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近
頃
、
文
壇
に
懐
古
的
気
分
が
起
っ
て
き
て
い
る
の
が
眼
に
つ
く
。
新
聞

雑
誌
の
上
に
、
明
治
時
代
の
、
或
は
大
正
初
年
頃
の
、
さ
ま
ざ
ま
の
追
憶
や

思
い
出
が
数
多
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
の
懐
古
的
気
分
は
、
ど
こ
か
ら
由
来
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
現
在
の
吾
国
の
文
学
は
、
そ
の
伝
統
が
明
治
時
代
か
ら
初
ま
っ
た
と
い
っ

て
も
、
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。
少
く
と
も
、
国
民
性
に
根
ざ
す
情
意
の
色
合

を
別
に
し
て
、
思
惟
の
形
体
や
表
現
の
形
式
に
つ
い
て
は
、
そ
う
云
え
る
で

あ
ろ
う
。
吾
々
は
半
ば
西
洋
流
に
物
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
、

と
い
う
そ
の
半
ば
が
、
文
学
に
於
い
て
は
ま
さ
し
く
半
分
だ
け
の
重
要
さ
を

持
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
引
去
っ
て
は
、
文
学
は
不
具
に
な
る
。
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こ
の
伝
統
の
発
生
時
代
か
ら
、
相
当
の
年
月
　
　
振
返
っ
て
眺
め
る
の
に

適
宜
な
視
距
離
を
得
る
だ
け
の
年
月
　
　
が
経
過
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
明

治
時
代
の
再
認
識
が
企
図
せ
ら
れ
、
明
治
文
化
の
研
究
が
進
め
ら
れ
る
の
は
、

当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
然
し
な
が
ら
、
現
在
の
懐
古
的
気
分
は
、
そ
う
し
た
真
面
目
な
研
究
心
の

裏
付
を
持
つ
こ
と
が
、
甚
だ
少
い
。
文
芸
を
取
扱
う
新
聞
雑
誌
に
発
表
さ
れ

て
る
多
く
の
文
章
、
追
憶
や
思
い
出
は
、
単
な
る
昔
話
に
終
っ
て
る
の
が
大

多
数
で
、
批
判
的
要
素
の
欠
乏
が
甚
だ
し
い
。
全
く
そ
れ
は
単
に
懐
古
的
な

気
分
か
ら
生
れ
た
過
去
の
お
話
に
過
ぎ
な
い
。
ご
く
少
数
の
も
の
を
除
い
て
、

幾
多
の
文
章
や
、
談
話
会
の
記
事
な
ど
、
例
は
い
く
ら
も
挙
げ
る
こ
と
が
出

来
る
。
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文
壇
に
於
け
る
こ
の
懐
古
的
気
分
に
は
、
種
々
の
誘
因
が
あ
る
か
も
知
れ

な
い
。
「
明
治
文
化
研
究
」
其
他
の
真
面
目
な
研
究
団
体
か
ら
の
気
運
の
波

及
、
明
治
維
新
以
後
の
史
実
に
手
を
つ
け
初
め
た
大
衆
文
学
か
ら
の
影
響
、

実
話
物
流
行
の
一
つ
の
派
生
的
な
現
わ
れ
、
或
は
、
近
頃
の
名
文
章
た
る
谷

崎
潤
一
郎
氏
の
「
若
き
日
の
こ
と
ど
も
」
な
ど
か
ら
の
影
響
、
其
他
種
々
の

も
の
が
数
え
ら
る
る
で
あ
ろ
う
。

　
然
し
、
そ
れ
ら
と
全
く
性
質
の
異
っ
た
一
つ
の
誘
因
を
、
私
は
認
め
る
。

そ
し
て
そ
れ
が
こ
の
小
文
の
主
題
で
も
あ
る
。

　
懐
古
的
気
分
か
ら
生
れ
た
追
憶
や
思
い
出
、
過
古
に
対
す
る
枇
判
が
欠
乏

し
、
未
来
に
対
す
る
進
展
力
が
更
に
無
い
、
単
な
る
昔
話
、
そ
う
い
う
も
の

が
頻
繁
に
現
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
こ
か
に
、
一
種
の
停
滞
が
あ
る
こ
と
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を
暗
示
す
る
。
ど
こ
か
に
、
一
種
の
淀
み
が
あ
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
之
を

逆
に
云
え
ば
、
何
等
か
の
停
滞
や
淀
み
か
ら
、
懐
古
的
な
気
分
が
生
じ
、
批

判
の
乏
し
い
進
展
力
の
な
い
昔
話
が
栄
え
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
停
滞
や
淀
み
は
、
文
学
の
転
向
期
に
は
往
々
あ
り
が
ち
の
も
の

で
あ
る
が
、
現
在
の
そ
れ
は
、
更
に
陰
欝
な
も
の
を
思
わ
せ
る
。
固
よ
り
、

一
方
に
は
、
作
家
等
の
側
に
於
け
る
無
気
力
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
し
、
他

方
に
は
、
文
学
と
し
て
製
造
さ
れ
た
短
篇
作
品
の
過
剰
か
ら
来
る
、
文
学
の

魅
力
の
喪
失
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
そ
れ
よ
り
も
、
他
の
陰
欝
な
も

の
、
日
の
光
を
遮
る
雲
の
よ
う
な
も
の
、
云
い
か
え
れ
ば
文
学
全
般
の
曇
天

を
、
更
に
思
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

　
文
学
の
曇
天
、
こ
の
こ
と
を
云
う
前
に
、
こ
れ
を
分
り
や
す
く
す
る
た
め
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に
、
こ
の
頃
新
た
に
自
由
主
義
と
い
う
こ
と
が
唱
え
だ
さ
れ
た
所
以
を
考
え

て
み
る
の
も
、
無
駄
で
は
あ
る
ま
い
。

　
　
　
　
　
　
＊

　
自
由
主
義
は
、
云
う
ま
で
も
な
く
、
一
の
態
度
で
あ
り
、
一
の
心
構
え
で

あ
っ
て
、
政
策
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
一
定
の
実
践
的
方
面
へ
の
推
進
力
は

持
た
な
い
。

　
そ
れ
は
、
個
人
の
人
格
を
尊
重
し
主
張
す
る
。
思
想
の
自
由
を
主
張
し
、

言
論
の
自
由
を
主
張
し
、
時
と
し
て
は
行
動
の
自
由
ま
で
も
主
張
す
る
。
そ

し
て
そ
れ
相
当
の
熱
情
さ
え
も
持
っ
て
い
る
。
然
し
な
が
ら
、
社
会
生
活
に

対
し
て
、
斯
く
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
具
体
的
実
践
的
規
範
を
提
出
し

は
し
な
い
。
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随
っ
て
、
自
由
主
義
の
唱
導
は
、
何
等
か
の
権
力
的
統
制
の
過
重
を
思
わ

す
る
。
実
際
、
何
等
か
の
権
力
的
統
制
の
過
重
な
し
に
は
、
自
由
主
義
は
唱

導
さ
れ
る
理
由
を
持
た
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
然
る
に
、
こ
の
自
由
主
義
は
そ
れ
独
特
の
正
義
観
か
ら
、
或
る
機
縁
を
与

え
ら
る
れ
ば
、
火
と
な
っ
て
燃
え
上
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
。
自
由
主
義

の
発
生
地
は
、
社
会
の
イ
ン
テ
リ
層
で
あ
る
。
イ
ン
テ
リ
層
は
、
最
も
早
く

火
を
引
き
易
い
可
燃
層
で
あ
る
。
持
続
的
な
実
行
力
は
弱
い
が
、
一
時
的
な

爆
発
力
は
強
い
。
フ
ラ
ン
ス
の
大
革
命
も
、
ロ
シ
ア
の
革
命
も
、
ま
た
近
く

は
我
国
の
明
治
維
新
も
、
そ
の
こ
と
を
吾
々
に
示
し
て
呉
れ
た
。
そ
し
て
こ

の
イ
ン
テ
リ
層
が
火
を
引
き
初
め
る
や
、
そ
の
自
由
主
義
は
も
は
や
自
由
主

義
で
は
な
く
な
る
。
一
躍
反
対
物
へ
転
化
し
て
し
ま
う
。

8文学の曇天



　
自
由
主
義
の
イ
ン
テ
リ
層
が
、
如
何
な
る
機
会
に
火
を
引
く
か
、
そ
し
て

如
何
な
る
火
を
引
く
か
、
そ
れ
が
問
題
な
の
で
あ
っ
て
、
統
制
者
側
の
最
大

の
関
心
注
意
は
、
そ
こ
に
あ
る
筈
で
あ
る
。

　
一
の
権
力
的
統
制
が
、
自
己
を
強
度
に
確
立
し
よ
う
と
す
る
時
、
危
険
な

イ
ン
テ
リ
層
の
火
を
、
或
は
一
挙
に
踏
み
つ
ぶ
す
こ
と
も
あ
ろ
う
し
、
或
は

長
く
ぶ
す
ぶ
す
と
く
す
ぶ
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
や
が
て
死
灰
に
な
す
の

方
策
を
取
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
前
者
を
覇
道
と
す
れ
ば
、
後
者
は
王
道
で
あ

る
。
だ
が
い
ず
れ
も
、
万
一
の
危
険
は
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ

で
、
最
も
安
全
な
道
を
選
ぶ
に
は
、
イ
ン
テ
リ
層
が
火
を
引
か
な
い
前
に
、

そ
の
自
由
主
義
を
し
て
、
い
つ
ま
で
も
自
由
主
義
で
止
ま
ら
し
む
る
こ
と
で

あ
る
。
云
い
か
え
れ
ば
、
何
等
の
集
団
的
な
根
拠
を
も
持
た
し
め
ず
、
何
等
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の
階
級
的
な
色
彩
を
も
帯
ば
し
め
ず
、
何
等
の
実
践
的
な
目
的
意
識
を
も
懐

か
し
め
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
う
い
う
風
に
遊
離
し
た
状
態
に
置
か
れ
る
自
由
主
義
は
、
或
る

営
養
不
良
的
な
陰
欝
さ
を
、
そ
の
相
貌
の
上
に
漂
わ
せ
る
。
営
養
不
良
は
、

食
物
の
不
足
と
空
気
の
不
足
と
、
両
方
か
ら
来
る
。
実
践
的
動
力
の
不
足
は

食
物
の
不
足
で
あ
り
、
権
力
的
統
制
か
ら
来
る
拘
束
は
空
気
の
不
足
で
あ
る
。

　
近
頃
吾
国
に
起
っ
て
き
た
自
由
主
義
に
は
、
右
の
よ
う
な
陰
欝
さ
が
観
取

さ
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
少
く
と
も
、
こ
の
自
由
主
義
に
は
朗
か
さ
が
乏
し
い
。

　
自
由
主
義
は
、
そ
の
本
来
の
気
質
か
ら
し
て
、
朗
か
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。

や
が
て
勃
興
し
よ
う
と
す
る
気
運
の
先
駆
者
た
る
溌
剌
さ
を
、
内
に
萠
芽
し

て
い
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
陰
欝
で
あ
る
と
い
う
現
状
は
、
た
と
い
ブ
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ー
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
自
由
主
義
で
あ
る
と
し
て
も
、
余
り
に
惨
め
で
あ
る
。

　
こ
の
自
由
主
義
の
陰
欝
さ
と
、
前
述
の
文
学
の
曇
天
と
は
、
共
通
の
も
の

を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
同
一
の
も
の
か
ら
来
る
投
影
の
、
二
つ
の
現
れ
に

過
ぎ
な
い
。
即
ち
、
何
物
か
が
空
を
蔽
い
日
の
光
を
遮
っ
て
、
大
き
な
影
を

な
げ
か
け
、
そ
の
影
の
中
で
、
文
学
は
未
来
に
対
す
る
進
展
力
を
阻
ま
れ
、

自
由
主
義
は
食
物
と
空
気
と
の
摂
取
を
妨
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
う
し
た
影
を
投
じ
て
る
本
体
は
何
か
。
そ
れ
は
、
逆
に
辿
っ
て
、
強
度

の
権
力
的
統
制
で
あ
る
と
云
え
る
だ
ろ
う
。
然
し
現
在
の
権
力
的
統
制
は
、

注
目
す
べ
き
特
殊
な
相
貌
を
呈
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
＊

　
権
力
的
統
制
は
、
権
力
を
掌
握
し
て
る
主
体
が
青
年
期
も
し
く
は
壮
年
期
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に
あ
る
場
合
に
於
い
て
の
み
、
力
と
生
命
と
意
義
と
を
持
つ
。
然
し
そ
の
主

体
が
、
老
衰
期
に
は
い
り
、
没
落
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
、
そ
の
権
力
的
統
制

に
は
頑
迷
な
老
人
に
見
ら
る
る
よ
う
な
、
焦
慮
と
剛
直
と
が
不
思
議
に
混
和

し
た
一
種
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
的
傾
向
を
帯
び
る
。
そ
し
て
こ
う
い
う
傾
向
こ
そ
、

凡
て
の
も
の
を
陰
欝
な
気
分
で
塗
り
つ
ぶ
す
。

　
五
・
一
五
事
件
は
、
吾
国
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
一
つ
の
現
れ
だ
と
云
わ
れ
る

が
、
私
は
そ
う
思
わ
な
い
。
あ
の
事
件
あ
っ
て
、
別
種
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
的
傾

向
が
益
々
濃
厚
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
所
謂
強
力
内
閣
が
出
現

し
て
も
、
吾
国
の
生
命
線
と
云
わ
る
る
満
蒙
の
地
が
確
保
さ
れ
て
も
、
社
会

的
雰
囲
気
は
妙
に
陰
欝
に
な
る
ば
か
り
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
単
に
、
資
本

主
義
の
行
き
詰
り
や
軍
部
の
跳
梁
な
ど
だ
け
で
は
、
説
明
し
つ
く
さ
れ
な
い
。
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そ
の
根
本
の
と
こ
ろ
は
、
社
会
的
な
経
済
的
な
ま
た
政
治
的
な
老
衰
が
、
老

衰
に
つ
き
も
の
の
動
脈
硬
化
を
来
し
、
そ
の
動
脈
硬
化
が
こ
の
場
合
に
は
生

命
硬
化
と
な
り
、
統
制
の
側
に
於
け
る
焦
慮
と
剛
直
と
を
伴
っ
て
、
フ
ァ
ッ

シ
ョ
的
傾
向
と
な
っ
て
現
れ
、
そ
れ
が
全
面
的
に
進
出
し
て
き
た
こ
と
、
そ

の
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
私
は
今
茲
に
、
政
治
や
社
会
を
論
ず
る
つ
も
り
で
は
毛
頭
な
い
。
然
し
な

が
ら
、
文
学
の
曇
天
を
感
ず
る
が
故
に
、
そ
の
曇
天
の
由
っ
て
来
る
と
こ
ろ

を
探
っ
て
ゆ
く
と
、
右
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
文
学
を
曇
天
よ
り
救
う
に
は
、
右
の
よ
う
な
生
命
硬
化
か
ら
来

る
フ
ァ
ッ
シ
ョ
的
傾
向
と
絶
縁
し
て
、
そ
れ
か
ら
来
る
陰
欝
な
影
を
受
け
な

い
日
向
へ
、
文
学
を
持
出
す
よ
り
外
に
、
方
法
は
な
い
。

13



　
こ
の
こ
と
は
果
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
可
能
な
ら
し
む
る
た
め
に
は
、

現
実
に
対
す
る
特
種
な
把
握
の
仕
方
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
社
会
的

存
在
の
み
が
吾
々
の
意
識
を
決
定
す
る
唯
一
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

問
題
は
簡
単
に
な
る
と
共
に
深
刻
に
な
る
。
ま
た
、
文
学
者
の
率
直
赤
裸
な

意
識
に
、
或
る
種
の
進
展
性
と
飛
躍
性
と
を
認
む
る
な
ら
ば
、
問
題
は
わ
り

に
手
近
な
も
の
と
な
る
と
共
に
複
雑
に
な
る
。
だ
が
い
ず
れ
に
し
て
も
、
憂

欝
な
自
由
主
義
者
た
る
だ
け
で
は
足
り
な
い
だ
ろ
う
。

　
晴
天
の
日
に
は
南
の
窓
を
閉
め
、
曇
天
の
日
を
喜
び
、
雨
の
日
を
歓
迎
し

て
、
そ
し
て
仕
事
を
す
る
よ
う
な
こ
と
は
、
文
学
を
益
々
曇
天
な
ら
し
む
る

ば
か
り
で
あ
る
。
　
　
と
こ
う
云
う
の
は
、
勿
論
比
喩
的
な
云
い
方
で
あ
っ

て
、
作
者
に
は
各
人
各
様
の
仕
事
癖
が
あ
ろ
う
け
れ
ど
、
作
者
と
し
て
の
心
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境
が
右
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
限
り
は
、
文
学
は
決
し
て
日
向
に
出
る
も
の

で
は
な
い
。
そ
し
て
茲
で
云
い
た
い
の
は
、
文
学
の
前
方
に
立
ち
は
だ
か
っ

て
大
き
な
影
を
投
じ
て
る
も
の
を
、
つ
き
ぬ
け
る
か
打
ち
倒
す
か
す
る
だ
け

の
意
欲
を
、
文
学
者
自
身
も
持
つ
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う

し
て
は
じ
め
て
、
文
学
に
も
溌
剌
と
し
た
息
吹
き
が
こ
も
っ
て
く
る
で
あ
ろ

う
。

　
そ
し
て
文
学
に
於
い
て
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
意
欲
の
表
現
の
仕
方
だ

け
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
蛇
足
な
が
ら
　
　
と
い
う
の
は
、
文
学

を
文
学
た
ら
し
む
る
た
め
に
　
　
一
言
つ
け
加
え
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
＊

　
文
芸
の
た
め
に
生
涯
を
捧
げ
て
黙
々
と
歩
み
続
け
る
人
々
の
努
力
に
は
、
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真
に
涙
ぐ
ま
し
い
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
、
よ
い
作
品
を
書
く
と
い
う
こ
と

だ
け
が
、
彼
等
の
目
的
の
凡
て
で
あ
っ
て
、
他
事
は
敢
て
問
わ
な
い
よ
う
に

も
見
え
る
ば
か
り
で
な
く
、
例
え
ば
バ
ル
ザ
ッ
ク
や
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の

よ
う
な
作
家
に
あ
っ
て
は
、
時
と
し
て
馬
車
馬
の
よ
う
に
駆
り
立
て
ら
れ
、

た
だ
書
か
ん
が
た
め
に
筆
を
走
ら
せ
た
よ
う
な
点
さ
え
見
受
け
ら
れ
る
。

　
然
し
な
が
ら
、
そ
う
い
う
場
合
に
於
い
て
も
、
彼
等
の
精
神
の
集
中
力
は
、

作
品
の
中
に
じ
か
に
彼
等
の
魂
を
乗
り
移
ら
し
て
、
内
心
の
翹
望
や
憤
激
や

情
熱
を
に
じ
み
出
さ
せ
る
。
前
例
を
追
っ
て
云
え
ば
、
世
態
風
俗
の
撮
影
の

た
め
の
描
写
と
も
見
え
る
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
或
る
種
の
作
品
や
、
心
理
の
解
剖

説
明
の
た
め
の
叙
述
と
も
見
え
る
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
或
る
種
の
作
品
に

も
、
な
お
、
作
者
の
生
活
意
欲
を
離
れ
て
は
説
明
出
来
な
い
よ
う
な
、
特
殊

16文学の曇天



な
進
展
力
を
人
に
伝
え
る
熱
量
を
含
ん
で
る
こ
と
が
あ
る
。

　
か
か
る
熱
量
の
移
植
は
、
文
学
職
工
と
し
て
の
技
術
か
ら
来
る
の
で
は
な

く
て
、
直
接
に
そ
の
「
人
」
か
ら
来
る
。
こ
の
間
の
秘
密
を
、
ア
ン
ド
レ
・

ジ
ィ
ド
は
他
事
に
託
し
て
云
っ
て
い
る
。
　
　

　
　
　
文
学
に
於
い
て
、
自
己
を
怖
れ
る
と
は
、
何
と
い
う
ば
か
げ
た
こ
と

　
　
で
あ
ろ
う
。
自
己
を
語
る
こ
と
、
自
己
に
関
心
を
持
つ
こ
と
、
自
己
を

　
　
示
す
こ
と
を
、
怖
れ
る
と
は
。
（
フ
ロ
ー
ベ
ル
の
苦
難
の
行
の
必
要
は
、

　
　
彼
に
、
こ
の
偽
れ
る
悲
む
べ
き
効
果
を
考
え
出
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
）

　
　
　
パ
ス
カ
ル
は
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
、
己
を
語
る
と
云
っ
て
叱
責
し
た
。

　
　
そ
し
て
そ
れ
を
滑
稽
な
痒
が
り
だ
と
し
た
。
し
か
し
、
彼
自
ら
、
自
分
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の
意
に
反
し
て
、
そ
う
い
う
こ
と
を
し
た
時
ほ
ど
、
彼
が
偉
大
で
あ
っ

　
　
た
こ
と
は
な
い
。
彼
が
こ
う
書
く
と
す
る
。
「
キ
リ
ス
ト
は
人
の
た
め

　
　
に
自
分
の
血
を
流
し
た
。
」
と
。
そ
の
彼
の
言
葉
は
、
何
等
の
効
果
を

　
　
も
持
た
ず
し
て
落
ち
る
。
だ
が
、
「
私
は
」
と
い
う
言
葉
が
は
い
っ
て

　
　
来
る
や
否
や
、
す
べ
て
は
生
き
て
く
る
。
そ
し
て
こ
の
神
が
彼
の
許
に

　
　
来
る
な
ら
ば
、
彼
を
君
僕
で
呼
ぶ
だ
ろ
う
。
「
僕
は
、
君
の
た
め
に
、

　
　
こ
ん
な
に
血
を
流
し
た
。
」
と
。
こ
の
特
別
の
血
を
、
君
の
た
め
に
、

　
　
ブ
レ
ー
ズ
・
パ
ス
カ
ル
よ
…
…
。
そ
う
す
れ
ば
、
我
々
の
誰
で
も
が
、

　
　
こ
の
讃
う
べ
き
君
僕
の
言
葉
使
い
に
、
己
が
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

　
　
感
ず
る
の
で
あ
る
。

18文学の曇天



　
こ
の
君
僕
の
言
葉
使
い
は
、
文
学
の
上
で
は
直
接
に
は
為
さ
れ
な
い
。
然

し
な
が
ら
、
そ
う
い
う
言
葉
使
い
が
為
さ
れ
て
る
か
ど
う
か
は
、
読
者
の
胸

に
伝
わ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
読
者
は
、
作
者
の
意
欲
の

性
質
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
文
学
の
深
奥
な
道
で
あ
る
。
然
し
、
感
性
に
訴
え
る
、
こ
の
道
は
、

理
性
に
訴
え
る
論
説
や
説
教
の
道
よ
り
も
、
案
外
短
距
離
で
あ
る
。

　
こ
れ
だ
け
の
蛇
足
を
添
え
て
、
さ
て
本
旨
に
戻
っ
て
　
　
文
学
の
曇
天
は
、

文
学
を
益
々
跼
蹐
さ
せ
、
衰
微
さ
せ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
そ
の
雲
を

吹
き
払
い
、
影
を
消
散
せ
し
む
る
だ
け
の
意
欲
を
、
文
学
自
身
も
持
た
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
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