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「文
づ
か
ひ
」
の
叙
述
の
方
法

松

木

博

一

ド
イ
ツ
ヘ
の
留
学
中
に
軍
事
演
習
を
参
観
し
た
青
年
士
官
の
体
験
談
が
、
帰
国
後
あ
る
皇
族
を
中
心
と
す
る
会
合
で
披
露
さ
れ
た
。
森
鴎
外

が

「
鴎
外
漁
史
」
の
筆
名
で
明
治
二
十
四
年

一
月

『
新
著
百
種
』
第
十
二
号
に
発
表
し
た
小
説

「
文
づ
か
ひ
」
の
内
容
を
、　
可
能
な
限
り
簡
潔

に
素
描
し
て
み
る
と
こ
の
よ
う
に
な
る
。

こ
こ
で
殊
更
に

「
体
験
談
」
と
い
う
言
葉
を
使

っ
た
の
は
、
「
そ
れ
が
し
の
官
の
催
し
玉
ひ
し
星
が
岡
茶
寮
の
独
逸
会
に
、
洋
行
が

へ
り
の

将
校
次
を
逐
う
て
別
の‐
Ｊ
調
せ
ら
れ
し
時
」
と
い
う
作
品
冒
頭
部
の
記
述
に
よ
る
が
、
小
説
と
し
て
の

「
文
づ
か
ひ
」
を
読
み
解
く
上
で
、　
こ

の

「
身
の
上
話
」
と
い
う
言
葉
は

一
つ
の
制
約
を
与
え
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
発
表
媒
体
や
筆
名
な
ど
、
小
説
と
し
て
の

体
裁
を
前
の
二
作
品

「舞
姫
」
「
う
た
か
た
の
記
」
に
劣
ら
ず
備
え
て
い
な
が
ら
、
「
独
逸
日
記
」

上
に
関
連
の
記
述
が
最
も
多
い
こ
と
か
ら
、

多
く
の
場
合

「
独
逸
日
記
」
と
の
対
照
を
前
提
と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
か
ら
で
な
菊
。
そ
の
こ
と
は
作
品
理
解
の
上
で
当
然
必
要
な

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
単
に
日
記
が
作
品
に
ど
の
よ
う
に
活
か
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
対
照
す
る
だ
け
で
作
品
を
読
む
こ
と
が
終
わ

っ
て
し
ま

っ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
や
や
詰
屈
な
言
い
方
だ
が
、
作
品
は
作
家
を
理
解
す
る
た
め
だ
け
に
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
作
品
は
作
品
内
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叙
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一
二
四

の
表
現
を
辿
る
こ
と
で
常
に
読
教
変
え
ら
れ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
当
然
、
小
林
は
鴎
外
自
身
で
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

本
稿
で
試
み
よ
う
と
す
る
の
は
、　
こ
の
作
品
の
外
枠
を
な
し
て
い
る
部
分
に
改
め
て
着
目
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
洋
行
が

へ
り
の
将
校
次
を

逐
う
て
身
の
上
話
せ
ら
れ
し
時
」
に
、
小
林
と
い
う
少
年
士
官
が
語
り
だ
し
た
こ
と
。
そ
れ
は
確
か
に
あ
る
人
物
の

「
体
験
談
」
と
し
て
語
ら

れ
た
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
語
り
手
の
位
相
に
は
注
目
す
べ
き
点
が
あ
る
。
語
り
手
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
が
見
事
に
顕
在
化
し
て
い
る
こ
と

だ
。
後
で
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
語
り
手
は
や
や
露
悪
的
に
自
己
を
語
っ
て
い
く
性
癖
が
あ
る
。

そ
れ
は
た
と
え
ば
、
冒
頭
部
で

「
殊
な
る
か
た
に
心
留
め
た
ま
ふ
も
の
か
な
」
と
い
う
発
語
で
メ
ェ
ル
ハ
イ
ム
が
登
場
す
る
場
面
に
も
既
に

明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
語
り
手
は
、
望
遠
鏡
で
遠
く

（し
か
も
演
習
と
は
関
係
な
い
人
々
の
姿
）
を
見
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
何
時
の
間
に
か
接

近
し
て
い
た
僚
友
に
か
ら
か
わ
れ
た
の
で
な
菊
。
何
か
が
見
え
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
何
か
が
理
解
で
き
て
い
な
い
。
そ
う
し
た
状
況
に
、
こ

の

「
文
づ
か
ひ
」
の
語
り
手
小
林
士
官
は
常
に
身
を
お
い
て
い
る
。
そ
う
し
た
傾
向
を
持

っ
た
語
り
手
が
語

っ
て
い
る
と
い
う
自
明

の
こ
と

を
、
も
う

一
度
確
認
す
る
こ
と
か
ら
考
察
を
始
め
た
い
と
思
う
。
尚
、
作
品
の
引
用
は
初
出
形
に
よ
っ
て
い
る
。

二

小
林
と
い
う
少
年
士
官
の

「
身
の
上
話
」

。
体
験
談
と
し
て

「
文
づ
か
ひ
」
を
考
え
る
際
に
、
記
述
の
性
質
が
異
な

っ
て
い
る
が
故
に
強
い

印
象
を
与
え
る
部
分
が
あ
る
。
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
も
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
、
小
林
の
見
た
夢
の
描
写
で
あ
る
。
彼
は
同
室
の
メ
エ
ル
ハ

イ
ム
か
ら
、
昼
の
演
習
の
時
か
ら
惹
か
れ
て
い
た
イ
ゝ
ダ
姫
と
、
欠
唇
で
あ

っ
た
童
と
の
い
き
さ
つ
を
聞
い
て
床
に
つ
く
。

聞
畢
り
て
眠
に
就
く
こ
ろ
は
、
ひ
が
し
窓
の
硝
子
は
や
は
の
暗
う
な
り
て
、
笛
の
音
も
断
え
た
り
し
が
、　
こ
の
夜
イ
ゝ
ダ
姫
お
も
影
に
見

え
ぬ
。
そ
の
騎
り
た
る
馬
の
み
る
な
る
黒
く
な
る
を
、
怪
し
と
お
も
ひ
て
善
く
視
れ
ば
、
人
の
面
に
て
欠
唇
な
り
。
さ
れ
ど
夢
ご

ゝ
ろ
に



は
、
姫
が
こ
れ
に
騎
り
た
る
を
、
よ
の
つ
ね
の
事
の
や
う
に
覚
え
て
、

し
ば
し
ま
た
眺
め
た
る
に
、
姫
と
お
も
ひ
し
は

「
ス
フ
イ
ン
ク
ス
」

の
首
に
て
、
瞳

な
き
目
な
か
ば
開
き
た
り
。
馬
と
見
し
は
前
足
お
と
な
し
く
並
べ
た
る
獅
子
な
り
。
さ
て
こ
の

「
ス
フ
イ
ン
ク
ス
」
の
頭
の

上
に
は
、
鶏
鵡
止
ま
り
て
、
己
が
面
を
見
て
笑
ふ
さ
ま
い
と
憎
し
。

既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
先
哺
、
こ
の
部
分
で
は
夢
の
属
性
が
巧
み
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
夢
を
見
て
い
る
半
覚
醒
状
態
の
自
己
と
、　
そ
の
状

態
の
自
己
を
認
識
し
て
い
る

「
覚
め
た
自
己
」
と
の
二
重
化
さ
れ
た
観
察
の
連
鎖
が
、　
こ
の
表
現
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
与
え
て
い
る
わ
け

で
あ

る
。
こ
の
叙
述
の
緊
密
度
は
、
語
り
手
に
対
す
る
読
者
の
信
頼
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
。

だ
が
こ
の
夢
だ
け
で
明
晰
な
語
り
手
と
考
え
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
い
い
か
え
れ
ば
、
そ
の
他
の
描
写
に
お
い
て
は
、
覚
醒
し
た
状
態
の
自

己
に
よ

っ
て

一
元
的
に
統

一
さ
れ
て
い
る
の
か
。
ど
う
も
そ
う
で
は
な

い
ら
し
い
。
小
林
士
官
の
叙
述
に
は
、
次
の
よ
う
な
箇
所
に
見
ら
れ

る
、
あ
る
種
の
も
ど
か
し
さ
が
つ
き
ま
と

っ
て
い
る
。

わ
れ
は
こ
の
末
の
姫
の
言
葉
に
て
知
り
ぬ
、　
さ
き
に
大
隊
長
が
メ
エ
ル
ハ
イ
ム
の
い
ひ
な
づ
け
の
妻
な
ら
ん
と
い
ひ
し
イ

ゝ
ダ
の
君
と

は
、　
こ
の
人
の
こ
と
な
る
を
。　
か
く
心
づ
き
て
み
れ
ば
、　
メ
ェ
ル
ハ
イ
ム
が
言
葉
も
振
舞
も
、　
こ
の
君
を
う
や
ま
ひ
愛
づ
と
見
え
ぬ
は
な

し
。

小
林
士
官
は
、
イ
ゝ
ダ
姫
と
メ
エ
ル
ハ
イ
ム
の
関
係
を
こ
の
段
階
ま
で
把
握
で
き
て
は
い
な
か

っ
た
。　
メ
ェ
ル
ハ
イ
ム
自
身
や
大
隊
長
に
よ

つ

て
幾
度
か
は
の
め
か
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
で
あ
る
。

注
０

こ
こ
に
あ
る
の
は
、
所
謂

「
見
巧
者
」
と
は
対
局
的
な
位
置
に
あ
る
観
察
者
で
あ
る
。
同
じ
出
来
事
を
見
て
い
な
が
ら
、
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に
は

「
見
巧
者
」
の
結
論
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
見
え
て
は
い
て
も
、
主
体
的
に
見
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
観
察
者
な
の
だ
。
そ
れ

は
、
あ
る
意
味
で
は
叙
述
の
渋
滞
を
引
き
起
こ
し
か
ね
な
い
。
実
際
、　
イ
ゝ
ダ
姫
の
顔
の
描
写
に
お
い
て
、

「
面
の
い
ろ
の
蒼
う
見
ゆ
る
は
、

黒
き
衣
の
た
め
に
や
。」

と
表
現
す
る
小
林
士
官
は
、　
観
察
し
て
い
な
が
ら
判
断
を
留
保
し
て
い
る
点
で
、
観
察
者
と
し
て
の
職
務
を
放
棄
し

て
い
る
か
に
さ
え
見
え
る
。

だ
が
、
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
作
品
の
仕
掛
け
の
一
つ
で
あ

っ
て
、
当
時
そ
の
た
く
ら
み
を
的
確
に
把
握
し
て
い
た
の
が
、
森
田
思
軒
で
あ

っ

た
。
近
年
刊
行
さ
れ
た

「
『文
づ
か
ひ
』
自
筆
草
稿
」

の
扉
の
表
紙
見
本
に
は
、　
鴎
外
が
思
軒
に
宛
て
た
批
評
依
頼
の
書
簡
が
載
せ
ら
れ
て
い

る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
酷
外
は
明
治
二
十
四
年

一
月
二
十
五
日
刊
行
予
定

（実
際
の
刊
行
期
日
は
二
十
八
日
）
の
こ
の
作
品
の
批
評
を
二
十
三

日
に
依
頼
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
無
理
が
許
さ
れ
る
だ
け
の
関
係
が
こ
の
二
人
に
あ

っ
た
わ
け
で
、
そ
の
思
軒
の
批
評
は
次
の
よ
う
な
も
の
で

あ

っ
た
。
（思
幹
は
二
十
四
日
夜
鴎
外
自
身
が
来
訪
し
て
依
頼
し
た
批
評
を
二
月
五
日
に
書
い
て
い
る
Ｊ

全
体
の
妙
は
イ
ゝ
ダ
姫
の
境
遇
を
従
頭
正
面
よ
り
描
か
ず
し
て
壱
に
日
本
士
官
小
林
の
耳
目
中
よ
り
側
篤
せ
る
に
在
り
／
故
に
姫
が
苦
心

の
顛
末
は
唯
だ
収
尾
な
る
王
官
夜
宴
の
段
に
至
て
始
て
こ
れ
を
審
か
に
す
る
を
得
／
前
半
篇
に
あ
り
て
は
読
者
は
小
林
と
ゝ
も
に
折
り
折
り

注
０

様
子
あ
り
げ
な
る
を
疑
ひ
思
ふ
の
み

（区
切
記
号
引
用
者
）

注
０

こ
こ
で
思
軒
は
、
鴎
外
が
以
前
に
用
い
た

「
側
篤
」
と
い
う
術
語
に
よ

っ
て

「
文
づ
か
ひ
」
の
叙
述
の
特
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

い
ち
早

く
出
さ
れ
た
同
時
代
評
で
あ
り
な
が
ら
こ
の
指
摘
は
重
要
で
あ
り
、
そ
う
し
た
特
性
の
把
握
を
抜
き
に
し
て
こ
の
作
品
の
表
現
を
分
析
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
側
馬
」
の
機
能
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
で
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
読
者
に

「
疑
ひ
思
」
わ
せ
る
小
林
士
官
の
叙
述
は
、　
こ
の
作
品
全
体
に
も
う

一
つ
の
特
徴
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
は
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
記
述
に
現
わ
れ
て
い
る
。



そ
の
南
の
か
た
に
高
き
石
の
塔
あ
り
て
、
埃
及
の
尖
塔
に
な
ら
ひ
て
造
り
し
と
覚
ゆ
。
け
ふ
の
泊
の
こ
と
を
知
り
て
出
迎
へ
し

「
ソ
フ
レ

エ
」
着
た
る
下
部
に
引
か
れ
て
、
自
石
の
階
の
ぼ
り
ゆ
く
と
き
、
園
の
木
立
を
洩
る
ゝ
夕
日
朱
の
如
く
赤
く
、
階
の
両
側
に
躊
り
た
る
人
首

獅
身
の

「
ス
フ
イ
ン
ク
ス
」
を
照
ら
し
た
り
。
己
が
は
じ
め
て
入
る
独
逸
貴
族
の
城
の
さ
ま
い
か
な
ら
む
。
さ
き
に
遠
く
望
み
し
馬
上
の
美

人
は
い
か
な
る
人
に
や
。
こ
れ
ら
も
皆
解
き
あ
へ
ぬ
謎
な
る
べ
し
。
（傍
線
引
用
者
。
以
下
同
じ
Ｊ

周
知
の
通
り
、
王
家
の
墓
を
守
り
、
訪
間
者
が
来
れ
ば
目
覚
め
て
謎
を
与
え
、
解
け
な
か

っ
た
者
を
処
罰

・
処
刑
す
る
こ
と
が

「
ス
フ
イ
ン
ク

ス
」
の
使
命
で
あ

っ
た
。
と
す
れ
ば
、
人
首
獅
身
の

「
ス
フ
イ
ン
ク
ス
」
像
が
、
置
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
く

「
障
」

っ
て
い
る
と
表
現
す
る

小
林
士
官
は
、
既
に
そ
の

「
ス
フ
イ
ン
ク
ス
」
に
魅
入
ら
れ
、
謎
を
か
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
魅
入
ら
れ
る

「隙
」
が
あ

っ
た
と
い
い
か

え
て
も
い
い
。
非
生
物
の
石
像
が
、
ゆ
ら
り
と
動
き
出
す
。
そ
の
よ
う
な
幻
想
を
、
こ
の
表
現
は
生
起
さ
せ
る
。
そ
の
結
果
小
林
士
官
は
、
城

に
導
か
れ
る
と
同
時
に
、
精
神
的
な
安
定
を
欠
い
て
い
た
の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は

一
見
平
凡
な
次
の
よ
う
な
描
写
に
も
う
か
が
え
る
。

此
時
わ
が
立
ち
し
背
の
ほ
の
暗
き
か
た
に
て
、
コ

個
人
、　
一
個
人
」
と
あ
や
し
き
馨
し
て
呼
ぶ
も
の
あ
る
に
、
お
ど
ろ
き
て
顧
み
れ
ば
、

こ
の
間
の
隅
に
は
お
は
い
な
る
鍼
が
ね
の
籠
あ
り
て
、
そ
が
中
な
る
鶏
鵡
が
か
ね
て
聞
き
し
こ
と
あ
る
大
隊
長
の
こ
と
葉
を
ま
ね
び
し
な

スロ′．

正
体
が
わ
か

っ
て
み
れ
ば
、
何
で
も
な
い
こ
と
で
は
あ
る
。
し
か
し
、

め
て
語
る
こ
と
で
、
こ
の
語
り
手
に
寄
り
添
う
読
者
に
も
当
然
そ
の

境
界
線
を
辿

っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

「文
づ
か
ひ
」
の
叙
述
の
方
法

た
だ
鶏
鵡
が
い
た
こ
と
を
叙
述
せ
ず
に
、
こ
う
し
て
時
間
的
経
過
も
含

「
お
び
え
」
は
伝
わ

っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
物
語
は
日
常
と
非
日
常
の

一
二
七
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二
八

こ
う
し
て
い
わ
ば

「
ス
フ
イ
ン
ク
ス
」
に
憑
依
さ
れ
た
小
林
士
官
は
、
イ
ゝ
ダ
姫
の

「
ピ
ア
ノ
」
演
奏
に
も
、
過
剰
な
反
応
を
示
し
て
し
ま

ゝ
ｎ
ノ

。

ゆ
る
ら
か
に
幾
尺
の
水
品
の
念
珠
を
操
る
と
き
は
、
ム
ル
デ
の
河
も
し
ば
し
流
を
と
ゞ
む
べ
く
、
忽
ち
迫
り
て
刀
槍
齋
く
鳴
る
と
き
は
、

む
か
し
行
旅
を
脅
し
ヽ
こ
の
城
の
遠
祖
も
百
年
の
夢
を
破
ら
れ
や
せ
む
。

（中
略
）
唯
覚
ゆ
、　
絲
馨
の
波
は
こ
の
デ
ウ
ベ
ン
城
を
た
ゞ
よ
は

せ
て
い
人
も
わ
れ
も
浮
き
つ
沈
み
つ
流
れ
ゆ
く
を
。
山
正
に
関
に
な
り
て
、
こ
の
楽
器
の
う
ち
に
潜
み
し
さ
ま
ざ
ま
の
絃
の
鬼
、　
ひ
と
り
び

と
り
窮
な
き
怨
を
訴
へ
を
は
り
て
、
い
ま
や
諸
馨
た
て
て
泣
響
む
や
う
な
る
と
き
、

鴎
外
が
当
時
用
い
て
い
た
言
葉
で
言
え
ば
、
「
奇
幻
怪
誕
」
∩
現
代
諸
家
の
小
説
論
を
読
む
し

に
満
ち
た
形
容
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
そ
し
て
こ
の
流
露
感
温
れ
る

エ
キ
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
な
形
容
は
、　
こ
の
土
地
や
城
に
存
在
す
る
霊
と
の
感
応
を
読
者
に
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な

迫
力
を
さ
え
持

っ
て
い
る
。
イ

ヽ
ダ
姫
が
童
の
伴
奏
を
嫌

っ
て
演
奏
を
中
断
し
た
た
め
に
、
小
林
士
官
は
辛
う
じ
て
覚
醒
す
る
の
だ
が
、
そ
の

夜
の
夢
は
前
述
し
た
よ
う
に
奇
怪
な
も
の
に
な
つ
て
ゆ
く
。

こ
う
し
て
、
小
林
士
官
の
位
相
を
と
ら
え
て
み
る
と
き
、
こ
の
語
り
手
が
か
な
り
特
異
な
存
在
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
決
し

て
、
現
実
そ
の
も
の
を

「
中
継
」
し
て
く
れ
る
存
在
で
は
な
い
。
む
し
ろ
現
実
の
中
に
あ
る
非
現
実
を
見
出
す
働
き
を
し
て
い
る
。
そ
の
意
味

で
は
、
彼
が
初
め
て
登
場
す
る
軍
事
演
習
の
場
面
で
、
「
目
が
ね
」
す
な
わ
ち
望
遠
鏡
を
携
帯
し
て
い
る
の
は
極
め
て
象
徴
的
で
あ
る
。　
い
つ

か
は
現
実
と
な
る
筈
の
戦
い
の
中
で
、
小
林
士
官
は
望
遠
鏡
を
通
し
て
見
た
見
物
の
群
衆
の
中
に
逃
避
し
て
ゆ
く
。
そ
こ
か
ら
彼
は

「
側
篤
」

す
る
語
り
手
に
な
る
の
だ
。　
こ
の
小
林
士
官
は
、
「文
づ
か
ひ
」
発
表
の
翌
年
か
ら
翻
訳
が
は
じ
ま
る

「
即
興
詩
人
」
の
ア
ン
ト
ニ
オ
を
想
起

さ
せ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。



三

そ
れ
に
し
て
も
、
小
林
士
官
は
ど
う
し
て

「
ス
フ
イ
ン
ク
ス
」

の
謎
に
と
ら
わ
れ
て
し
ま

っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
「
携

へ
し
目
が
ね
」

で
演
習
よ
り
も
見
物
の
群
衆
を
観
察
し
て
し
ま
う
と
い
う
冒
頭
部
に
伺
わ
れ
る
心
の
緩
み
に
よ
る
も
の
で
あ

ろ
う
が
、
「
文
づ
か
ひ
」

に
は
そ

の

「
隙
間
」
を
よ
り
具
体
的
に
表
わ
し
た
次
の
よ
う
な
描
写
が
あ
る
。

芝
生
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
黒
が
ね
の
弓
伏
せ
て
植
ゑ
お
き
、
靴
の
尖
も
て
押
へ
し
五
色
の
球
を
、
小
槌
揮
ひ
て
横
ざ
ま
に
打
ち
、
か
の
弓

の
下
を
く
ゞ
ら
す
る
に
、
巧
な
る
は
百
に
一
つ
を
も
失
は
ね
ど
、
拙
き
は
あ
や
ま
ち
て
足
杯
撃
ち
ぬ
と
て
あ
わ
て
ふ
た
め
く
。
わ
れ
も
正
剣

解
い
て
こ
れ
に
雑
り
、
打
て
ど
も
打
て
ど
も
、
球
あ
ら
ぬ
方

へ
の
み
飛
ぶ
ぞ
本
意
な
き
。

姫
君
た
ち
の

「
ク
ロ
ケ
ツ
ト
」
の
遊
び
に
、
小
林
士
官
は

「
正
剣
」
を
外
し
て
加
わ

っ
て
ゆ
く
。
日
常
的
に
日
中
は
武
器
を
身
に
つ
け
て
い
る

か
ら
こ
そ
、　
こ
の
一
句
が
書
か
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
解
放
感
と
い
う
よ
り
、
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
に
あ
る
べ
き
も
の
が
な
い
、
む
し
ろ
空

虚
な
感
じ
を
も
た
ら
し
た
の
だ
ろ
う
。
「あ
ら
ぬ
方
」

へ
ば
か
り
飛
ん
で
ゆ
く

「
ク
ロ
ケ
ツ
ト
」

の
球
は
、
精
神
的
支
柱
を

一
時
的
に
失

っ
た

小
林
士
官
の
心
身
の
状
態
の
隠
喩
で
も
あ
る
筈
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
よ
う
な
状
態
の
時
、
メ
エ
ル
ハ
イ
ム
と
イ
ゝ
ダ
姫
が
現
わ
れ
、
イ
ゝ
ダ
姫
は
尖
塔
の
頂
上
へ
案
内
す
る
と
い
う
。
そ
れ
も

「
は
や
先
に
立
ち
て
誘
ふ
に
、
わ
れ
は
訪
り
な
が
ら
随
ひ
ゆ
き
ぬ
。」

と
い
う
慌
た
だ
し
さ
で
。
も
ち
ろ
ん
城
の
敷
地
内
な
の
だ
か
ら
、
剣
を

身
に
つ
け
る
理
由
も
な
い
。
小
林
は
ま
る
で
拉
致
さ
れ
る
よ
う
に
、
二
人
だ
け
の
空
間
に
連
れ
ら
れ
て
ゆ
く
。

「文
づ
か
ひ
」
の
叙
述
の
方
法

一
二
九
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今
や
わ
れ
下
界
を
離
れ
た
る
こ
の
塔
の
厳
に
て
、
き
の
ふ
ラ
ア
ゲ
井
ツ
ツ
の
丘
の
上
よ
り
進
に
初
対
面
せ
し
と
き
よ
り
、
怪
し
く
も
こ
ゝ

ろ
を
引
か
れ
て
、
い
や
し
き
物
好
に
も
あ
ら
ず
、
い
ろ
な
る
心
に
も
あ
ら
ね
ど
、
夢
に
見
、
現
に
お
も
ふ
少
女
と
差
向
ひ
に
な
り
ぬ
。

本
来
な
ら
ば
こ
の
作
品
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
い
う
べ
き
場
面
で
あ
る
が
、
意
外
な
は
ど
盛
り
上
が
り
に
欠
け
て
い
る
。
小
林
士
官
は
自
身
の

感
情
を
吐
露
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、　
一
方
的
に
話
す
イ
ゝ
ダ
姫
の

「
文
づ
か
ひ
」
を
引
き
受
け
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
読
者
に
と

っ
て
は
肩

透
か
し
に
も
思
え
る
が
、
「
正
剣
解
い
て
」
、　
つ
ま
り
無
防
備
な
状
態
に
あ
っ
た
小
林
土
官
に
と
っ
て
は
む
し
ろ
当
然
の
結
果
で
あ
っ
た
。
小
林

士
官
の

「隙
間
」
が
イ
ゝ
ダ
姫
の
依
頼
を
呼
び
込
ん
だ
と
も
言
え
る
の
で
あ
り
、
こ
の
役
割
と
し
て
の

「
文
づ
か
ひ
」

の
事
情
が
明
ら
か
に
さ

れ
る
の
は
、
互
い
に
盛
装
を
し
て
、
対
等
な
立
場
で
再
会
す
る
舞
踏
会
の
席
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

四

「文
づ
か
ひ
」
に
登
場
す
る
ザ
ク
セ
ン
国
王
は
、
こ
の
作
品
の
登
場
人
物
の
中
で
、
例
外
的
に
親
し
み
を
与
え
る
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
は
小

林
士
官
が
謁
見
し
た
時
、
日
本
の
公
使
を
置
く
こ
と
に
な

っ
た
ら
現
在
の
つ
な
が
り
で
あ
な
た
に
お
願
い
し
よ
う
と
い
う
、
か
な
り
大
時
代
な

発
言
に
も
よ
る
の
だ
が
、
も
う

一
度
そ
の
部
分
を
検
討
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
表
現
が
含
ま
れ
て
い
る
。

国
王
陛
下
に
は
い
ま
始
め
て
謁
見
す
。
す
が
た
貌
や
さ
し
き
自
髪
の
翁
に
て
、
列

ン‐
引
渕
瓢
Ⅲ
馴
引
Ч
利
「
到
劃
倒
Ч
劃
ヨー

′、―
ン‐
ョ
倒
剌
川

裔
な
れ
ば
に
や
、
応
接
い
と
巧
に
て
、
（以
下
略
）

現
在
の
国
王
の
応
接
術
と
、
そ
の
祖
先
が
ダ
ン
テ
の

「
神
曲
」
の
翻
訳
者
で
あ
る
こ
と
の
因
果
関
係
が
い
か
に
も
わ
か
り
に
く
い
。
と
い
う
よ



り
も
、
と
も
す
れ
ば
文
脈
に
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
挿
入
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
印
象
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
文
づ
か
ひ
」
は

鴎
外
の
分
類
か
ら
す
れ
ば

「
単
稗
」
（
ノ
ェ
ル
レ
）
で
あ
り
、
長
篇
の
叙
事
詩
で
あ
る

「
神
曲
」
と
対
極
的
な
位
置
に
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
こ
の
二
作
品
の
関
係
が
こ
れ
ま
で
検
討
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
の
も
、
あ
る
意
味
で
は
自
然
な
こ
と
で
あ

っ
た
。
た
だ
、
こ
の
記

述
を
看
過
す
る
こ
と
も
適
当
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
「
文
づ
か
ひ
」
の
文
中
に

「
神
曲
」

と
い
う
作
品
名
が
刻
ま
れ
て
い
る
こ
と

の
意
味
を
こ
こ
で
考
え
て
み
た
い
。

鴎
外
の
文
章
中
に

「神
曲
」
が
は
じ
め
て
登
場
す
る
の
は
、
「
独
逸
日
記
」
明
治
十
八
年
八
月
十
三
日
の
こ
と
で
あ
る
。
「
ダ

ン
テ
の
神
曲

ｏ
ｏ
日
＆
討

は
幽
味
に
し
て
洸
惚
」
と
い
う
そ
の
表
現
に
は
、
内
容
を
十
分
に
理
解
し
て
い
る
様
子
が
あ
る
。
ま
た
、　
帰
国
後
の
評
論
活
動
の

中
で
も
、
「
再
び
平
仄
に
就
き
て
」
公
一十
二
年
四
月
）
「
現
代
諸
家
の
小
説
論
を
読
む
」
公
一十
三
年

一
月
）
コ
百
文
論
」

公
一十
三
年
四
月
）
な

ど
で
言
及
し
て
お
り
、　
現
在
東
大
付
属
図
書
館
の
鴎
外
文
庫
に
残

っ
て
い
る
旧
蔵
書
か
ら
考
え
て
も
、

「
文
づ
か
ひ
」
発
表
当
時
の
鴎
外
に
と

注
③

っ
て

「神
曲
」
が
重
要
な
作
品
で
あ

っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
、
登
場
人
物
が
優
に
五
百
人
を
越
え
、

「
地
獄
篇
」
「煉
獄
篇
」
「
天
国
篇
」
そ
れ
ぞ
れ
に
三
十
三
の
歌
で
成
立
し
て
い
る

「
神
曲
」

と
い
う
作
品
と
、
「単
稗
」
（
ノ
ェ
ル
レ
）
と
し
て
の

「
文
づ
か
ひ
」
の
比
較
は
か
な
り
困
難
と
い
え
る
。

た
だ
、
こ
の
よ
う
な

一
節
が
あ
る
。
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０
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（拙
訳
）

そ
こ
に
は
、
本
が
茂
り
、
水
が
豊
か
な
山
が
あ

っ
て
、
（そ
の
山
は
）
イ
イ
ダ
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

「文
づ
か
ひ
」
の
叙
述
の
方
法

ヽ

"

一
〓
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「
地
獄
篇
」
の
第
１４
歌
に
、
「
文
づ
か
ひ
」
の
登
場
人
物
で
あ
る
イ
ゝ
ダ
姫
の
名
が
出
て
く
る
の
だ
。

こ
の
イ
イ
ダ
と
い
う
山
は
、
主
神
ゼ
ウ
ス
が
幼
い
頃
育

っ
た
と
さ
れ
る
、
ク
レ
タ
島
に
あ
る
山
で
あ
る
。
言
わ
ば
神
話
が
は
じ
ま
ろ
う
と
し

た
土
地
な
の
だ
。
そ
の
名
前
を
持

っ
た
女
性
が

「
文
づ
か
ひ
」
に
登
場
す
る
こ
と
の
意
味
を
考
え
る
こ
と
は
深
読
み
に
過
ぎ
る
だ
ろ
う
か
。

そ
の
ほ
か
、　
山
の
頂
上
で
男
性

（小
林

・
ダ
ン
テ
）
が
女
性

（
イ
ゝ
ダ
姫

・
ベ
ア
ト
リ
チ
ェ
）
と
会
う
こ
と

（「
浄
罪
山
し
、　
そ
の
幻
想
的

な
表
現
な
ど
の
共
通
性
に
つ
い
て
は
別
稿
で
論
じ
た
い
と
思
う
。

注
①
　
「文
づ
か
ひ
」
の
場
合
、
主
な
舞
台
と
な
る
デ
ウ
ベ
ン
城
、
城
主
で
あ
る
ピ
ュ
ロ
オ
伯
、
そ
し
て
容
姿
こ
そ
異
な
る
も
の
の
イ
ゝ
ダ
と
い
う
少
女
が
登

場
す
る
こ
と
な
ど
、
個
有
名
詞
の
面
で

「
独
逸
日
記
」
と

一
致
す
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
結
果
作
品
と
そ
の
材
源
と
い
う
関
係
に
の
み
目
が
注
が
れ
る
こ

と
に
な
る
。

②
一　
軍
事
演
習
の
最
中
に
、
他
者
が
接
近
し
て
来
る
こ
と
に
気
づ
か
な
い
こ
と
は
、
大
き
な
失
態
で
あ
る
だ
ろ
う
。
視
察
す
る
立
場
に
あ
っ
た
と
は
い
え
、

背
後
に
容
易
に
接
近
を
許
ｔ
た
こ
と
は
明
ら
か
な
ミ
ス
で
あ
る
。
小
林
士
官
の
態
度
を
メ
エ
ル
ハ
イ
ム
が
注
意
し
た
こ
と
は
当
然
の
こ
と
だ
ろ
う
。

③
　
亀
井
秀
雄

『身
体

。
こ
の
不
思
議
な
る
も
の
の
文
学
』
（昭
和
五
十
九
年
十
一
月
れ
ん
が
書
房
新
社
刊
）
第
二
章
．

０
　
作
品
の
構
成
や
伏
線
等
を
見
通
す
鋭
敏
な
読
者
を
意
味
す
る
。
坪
内
逍
邊
は

「
当
世
書
生
気
質
」
で

「
活
眼
家
」
の
ル
ピ
と
し
て
用
い
て
い
る
。

③
　
大
阪
樟
蔭
女
子
大
学
図
書
館
発
行
の
「
文
づ
か
ひ
」
自
筆
原
稿
平
成
元
年
二
月
発
行
。

③
　
「郵
便
報
知
新
聞
」
明
治
二
十
四
年
二
月
十
日
掲
載
の
「
鴎
外
の

『文
つ
か
ひ
』
三
味
の

『桂
姫
』
並
び
に
西
鶴
の

『約
束
は
雪
の
朝
食
』

０
　
「
明
治
二
十
二
年
批
評
家
の
詩
眼
」
（明
治
二
十
三
年

一
月
）

③
　
鴎
外
の

「
神
曲
」
の
表
記
は
他
に

「
ヂ
ヰ
ナ
、
コ
メ
デ
ヤ
」

「
神
劇
」
な
ど
が
あ
る
。


