
「迷いの末は」
――横光氏の「厨房日記」について――
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『
文
芸
春
秋
』
の
新
年
号
に
、
作
家
ば
か
り
の
座
談
会
と
い
う
記
事
が
の
せ

ら
れ
て
い
る
。
河ふ
豚ぐ
礼
讚
、
文
芸
雑
誌
の
今
昔
な
ど
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、

次
第
に
様
々
の
話
題
へ
展
開
し
て
い
る
こ
の
記
事
は
、
特
に
最
後
の
部
分
、

二
・
二
六
と
大
震
災
当
時
の
心
境
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
出
席
者
が
所
感
を

語
っ
て
い
る
部
分
に
至
っ
て
、
読
者
の
感
想
を
喚よ
び
出
す
幾
多
の
も
の
を
示

し
て
い
る
。
徳
田
秋
声
、
菊
池
寛
、
久
米
正
雄
等
の
作
家
た
ち
が
、
震
災
以

来
今
日
ま
で
の
十
五
年
間
に
生
き
て
来
た
社
会
的
な
道
す
じ
、
及
び
今
日
そ

れ
ぞ
れ
の
人
々
が
占
め
て
い
る
こ
の
社
会
で
の
在
り
場
所
と
い
う
も
の
を
、

自
ら
読
者
に
考
え
さ
せ
る
言
外
の
暗
示
を
少
な
か
ら
ず
含
ん
で
い
る
の
で
あ

る
。
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こ
の
座
談
会
で
、
次
の
よ
う
な
話
が
交
わ
さ
れ
た
。

　
徳
田
秋
声
「
パ
リ
か
ら
白
鳥
君
（
正
宗
）
が
手
紙
を
よ
こ
し
て
ね
。
こ
っ

　
　
ち
に
又
来
た
け
れ
ど
も
、
退
屈
な
日
を
送
っ
て
い
る
と
云
っ
て
い
る
の

　
　
だ
ね
。
今
度
は
お
寺
や
な
ん
か
ば
か
り
見
て
い
る
。
鞄
の
中
に
西
鶴
の

　
　
も
の
が
一
冊
入
っ
て
居
っ
て
、
そ
れ
が
今
一
番
ぴ
っ
た
り
来
る
と
い
う

　
　
の
だ
ね
。
向
う
の
こ
と
は
何
に
も
分
ら
ん
と
い
う
。
そ
ん
な
こ
と
が
書

　
　
い
て
あ
っ
た
」

　
久
米
正
雄
「
白
鳥
氏
な
ん
か
よ
く
享
楽
し
て
い
る
よ
」

　
徳
田
秋
声
「
そ
り
ゃ
そ
う
で
す
な
」

　
短
い
言
葉
の
や
り
と
り
の
裡
に
、
語
る
人
々
、
語
ら
れ
る
人
の
風
貌
が
躍

如
と
し
て
い
て
、
ま
こ
と
に
面
白
い
。
全
く
白
鳥
と
い
う
人
は
、
世
間
並
よ
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り
或
は
ず
っ
と
よ
く
、
そ
し
て
巧
に
享
楽
も
し
つ
つ
、
退
屈
げ
な
顔
つ
き
を

日
常
の
間
に
も
作
品
の
中
に
も
漂
わ
す
作
家
な
の
で
あ
ろ
う
。
向
う
の
こ
と

は
何
に
も
分
ら
な
い
、
な
り
に
こ
の
人
は
落
付
い
て
い
る
。
彼
を
落
付
か
せ

て
い
る
も
の
が
よ
し
ん
ば
何
で
あ
ろ
う
と
も
、
彼
は
そ
れ
を
旅
券
や
財
布
と

と
も
に
パ
リ
の
真
中
で
も
落
し
っ
こ
な
い
人
な
の
で
あ
る
。

　
横
光
利
一
氏
は
そ
う
は
ゆ
か
な
い
。
向
う
の
こ
と
は
何
に
も
分
ら
な
い
で

白
鳥
の
よ
う
に
安
心
も
出
来
な
い
し
、
同
時
に
此
方
の
こ
と
が
何
に
も
分
ら

な
い
で
も
通
用
し
か
ね
る
と
い
う
苦
し
い
自
覚
に
お
か
れ
た
。
『
改
造
』
新

年
号
に
「
厨
房
日
記
」
を
読
ん
だ
人
は
、
お
そ
ら
く
梶
と
い
う
名
で
立
ち
あ

ら
わ
れ
て
い
る
一
人
物
を
通
し
て
作
家
横
光
の
複
雑
な
苦
境
と
混
乱
と
そ
れ

に
何
と
か
恰
好
を
つ
け
よ
う
と
し
て
と
ら
れ
て
い
る
身
振
り
の
貧
寒
さ
を
感
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ぜ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

　
こ
の
錯
雑
し
た
作
品
の
中
に
も
、
実
感
の
あ
る
幾
つ
か
の
小
さ
い
箇
処
が

あ
る
。
例
え
ば
梶
が
帰
朝
第
一
日
、
浴
衣
に
着
換
え
て
妻
の
実
家
の
十
二
畳

の
広
間
に
ひ
っ
く
り
か
え
っ
た
時
、
組
み
あ
げ
た
足
の
先
と
妻
の
指
先
と
が

思
わ
ず
触
れ
あ
っ
た
瞬
間
の
含
羞
。
久
し
ぶ
り
で
自
分
の
子
供
の
幼
い
顔
を

打
ち
眺
め
つ
つ
、
自
分
の
見
て
来
た
世
界
の
実
際
の
大
き
さ
に
今
更
な
が
ら

驚
く
気
持
な
ど
、
読
者
に
そ
れ
な
り
の
心
持
と
し
て
ふ
れ
て
来
る
と
こ
ろ
も

無
い
こ
と
は
な
い
。
然
し
な
が
ら
、
全
体
と
し
て
こ
の
一
篇
の
作
品
が
提
出

し
て
い
る
も
の
は
、
世
界
の
東
西
を
貫
い
て
、
波
浪
高
い
今
日
の
社
会
に
お

け
る
矛
盾
相
剋
の
間
で
、
意
識
的
に
体
を
し
ゃ
ち
こ
ば
ら
せ
つ
つ
遂
に
揉
み

く
し
ゃ
と
な
っ
た
人
間
の
姿
で
あ
る
。
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鴎
外
以
来
、
日
本
の
作
家
は
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
な
時
代
に
、
そ
れ
ぞ
れ

の
事
情
を
も
っ
て
海
外
へ
の
旅
行
を
試
み
た
。
漱
石
も
藤
村
も
彼
等
の
作
家

的
発
展
の
過
程
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
接
触
を
ぬ
い
て
云
う
こ
と
は
出
来

な
い
。
円
本
時
代
に
頻
出
し
た
作
家
た
ち
の
海
外
漫
遊
は
、
あ
る
一
部
の
日

本
の
作
家
達
の
経
済
的
向
上
を
語
っ
た
と
同
時
に
、
微
妙
な
独
特
性
で
そ
の

後
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
作
家
達
の
社
会
的
動
向
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
。

　
一
九
二
九
年
以
来
、
世
界
の
事
情
は
急
変
し
た
。
久
米
正
雄
氏
が
嘗
て
美

し
い
夫
人
を
伴
っ
て
ア
メ
リ
カ
人
と
肩
を
並
べ
悠
々
漫
歩
し
た
パ
リ
の
ヴ
ル

　「ワ
ー
ル
に
は
、
き
ょ
う
、
そ
の
時
分
に
は
な
か
っ
た
種
類
の
示
威
行
列
が
ね

っ
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。
与
謝
野
晶
子
、
藤
村
な
ど
が
詩
を
語
っ
て
、
思
い

出
の
中
に
ま
ざ
ま
ざ
生
か
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
カ
フ
ェ
ー
・
リ
ラ
で
、
今
日
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声
高
く
談
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
は
常
に
必
ず
し
も
、
文
学
、
音
楽
の
こ
と
の
み

で
は
な
い
。
横
光
氏
は
座
談
会
で
云
っ
て
い
る
。
「
外
国
の
文
士
と
い
う
も

の
は
聊
い
さ
さか
政
治
批
評
を
や
っ
て
い
る
ね
」
と
。

　
大
体
、
外
国
人
か
ら
、
あ
な
た
の
国
は
ど
う
い
う
国
で
す
か
、
と
訊
か
れ

た
と
き
、
返
事
に
困
ら
な
い
者
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ア
メ
リ
カ
人
や
フ
ラ
ン

ス
人
た
ち
が
日
本
へ
来
て
も
こ
う
い
う
困
難
に
は
一
度
な
ら
ず
出
逢
う
に
違

い
な
い
。
だ
が
そ
れ
は
、
日
本
人
が
外
国
へ
行
っ
た
場
合
に
遭
遇
す
る
困
難

と
は
比
較
に
な
ら
な
い
と
思
う
。
何
故
な
ら
、
ア
メ
リ
カ
に
し
ろ
フ
ラ
ン
ス

に
し
ろ
、
外
国
の
文
化
人
の
理
解
の
中
に
浸
み
こ
ん
で
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
国

の
概
念
と
い
う
も
の
は
現
実
の
生
活
と
あ
ら
ま
し
ぴ
っ
た
り
し
た
も
の
で
あ

る
。
フ
ラ
ン
ス
風
と
い
う
と
、
そ
の
一
言
が
多
く
の
内
容
を
一
括
し
て
或
る
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感
じ
を
与
え
得
る
。
と
こ
ろ
が
日
本
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
過
去
に
お
い
て
は

余
り
東
洋
の
幻
想
の
中
に
つ
つ
み
こ
ま
れ
て
い
た
。
蝶
々
夫
人
、
お
菊
さ
ん
、

小
泉
八
雲
の
描
く
と
こ
ろ
の
日
本
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
昔
の
日
本
の
或
る

一
面
、
或
は
そ
れ
が
嘗
て
は
日
本
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
も
の
を
、
語
っ
て
い

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
何
し
ろ
一
九
二
九
年
以
後
の
日
本
と
い
う
も
の
は
、

国
際
関
係
の
現
実
の
中
で
極
め
て
現
実
味
の
強
烈
な
或
る
意
味
で
露
骨
な
進

退
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
小
泉
八
雲
の
気
分
的
日
本
の
描
写
で
は
、

外
国
人
と
し
て
日
本
を
掴
み
得
た
と
感
じ
ら
れ
な
い
の
は
自
然
で
あ
る
。
ま

し
て
、
昨
今
の
日
本
文
化
輸
出
熱
は
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
、
残
念
な
が
ら

多
く
は
外
国
の
人
々
の
日
本
に
関
す
る
不
十
分
な
先
入
感
、
お
蝶
さ
ん
的
趣

味
に
追
随
し
た
程
度
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
日
本
文
化
と
称
す
る
も
の
の
輸
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出
熱
が
嵩
じ
れ
ば
嵩
じ
る
程
、
一
層
現
実
日
本
の
挙
止
が
日
常
に
与
え
つ
つ

あ
る
印
象
と
日
本
的
と
称
さ
れ
る
も
の
と
の
間
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
目
立
っ
て
来

ざ
る
を
得
な
い
矛
盾
に
お
か
れ
て
い
る
。

　
ト
リ
ス
タ
ン
・
ツ
ァ
ラ
ア
が
モ
ン
マ
ル
ト
ル
の
客
間
で
日
本
の
作
家
ヨ
コ

ミ
ツ
に
「
日
本
は
ど
う
い
う
国
で
す
か
。
僕
は
他
の
国
の
こ
と
な
ら
何
処
の

国
で
も
多
少
は
想
像
が
つ
い
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
日
本
だ
け
は
少
し
も

分
ら
な
い
」
と
い
う
質
問
を
出
し
た
こ
と
の
中
に
は
、
日
本
が
皆
目
分
ら
な

い
の
で
は
な
く
、
日
本
に
つ
い
て
彼
に
分
っ
て
い
る
或
る
こ
と
と
或
る
こ
と

と
の
間
の
、
人
間
的
・
社
会
的
必
然
の
繋
つ
な
がり
が
分
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
日
本

の
そ
の
こ
と
と
こ
の
こ
と
と
が
、
ど
う
い
う
関
係
で
日
本
人
の
心
の
中
に
そ

の
よ
う
な
形
で
在
り
得
る
の
か
、
そ
こ
が
ど
う
も
見
当
つ
か
な
い
と
い
う
内
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容
を
も
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
聊﹅
か﹅
政﹅
治﹅
的﹅
批﹅
評﹅
も﹅
す﹅
る﹅
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文

士
は
、
日
本
人
絹
業
の
興
隆
、
そ
の
背
後
の
力
と
リ
オ
ン
の
絹
業
者
の
破
産

と
の
相
互
関
係
も
知
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
又
、
ス
イ
ス
の
時
計
生
産
を
圧

迫
し
て
い
る
日
本
製
時
計
、
自
転
車
の
大
量
輸
出
と
日
本
の
世
界
最
低
の
労

働
賃
銀
の
こ
と
を
も
知
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
中
国
と
日
本
と
が
、
東
洋
に

お
い
て
ど
の
よ
う
な
関
係
に
か
ら
ま
れ
て
い
る
か
を
も
知
っ
て
い
よ
う
。
そ

う
い
う
、
日
本
の
面
と
、
能
や
端
午
の
節
句
や
桜
花
爛
漫
を
撮
影
し
て
い
る

国
際
文
化
振
興
会
な
ど
の
、
日
本
紹
介
映
画
と
の
間
に
、
ど
う
い
う
血
が
通

っ
て
い
る
か
。
否
、
普
通
日
本
人
と
呼
ば
れ
て
い
る
多
数
の
も
の
の
平
凡
で

苦
労
の
多
い
実
生
活
の
裡
に
こ
の
二
面
は
ど
ん
な
形
で
、
ど
ん
な
有
機
性
で

渾
然
と
し
得
て
い
る
の
か
。
一
九
三
六
年
に
お
け
る
ツ
ァ
ラ
ア
の
日
本
に
つ
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い
て
の
質
問
の
実
体
は
至
っ
て
複
雑
で
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
、
作
家
と
し
て
の
、
横
光
氏
は
、
そ
の
文
学
的
出
発
の
当
初
か

ら
、
現
実
の
或
る
面
に
対
し
て
は
敏
感
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
敏
感
さ
の
稟
質

は
、
一
箇
の
芸
術
家
と
し
て
現
実
を
全
面
か
ら
丸
彫
に
し
て
や
ろ
う
と
い
う

情
熱
に
お
い
て
現
れ
ず
、
常
に
、
現
実
の
一
面
に
ぶ
つ
か
っ
て
そ
こ
か
ら
撥は

ね
返
る
曲
線
を
自
意
識
の
裡
で
強
調
す
る
傾
向
で
現
わ
れ
た
。
横
光
氏
は
作

家
と
し
て
先
ず
、
志
賀
直
哉
の
リ
ア
リ
ズ
ム
に
反
撥
し
て
新
感
覚
派
と
呼
ば

れ
た
一
つ
の
曲
線
を
み
ず
か
ら
描
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
曲
り
の
果
て
で

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
ぶ
つ
か
り
、
そ
こ
か
ら
撥
ね
か
え
っ
た
も
の
と
し
て

渡
欧
ま
で
主
知
的
と
云
わ
れ
た
主
観
的
作
風
に
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
人
間

及
び
作
家
と
し
て
の
横
光
氏
の
生
き
方
を
観
た
場
合
、
見
落
す
こ
と
の
出
来

12「迷いの末は」



な
い
、
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
。
現
実
に
つ
き
入
り
、
そ
れ
を
窮
め
よ
う
と
す

る
作
家
的
情
熱
の
型
を
も
し
仮
に
鑿
孔
性
と
云
い
得
る
と
す
れ
ば
、
横
光
氏

の
作
家
的
情
熱
の
型
は
実
に
硬
緊
性
で
あ
る
。
対
象
の
な
い
と
こ
ろ
さ
え
対

象
を
描
い
て
、
自
意
識
を
主
観
の
中
で
、
緊
張
さ
せ
る
人
で
あ
る
。
こ
の
横

光
氏
が
、
日
本
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
の
複
雑
極
き
わ
まる
質
問
に
、
彼
の
標
準
に

よ
る
作
家
ら
し
さ
、
手
際
よ
さ
で
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
端は
目め
に
お
か
れ

た
の
で
あ
る
。
焦
慮
察
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
作
家
横
光
は
、
現
実
的
に
日

本
を
語
る
力
は
、
日
本
に
い
た
と
き
で
さ
え
持
た
ぬ
作
家
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
か
ら
、
と
も
か
く
何
か
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
で
な
い
も
の
を
抽
き
出
し
て
、
こ

れ
が
日
本
で
あ
る
と
云
う
た
め
に
、
ひ
ど
い
無
理
を
し
て
い
る
。
「
一
口
で

日
本
を
巧
妙
に
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
危
い
橋
を
渡
る
」
た
め
に
、
開
口
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一
番
「
日
本
に
は
地
震
が
何
よ
り
国
家
の
外
敵
だ
」
と
云
い
、
そ
れ
が
「
他

の
ど
の
国
に
も
な
い
自
然
を
何
よ
り
重
要
視
す
る
秩
序
を
心
理
の
間
に
成
長

さ
せ
た
」
そ
れ
故
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
左
翼
の
知
性
」
は
日
本
に
入
っ
て
「
日

本
独
特
で
あ
る
と
こ
ろ
の
秩
序
と
い
う
自
然
に
対
す
る
闘
争
の
形
と
な
っ
て

現
れ
」
従
っ
て
「
絶
対
に
負
け
る
の
は
左
翼
で
あ
る
。
」
「
日
本
文
化
の
一

切
の
根
底
は
無
の
単
純
化
か
ら
咲
き
出
し
た
も
の
で
、
地
球
上
の
凡
て
の
文

化
が
完
成
さ
れ
れ
ば
こ
の
よ
う
に
な
る
も
の
だ
と
い
う
模
型
を
作
っ
て
い
る

よ
う
な
社
会
形
態
が
日
本
だ
と
思
う
。
」
「
つ
ま
り
知
性
の
到
達
出
来
る
一

種
の
限
界
ま
で
行
っ
て
い
る
義
理
人
情
の
完
璧
さ
の
た
め
に
も
早
や
知
性
は

日
本
に
は
他
国
の
よ
う
に
は
必
要
が
な
い
の
だ
と
思
う
」
と
い
う
迄
に
常
軌

を
逸
し
た
の
で
あ
っ
た
。
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日
本
の
外
へ
出
て
見
る
と
、
内
に
い
た
間
に
は
見
え
な
か
っ
た
日
本
が
見

え
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
漱
石
な
ど
も
、
ロ
ン
ド
ン
に
行
っ
て
後
、
非
常
に

鮮
明
に
、
日
本
の
文
化
的
伝
統
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
的
伝
統
と
の
相
異
を
、

そ
の
社
会
的
歴
史
の
背
景
の
前
に
認
め
た
芸
術
家
の
一
人
で
あ
っ
た
が
、
そ

れ
は
、
漱
石
に
あ
っ
て
は
、
当
時
の
日
本
の
文
学
的
水
準
に
と
っ
て
瞠
目
的

な
価
値
を
も
っ
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
の
十
八
世
紀
文
学
の
研
究
と
文
学
評
論
と

を
生
ま
し
め
た
。
同
時
に
、
日
本
の
義
理
人
情
と
い
う
も
の
を
も
客
観
的
に

把
握
し
解
剖
す
る
力
を
獲
得
し
た
。
漱
石
自
身
の
う
ち
に
時
代
的
な
意
味
で

影
響
を
の
こ
し
て
い
る
義
理
人
情
を
も
、
そ
の
観
察
の
鏡
に
う
つ
し
て
眺
め

る
よ
う
に
な
っ
た
。
小
説
の
中
で
、
彼
は
、
旧
来
の
義
理
人
情
と
い
う
も
の

が
自
然
で
あ
る
べ
き
人
間
相
互
の
関
係
を
歪
め
、
そ
こ
か
ら
生
じ
た
不
調
和
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や
偽
善
に
対
し
て
、
人
間
的
な
、
自
覚
を
も
つ
我われ
、
及
び
自
然
的
人
間
情
緒

が
捲
き
起
さ
ざ
る
を
得
な
い 

軋  

轢 

あ
つ
れ
き

と
相
剋
と
を
描
き
得
た
。
「
そ
れ
か
ら
」

「
門
」
「
彼
岸
過
迄
」
等
、
い
ず
れ
も
こ
の
点
で
当
時
の
日
本
人
の
発
展
的

な
内
部
生
活
を
反
映
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
が
、
目
白
の
学
習
院
へ
招よ

ば
れ
、
フ
ロ
ッ
ク
コ
オ
ト
を
着
て
述
べ
た
と
こ
ろ
の
講
演
は
、
若
い
公
達
等

に
、
人
間
性
の
自
覚
の
必
要
を
力
説
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
漱
石
は
、
飾
ら
な
い
言
葉
で
一
面
で
は
日
露
戦
争
後
の
日
本
人
の
盲
目
的

な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
崇
拝
を
罵
倒
し
、
他
の
一
面
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
物
に
あ

る
俗
物
根
性
を
批
判
し
た
。
よ
り
高
い
人
間
的
水
準
の
上
に
立
つ
も
の
と
し

て
の
知
識
人
の
矜
恃
を
求
め
て
い
る
。
漱
石
の
自
覚
に
あ
っ
た
、
こ
の
よ
り

高
い
人
間
的
水
準
と
い
う
も
の
は
、
今
日
の
歴
史
の
眼
に
よ
っ
て
見
れ
ば
独
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り
合
点
の
と
こ
ろ
も
あ
り
、
最
後
の
「
明
暗
」
の
時
代
に
は
、
作
家
と
し
て

の
彼
を
深
刻
な
内
的
分
裂
の
危
機
に
近
づ
か
し
め
つ
つ
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、

彼
が
愛
す
る
日
本
を
暗
く
し
て
い
る
蒙
昧
に
対
し
て
明
知
を
、
人
間
性
の
無

視
と
没
却
と
に
対
し
て
、
そ
の
自
立
と
天
然
の
開
花
を
追
求
し
た
方
向
に
お

い
て
は
、
疑
い
も
な
く
明
治
、
大
正
年
代
の
進
歩
人
の
意
欲
を
正
当
に
代
表

し
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
厨
房
日
記
」
に
お
け
る
梶
の
見
解
、
そ
の
見
解
に
全
然
一
致
し
て
い
る
作

家
横
光
の
見
解
は
、
果
し
て
今
日
の
日
本
の
何
人
の
生
活
感
情
を
代
弁
し
得

て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
義
理
人
情
が
、
日
本
の
文
学
的
伝
統
の
中
で
芸
術
的
表
現
を
与
え
ら
れ
た

の
は
、
義
理
と
い
い
人
情
と
い
う
、
こ
の
世
の
外
的
内
的
な
し
が
ら
み
を
破
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り
、
或
は
ま
さ
に
破
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
ま
で
迸
っ
た
天
然
自
然
の
人

間
性
が
、
そ
の
柵
に
せ
か
れ
て
身
も
だ
え
し
、
遂
に
そ
の
し
が
ら
み
を
破
っ

た
と
同
時
に
我
が
身
を
も
滅
し
た
憐
れ
さ
を
捕
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
も

な
け
れ
ば
、
義
理
に
せ
か
れ
、
人
情
に
か
ら
ま
れ
、
親
子
、
夫
婦
、
主
従
、

愛
人
た
ち
の
人
間
ら
し
い
真
情
が
裂
か
れ
、
傷
け
ら
れ
、
死
に
な
が
ら
生
き

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
我
々
の
不
幸
な
祖
先
た
ち
の
心
の
苦
痛
の
物
語
で

あ
る
。
義
理
人
情
の
詩
人
と
し
て
の
大
選
手
近
松
門
左
衛
門
の
諸
作
が
今
も

日
本
人
の
間
で
生
き
の
こ
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
哀
々
切
々
た
る
祖

先
の
涙
が
、
今
も
な
お
人
々
の
胸
を
刺
す
だ
け
、
今
日
の
人
々
の
生
活
感
情

が
不
如
意
な
浮
世
の
し
が
ら
み
の
苦
痛
を
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
義
理
人
情
は
、
芸
術
化
の
過
程
に
あ
っ
て
、
謂
わ
ば
社
会
的
桎
梏
に
対
す
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る
人
間
性
の
逆
説
的
な
強
調
と
し
て
、
初
め
て
芸
術
の
要
因
た
り
得
た
の
で

あ
っ
た
。
義
理
人
情
が
芸
術
の
要
因
の
重
き
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
徳
川

権
力
確
立
以
後
の
日
本
人
の
芸
術
は
、
感
傷
と
悲
壮
と
の
過
剰
に
苦
し
め
ら

れ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
芸
術
的
要
素
は
、
万
葉
時
代
に
は
こ
の
よ

う
な
形
で
は
日
本
人
の
生
活
感
情
の
う
ち
に
現
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
で

あ
る
。
ま
し
て
、
い
わ
ん
や
、
フ
ラ
ン
ス
が
え
り
の
梶
な
る
男
が
、
青
畳
の

上
に
こ
ろ
が
っ
て
官
能
的
に
こ
の
世
の
力
を
悦
び
な
が
ら
「
南
無
、
天
知
、

物
神
、
健
か
に
ま
し
ま
し
給
え
」
と
随
喜
す
る
、
そ
の
神
々
の
健
全
な
り
し

時
代
の
日
本
的
感
情
の
中
に
於
て
お
や
。

　
梶
は
、
日
本
人
の
今
日
の
常
識
に
と
っ
て
さ
え
そ
の
真
意
を
汲
む
に
困
難

な
独
特
日
本
の
義
理
人
情
に
よ
っ
て
知
性
を
否
定
す
る
怪
々
な
論
を
、
フ
ラ
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ン
ス
人
に
向
っ
て
く
り
か
え
し
た
の
で
あ
っ
た
。
な
ま
じ
い
梶
の
説
明
を
き

い
た
ば
か
り
に
、
一
層
フ
ラ
ン
ス
人
の
心
で
日
本
が
分
ら
な
く
な
り
、
か
く

の
如
き
人
物
が
作
家
と
呼
ば
れ
る
日
本
の
文
化
と
は
果
し
て
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
を
深
め
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
寧
ろ
当
然
と
思

わ
れ
る
。
「
若
い
作
家
が
肩
を
縮
め
両
手
を
上
げ
て
驚
き
の
表
情
を
現
し
た
」

の
み
で
あ
り
、
さ
す
が
古
強
者
の
シ
ュ
ー
ル
・
レ
ア
リ
ス
ト
、
ツ
ァ
ラ
ア
も

「
通
訳
を
聞
く
と
た
だ
頷
い
て
黙
っ
て
い
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
」
と
云
う
の

は
、
実
に
「
笑
わ
ば
笑
え
。
正
真
正
銘
の
悲
劇
喜
劇
」
で
あ
る
と
云
う
よ
り

外
は
な
い
。

　
作
家
と
い
う
も
の
は
、
錯
綜
し
た
社
会
関
係
の
間
に
あ
っ
て
、
種
々
の
幸
、

不
幸
を
経
験
す
る
も
の
で
あ
る
。
作
家
横
光
は
、
日
本
に
お
け
る
文
学
史
の
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一
時
期
と
の
相
対
関
係
の
上
か
ら
一
人
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
作
家
と
し
て
、
最
も

不
幸
な
る
幸
運
と
で
も
云
う
よ
う
な
も
の
を
享
受
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

小
林
秀
雄
氏
の
評
論
家
的
出
発
点
と
そ
の
存
在
意
義
と
横
光
氏
の
そ
れ
と
は

酷
似
し
た
運
命
に
お
か
れ
た
。
文
学
の
真
の
発
展
が
阻
害
さ
れ
て
い
る
一
時

期
に
生
じ
る
作
家
と
読
者
と
の
黙
契
的
諒
解
の
上
に
依
存
し
て
、
作
者
の
不

分
明
な
思
惟
や
紛
糾
し
た
表
現
を
、
そ
れ
が
不
分
明
で
あ
り
不
鮮
明
で
あ
る

た
め
却
っ
て
読
者
の
方
が
暇
に
あ
か
せ
根
気
よ
く
、
各
自
の
気
分
で
読
ん
で
、

む
こ
う
か
ら
解
説
し
内
容
づ
け
て
く
れ
る
と
い
う
、
特
殊
な
境
遇
の
便
宜
に

馴
ら
さ
れ
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
こ
の
一
部
の
慣
例
が
通
用
し
な
か
っ

た
。
言
葉
は
そ
れ
が
言
葉
と
し
て
有
す
る
意
味
以
外
に
は
通
用
し
な
か
っ
た
。

カ
ッ
と
目
を
見
張
っ
て
神
経
の
弱
い
対
手
を
習
慣
的
な
言
葉
の
呪
文
で
立
ち
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竦すく
ま
せ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
と
同
時
に
「
厨
房
日
記
」
の
作
者
自
身
も
、

気
持
よ
く
対
手
の
麻
痺
の
中
に
自
身
を
憩
わ
す
こ
と
も
不
可
能
で
あ
っ
た
。

義
理
人
情
の
合
言
葉
が
、
今
日
の
現
実
の
裡
で
何
か
の
支
え
と
な
り
得
て
い

る
も
の
な
ら
ば
、
梶
は
何
の
た
め
に
寝
床
の
中
で
「
あ
ー
あ
、
も
と
の
木
阿

彌
か
」
と
長
大
息
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
暗
夜
、
迷
子
に
な
っ
た
息

子
を
探
し
に
出
て
歩
き
な
が
ら
、
「
ふ
と
自
分
も
今
自
分
の
子
供
と
同
じ
よ

う
な
目
に
あ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
」
そ
の
よ
う
な
有
様
に
現

代
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
の
苦
痛
の
姿
を
見
る
必
然
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　
現
代
の
知
識
人
は
一
つ
の
世
界
苦
に
つ
つ
ま
れ
て
い
る
。
然
し
、
そ
れ
は
、

知
性
を
否
定
せ
ら
れ
る
こ
と
を
承
認
し
得
な
い
と
こ
ろ
か
ら
発
生
し
て
い
る

も
の
で
あ
る
。
悪
気
流
は
、
人
間
ら
し
い
知
性
の
開
発
と
光
彩
と
を
圧
し
つ
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つ
も
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
抗
さ
か
らい
つ
つ
、
或
る
必
要
な
力
を
も
っ

て
い
な
い
と
い
う
自
覚
に
苦
し
ん
で
い
る
、
そ
こ
か
ら
現
代
の
ト
ス
カ
が
湧

く
の
で
あ
る
。
知
性
の
喪
失
を
、
梶
が
謳
歌
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
も

し
、
苦
し
ん
で
い
る
知
識
人
か
ら
の
祝
詞
や
花
束
が
お
く
ら
れ
る
と
予
想
す

れ
ば
、
そ
れ
は
贈
り
て
の
目
当
て
に
お
い
て
大
い
に
あ
や
ま
っ
た
も
の
と
云

わ
ざ
る
を
得
な
い
。
従
来
馴
致
さ
れ
た
作
家
横
光
の
読
者
と
い
え
ど
も
、
知

性
を
抹
殺
す
る
知
性
の
遊
戯
を
快
く
受
け
る
迄
に
、
虚
脱
さ
せ
ら
れ
て
い
な

い
の
で
あ
る
。

　
横
光
氏
は
、
自
身
の
文
学
的
教
養
と
し
て
従
来
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
伝
統
を

汲
ん
で
来
た
と
思
わ
れ
る
。
純
粋
小
説
云
々
の
こ
と
も
、
あ
な
が
ち
、
ス
タ

ン
ダ
ー
ル
の
言
葉
を
ア
ン
ド
レ
・
ジ
イ
ド
が
「
贋
金
つ
く
り
の
日
記
」
の
中
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で
引
用
し
て
い
る
、
そ
の
言
葉
の
模
倣
の
み
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
動

い
た
り
、
飛
び
つ
い
た
り
、
突
こ
ろ
が
し
た
り
す
る
こ
と
の
絶
対
に
な
い
活

字
に
、
印﹅
刷﹅
さ﹅
れ﹅
て﹅
い﹅
る﹅
フ﹅
ラ﹅
ン﹅
ス﹅
や﹅
フ﹅
ラ﹅
ン﹅
ス﹅
文﹅
学﹅
は
、
ジ
イ
ド
や
マ
ル

ロ
ー
ま
で
を
理
解
し
得
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
っ
て
も
、
刻
々
の
実
際
に
生

き
て
、
呻
い
て
、
血
を
流
し
て
、
し
か
も
そ
こ
か
ら
新
し
い
フ
ラ
ン
ス
文
学

を
産
も
う
と
し
て
い
る
な
ま
の
フ
ラ
ン
ス
に
は
堪
え
得
な
か
っ
た
一
人
の
作

家
を
こ
こ
に
見
る
と
い
う
こ
と
は
、
無
限
の
感
慨
で
あ
る
。
「
血
眼
に
な
っ

て
騒
い
で
来
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
が
あ
れ
だ
っ
た
の
か
」
と
梶
は
云
い
捨

て
て
い
る
が
、
梶
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
現
実
に
つ
い
て
の
理
解
力
は
、
日
本
の

現
実
に
つ
い
て
の
理
解
と
同
然
、
腹
立
た
し
い
迄
に
貧
弱
、
且
つ
誤
り
に
満

ち
て
い
る
。
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自
国
の
文
化
を
十
分
に
理
解
し
て
い
な
い
も
の
が
ど
う
し
て
他
国
の
文
化

を
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
梶
は
、
そ
の
こ
と
の
生
き
証
人
の
如
き
観

が
あ
る
。
梶
は
、
国
際
列
車
に
も
ま
だ
沢
山
の
乗
換
場
所
が
い
る
、
と
い
う

よ
う
な
言
葉
を
機
械
的
に
暗
誦
し
易
い
フ
レ
ー
ズ
に
ま
と
め
て
云
っ
て
い
る

の
で
あ
る
が
、
こ
の
見
解
が
も
し
作
者
自
身
に
と
っ
て
具
体
的
な
内
容
で
把

握
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
ら
、
関
西
財
界
の
大
立
物
で
あ
る
と
い
う
友
人

に
向
っ
て
「
日
本
の
左
翼
は
ス
タ
ー
リ
ン
派
か
ト
ロ
ツ
キ
ー
派
か
、
ど
っ
ち

が
有
力
な
ん
だ
。
君
聞
か
な
い
か
」
な
ど
と
日
本
の
実
際
か
ら
離
れ
た
奇
問

は
発
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
「
日
本
も
累
進
率
の
税
法
で
、
こ
れ
か
ら
文

化
が
ど
し
ど
し
上
る
一
方
だ
よ
」
と
い
う
理
論
は
、
常
人
に
と
っ
て
全
く
理

解
し
難
い
。
そ
れ
を
、
「
梶
は
日
本
の
変
化
の
凄
ま
じ
さ
を
今
更
美
事
だ
と
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ま
た
こ
こ
で
も
感
服
す
る
」
と
い
う
の
は
、
い
か
が
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

「
厨
房
日
記
」
を
よ
む
と
、
こ
の
作
者
が
外
国
で
も
日
本
で
も
、
質
の
よ
く

な
い
情
報
者
と
い
う
か
、
消
息
通
に
か
こ
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
は
っ
き
り
分

る
。
そ
れ
ら
の
人
々
か
ら
断
片
的
に
あ
つ
め
た
イ
ン
フ
ォ
ー
メ
エ
シ
ョ
ン
の

上
に
立
ち
、
而
も
作
家
と
し
て
の
立
場
か
ら
そ
れ
ら
の
情
報
、
説
明
を
現
実

に
照
ら
し
合
わ
せ
て
正
当
に
判
断
す
る
だ
け
の
力
は
な
い
作
者
の
無
知
が
、

言
葉
の
綾
で
は
収
拾
つ
か
ぬ
程
度
に
ま
で
作
品
の
生
地
に
露
出
し
て
い
る
。

そ
れ
だ
け
で
あ
る
な
ら
ば
、
従
来
も
こ
の
作
者
が
現
実
に
対
し
て
十
分
の
理

解
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
の
連
続
と
し
て
、
読
者
は
新
し
く
遺
憾
の
意

を
表
す
る
に
止
る
で
あ
ろ
う
。
然
し
、
「
厨
房
日
記
」
に
は
、
作
者
の
現
実

に
対
す
る
無
知
に
加
え
ら
れ
た
何
か
が
あ
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
。
同
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じ
程
度
の
現
実
に
対
す
る
無
知
が
そ
の
実
質
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
ま

で
の
作
家
横
光
は
、
少
く
と
も
そ
の
作
家
的
姿
態
に
於
て
は
、
何
か
高
邁
な

る
も
の
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
努
力
の
姿
に
お
い
て
自
身
を
示
し
て
来
た
。

内
容
は
ど
う
い
う
も
の
に
し
ろ
、
高
邁
な
精
神
と
い
う
流
行
言
葉
が
彼
の
周

囲
か
ら
生
じ
て
い
た
。
こ
の
人
生
に
対
し
て
誠
実
げ
な
足
の
運
び
で
、
登
場

し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
で
、
一
部
の
読
者
が
彼
の
作
品
を
判
読
し

た
の
で
あ
る
し
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
プ
ラ
イ
ス
が
保
た
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

「
厨
房
日
記
」
は
嘗
て
高
邁
を
称
え
た
作
家
に
ふ
さ
わ
し
い
何
物
か
を
芸
術

と
し
て
の
こ
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
虚
心
坦
懐
と
は
日
本
で
こ
そ
最

も
高
貴
な
精
神
と
さ
れ
て
い
る
が
」
「
今
の
と
こ
ろ
、
如
何
な
る
国
際
列
車

も
ま
だ
乗
換
場
所
が
い
く
つ
も
必
要
だ
か
ら
」
「
パ
リ
人
と
い
う
も
の
は
自
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身
や
他
人
の
金
利
の
こ
と
に
つ
い
て
口
を
出
さ
ぬ
。
も
し
こ
れ
に
一
言
で
も

触
れ
よ
う
も
の
な
ら
パ
リ
生
活
の
秩
序
は
根
底
か
ら
破
壊
さ
れ
て
し
ま
う
の

だ
。
そ
れ
は
日
本
に
於
け
る
義
理
人
情
の
如
き
も
の
で
、
こ
の
生
活
を
破
壊

し
て
自
由
は
な
い
の
で
あ
っ
た
。
思
想
は
生
活
の
自
由
を
尊
重
す
れ
ば
こ
そ

思
想
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
思
想
が
市
民
の
根
底
を
な
す
金
利
を
減
少
せ
し

め
、
自
由
の
生
活
を
破
壊
に
導
く
火
を
噴
き
上
げ
て
い
る
現
在
に
於
て
は
市

民
の
思
想
と
は
如
何
な
る
種
類
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
」
「
義
理
人
情
と
い

う
世
界
に
類
例
の
な
い
認
識
秩
序
の
美
し
さ
」
そ
の
「
生
活
の
秩
序
を
完
成

さ
す
た
め
に
は
人
間
は
意
志
的
に
無
に
な
る
度
胸
を
養
成
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
」
而
し
て
「
嘘
の
よ
う
な
う
つ
つ
の
世
界
か
ら
」
「
一
足
さ
わ
っ
た
芳
江

の
皮
膚
の
柔
ら
か
な
感
触
だ
け
が
」
「
強
く
さ
し
閃
い
て
い
る
の
を
感
じ
る
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と
、
触
覚
ば
か
り
を
頼
り
に
生
き
て
い
る
生
物
の
真
実
さ
が
、
何
よ
り
有
難

い
こ
の
世
の
実
物
の
手
応
え
だ
と
思
わ
れ
て
、
今
さ
ら
子
供
の
生
れ
て
来
た

秘
密
の
奥
も
覗
か
れ
た
気
楽
さ
に
立
ち
戻
り
、
又
ご
ろ
り
と
手
枕
の
ま
ま
横

に
な
っ
た
。
」
こ
れ
が
、
高
邁
と
い
う
ポ
ー
ズ
を
流
行
せ
し
め
た
一
人
の
日

本
の
作
家
の
「
一
人
前
に
成
長
し
た
」
と
自
認
す
る
と
こ
ろ
の
姿
で
あ
る
こ

と
を
、
読
者
は
納
得
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
ア
ダ
ム
・
イ
ヴ
や
プ
ロ
メ
シ
ウ
ス
の
伝
説
以
来
人
間
が
人
間
的
智
慧
の
輝

し
さ
を
自
覚
し
た
と
こ
ろ
か
ら
芸
術
は
発
生
し
て
い
る
。
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

文
学
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
意
志
的
に
無
に
な
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
生
れ

た
の
で
は
な
か
っ
た
。
人
間
性
を
意
志
的
に
有
に
せ
ん
と
す
る
意
欲
か
ら
発

祥
し
て
い
る
、
「
義
理
人
情
と
い
う
秩
序
」
に
対
し
て
意
志
的
に
無
に
な
ろ
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う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
人
は
先
ず
第
一
に
芸
術
家
で
あ
る
こ
と
を
廃
業
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
近
松
は
、
あ
れ
ほ
ど
沢
山
の
浄
瑠
璃
を
書

か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
程
、
義
理
人
情
の
枠
を
突
破
す
る
現
実
の
人
間
性
の

  

迸    

出  

ほ
う
し
ゅ
つ

を
当
時
の
社
会
に
あ
っ
て
感
覚
し
た
の
で
あ
る
。

　
先
頃
来
朝
し
た
戯
曲
家
エ
ル
マ
ー
・
ラ
イ
ス
は
、
今
日
の
世
界
の
到
る
と

こ
ろ
に
矛
盾
を
認
め
た
。
せ
め
て
、
そ
れ
迄
の
平
静
さ
、
へ
つ
ら
い
な
さ
、

淡
白
さ
を
作
家
横
光
は
、
何
故
も
ち
得
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
？
　
彼
の
特
徴

的
な
硬
緊
性
は
、
ど
う
い
う
力
の
作
用
で
「
厨
房
日
記
」
の
よ
う
に
現
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。

　
今
日
、
日
本
で
は
や
っ
て
い
る
日
本
的
と
い
わ
れ
る
も
の
の
中
に
多
分
な

翻
訳
的
性
質
が
含
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
一
つ
の
顕
著
な
時
代
的
性
格
で
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あ
る
。

　
小
林
秀
雄
氏
は
、
先
頃
僕
ら
は
自
分
が
日
本
人
で
あ
る
か
西
洋
人
で
あ
る

か
は
っ
き
り
分
ら
な
い
と
云
う
意
味
の
こ
と
を
書
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ

か
ら
幾
何
も
経
た
な
い
つ
い
先
頃
、
中
野
重
治
と
戸
坂
潤
の
評
論
を
反
駁
し

た
文
章
（
東
朝
）
で
は
、
こ
の
二
人
の
評
論
家
が
民
族
的
自
覚
を
も
っ
て
い

ぬ
と
云
っ
て
攻
撃
し
て
い
る
。
小
林
氏
は
こ
の
自
然
な
ら
ぬ
飛
躍
に
於
て
、

日
本
の
大
衆
は
現
実
を
批
判
し
よ
う
と
す
る
意
慾
な
ど
必
要
と
し
て
い
な
い

と
云
う
の
で
あ
る
。
横
光
氏
の
知
性
の
否
定
の
傾
向
に
結
び
つ
い
て
、
時
代

的
な
双
生
児
で
あ
る
小
林
氏
の
こ
の
旋
回
ぶ
り
が
哀
れ
ま
ざ
ま
ざ
と
浮
立
っ

て
映
っ
て
来
る
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
。

　
人
類
の
歴
史
の
発
展
に
お
い
て
、
迂
遠
な
る
大
道
で
あ
る
芸
術
の
路
上
で
、
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宙
が
え
り
や
と
ん
ぼ
が
え
り
を
い
く
ら
し
た
と
て
、
自
他
と
も
に
益
す
る
こ

と
は
皆
無
で
あ
る
。
少
く
と
も
数
種
の
著
作
を
も
つ
日
本
の
作
家
や
評
論
家

が
、
不
分
明
な
日
本
語
を
操
っ
て
い
た
う
ち
は
と
も
か
く
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場

か
ら
人
間
ら
し
き
知
慧
の
明
る
さ
を
求
め
て
い
た
の
に
、
辛
う
じ
て
平
易
な

日
本
文
を
書
き
出
し
た
と
同
時
に
知
性
を
喪
失
し
た
と
あ
っ
て
は
、
一
九
四

〇
年
を
目
ざ
し
て
、
明
朗
な
文
化
高
揚
の
た
め
砕
心
す
る
諸
賢
に
お
い
て
も
、

些
い
さ
さか
憂
慮
を
要
す
る
次
第
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
三
七
年
二
月
〕
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