
に
。

さ
う
し
て
此
己
は
又
何
う
し
て
彼
の
女
と
結
婚
し
た
の
だ
ら
う。

そ
れ
も
己
●
貰

は
う
と
思
っ
た
か
ら
こ
そ
結
婚
が
成
立
し
た
に
違
な
い
。

然
し
己
は
未
だ
嘗
て
彼
の
女
を
貰
は
う
と
思
っ
て
ゐ
な
か
っ
た
の
に
。

偶
然

論

吉

田

俊

彦
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斎
眸
的
視
角
と 、

孤
絶
と
不
幸
と
忍
従
の
も
と
で 、

愛
と
我
執
と
迎
命
的
な
力
を
み
た
「
門
」
の
存
在
論
的
視
角
と 、

そ
し
て 、

悲

作
品
史
的
に
み
る
と 、

理
知
と
か
思
想
を
呑
み
尽
く
す
情
念
と
物
質
文
朋
の
ア
ポ
リ
ア
を
時
代
相
の
も
と
に
み
た
「
そ
れ
か
ら

」
の

た
「
彼
岸
過
迄
」
の
構
想
は 、
「
明
暗
」
の
構
想
に 、

大
き
v
oo
わ
っ

惨
な
生
の
原
型
的
人
物
の
造
形
と
相
対
化
の
視
点
人
物
を
も
っ

現
実
告
発
の
否
定
的
論
理
で
自
己
を
観
念
の
砦
に
押
し
上
げ
て
い
く
「
そ
れ
か
ら

」
の
代
助
に
は 、

き
る
の
だ
が 、

代
助
の
鋭
利
な
批
評
精
神
に
よ
る
文
明
開
化
の
告
発
と
同
時

近
代
知
識
人
の
苦
渋
に
満
ら
た
内
部
劇
を
み
る
こ
と
が
で

注（
上

代
助
が
純
一
化
し
よ
う
と
し
た
観
念
の
脆
弱
さ
と
か
そ
の
観
念
の
呪
詣
を
受
け
た
論
理
の
詐
術

に 、

宮
裕
な
資
産
を
拠
り

所
に
し
て 、

を
も
裁
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
漱
石
に
は 、

「
自
己
本
位
」
の
生
活
を
守
る

よ
う 。

「
そ
れ
か
ら
」
の
主
要
な
モ
チ
ー
フ
は 、
「
百
合
」
の
花
に
象
徴
さ
れ
る
無
垢
な
永
遠
的
愛
へ
の
慌
憬
と
「
赤
」
に
象
徴
さ
れ

「
野
分
」
「
虞
美
人
卒
」
な
ど
の
理
念
的
視
点
を
否
定
し
た
漱
石
は 、

小

る
箭
念
と
物
質
文
明
の
無
気
味
な
深
淵
へ
の
畏
怖
で
あ
る 。

「
赤
」

に
象
徴
さ
せ
た
情
念
と
物
質
文
明
の
無
気
味
な
深
淵
が
み
え
て
い
た
の
だ
と
い
え

野
消
三
の 、

暗
い
過
去
の
重
み
と
藤
尾
の
魅
惑
に
引
か
れ
る
惜
念
と
財
産
地
位
へ
の
欲
求
は 、

裁
き
よ
う
の
な
い
漱
石
内
部
の
現
実
と

し
て 、

新
た
な
表
現
を
与
え
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る 。．

信
を
抱
か
せ
る
に
い
た
っ
た
叔
父
と
同
質
の
財
産
処
迎
の
仕
方
も
告
発
さ
れ
て
は
い
な
い 。

漱
石
は 、

宗
助
が
叔
父
の
我
執
を
告
発
す

「
門
」
の
平
凡
な
生
活
者
宗
助
の
造
形
に
は 、

代
助
的
性
格
に
対
す
る
極
度
の
抑
制
が
み
ら
れ
る 。
「
こ
こ
ろ
」
の
先
生
に
他
人
不

い
る
宗
助
夫
婦
の
充
足
の
時
OO
が
崩
腹
す
る
こ
と
を
見
通
し
て
い

る
と
き 、

孤
絶
と
不
幸
と
忍
従
の
微
妙
な
均
衡
の
も
と
に
保
た
れ
て

注(3)

こ
こ
に
は 、

永
遠
的
な
愛
を
憫
恨
す
る
漱

た
の
だ
と
い
え
よ
う 。
「
甘
い
悲
哀
」
と
不
安
の
形
象
は 、

確
か
な
重
み
を
も
っ
て
い
る 。

か
し 、

愛
の
存
立
を
甘
い
悲
哀
と
不
安
の
も
と
に
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

石
の
抑
え
難
い
モ
チ
ー
フ
を
み
る
こ
と
が
で
き
る 。

し

不
安
を
背
負
い
な
が
ら
「
運
命
」
と
し
か
呼
び
よ
う
の
な
い
「
不

漱
石
の
絶
望
的
な
希
求
は 、

人
間
存
在
の
根
廂
に
勁
＜
罪
と
孤
独
と

い
え
よ
う 。
こ
の
連
命
的
力
ヘ
の
畏
怖
と
そ
し
て
永
遠
的
愛
へ
の
佃
慨
と
表
裂
を
な
す
愛
の
破
綻

可
思
議
な
」
力
と
向
か
い
あ
っ
た
と

て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る 。
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・・
1,．

へ
の
恐
怖
は
、

そ
の
ま
ヽ

新
し
い
モ
チ
ー
フ
と
な
り、

「

彼
岸
過
迄
」
の
視
点
人
物
敬
太
郎
の
役
割
は
、

森
本
の
無
気
味
な
「

洋
杖
」

を
持
ち
歩
く
姿
に
把
え
ら
れ
る
。

「

人
間
の
異
常
な

．

．

．

．

．

．

．

．

 

る
機
関
が
暗
い
削
夜
に
迎
転
す
る
有
様
を
駕
欧
の
念
を
も
っ
て
眺
め
て
い
た
い
」

（
停
留
所
一
、

傍
点
引
用
者）

「

浪
没
趣
味
の
符
年
」

（
風
呂
の
後
四
）

と
い
う
性
格
を
与
え
ら
れ
た
敬
太
郎。

彼
は
、

個
々
の
短
顧
の
「

暗
い
附
夜
」
と
具
体
的
な
劇
葛
藤
を
も
つ
と
と
は

で
き
な
い
。

彼
は
、

た
だ
、

「

彼
岸
過
迄
」
に
お
け
る
須
永
の
形
象
に
大
き
く
働
き、

存
在
不
安
の
原
点
に

「

照
咲
の
念
を
も
っ
て
」

そ
の
「

湘
夜
」

を
読
者
の
前
に
捉
示
し
相
対
化
す
る
だ
け
で
あ
る
。

相
対
化
さ

れ
た
個
々
の
曲
夜
を
統
一

す
る
も
の
は
、

「

洋
杖
」
の
象
徴
的
機
能
で
あ
る
。

敬
太
郎
の
照
陸
す
る
個
々
の
囲
夜
に
、

「

洋
杖
」
の
象

徴
す
る
森
本
の
生
の
暗
部
と
無
気
味
な
運
命
が
二
砥
写
し
と
な
っ
て
重
な
り
合
う
と
き、

森
本
の
生
活
は
、

相
対
化
で
き
な
い
生
の
原

注
＄

注(
4)

型
と
な
り
得
た
は
ず
で
あ
る
。

洋
杖
を
持
ち
歩
く
敬
太
郎
に
は
、

「

社
会
関
係
を
端
的
に
あ
ば
き
だ
す
」

文
明
論
的
視
角
と
「

人
間
存

在
の
深
所
に
導
く
」

存
在
論
的
視
角
と
の
同
時
的
機
能
を
果
し
得
る
可
能
性
が
あ
っ

た
と
い
え
よ
う
。

原
型
的
な
人
物
を
造
形
し
、

諸
人
物
の
不
可
思
議
な
生
の
深
部
を
相
対
化
す
る
視
点
人
物
を
設
定
し、

そ
し
て
文
明
論
的
視
角
と
存

在
論
的
視
角
の
同

時
的
機
能
を
閑
ろ
う
と
し
た
「

彼
岸
過
迄
」

の
構
想
と、

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
い
く
つ
か
の
基
本
的
モ
チ
ー
フ
は
、

「

明
陪
」
の
謎
を
解
明
す
る
重
要
な
手
掛
り
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

「

そ
れ
か
ら
」
「

門
」
「

彼
岸
過
迄
」
の
状
況、

人
物
な
ど

も
対
照
さ
せ
な
が

ら
「

明
陪
」
の
主
要
な
人
物
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
検
討
を
進
め
て
み
た
い
。

律
田
の
原
型
は
「

そ
れ
か
ら
」

の
代
助
に
、

お
延
の
原
型
は
「

彼
岸
過
迄
」
の
千
代
子
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

「

眼
保
立
の
整
っ

た
好
男
子
」
で
「

男
と
し
て
は
勿
洞
な
い
位
汲
か
」

な
「

顔
の
肌
理
」

を
「

茄
」
に
「

確
か
め
る
」
「

自
信
」

遡
ろ
う
と
す
る
漱
石
の
肌
寒
い
精
神
の
傾
斜
を
覗
か
せ
る
の
で
あ
る
。
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あ
さ
る
近
代
人
の
一
典
型
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る。

（
六）

合
理
主
義
と
「
特
有
な
思
索
と
観
察
の
力
」

（
そ
れ
か
ら
九）
で
あ
る。
つ
ま
り、

津
田

頭
」
と
「
教
育
」
と．
「
生
活
」
の
余
裕
を
失
い、

（
六）
を
誇
る
自
負
心
と、

そ
し
て、

さ
ら
に、

滑
子
の

と
考
へ
」

熱
誠
」

百
七
十
五）
、
「
同
化
の
埒
外
か
ら
」
「
感
激
家
」
の
「
興
蒋
状
態
」
を
「
批
判
的
」
に
「
眺
め
る
」
「
眼
」

三
十
四）
、
こ
れ
ら
に
み
ら
れ
る
埠
田
の
特
質
は
代
助
の
持
つ
特
質
と
全
く
同
一
の
も
の
で
あ
るb

津
田
は、

代
助
の
「
必
要
が
あ
れ

（
六）

を
侮
蔑
す
る
ニ
ル
ア
ド
ミ
ラ
ル
と
「
あ
ら
ゆ
る
美
の
種
類
に
接
触
す
る
機
会
を
得
る
の
が、

都
会
人
士
の
権
能
で
あ
る

(

+

i

)

る
美
的
快
楽
主
義
と
「
有
の
檻
の
世
界
を、

有
の
儘
で
受
取
っ
て、

其
中
」
自
分
に
「
尤
も
適
し
た
も
の
に
接
禎

を
保
っ
て
満
足
す
る
」

意
外
な
離
反
の
痛
手
を
加
え
持
ら、

開
化
の
現
実
に
踏
み
出
し
た
人
物
と
い
え
よ
う。

そ
の
現
実
は、

外
発
的
開
化
の
影
響
下
で、
「

自
我
崩
破
の
二
つ
の
危
機
の
も
と
で、

「
自
分
の
事
と、

自
分
の
今
日
の、

只
今
の
事
よ
り
外
に
」
「
考
へ
ら
れ
な
い
程
」

の
「
精
神
の
困
態
」
と
「
身
体
の
衰
弱
」
と
「
道
徳
の
敗
退
」
を
招
い
て
い
る
「
現
実
」

に
は、

消
子
の
離
反
を
内
因
的
に
さ
ぐ
る
情
念
か
ら
の
自
我
崩
壊
と
日
糖
事
件
が
象
徴
的
に
示
す
よ
う
な
独
占
企
業
体
制
の
確
立
を
急

ぐ
産
業
界
の
利
権
争
い
の
画
策
と
権
力
の
祓
愚
（
そ
れ
か
ら
八、

十
三）

ーーー
下
部
構
造
の
力
に
外
因
的
に
束
約
さ
れ
る
思
念
か
ら
の

エ
ピ
キ
ュ
リ
ア
ン
と
し
て
の
合
理
主
義
と
ニ
ル
ア
ド
ミ
ラ
ル
と
ナ
ル
シ
ズ
ム
に
自
我
の
確
証
を

〈〈
彼
女
は
美
く
し
い
天
賦
の
感
情
を、

あ
る
に
任
せ
て
惜
気
も
な
く
夫
の
上
に
注
ぎ
込
む
代
り
に、

女
か
ら
精
神
上
の
栄
簑
を
得
て、

大
い
に
世
の
中
に
活
躍
す
る
の
を
唯
一
の
報
酬
と
し
て
夫
か
ら
豫
期
す
る
に
違
な
い。

年
の
ゆ
か
な

い、

学
問
の
乏
し
い、

見
織
の
狭
い
点
か
ら
見
る
と
気
の
毒
と
評
し
て
し
か
る
べ
き
彼
女
は、

頭
と
腕
を
挙
げ
て
実
世
間
に
打
ら
込
ん

．
で、

肉
眼
で
指
す
こ
と
の
で
き
る
権
力
か
財
力
を
捜
ま
な
く
っ
て
は
男
子
で
な
い
と
考
へ
て
ゐ
る。
》

そ
れ
を
受
け
入
れ
る
夫
が、

彼

（
須
永
の
話
十
二）

こ
れ
は、

須
永
の
語
る
千
代
子
像
で
あ
る
が、
こ
こ
に
み
ら
れ
る
千
代
子
の
愛
の
一
途
な
激
し
さ
と
「
肉
眼
で
指
す
こ
と
の
で
き
る
」

ば、

御
白
粉
さ
へ
付
け
か
ね
ぬ
程
に、

肉
骰
に
誇
を
檄
く
」
（
一
）
ナ
ル
シ
ズ
ム
と
「
思
は
せ
振
り
の、

涙
ゃ、

煩
閤
や、

奥
面
目
ゃ

の
快
楽
を
人
間
の
主
題
に
し
て
生
活
し
よ
う
と
す
る
」
（
百
四
十
一
）

主
義、

そ
し
て
「
利
害
の
論
理
に
抜
目
の
な
い
機
敏
さ
」
r
百

（
三
十
六）
、
「
自
己
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注（
上

報
酬
へ
の
期
待
は 、

そ
の
ま
A
お
延
の
特
質
と
な
っ
て
い
る

。

こ
の
特
質
は
天
性
だ
け
の
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
は
い
な
い

。

漱
石
は 、

注(
L

全
く
同
一
の
特
質
を
持
た
せ
た
田
口 、

岡
本
を 、

そ
れ
ぞ
れ
二
人
の
背
後
に
配
し 、

人
物
的
な
特
質
の
奥
に
家
と
時
代
の
力
を
透
視
し

て
い
る
の
で
あ
る 。

田
口
も
岡
本
も
共
に
新
興
の
資
産
階
級 。

こ
の
開
化
の
文
明
に
支
配
さ
れ
た
成
功
者
よ
り 、

と
「

見
諧
の
狭
」
さ
か
ら

生
活
の
理
想
と
知
恵
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
学
び
と
っ
た
お
延
に
は 、

自
ら 、

文
明
の
影
が
落
ち
て
い
た
と
い
え

よ
う 。

漱
石
は 、

千
代
子
の
「
美
し
い
天
賦
の
感
情
」
は
岡
本
の
娘
継
子
に
持
た
せ

、

姪
お
延
に
は
「
疫
我
悛
と
も

虚
栄
心
と
も
解
釈

の
出
来
る
」
「
持
っ

て
生
れ
た
一

種
の
気
位
」
と
「
意
地
」
と
「
知
恵
」

お
延
の
一

途
な
激
し
さ
を
継
子
と
の
対
照
に
よ
っ
て
印
象
的
に
描
い
て
い
る
。

〈〈
あ
た
し
が
幸
福
な
の
は 、

外
に
何
に
も

意
味
は
な
い
の
よ 。

た
ゞ
自
分
の
眼
で
自
分
の
夫
を
択
ぷ
事
が
出
来
た
か
ら
よ 。

岡
目
八

目
で
お
嫁
に
行
か
な
か
っ
た
か
ら
よ
。

解
っ
て
」
＼
継
子
は
心
細
さ
う
な
顔
を
し
た 。

＼
「
ぢ
ゃ
あ
た
し
の
や
う
な
も
の
は 、

と
て
も

幸
福
に
な
る
望
は
な
い
の
ね
」
＼
突
然
興
套
し
た
ら
し
い
急
な
調
子
が
思
は
ず
彼
女
の
口
か
ら

避
し
り
出
し
た

。

＼
「
あ
る
の
よ

、

あ

る
の
よ 。

た
ゞ
愛
す
る
の
よ 、

さ
う
し
て
愛
さ
せ
る
の
よ 。

さ
う
さ
へ
す
れ
ば
幸
福
に
な
る
見
込
は
幾
何
で
も
あ
る
の
よ
」
＼
斯
ぅ
云

っ
た
お
延
の
頭
の
中
に
は 、

自
分
の
相
手
と
し
て
の
洋
田
ば
か
り
が
鮮
明
に
動
い
た 。

》

お
延
は 、

洋
田
の

、

「
道
草
」
の
世
界
を
文
明
論
的
視
角
か
ら

把
え
な
お
そ
う
と
す
る
漱

（
七
十
三）

「
自
分
の
眼
」
で
生
き
る
主
体
的
な
女
で
あ
る
。

そ
の
眼
は
「
自
我
」
と
い
っ

て
よ
か
ろ
う 。

「
千
里
眼
以
上
」

四）

の
自
信 。

も
っ
と
も 、

こ
の
自
信
は 、

律
田
と
の
結
婚
に
よ
っ
て
次
第
に
崩
さ
れ
て
い
っ
て
お
り 、

「
た
ゞ
愛
す
る
の
よ
」
と
い

う
「
避
し
り
出
る
」
こ
と
ば
に
は 、

挫
折
の
危
機
に
怯
え
な
が
ら
自
我
の
高
揚
を
煽
る
お
延
の
痛
ま
し
い
心
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

エ
ピ
キ
ュ
リ
ア
ン
と
し
て
の
合
理
主
義
と
ニ
ル
ア
ド
ミ
ラ
ル
と
ナ
ル
シ
ズ
ム
に
お
延
の
気
位
と
意
地
と
知
恵
を
対
峙
さ
せ

る
と
き 、

そ
こ
に
は 、

自
ら 、

こ
れ
ま
で
の
存
在
不
安
の
原
点
に
遡
ろ
う
と
す
る
求
心
的
な
内
部
劇
と
は
異
な
り 、

自
己
の
虚
像
を
相

手
と
周
囲
に
誇
示
す
る
遠
心
的
な
外
部
劇
と
な
る
の
で
あ
る 。

「
明
暗
」
の
主
人
公
は
埠
田
夫
婦
の
二
人
で
あ
り 、

テ
ー

マ
は 、

二
人

注(
8)

の
「
関
係
の
諸
相
」
を
照
ら
し
出
す
こ
と
で
あ
り 、

そ
こ
に
は

、

（
六
十

（
四
十
七
）

を
加
え 、

近
代
女
性
と
し
て
の
特
質
を
持
っ
た

「
学
問
の
乏
し
」
さ
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代
相
を
重
ね
合
わ
せ
る
漱
石
の
暗
い
認
識
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

津
田
の
自
尊
心
や
冷
淡
さ
や
粘
質
さ
と
の
感
情
的
な
鮒
顧
や
相
剋
に
伴
な
う
お
秀
の
不
滴
や
意
地
や
嫉
妬
。

妹、

嫁、

小
姑
と
変
貌

し
な
が
ら
繰
り
出
す
詰
問
と
攻
掌。

新
た
に
加
わ
る
お
延
の
見
栄
と
知
恵
に
強
者
と
し
て
の
体
面
を
失
墜
し
て
下
す
神
の
よ
う
な
裁
き
。

金
銭
を
軸
に
し
て
、

自
尊
心
と
冷
淡
さ
と
粘
質
さ
と
不
満
と
意
地
と
嫉
妬
と
見
栄
と
知
患
を
緊
迫
し
た
力
関
係
の
も
と
に
寸
分
の
隙
も

だ
け
を
張
り

「

劇
烈
な
生
活
慾
に
」
「

腐
蝕
さ
れ
つ
A
」

（
九）

近
代
化
を
急
ぐ
日
本
の
「

神
に
も
人
に
も
信
仰
の
な
い
」

悲
惨
な
時

束
縛
に
漢
と
怯
え
た
遠
い
存
在
不
安
（
道
草
四
十
、

四
十
一
）

へ
の
暗
い
思
い
に
「

奥
行
を
削
っ
て
一

等
国
の
門
口
」

（
そ
れ
か
ら
六
）

約
束
の
不
臥
行
に
激
怒
す
る
実
父
の
「

小
額
の
金
に
対
す
る
度
外
れ
の
執
着
心
」

憬
と
不
安。

こ
う
し
た
性
格
と
状
況
の
設
定
に
は、

漱
石
の
愛
を
確
か
め
る
捉
父
母
の
、

異
常
な
物
質
優
遇
と
執
拗
な
策
と
恐
ろ
し
い

（
九
十
六
）
。

虚
飾
の
暴
怨
と
お
延
の
侮
蔑
へ
の
恐

お
延
の
虚
栄
心
に
「

出
来
る
丈
の
満
足
を
与
へ
る
」

光
り
か
ら
愛
其
物
が
生
れ
る
」

（
同）

石
の
新
た
な
認
識
へ
の
進
展
と
愛
の
可
能
性
へ
の
模
索
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

禅
田
と
お
延
と
の
関
係
に
彩
嬰
を
及
ぼ
す
外
的
な
力
は、

お
秀
と
吉
川
夫
人
と
小
林
と
そ
し
て
死
と
い
う
他
者
の
存
在
で
あ
り、

内

，

的
な
力
は
、

財
力
と
愛
に
関
わ
る
津
田
の
秘
密
と
そ
れ
に
拮
抗
す
る
お
延
の
疑
惑
で
あ
る
。

以
上
の
要
素
を
も
と
に
「

明
暗
」
の
劇
構

成
を
整
理
し
て
み
る
と、

財
力
を
中
心
と
し
た
津
田
の
秘
密
と
お
延
の
疑
惑
に
「

過
去
」
か
ら
竹
か
す
他
者
お
秀
と
「

生
の
底
部
」
か

ら
脅
か
す
他
者
小
林
の
力
を
交
錐
さ
せ
る
前
半
と
、

愛
を
中
心
と
し
た
津
田
の
秘
密
と
お
延
の
疑
惑
に
「

将
来
」
か
ら
初
か
す
他
者
吉

消
子
の
「

宙
返
り・
」

（
百
三
十
四
）

で
お
延
と
結
婚
し
、

「

黄
金
の

川
夫
人
と

「

生
の
底
部
」
か
ら
脅
か
す
他
者
小
林
と、

さ
ら
に
「

生
そ
の
も
の
」

を
否
定
す
る
他
者
「

死
」

の
力
を
交
錯
さ
せ
る
後
半

の
二
つ
の
劇
要
素
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
で
、

ま
ず、

「

財
力
」

を
中
心
と
し
た
前
半
の
劇
要
素
に
注
目
し
て
み
た
い
。

（
百
八
十
三
）

結
婚
に
よ
る
愛
の
践
き
か
ら
「

利
害
の
論
理
」

（
百
十
三
）

と
い
う
信
条
で
「

財
力
に
露
き
を
器
く
点
に
於
て
、

彼
に
後
る
と
も
劣
ら
な
い
」

（
九
十
七
）

津
田
。

返
金
約
束
の
も
と
に
父
よ
り
送
金
を
受
け
る
借
財
へ
の
虚
飾
゜
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り
「
世
の
中
に
片
付
く
な
ん
て
も
の
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
や
し
な
い
」
（
道
草
百
二
）
の
で
あ
る。
「
明
陪
」
に
お
け
る
漱
石
の
新
た
な

（
門
三
十
三）
の
で
あ

（
十
九）
や
「
点
頭
録
」
に
お
け
る
「

天
の
ア
イ
0
ニ
ー
に
照
か
ざ
る
を
得
な
い
」
「
欧
州
平
和
」
の
認
器
と
照
応
す
る
も
の
で
あ
る。

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 

《
待
対
世
界
の
す
ぺ
て
の
も
の
が
こ
と
と
と
く
条
件
つ
き
で
そ
の
存
在
を
許
さ
れ
て
ゐ
る
以．
上、

向
後
に
回
復
さ
れ
ぺ
き
欧
洲
の
半

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

和
に
も、

ま
た

絶対
の
権
威
が
伴
っ
て
ゐ
な
い
こ
と
だ
け
は
誰
の
目
に
も
明
か
で
あ
る。
し
か
し
彼
等
が
そ
の
平
和
の
必
要
条
件
と
し

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

 

て、

そ
れ
と
は
ま
っ
た
＜
両
立
し
が
た
い
腕
力
の
二
字
を
常
に
念
頭
に
低
く
ぺ
く
強
ひ
ら
れ
る
に
い
た
っ
て
は、

彼
等
と
い
へ
ど
も
い

と
に
お
ず
お
ず
と
「
復
活
の
曙
光
」

さ
」

（
百
九）

《
自
分
丈
の
事
し
か
考
へ
ら
れ
な
い
あ
な
た
方
は
（
中
略）

人
閻
ら
し
く
始
し
が
る
能
力
を
天
か
ら
奪
は
れ
た
と
同
様
に
見
え
る
の

で
す。

兄
さ
ん、

あ
な
た
は
私
の
出
し
た
此
お
金
は
欲
し
い
と
仰
や
る
の
で
せ
う。

然
し
私
の
此
お
金
を
出
す
親
切
は
不
用
だ
と
仰
や

る
の
で．
せ
う。

私
か
ら
見
れ
ば
そ
れ
が
丸
で
逆
で
す。

人
間
と
し
て
丸
で
逆
な
の
で
す。
》

こ
の
お
秀
の
裁
き
は、
「
野
分
」
の
白
井
道
也
や
「
虞
美
人
芋
」
の
宗
近
一

の
高
過
な
人
格
主
義、

梢
神
主
義
に
説
を
も
つ
漱
石
自

身
の
確
固
と
し
た
倫
理
観
で
あ
る。
し
か
し、

す
で
に
概
略
的
に
み
て
き
た
よ
う
に
「
そ
れ
か
ら
」
以
降
の
世
界
を
通
過
し
た
漱
石
に

と
っ
て
力
あ
る
こ
と
ば
で
は
な
い。
「
呉
面
目
な
説
法
」
で
は
な
く
「
真
面
目
腐
っ
た
説
法
」
（
百
十
一
傍
点
引
用
者）

と
し
て
お
秀

の
裁
き
を
侮
蔑
と
苦
笑
で
突
き
放
す
二
人
は、

な
く
交
錯
さ
せ
る
こ
の
葛
藤
劇
は、

（
百
二
十
七）

「
直
接
京
都
へ
向
か
っ
て
逍
る
」

る。

翌
日、
お
秀
を
訪
問
し
た
お
延
が
お
秀
の
「
鋭
い
一
瞥
」

に
も
か
か
わ
ら
ず
示
す
「
指
恰
に
対
す
る
」
「
無
邪
気

（
同）
は、
お
秀
の
裁
き
の
無
力
さ
を
象
徴
す
る
忍
さ
え
あ
る。
お
秀
の
故
き
に
力
を
認
め
ら
れ
な
い
激
石
は、

お
秀
を
家
の
束

約
と
世
OO
の
形
式
に
疑
義
を
も
た
な
い
前
近
代
的
な
女
性
と
し
て
の
独
固
な
他
者
に
位
四
づ
け、

そ
の
他
者
と
拮
抗
す
る
力
腺
係
の
も

（
百
十
二）
を
み
る
の
で
あ
る。
こ
れ
は、

ま
さ
ら
な
が
ら
天
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
に
露
か
ざ
る
を
得
ま
い。
》
（
点
頑
録
四
傍
点
引
用
者）

「
復
活
の
昭
光
」
は
永
遠
の
白
日
を
約
束
す
る
も
の
で
は
な
い。

春
に
な
っ
て
も
「
ま
た
じ
き
冬
に
な
る
」

「
明
暗
」
前
半
の
大
き
な
山
場
で
あ
る。

（
百
十
三）

お
秀
の
仕
打
ち
を
た
だ
恐
れ
る
の
で
あ

「
思
ひ
出
す
巾
な
ど
」
に
お
け
る
「
互
殺
の
平
和
」
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と
か
「
何
処
か
に
強
蒋
る
所
は
な
い
か
」

後
半
部
の
劇
要
素
と
新
た
な
認
識
に
大
き
な
関
わ
り
を
も
つ
人
物
は
小
杯
で
あ
る。

（
七）

と
い

（
二
十
一
）

（
ハ
ナ
ニ
）

．
《
僕
だ
っ
て
朝
鮮
三
界
迄
駈
落
の
お
供
を
し
て
呉
れ
る
や
う
な、

実
の
あ
る
女
が
あ
れ
ば、

斯
ん
な
変
な
人
間
に
な
ら
な
い
で、

済

ん
だ
か
も
知
れ
ま
せ
ん
よ。

実
を
云
ふ
と、

僕
に
は
細
君
が
な
い
ば
か
り
ぢ
ゃ
な
い
ん
で
す。

何
に
も
な
い
ん
で
す。

親
も
友
逹
も
な

い
ん
で
す
。
つ
ま
り
世
の
中
が
な
い
ん
で
す
ね。

も
っ
と
広
く
云
へ
ば
人
脱
が
な
い
ん
だ
と
も
云
は
れ
る
で
せ
う
が
」
》

こ
の
小
林
の
こ
と
ば
は、
「
思
ひ
出
す
印
な
ど
」
の
「
自
然
」
も
「
社
会
」
も
「
朋
友
」
も
「
衷
子
」
も、

そ
し
て
「
自
分
」
も
「

敲．
」
（
＋
九）

と
い
う
思
い
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る。
「
生
き
返
っ
た
わ
が
嬉
し
さ
が
日
に
日
に
わ
れ
を
遠
ざ
か
っ
て
」

注
瓦

「
自
分
に
活
力
を
添
へ
た
」
「
感
俯
が
遠
か
ら
ず
単
に
一
片
の
記
倍
と
変
化
し
て
し
ま
ひ
さ
う
な
」
（
二
十
三）

恐
憫
を
抱
く
「
思
ひ

出
す
叩
な
ど
」
の
漱
石
が、

自
然
を
は
じ
め
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
「
敵
」
と
い
う
思
い
を

点
と
き、
「
そ
れ
か
ら
」
の
平
岡
と
「
門
」

注(10)

の
安
井
を
包
み
込
む
「
彼
岸
過
迄
」

の
森
本
倣
は
育
ち
始
め
て
い
た
も
の
と
忍
わ
れ
る。
こ
の
森
本
の
陪
い
存
在
不
安
と
無
気
味
な
迎

命
を
象
徴
す
る
「
洋
杖
」
を
文
明
論
的
視
角
か
ら
把
え
な
お
し
人
物
化
し
た
も
の
が
「
明
暗
」
の
小
林
と
い
え
よ
う。

森
本
が、
「
文

芸
と
道
徳
」
の
自
由
偏
露
の
弊
を
正
す
心
掛
諭
に
立
つ
人
物
と
し
て
「
若
気
」
や
「
山
気
」
や
「
謀
判
気
」
や
「
無
学
」

う
個
人
的
な
力
を
強
く
意
識
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し、

小
林
は
「
自
分
が
洛
ち
付
く
気
で
も、

世
間
が
落
ち
付
か
せ
て
呉
れ
」
ず

．
駈
落
者
に
な
る
よ
り
外
に
仕
方
が
な
い
」
（
三
十
六）

と
い
う
社
会
的
な
力
と
泣
酎
放
浪
者
の
社
会
的
階
屈
性
が
明
確
に
自
党
さ
せ
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る。

そ
の
上、
「
わ
ざ
／
＼
人
の
厭
が
る
や
う
な
小
を
云
っ
た
り
為
た
り
」
「
し
な
け
れ
ば
苦
し
く
て
堪
ら
」
ず
「

存
在
を
人
に
認
め
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
な
い
」
（
八
十
六）

小
林
に
は
「
天
」
の
命
令
（
八
十
六）

と
し
て
の
告
発
者
意
識
が
持
た
さ

．

れ
て
い
る
の
で
あ
る。

も
っ
と
も、
「
社
会
主
義
者
と
し
て
目
指
さ
れ
」
「
探
伯
に
限
け
ら
れ
る
の
を
自
悛
」
が
る
（
八
十
一
）

気
持

（
百
十
八）

と
忠
う
気
持
を
小
林
に
設
定
す
る
懃
石
は、

小
林
の
告
発
者
沼
滋
に
先
駆
者
と

認
謡
は
後
半
部
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

-6 6-



楽
本
位
の
本
性
を
露
は
」

に
対
す
る
危
惧
を
持
た
せ
て
い
る。
「
自
由
の
利
き
過
ぎ
る
挽
遇
」
「
地
位
」
（
百
三
十
七）
に
あ
る
「
優
者
の
特
権
」
と
し
て
「
道

（
同）

（
百
四

（
百
四
十
二）
と
思
っ
て
い
る
吉
川
夫
人
の
誤

猜
疑、
気
色、
粗
暴、
野
卑、
作
為、
地
路、
分
析、
突
飛、
神
妙、
無
神
経、
攻
序、
批
判、

磁痰、
暗
示、

皮
肉、
得
恋
：
·

、
限
り
な
い
変
幻
を
み
せ
る
小
林
の
陪
さ
と
無
気
昧
さ
は、
森
本
の
蛇
の
「
洋
杖
」
の
暗
さ
と
無
気
味
さ
に
重
な
る
も
の
で
あ

る
が、
漱
石
が、
こ
の
小
林
に、
他
の
人
物
に
は
み
ら
れ
な
い
あ
る
力
を
持
た
せ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る。

「
現
代
人
の
一
般
の
特
色
」・
（
三
十
六）
に
つ
い
て
の
自
立、

（
八
十
五）
に
対
す
る
焼
き、

「
落
ら
付
け
な
い
」

「
厭
が
ら
れ
る
た
め
に
生
き
て
い
る
」
「
別
世
界
に
生
れ
た
人
の
心
理

「
自
由
が
利
」
き
「
贄
沢
を
い
ふ
餘
地
が
あ
る
か
ら
」
「
狐
な
も
の
」
は
「
何
処
迄
も
避
け
」

．
「
好
き
な
も
の
」
は
「
無
暗
に
追
懸
け
た
が
」
（
百
五
十
七）
る
事
実
へ
の
首
甘、

家
族
制
度
の
金
約
り
下
に
あ
る
行
年
の
暗
い
孤

独
と
底
知
れ
な
い
不
安
に
触
れ
「
極
め
て
緑
の
遠
い
も
の
は
却
っ
て
紐
の
近
い
も
の
だ
」
（
百
六
十
五）
と
思
ふ
認
澁、
そ
し
て
「
同

注
(
12)

（
同）
。
小
林
が、
律
田
ゃ
お
延
の
心
に
吹
び
起
こ
す
こ
れ
ら
の
も
の
は、
暗
い
無
気
味
な
小
林
の
彩
と
共
に
彼
等
の
心
底
に
落

大
き
な
他
者
に
み
え
る
吉
川
夫
人
に
も、
こ
う
し
た
力
は
持
た
さ
れ
て
は
い
な
い。
漱
石
は、
津
田
に
「
自
分
に
都
合
の
可
い
お
延

解
を
穿
盤
さ
せ、

を
鍛
へ
上
げ
る
事
が、
即
ら
糾
田
の
た
め
に
最
も
涵
当
な
細
君
を
作
り
出
す
所
以
だ
」

「
彼
女
は
た
ゞ
お
延
を
好
か
な
い
た
め
に、
あ
る
手
段
を
招
へ
て、
相
手
を
苛
め
に
掛
る
の
か
も
分
ら
な
」

十
二）
い
と
い
う
疑
惑
や
「
世
聞
か
ら
も
己
れ
か
ら
も
反
省
を
強
ひ
ら
れ
て
ゐ
な
い
境
辿
に
あ
る
」
夫
人
の
「
実
意
の
作
用
」

船
結
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い。
む
し
ろ、
料
田、
お
延
が
裁
か
れ
る
と
き、
夫
人
も
同
質
の
裁
き
を
受
け
る
ぺ
き
も
の
で
あ
ろ
う。

小
林
が、

（
百
三
十
二）
す
性
格
を
合
わ
せ
考
え
る
と
き、
夫
人
の
「
教
育
」
（
百
四
十
二）
の
成
果
に
「
明
暗
」
の

開
化
の
「
暗
殿
」
を
背
負
う
悲
惨
な
生
の
原
型
的
人
物
と
し
て
「
生
の
底
部
」
か
ら
利
か
す
暗
い
無
気
味
な
他
者
で
あ
る

と
す
る
な
ら
ば、

吉
川
夫
人
は、

開
化
の
「
白
日」
に
胸
を
張
る
華
麗
な
優
者
と
し
て
「
将
来」
か
ら
脅
か
す
一
見
巨
大
な
他
者
と
い

ら
て
い
る
と
い
え
よ
う。

伯
」

状
態
」

し
て
の
思
想
性
を
怠
盈
的
に
託
し
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い。
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え
る
の
で
あ
る。
一

見
と
は、
そ
の
将
来
が
津
田
の
「

利
害
の
論
理
」
に
納
ま
る
ほ
ど
の
卑
小
な
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
り、

他
者
の
内
実
も、

自
ら、

卑
小
な
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

夫
人
と
の
「

特
別
な
関
係
」

（
百
三
十
六
）

の
も
と
で
窒
＜
津

注
3

田
の
「
エ
テ
イ
プ
的
感
惜
」
に
は、

閉
窄
的
な
時
代
状
況
に
対
す
る
漱
石
の
暗
い
時
代
認
識
が
困
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

一

見
巨
大
な

小
林
の
予
言
「

事
実
の
戒

筋
」

（
百
五
十
四
）

と
は
9・
・
・
・
・
・
・
。

絶
筆
の
彼
方
に
消
え
た
具
体
的
な
帰
結
は
知
る
由
も
な
い
が
、

こ
れ
ら
の
基
本
的
輪
郭
は
、

潟

河
原
で
の
新
た
な
認
識
と
作
品
史
的
に
抑
え
ら
れ
る
「

明
暗
」

ま
で
の
認
識
過
程
と
作
中
に
み
ら
れ
る
伏
線
的
状
況
と
の
胎
合
に
よ
っ

（
百
六
十
七
）

と
は
ど
う
い
う
形
の
も
の
な
の
か
。

吉
川
夫
人
の
「

教
育
」

と
は
9•
お
延
の
「

勇
気
」

（
百
七
十
一
）

の
部
分
で
あ
る
。

「

寂
奥
た
る
夢
」

と
は
、

消
子
へ
の
未
練
を
持
ち
つ

ゞ
け
て
い
る
津
田
の
生
活
の
こ
と
で
あ
る
。

津
田
と
い
う
人
物
そ
の
も
の
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。

「

新
と
も
旧
と
も
片
の
付
け
ら
れ

な
い
」
「

寒
村
」
の
「
一

塊
の
配
合
を、

猶
の
事
歩
ら
し
く
粧
っ
て
ゐ
る
肌
寒
と
夜
寒
と
湘
暗
」
、

こ
れ
を
「

自
分
が
此
処
迄
運
ん
で

来
た
宿
命
の
象
徴
」

と
津
田
に
い
わ
せ
る
漱
石
は、

こ
こ
で
津
田
に
自
己
凝
視
の
眼
を
与
え
た
と
い
え
よ
う
。

こ
の
旅
は
、

「

自
由
な

空
気
と
と
も
に
往
来
」

（
「

彼
岸
過
迄
」

松
本
の
話
十
二
）

し
、

自
己
忘
却
の
安
ら
ぎ
を
図
る
「

彼
岸
過
迄
」

や
「

行
人
」
の
旅
で
は

注
B

な
い
。

自
己
凝
視
の
「

認
器
の
旅
」
で
あ
る
。

作
品
史
的
に
そ
の
概
略
を
み
て
き
た
モ
チ
ー
フ
と
認
識
の
経
緯
か
ら
推
し
て
、

辿
田
の

凝
視
す
る
自
己
の
生
の
姿
に
は
、

代
助
の
論
理
で
裁
き
切
れ
な
か
っ
た
暗
い
時
代
や
情
念
の
力
と
、

宗
助
を
脅
か
し
た
心
底
の
暗
い
力

ゃ
遥
命
的
力
と
、

そ
し
て
、

須
永
の
心
底
に
落
ち
て
い
た
暗
い
過
去
の
力
と
が
輻
挨
す
る
生
の
様
態
が
、

淡
と
し
た
無
気
味
な
輪
郭
を

現
わ
し
は
じ
め
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
生
の
様
態
が
「

寂
塞
た
る
夢
」
に
外
な
ら
な
い
。

ま
ず
注
目
す
べ
き
箇
所
は
「

寂
棠
た
る
歩
」

て
、

か
な
り
明
確
に
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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引
用
者）

の
「
労
気
」

次
に
注
目
す
ぺ
き
箇
所
は
百
七
十
二
京
で
あ
る。
津
田
は、

突
然
耳
目
に
入
る
「
松
の
色
と
水
の
音
」
に
「
全
く
忘
れ
て
ゐ
た
山
と

渓
の
存
在
を
憶
ひ
出
」
す
の
で
あ
る
が、

漱
石
は、
こ
こ
で、

突
如
姿
を
現
わ
し
た
忘
却
の
深
洲
に
「
別
れ
て
以
来
」
「
記
憶
を
失
＜

し
た
党
」
の
な
い
消
子
の
姿
を
浮
か
ば
せ
る
の
で
あ
る。

忘
却
の
深
源
の
現
出
に、

明
確
な
記
領
の
窓
識
像
が
二
重
写
し
に
な
る
こ
の

複
合
は、

そ
の
直
後、

現
出
し
た
深
淵
を
包
み
込
む
冷
気
と
「
神
秘
的
」
な
夜
の
暗
湘
に、

自
己
の
存
在
感
を
「
呑
み
尽
さ
れ
た
」
律

田
の
暗
夜
の
中
の
意
紐
像
が
重
な
り
合
う
二
重
構
造
と
同
質
の
も
の
で
あ
る。

り
立
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う。
）

暗
」
末
尾
の
構
想
は、
「
極
め
て
緑
の
遠
い
も
の
は
却
っ
て
緑
の
近
い
も
の
だ
」

（
直
前
の
「
寂
宴
た
る
夢
」
も
同
質
の
二
重
構
造
で
成

「
彼
岸
過
迄
」
の
漱
石
は、

探
偵
尾
行
を
す
る
敬
太
郎
を
「
今
迄
地
面
の
上
を
照
ら
し
て
ゐ
る
人
間

下
に
ゐ
る
自
分
が、

何
故
こ
ん
な
落
ち
付
か
な
い
真
似
を
好
ん
で
遠
る
の
だ
ら
う
」

い
る
が、

油
田
に
と
っ
て
は、

大
き
な
湘
夜
の
深
み
は
自
己
の
浮
薄
卑
小
な
生
を
相
対
化
す
る
認
識
風
景
で
は
な
く、

生
そ
の
も
の
の

表
象
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う。

漱
石
は、
こ
の
二
園
構
造
の
も
と
に、

自
然
と
人
間
の
生
と
の
対
極
性
を
払
い
類
緑
の
相
を
凝
視
し
て
い

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？．
寸
自
然
」
と
同
じ
よ
う
に
深
く
大
き
く
そ
し
て
「
不
可
思
詔
な
力
」
（
二）

を
も
つ
人
間
の
「
生
」
。
「
明

な
他
者
を
前
に
し
て
具
象
化
す
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か。

百
七
十
五
章
の
「
鏡
」
に
映
る
「
必
風
雨
に
荒
ら
さ
れ
た
後
の
庭
先
」

の
よ
う
な
頭
髪
の
津
田。
「
そ
れ
か
ら
」
「
門
」
「
彼
岸
過
迄
」
「
行
人
」
で
運
命
的
な
力
を
象
徴
し
た
「
雨
」
や
「
風
」
の
様
能
か

ら
推
し
て、
こ
の
箆
に
映
る
津
田
の
姿
は、

運
命
的
な
力
に
支
配
さ
れ
た
姿
で
あ
り、
「
其
慈
味
が
解
せ
な
」
い
杏
い
顔
は、
「
出
血

の
意
味
を
解
し
な
い
」

注
B

照
応
し、

大
出
血
に
よ
る
危
篤
状
況
の
予
兆
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う。

吉
川
夫
人
か
ら
何
ら
か
の
形
で
池
田
の
消
子
と
の
不
倫
を
暗

（
同）

し
て
い
た
「
夫
の
た
め
」

（
百
五
十
四）

発
抑
す
る
こ
と
を
「
豫
言
」

（
同）
で
転
地
窟
程
を
決
断
し
た
部
分
と

（
同）

を
振
い
に
視
河
原
に
向
か
う
と
き、

津
田
は
不
時
の
危
篤
に
陥
る
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か。

修
善
寺

示
的
に
聞
か
さ
れ
た
お
延
が

「
近
い
う
ち
」

（
傍
点

（
百
五
十
三）

ま
ま
に
「
平
生
の
彼
に
似
合
は
な
い
粗
忽
な
過
口
」

（
百
六
十
五）

と
い
う
想
念
を、
「
死
」
と
い
う
大
き

（
同
三
十
五）

と
い
う
思
い
に
立
ち
留
ま
ら
せ
て

の
光
ば
か
り
に
欺
か
れ
て、

丸
で
其
存
在
を
忘
れ
て
ゐ
た
大
き
な
夜
」
（
停
留
所
三
十
四）
に
注
目
さ
せ
「
こ
ん
な
落
ち
付
い
た
空
の
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い
が 、

再
会
時
の
消
子
の
印
象
を
「
一
種
の
絵
」

（
思
ひ
出
す
が
な
ど
十
五）
の
命
の
不
可
思
議
さ

（
同）

油
田
の
心
梢
を
設

が
あ
る
に
し
て
も 、

自
分
の
方
は
大
丈
夫
だ
」

（
思
ひ
出
す
事
な
ど
十
九）

世
の
好
意
を
恢
し
げ
に
回
想
し 、

ま
た
「
子
供
の
死 、

夫
婦
の

（
断
片
明
治
四
十
四
年）
と
い
う

党
柑
き
を
記
し 、

そ
し
て
ま
た 、

鋭
子
夫
人
の
強
度
の
ヒ
ス
テ
リ
ー

症
状
を
「
自
然
」
の
与

え
る
「
緩
和
剤
」
（
道
草
七
十
八）

と
し
て
受
け
と
め
た
漱
石
が 、

死
の
危
機
と
い
う
大
き
な
他
者 ．
を
前
に
し
て 、

前
半
部
よ
り
も
輝

き
を
加
え
た
「
復
活
の
昭
光
」
を
み
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う 。

津
田
と
お
延
は 、
「
死
」
の
恐
怖
に
晒
さ
れ
な
が
ら 、
こ
れ
ま
で
の

見
栄
と
知
恵
と
技
巧
を
無
意
識
の
う
ち
に
捨
て
去
り 、

平
穏
な
愛
の
充
足
を
「
自
然
」
の
恩
寵
と
し
て
受
け
る
の
で
あ
る 。

津
田
の
不
倫
の
暗
示
を
「
耳
に
入
れ
た
刹
那
に
起
っ
た
昂
術
さ
へ

、

再
び
呼
び
戻
す
必
要
」

（
同）
「
相
手
を
片
付
け
る
位
の
事
な
ら
訳
は
な
い
」
と
い
う
「
餘
裕
」

も
つ
お
延 。
こ
の
強
者
に
変
貌
す
る
お
延
と
お
秀 、

吉
川
夫
人 、

消
子
と
の
間
に
ど
う
い
う
劇
が
仕
組
ま
れ
て
い
た
か
は
知
る
由
も
な

（
百
七
十
六）

（
百
十
二）

も
な
く
「
若
し
萬一
の
事

と
し
て
「
後
々
迄
自
分
の
心
に
伝
へ
た
」

（
同）
さ
へ

定
す
る
漱
石
は 、

消
子
の
腺
わ
る
陰
惨
な
愛
の
蕊
藤
劇
は
避
け 、

主
要
な
伏
線
的
要
素
で
あ
る
吉
川
夫
人
の
「
教
育
」
と
小
林
の
い
う

「
珀
実
の
戒

筋」
を
「
反
小
林
的
世
界
」
の
内
部
崩
壊
劇
と
し
て
形
象
化
す
る
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か e

吉
川
夫
人
の
企
図
す
る
「

教
育
」
は
津
田
へ
の
献
身
に
傾
注
す
る
強
者
お
延
の
前
で 、

無
惨
な
破
綻
へ
の
道
を
辿
る
よ
り

外
は
な
い
が 、

前
半
部
に
み
ら
れ
な
か

っ
た
人
間
内
部
の
新
た
な
側
面
を
照
ら
し
出
す
内
部
崩
壊
劇
の
緊
迫
し
た
心
理
葛
藤
は 、

津
田
と
お
延
と
吉
川
夫
人
を
「
暗
黒
」
の
時

代
下
に
直
接
晒
す
こ
と
（
会
社
の
倒
産
と
検
察
の
査
問
か
9・
〈
事
実
の
戒
筋
〉
）
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る 。

「
死
」
を
覗
き 、

ま
た 、

思
わ
ぬ
生
活
不
安
を
抱
え
込
む
律
田
の
眼
に 、

新
た
な
姿
を
み
せ
は
じ
め
る
自
然
ー

暗
夜
の
名
残
り
を

み
せ
な
が
ら
空
に
曙
光
を
呼
ぶ
あ
る
朝
の
風
景
は 、

湘
と
霧
と
大
樹
と
天
空
の
姿
を
整
え
て 、

組
み
上
げ
て
い
く
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か 。
そ
れ
は
「
た
だ
寒
く
な
る
ば
か
り

」

「
明
暗
」
末
尾
の
新
た
な
認
識
風
位
を

ー

と
存
在
不
安
と
存
在
苦
を
基
底
に 、

明
と
陪
の
対
極
の
想
念
を
煎
囮
的
に
合
わ
せ
統
一
す
る
も
の
で
あ
っ

た
ろ
う 。

お
秀
の
堅
牢
な
過
去
の
形
式
と
空
詞
化
し
た
内
実
の
不
幸 、

吉
川
夫
人
の
華
鹿
な
権
勢
と
矛
盾
を
内
包
す
る
脆
弱
さ 、

小
林
の
悲
惨

和
解」

大
患
時
の
「
夢
に
も

待
設
け
な
か
っ
た
」
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(
1)

他
の
人
物
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。

亙
瓦
価
な
指
輪
が
象
徴
的
に
即
い
て
い
る
。

（
上
越
智
治
雄
「

r
彼
岸
過
迄
」

の
こ
ろ
」
〈

文
学
s
.

43
.

6
〉

参
照

。

（
↓
拙
稿
「

門
」

諭
〈

岡
大
国
文
論
稿
ー

〉

参
照 。

《

注
》

な
生
と
生
き
る
た
め
の
強
靱
さ 、

昨
夜
の
消
子
と
今
朝
の
泊
子 、

(
S
.

52
.

8
.

20
脱
樅）

そ
し
て
郎
田
夫
婦
の
「

寂
裳
た
る
夢
」
の
明
と
暗
（
肉
体
の
変
と
梢

神
界
の
変 、

記
憶
の
世
界
と
忘
却
の
世
界 、

過
去
の
不
可
思
議
と
現
在
乃
至
は
未
来
の
不
可
思
議）

こ
れ
ら
の
世
界
は

、

そ
れ
ぞ
れ
裁

き
よ
う
も
な
い

独
自
の
力
を
も
ち
な
が
ら

拮
抗
し
、

し
か
も 、

そ
れ
ぞ
れ
が
持
つ
明
と
暗
の
両
極
部
で
誼
な
り
な
が
ら 、

原
型
的
な
生

の
輪
郭
と
力
学
的
な
歴
史
の
相
貌
を
律
田
に
み
せ
は
じ
め
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か

。

力
学
的
な
歴
史
の
相
貌
は
漱
石
に
新
た
な
社
会
小
説
へ
の
出
発
を
促
す
も
の
と
思
わ
れ
る
が

、

拮
抗
す
る
力
の
背
後
の
世
界
に
眼
を

配
り 、

内
発
的
な
歴
史
の
力
学
を
抑
え
よ
う
と
す
る
漱
石
に
と
っ

て
、

そ
の
近
は
意
外
に
遠
い
も
の
で
あ
っ

た
に
相
迎
な
い

。

も
し
か

す
る
と
「

明
暗
」

の
漱
石
は

、

す
で
に
死
を
予
見
し
、

油
田
と
と
も
に
猥
い
死
の
影
の
も
と
に
小
さ
く
路
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い

。

(
l}

内
田
道
雄
「

明
暗
」
〈

日
本
近
代
文
学
5

〉

参
照

。

(
2)

越
智
治
雄
氏
は
「

門
論
」
〈

吉
田
栢
一

編
夏
目
漱
石
必
携
〉

付
記
で

、

漱
石
の

、

観
念
に
憑
か
れ
た
自
己
否
定
を
み
て
お
ら
れ
る
。

(
4)

枷
沼
茂
樹
「

夏
目
漱
石
」

参
照 。

T)
猪
野
謙
二
「

「
明
陪
」

論
」
〈

近
代
文
学
の
指
捺
所
収
〉

平
野
諏
「

則
天
去
私
を
め
ぐ
っ

て
」
〈

近
代
文
学
鑑
宜
講
座
（
角
川
古
店）

5
所
収
〉

参
照

。

（↓
同
様
の
思
い
が
明
治
43
年
9
月
26
日
付
の
日
記
と
明
治
0
年
1
月
31
日
の
要
宛
魯
簡
に
み
ら
れ
る
。
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◎
付
記

印
刷
の
都
合
で
引
用
文
の
旧
字
体
を
新
字
体
に
し
て
い
る。

3
森
本
の
消
稽
部、
怪
奇
部
に
は
「
道
草
」
の
他
三
を
引
き
込
も
う
と
し
た
池
の
緋
鯉
（
三
十
八）
と
か
「
永
日
小
品
」
の
暗
い
雨
脚

の
中
に
投
げ
つ
け
る
「
蛇
」
の
話
と
同
質
の
無
気
味
な
陪
さ
が
あ
る
が、

（
本
学
第
四
回
卒
業

岡
山
県
立
邑
久
硲
等
学
佼
教
諭）

こ
れ
は
漱
石
の
内
炭
と
強
い
閲
わ
り
を
も
つ
も
の
で
あ
り

（↓
米
田
利
昭
氏
は
「
漱
石
に
お
け
る
大
陸
放
浪
者
た
ら
」
〈
日
本
文
学
s
.
51
.
7
〉
で、

認
め
て
お
ら
れ
る。

g
律
田
に
は
お
延
へ
の
秘
密
の
暴
露
を
暗
示
し、
お
延
に
は
油
田
の
迅
去
の
秘
密
を
暗
ポ
し
脚
進
行
の
緊
迫
度
に
も
力
を
も
っ
て
お
り、

こ
れ
は
「
彼
岸
過
迄
」
の
「
洋
杖
を
持
っ
た
敬
太
郎
に
周
到
な
文
学
的
表
硯
が
与
え
ら
れ
た
人
物
と
い
え
よ
う。

B
越
智
治
紐
氏
の
「・
明
陪
の
か
な
た
」
〈
文
学
s
.

“
.

12
〉
に
こ
の
指
摘
が
み
ら
れ
る。

g一
好
行
雄
氏
は、

「
明
暗
論」
＾
吉
田
箔一
編
夏
目
漱
石
必
携
＞
で、
人
問
存
在
の
内
奥
の
深
淵
を
不
可
知
な
夜
の
思
想
と
し
て
把

」
〈
文
学
s
.
52
.
7
〉
で、
律
田
と
梢
子
と
の
再
会
楊
面
（
百
七
十
六）

に
も
沼
目
さ
れ、
律
田
は
死
の
一
歩
手
前、
死
ぬ
の
は
消
子
と
推
定
さ
れ
て
い
る。

⑯
小
坂
密
氏
は
「
漱
石
文
学
の
謎
と
大
塚
楠
桔
子
（
上）

え
ら
れ
て
い
るe

3
土
居
健
郎
「
漱
石
の
心
的
世
界
」
参
照。

「
洋
杖
」
に
は
大
き
な
機
能
を
果
す
可
能
性
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る。

こ
の
陪
府
性
を
「
彼
岸
過
迄
」
の
森
本
に
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