
堀
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と
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原
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太
郎

二
四

堀
辰
雄
と
萩
原
朔
太
郎

「
音
楽
」
と
い
う
語
を
手
が
か
り
に

槙
　
　
山
　
　
朋

子

　
堀
辰
雄
の
文
学
は
、
し
ば
し
ば
音
楽
的
だ
と
評
さ
れ
る
。
川
端
康
成
は
、

「
堀
君
の
文
学
は
若
み
ど
り
の
木
の
問
の
清
流
が
か
な
で
る
音
楽
で
あ
り
、
澄

ん
だ
湖
水
が
う
っ
す
朝
雪
、
夕
焼
け
の
絵
画
で
あ
り
、
生
と
死
と
愛
と
の
き
れ

　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

い
な
掃
情
の
詩
で
あ
る
」
と
言
い
、
立
原
道
造
は
、
「
嘗
て
、
こ
の
詩
人
（
引

用
者
注
・
堀
）
に
あ
っ
て
、
営
み
は
す
べ
て
、
土
曜
日
に
近
く
、
音
楽
の
中
で

の
み
、
或
は
美
し
い
村
と
物
語
と
の
世
界
で
の
み
、
ひ
と
り
つ
つ
ま
し
く
営
ま

（
２
）

れ
た
」
と
語
っ
た
。
こ
れ
ら
の
言
葉
は
、
作
家
や
詩
人
特
有
の
表
現
で
あ
る
と

し
て
も
、
河
上
徹
太
郎
が
、
シ
ュ
ー
マ
ン
の
音
楽
に
な
ぞ
ら
え
て
「
堀
の
作
晶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

は
和
声
的
な
意
味
で
音
楽
的
で
あ
る
」
と
述
べ
た
よ
う
に
、
堀
の
文
学
は
、
時

に
は
バ
ッ
ハ
や
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
の
音
楽
に
た
と
え
ら
れ
る
し
、
ま
た
、
堀
自
身

が
バ
ッ
ハ
の
遁
走
曲
か
ら
そ
の
形
式
を
思
い
つ
い
た
と
言
う
「
美
し
い
村
」
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

「
音
楽
的
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
小
説
」
で
あ
り
、
「
幾
つ
か
の
小
テ
ー

マ
」
が
「
一
っ
の
掃
情
的
な
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
に
融
け
合
っ
て
、
豊
か
な
譜
音
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

奏
す
る
の
に
成
功
し
て
ゐ
る
」
と
い
う
評
価
に
よ
っ
て
現
在
も
規
定
さ
れ
て
い

る
感
が
あ
る
。

　
「
音
楽
的
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
旋
律
的
・
和
声
的
・
リ
ズ
ミ
カ
ル
と
い
う

こ
と
、
そ
の
小
説
世
界
が
音
楽
を
喚
起
す
る
と
い
う
こ
と
等
さ
ま
ざ
ま
な
意
味

が
込
め
ら
れ
よ
う
が
、
そ
れ
だ
け
に
不
明
確
で
あ
り
、
元
来
、
文
学
と
音
楽
と

は
異
な
る
理
論
と
形
式
に
支
え
ら
れ
た
芸
術
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
簡
単
に
突
き

合
わ
せ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
い
か
に
も
不
用
意
に
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

堀
辰
雄
の
文
学
が
「
音
楽
的
」
で
あ
る
と
い
う
意
味
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※

　
文
学
に
お
け
る
音
楽
性
が
問
題
と
な
る
の
は
、
堀
辰
雄
以
前
に
か
な
り
湖
る

こ
と
に
な
る
。
日
本
の
象
徴
詩
の
歴
史
は
、
常
に
こ
の
問
題
と
深
く
関
わ
り
な

が
ら
刻
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。



　
日
本
に
初
め
て
フ
ラ
ン
ス
象
徴
詩
が
紹
介
さ
れ
た
の
は
、
明
治
二
十
九
年
三

月
、
「
帝
国
文
学
」
の
「
海
外
騒
壇
」
の
欄
に
掲
載
さ
れ
た
、
上
田
敏
の
「
ポ

オ
ル
・
ヱ
ル
レ
エ
ン
逝
く
」
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
敏
は
ヴ
ェ
ル

　
　
　
　
　
（
６
）

レ
ー
ヌ
の
「
詩
法
」
を
紹
介
し
、
「
彼
が
其
詩
風
の
骨
髄
と
し
て
主
張
実
行
せ

し
所
は
、
章
句
押
韻
の
問
隠
約
な
る
幽
致
を
写
し
、
幻
影
を
托
し
て
音
楽
の
感

化
力
と
競
争
比
肩
せ
む
と
す
る
に
在
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
以
来
、
こ
の
「
音

楽
の
感
化
力
」
は
、
日
本
の
象
徴
詩
運
動
の
展
開
に
お
い
て
影
を
落
し
続
け
る

こ
と
に
な
る
。

　
象
徴
詩
に
お
け
る
「
音
楽
」
の
意
味
も
ま
た
明
確
で
は
な
い
。
先
に
上
田
敏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

が
述
べ
た
押
韻
や
韻
律
が
、
詩
に
お
け
る
「
音
楽
」
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
ま
た
、

詩
論
中
に
は
非
常
に
抽
象
的
な
意
味
で
「
音
楽
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
蒲
原
有
明
は
『
有
明
詩
集
』
（
大
正
一
一
）
の
「
散
文
詩
と
翻
訳
」

の
中
で
、
先
に
あ
げ
た
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
の
「
詩
法
」
の
「
音
楽
」
と
い
う
語
に

つ
い
て
、

　
　
こ
の
音
楽
と
い
ふ
意
を
一
層
適
確
に
現
は
し
た
の
が
］
一
ユ
ア
ン
ス
」
と

　
　
い
ふ
言
葉
で
あ
る
。
そ
れ
は
や
が
て
「
し
ら
べ
」
で
あ
り
、
「
お
も
む
き
」

　
　
で
あ
り
、
「
に
ほ
ひ
」
で
あ
り
、
「
か
げ
」
で
あ
り
、
ま
た
我
邦
の
定
家
の

　
　
歌
学
か
ら
い
へ
ば
「
幽
玄
」
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
。

と
述
べ
て
お
り
、
ま
た
、
北
原
白
秋
は
、
『
邪
宗
門
』
（
明
治
四
二
）
の
扉
銘
に

つ
づ
い
て

　
　
　
　
　
堀
辰
雄
と
萩
原
朔
太
郎

　
　
詩
の
生
命
は
暗
示
に
し
て
単
な
る
事
象
の
説
明
に
は
非
ず
。
か
の
筆
に
も

　
　
言
語
に
も
言
ひ
尽
し
難
き
情
趣
の
限
な
き
振
動
の
う
ち
に
幽
か
な
る
心
霊

　
　
の
称
歓
を
た
づ
ね
、
標
紗
た
る
音
楽
の
愉
楽
に
憧
が
れ
て
自
己
観
想
の
悲

　
　
哀
に
誇
る
、
こ
れ
が
象
徴
の
本
旨
に
非
ず
や
。

と
言
明
し
て
い
る
。

　
上
田
敏
の
『
海
潮
音
』
に
示
さ
れ
た
詩
論
を
受
け
な
が
ら
、
の
ち
に
様
々
な

象
徴
詩
論
が
展
開
さ
れ
て
い
く
中
、
「
音
楽
」
と
い
う
語
は
「
象
徴
」
と
い
う

語
と
深
く
関
わ
り
な
が
ら
た
び
た
び
用
い
ら
れ
る
。
そ
し
て
「
象
徴
」
と
い
う

語
が
非
常
に
観
念
的
で
定
義
し
に
く
い
も
の
で
あ
っ
た
の
と
同
様
に
、
詩
に
お

け
る
「
音
楽
」
も
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
不
明
確
な
ま
ま
詩
論
の
中
に
と

ど
ま
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
、
詩
に
お
け
る
「
音
楽
」
の
問
題
に
注
目
し
、
そ
の
意
味
を
明
確
に
提

示
し
よ
う
と
試
み
た
の
は
萩
原
朔
太
郎
で
あ
っ
た
。
第
一
詩
集
『
月
に
吠
え

る
』
（
大
正
六
）
の
序
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
　
　
ど
ん
な
場
合
に
も
、
人
が
自
己
の
感
情
を
完
全
に
表
現
し
よ
う
と
思
っ

　
　
た
ら
、
そ
れ
は
容
易
の
わ
ざ
で
は
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
言
葉
は
何
の
役

　
　
に
も
た
た
な
い
。
そ
こ
に
は
音
楽
と
詩
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
傍
点
原
文
）

と
述
べ
た
朔
太
郎
は
、
更
に
第
二
詩
集
『
青
猫
』
（
大
正
二
一
）
の
序
に
お
い

て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五



　
　
　
　
堀
辰
雄
と
萩
原
朔
太
郎

　
　
私
の
詩
を
読
む
人
は
、
ひ
と
へ
に
私
の
言
葉
の
か
げ
に
、
こ
の
哀
切
か
ぎ

　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
り
な
き
え
れ
ぢ
い
を
聴
く
で
あ
ら
う
。
そ
の
笛
の
音
こ
そ
は
「
艶
め
か
し

　
　
き
形
而
上
学
」
で
あ
る
。
そ
の
笛
の
音
こ
そ
は
プ
ラ
ト
オ
の
エ
ロ
ス

　
　
霊
魂
の
実
在
に
あ
こ
が
れ
る
羽
ば
た
き
　
　
で
あ
る
。
そ
し
て
げ
に
そ
れ

　
　
の
み
が
私
の
所
謂
「
音
楽
」
で
あ
る
。
「
詩
は
な
に
よ
り
も
ま
づ
音
楽
で

　
　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
ふ
、
そ
の
象
徴
詩
派
の
信
条
た
る
音
楽
で
あ

　
　
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
傍
点
原
文
）

と
、
詩
の
生
命
が
「
音
楽
」
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
し
た
。
こ
の
「
音
楽
」
に
つ

い
て
は
、
大
正
三
年
に
発
表
し
た
「
詩
と
音
楽
の
関
係
」
（
「
音
楽
」
第
五
巻
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
）

一
〇
号
、
大
正
三
年
一
〇
月
号
）
以
来
繰
り
返
し
論
じ
ら
れ
、
朔
太
郎
の
詩
論

の
根
底
に
据
え
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
朔
太
郎
の
言
う
「
音
楽
」
は
、
詩
語
の
韻
律
に
封
じ
込
め
ら
れ
る
も
の
で
は

な
い
。
例
え
ば
『
青
猫
』
の
巻
末
に
付
さ
れ
た
「
自
由
詩
の
リ
ズ
ム
に
つ
い

て
」
と
い
う
文
章
か
ら
、
詩
に
お
け
る
「
音
楽
」
に
つ
い
て
の
朔
太
郎
の
主
張

を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
　
今
旦
言
ふ
意
味
で
の
「
詩
と
音
楽
の
一
致
」
は
、
何
等
形
式
上
で
の
接
近

　
　
や
相
似
を
意
識
し
て
居
な
い
。
詩
に
於
け
る
外
形
の
音
楽
的
要
素
ｌ
ｌ
拍

　
　
節
の
明
断
や
、
格
調
の
正
し
き
形
式
や
、
音
韻
の
節
律
あ
る
反
覆
や

　
　
は
む
し
ろ
象
徴
主
義
が
正
面
か
ら
排
斥
し
た
者
で
あ
り
、
爾
後
の
詩
壇
に

　
　
於
て
一
般
に
閑
却
さ
れ
て
し
ま
つ
た
。
故
に
（
略
）
今
日
の
詩
は
確
か
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六

　
　
「
非
音
楽
的
な
も
の
」
に
な
っ
て
来
た
。
け
れ
ど
も
さ
う
で
な
く
、
我
我

　
　
の
詩
に
求
め
て
ゐ
る
も
の
は
実
に
「
内
容
と
し
て
の
音
楽
」
で
あ
る
。

　
　
　
我
我
は
外
観
の
類
似
か
ら
音
楽
に
接
近
す
る
の
で
な
く
、
直
接
「
音
楽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
そ
の
も
の
」
の
繧
紗
す
る
い
め
え
じ
の
世
界
へ
、
我
我
自
身
を
飛
び
込
ま

　
　
せ
よ
う
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
詩
は
、
も
は
や
「
形
の
上
で
の

　
　
音
楽
」
で
な
く
し
て
「
感
じ
の
上
で
の
音
楽
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
奏
さ
れ

　
　
　
リ
ズ
ム

　
　
る
韻
律
は
、
形
体
あ
る
拍
節
で
な
く
し
て
、
形
体
の
な
い
拍
節
で
あ
る
。

　
　
詩
の
読
者
等
は
、
こ
の
ふ
し
ぎ
な
る
言
葉
の
楽
器
か
ら
流
れ
て
く
る
所
の
、

　
　
一
つ
の
「
耳
に
聴
え
な
い
韻
律
」
を
聴
き
得
る
で
あ
ら
う
。
（
傍
点
原
文
）

　
朔
太
郎
に
と
っ
て
、
詩
に
お
け
る
「
音
楽
」
と
は
、
外
形
上
に
認
め
ら
れ
る

も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
形
体
を
持
た
ず
に
詩
の
内
部
に
響
く
も
の
で
あ
る
。

こ
の
「
内
容
と
し
て
の
音
楽
」
の
実
体
を
捉
え
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
先
の
文

章
中
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
詩
の
拍
節
よ
り
も
、
む
し
ろ
詩
の
感
情
そ
れ
自

身
」
、
「
全
体
か
ら
直
覚
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
リ
ズ
ム
」
、
「
全
曲
を
通
じ
て
流
れ

て
ゆ
く
言
葉
の
抑
揚
や
気
分
」
つ
ま
り
、
韻
文
に
お
け
る
外
的
形
式
の
束
縛
か

ら
解
放
さ
れ
て
、
詩
語
の
自
由
な
共
鳴
の
中
に
生
ま
れ
る
「
音
楽
」
と
で
も
言

え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
た
、
自
由
詩
の
主
張
と
も
無
縁
で
は
な
い
。
や
は
り

朔
太
郎
は
「
自
由
詩
の
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
」
の
中
で
、

　
　
　
自
由
詩
に
あ
っ
て
は
、
音
楽
が
単
な
る
拍
節
に
よ
っ
て
語
ら
れ
な
い
。

　
　
拍
節
は
音
楽
の
骨
格
に
す
ぎ
な
い
だ
ら
う
。
さ
う
で
な
く
、
我
我
は
音
楽



　
　
の
よ
り
部
分
的
な
る
リ
ズ
ム
全
体
、
即
ち
旋
律
と
和
声
と
を
そ
っ
く
り
そ

　
　
の
ま
ま
表
現
し
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
こ
の
目
的
の
た
め
に
は
、
言
葉
の

　
　
あ
ら
ゆ
る
特
性
が
利
用
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
第
一
に
先
づ
言
葉
の
音
韻
的

　
　
効
果
が
使
用
さ
れ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
定
律
詩
の
場
合
の
如
く
、
単
に
拍

　
　
節
上
の
目
的
か
ら
、
平
灰
を
合
せ
た
り
、
同
韻
を
押
し
た
り
、
語
数
を
調

　
　
べ
た
り
す
る
の
で
な
い
。
我
我
の
目
的
は
、
そ
れ
と
は
も
つ
と
遙
か
に
複

　
　
雑
な
リ
ズ
ム
を
弾
奏
す
る
に
あ
る
。
し
か
し
単
に
音
韻
ば
か
り
で
は
、
到

　
　
底
こ
の
奇
蹟
的
な
仕
事
を
完
全
に
果
す
べ
く
も
な
い
。
よ
つ
て
ま
た
音
韻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ー
ン
　
　
　
テ
ン
ポ

　
　
以
外
、
お
よ
そ
言
葉
の
も
つ
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
属
性
　
　
調
子
や
、
拍
節

　
　
　
　
ニ
ユ
ア
ン
ス
　
　
　
ム
ー
ト
　
　
　
イ
デ
ア

　
　
や
、
色
調
や
、
気
分
や
、
観
念
　
　
を
綜
合
的
に
利
用
す
る
。
即
ち
か

　
　
く
の
如
き
も
の
は
、
実
に
言
葉
の
一
大
シ
ム
ホ
ニ
イ
で
あ
る
。

と
述
べ
て
い
る
。
象
徴
詩
の
歴
史
に
お
い
て
標
樗
さ
れ
つ
つ
も
実
体
を
持
た
な

か
っ
た
「
音
楽
」
は
、
定
型
詩
か
ら
自
由
詩
へ
の
脱
却
を
図
る
朔
太
郎
の
詩
論

の
中
で
、
言
葉
の
諸
機
能
の
総
合
的
な
「
シ
ム
ホ
ニ
イ
」
と
定
義
さ
れ
た
の
で

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※

　
堀
辰
雄
の
周
辺
で
は
、
「
音
楽
」
と
い
う
言
葉
が
よ
く
語
ら
れ
る
。
冒
頭
で

も
述
べ
た
よ
う
に
、
堀
の
文
学
は
た
び
た
び
音
楽
の
よ
う
で
あ
る
と
言
わ
れ
る

し
、
多
恵
子
夫
人
や
神
西
清
、
河
上
徹
太
郎
ら
の
回
想
か
ら
は
、
堀
が
よ
く
音

楽
に
親
し
ん
で
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
ま
た
、
堀
自
身
の
「
私
の
好
ん
で

　
　
　
　
　
堀
辰
雄
と
萩
原
朔
太
郎

ゐ
た
の
は
サ
マ
ン
や
レ
ニ
ェ
な
ど
の
詩
集
で
あ
り
、
又
、
シ
ョ
パ
ン
の
音
楽
で

あ
つ
た
」
（
「
葉
桜
日
記
」
）
、
「
Ｏ
チ
◎
℃
ぎ
の
二
十
四
の
手
９
己
ｏ
の
研
究
に
着
手

す
」
（
年
代
未
詳
一
月
五
日
付
日
記
）
と
い
っ
た
言
葉
や
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ハ

ネ
カ
ー
『
シ
ョ
パ
ン
の
芸
術
　
　
全
作
品
解
説
』
（
鈴
木
賢
之
進
訳
、
一
九
二

四
年
）
へ
の
堀
の
書
き
込
み
を
詳
細
に
紹
介
さ
れ
た
松
田
智
雄
氏
の
「
そ
の
勉

強
の
あ
と
は
極
め
て
明
瞭
で
あ
り
、
長
年
に
わ
た
っ
て
好
ん
で
聴
き
、
心
に
刻

み
込
ん
で
き
た
シ
ョ
パ
ン
の
『
前
奏
曲
』
を
一
つ
一
つ
手
に
と
っ
て
吟
味
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
（
９
）

よ
う
な
趣
き
が
み
ら
れ
る
」
と
い
う
証
言
か
ら
、
堀
の
シ
ョ
パ
ン
ヘ
の
傾
倒
は
、

相
当
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
だ
が
、
大
切
な
の
は
、
堀
が
音
楽
へ

の
造
詣
を
い
か
に
深
め
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
「
音
楽
」
が
堀
の

文
学
に
関
わ
る
時
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
に
も

述
べ
た
よ
う
に
、
文
学
と
音
楽
は
異
な
る
理
論
と
形
態
を
持
つ
芸
術
で
あ
っ
て
、

そ
れ
ら
の
交
流
を
言
う
こ
と
は
そ
れ
程
容
易
で
は
な
い
。
文
学
の
中
に
音
楽
が

入
り
込
む
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
文
学
に
音
楽
の
要
素
を
取
り
込
む
と
い
う

こ
と
が
、
果
た
し
て
可
能
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
ど
う

い
う
在
り
様
と
し
て
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
の
か
。
文
学
が
「
音
楽
的
」
で
あ
る

と
い
う
こ
と
は
、
具
体
的
に
究
明
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
堀
の
文
学
の
持
つ
あ

る
種
の
雰
囲
気
を
、
音
楽
と
い
う
言
葉
か
ら
連
想
す
る
イ
メ
ー
ジ
と
安
易
に
だ

ぶ
ら
せ
る
こ
と
は
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
今
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
詩
に
お
け
る
「
音
楽
」
の
重
要
性
を
主
張
す
る
朔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七



　
　
　
　
　
堀
辰
雄
と
萩
原
朔
太
郎

太
郎
と
の
関
わ
り
の
中
で
、
堀
の
文
学
が
「
音
楽
的
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の

意
味
を
、
以
下
に
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※

　
大
正
十
二
年
の
一
月
に
、
萩
原
朔
太
郎
の
『
青
猫
』
が
出
版
さ
れ
た
頃
の
こ

と
を
、
堀
辰
雄
は
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

　
　
「
青
猫
」
の
初
版
が
出
た
当
時
の
こ
と
、
私
が
ま
だ
十
九
か
そ
こ
い
ら
で

　
　
そ
の
詩
集
を
は
じ
め
て
求
め
得
て
、
黒
い
マ
ン
ト
の
な
か
に
そ
の
黄
い
ろ

　
　
い
ク
ロ
オ
ス
の
本
を
い
つ
も
大
事
さ
う
に
か
か
へ
て
歩
い
て
ゐ
た
こ
と
な

　
　
ど
を
、
そ
れ
か
ら
そ
れ
へ
と
思
ひ
出
し
て
ゐ
た
。
（
略
）
夕
が
た
に
な
る

　
　
と
い
つ
も
そ
の
黄
い
ろ
い
本
を
か
か
へ
て
二
階
の
寝
室
に
上
が
つ
て
い
つ

　
　
て
は
そ
こ
で
一
人
マ
ン
ト
に
く
る
ま
り
な
が
ら
、
も
う
暗
く
な
っ
て
何
も

　
　
読
め
な
く
な
る
ま
で
、
そ
れ
を
読
ん
で
ゐ
た
も
の
だ
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
青
猫
』
に
つ
い
て
）

　
　
丁
度
萩
原
さ
ん
の
ユ
ニ
イ
ク
な
詩
集
「
青
猫
」
が
出
た
折
で
、
私
は
何
処

　
　
へ
行
く
の
に
で
も
そ
の
黄
い
ろ
い
ク
ロ
オ
ス
の
本
を
持
ち
歩
い
て
ゐ
た
。

　
　
一
と
頃
は
そ
の
一
巻
さ
へ
あ
れ
ば
他
の
本
な
ど
は
い
ら
な
い
ほ
ど
だ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
二
三
の
追
憶
」
）

　
か
な
り
の
熱
中
ぶ
り
で
あ
る
。
十
九
歳
の
堀
辰
雄
に
と
っ
て
、
萩
原
朔
太
郎

は
「
も
つ
と
も
な
つ
か
し
い
詩
人
」
で
あ
り
、
朔
太
郎
の
詩
集
『
青
猫
』
に
よ

っ
て
堀
は
「
は
じ
め
て
詩
と
い
ふ
も
の
の
存
在
を
知
り
、
そ
し
て
何
よ
り
も
驚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八

異
を
も
つ
て
読
ん
だ
」
（
「
二
三
の
追
憶
」
）
の
で
あ
っ
た
。

　
堀
と
朔
太
郎
の
っ
な
が
り
は
、
堀
と
芥
川
の
そ
れ
以
上
に
は
注
目
さ
れ
る
も

の
で
は
な
い
が
、
堀
自
身
の
「
今
で
も
と
き
を
り
私
は
自
分
の
作
品
が
い
か
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
０
）

多
く
を
『
青
猫
』
一
巻
に
負
う
て
ゐ
る
か
を
感
ず
る
や
う
な
こ
と
が
あ
る
」
と

い
う
言
葉
か
ら
も
堀
に
と
っ
て
の
朔
太
郎
の
存
在
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
ま
ず
堀
と
朔
太
郎
に
お
い
て
最
も
注
目
し
た
い
の
は
「
言
葉
」
を
捉
え
る
感

覚
が
類
似
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
先
に
も
指
商
し
た
よ
う
に
、
『
青
猫
』
巻
末

の
「
自
由
詩
の
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
」
の
中
で
、
朔
太
郎
は
「
言
葉
の
一
大
シ
ム

ホ
ニ
イ
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
。
こ
の
、
言
葉
の
も
つ
調
子
・
拍
節
．

色
調
・
気
分
・
観
念
と
い
っ
た
「
あ
ら
ゆ
る
属
性
」
に
敏
感
に
着
目
す
る
視
点

を
、
堀
も
ま
た
持
っ
て
い
た
。

　
ち
ょ
う
ど
『
青
猫
』
が
刊
行
さ
れ
た
二
か
月
後
、
三
月
十
七
日
付
で
堀
が
神

西
清
に
宛
て
て
書
い
た
手
紙
に
は
、
日
本
語
へ
の
期
待
と
創
乍
の
意
欲
が
綿
綿

と
綴
ら
れ
て
い
る
。

　
　
け
れ
ど
も
、
君
よ
、
け
っ
し
て
日
本
語
を
捨
て
て
呉
れ
る
な
、
こ
の
美
し

　
　
い
日
本
語
を
。
私
は
な
に
よ
り
も
日
本
語
を
愛
し
て
ゐ
る
。
（
略
）
こ
の

　
　
仏
繭
西
の
や
う
な
、
匂
は
し
い
韻
律
、
美
し
い
陰
影
、
夕
暮
の
や
う
な
色

　
　
合
。
（
略
）
（
私
は
現
代
の
日
本
語
を
敢
へ
て
斯
く
愛
す
る
の
で
は
な
い
。

　
　
今
の
乱
雑
暗
浩
の
う
ち
に
さ
へ
か
・
る
音
楽
性
美
的
要
素
を
認
め
て
ゐ
る

　
　
故
に
、
そ
の
　
　
日
本
語
の
　
　
完
成
（
私
た
ち
の
一
生
の
仕
事
で
あ



　
　
る
）
の
暁
を
、
す
ば
ら
し
く
期
待
し
て
ゐ
る
！
）
（
略
）
（
君
は
形
式

　
　
　
　
韻
律
美
の
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
条
件
　
　
に
於
け
る
詩
し
か
、
認
め
ま

　
　
い
と
言
ふ
。
）
私
は
君
の
そ
の
詩
に
対
す
る
真
実
を
讃
め
る
。
け
れ
ど
も
、

　
　
あ
る
ひ
は
変
則
的
な
、
私
に
於
て
は
、
詩
を
も
っ
と
広
く
異
端
的
に
、
感

　
　
じ
た
い
と
思
ふ
。
私
は
、
あ
の
勺
○
向
の
「
詩
と
は
、
美
の
韻
律
的
創
造

　
　
で
あ
る
」
と
い
杢
言
葉
を
信
奉
し
な
が
ら
、
冒
漬
に
も
、
韻
律
的
散
文
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
創
造
せ
ん
と
試
み
て
ゐ
る
。
（
略
）
日
本
語
が
ど
れ
ほ
ど
僕
た
ち
に
よ
っ

　
　
、

　
　
て
、
美
し
く
音
楽
的
絵
画
的
に
な
る
か
、
（
略
）
美
の
た
め
に
、
僕
は
是

　
　
等
の
こ
と
を
、
楽
し
く
研
究
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る
。
宝
石
、
煙
草
、
香
水
、

　
　
着
物
（
主
と
し
て
和
服
）
洋
酒
、
花
　
織
物
（
更
紗
、
天
驚
絨
■
↓
Ｏ
・
）

　
　
化
粧
品
、
毒
薬
其
他
…
…
（
略
）
私
は
、
洗
練
さ
れ
た
敏
感
な
言
葉
の
所

　
　
有
者
、
（
略
）
も
つ
と
僕
は
「
言
葉
」
を
勉
強
し
た
い
、
こ
の
貧
し
い
語

　
　
彙
を
広
め
た
い
。
言
葉
の
韻
影
、
音
楽
性
、
造
形
美
な
ど
を
、
（
略
）
あ

　
　
て
も
な
く
探
ね
て
い
つ
た
ら
、
ど
ん
な
に
愉
快
だ
ら
う
と
、
一
人
で
思
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
や

　
　
て
ゐ
る
。
じ
っ
さ
い
日
本
語
ほ
ど
か
う
い
ふ
怪
し
さ
、
複
雑
さ
、
美
し
さ

　
　
に
輝
か
う
と
し
て
ゐ
る
言
葉
が
他
の
何
処
の
国
に
あ
る
か
？
（
傍
点
原
文
）

　
全
体
に
高
揚
し
た
気
分
を
感
じ
さ
せ
る
文
章
だ
が
、
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
、

日
本
語
の
「
韻
律
」
、
「
陰
影
」
、
「
色
合
」
を
言
葉
の
「
音
楽
性
美
的
要
素
」
と

捉
え
る
感
覚
は
、
朔
太
郎
と
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
韻
律
美
の
欠
く

べ
か
ら
ざ
る
条
件
」
で
あ
る
筈
の
「
形
式
」
を
取
り
払
い
「
韻
律
的
散
文
を
創

　
　
　
　
　
堀
辰
雄
と
萩
原
朔
太
郎

造
せ
ん
」
と
す
る
堀
は
、
朔
太
郎
の
主
張
す
る
「
内
容
と
し
て
の
音
楽
」
の
正

当
な
理
解
者
で
あ
っ
た
生
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
途
中
に
挙
げ
ら
れ
た
語
彙
「
宝
石
、
煙
草
、
香
水
、
着
物
、
洋
酒
、
花
、
織

物
、
化
粧
品
、
毒
薬
…
…
」
も
ま
た
興
味
深
い
。
堀
の
語
彙
に
っ
い
て
は
、
コ

ク
ト
ー
と
の
関
連
か
ら
「
天
使
」
や
「
パ
イ
プ
」
な
ど
の
特
異
性
が
認
め
ら
れ

よ
う
が
、
コ
ク
ト
ー
に
親
し
む
以
前
の
堀
の
語
彙
に
は
、
朔
太
郎
の
少
な
か
ら

ぬ
影
響
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
先
の
書
簡
中
に
示
さ
れ
て
い
る
語
彙
だ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

で
影
響
を
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
同
書
簡
中
の
「
萩
原
朔
太
郎
、
室

生
犀
星
は
こ
の
言
葉
に
於
て
、
堪
ら
な
い
傾
倒
を
感
じ
て
ゐ
る
（
傍
点
原
文
）
」

と
い
う
言
葉
を
併
せ
て
考
え
る
な
ら
、
こ
の
時
の
堀
の
意
識
下
に
、
例
え
ば

『
青
猫
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
春
宵
」
の
「
鰯
め
か
し
く
も
媚
あ
る
風
情
を

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

／
し
つ
と
り
と
し
た
橋
祥
に
つ
つ
む
／
（
略
）
／
あ
あ
こ
の
溶
け
て
ゆ
く
春
夜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

の
灯
か
げ
に
／
厚
く
し
つ
と
り
と
化
粧
さ
れ
た
る
／
ひ
と
っ
の
白
い
額
を
み
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

／
（
略
）
／
処
女
の
や
は
ら
か
な
肌
の
に
ほ
ひ
は
／
花
園
に
そ
よ
げ
る
ば
ら
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

や
う
で
／
情
愁
の
な
や
ま
し
い
性
の
き
ざ
し
は
／
桜
の
は
な
の
咲
い
た
や
う
だ

（
傍
点
引
用
者
）
」
と
い
っ
た
フ
レ
ー
ズ
が
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ

る
か
も
し
れ
な
い
。

　
堀
自
身
大
正
十
二
年
か
ら
昭
和
八
年
頃
ま
で
数
編
の
詩
を
書
い
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
を
制
作
年
代
順
に
並
べ
る
と
、
大
正
十
五
年
を
境
に
詩
風
が
変
化
し
て

い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
大
正
十
五
年
以
後
の
詩
は
、
例
え
ば
昭
和
三
年
三
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九



　
　
　
　
　
堀
辰
雄
と
萩
原
朔
太
郎

「
山
繭
」
に
発
表
し
た
「
病
」
の
よ
う
に
、

　
　
僕
の
骨
に
と
ま
つ
て
ゐ
る

　
　
小
鳥
よ
　
肺
結
核
よ

　
　
お
ま
え
へ
が
囑
で
突
つ
く
か
ら

　
　
僕
の
疲
に
は
血
が
ま
じ
る

コ
ク
ト
ー
の
影
響
が
著
し
い
。

（
堀
辰
雄
「
病
」
）

　
　
僕
の
骨
の
森
の
中
で

　
　
僕
の
静
脈
の
青
い
木
立
の
中
で

　
　
花
よ
魚
よ
小
鳥
よ
　
い
り
ま
じ
れ

　
　
た
と
へ
地
上
で
は
仲
悪
く
と
も
（
ジ
ャ
ン
・
コ
ク
ト
ー
「
夜
曲
　
断
片
」
）

　
と
こ
ろ
が
、
「
別
冊
文
芸
春
秋
」
第
十
九
号
（
昭
和
二
五
年
二
一
月
）
に
掲

　
　
　
　
　
　
　
（
１
１
）

載
さ
れ
た
「
少
年
詩
編
」
を
始
め
、
大
正
十
五
年
以
前
の
、
堀
自
身
が
「
も
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
２
）

ど
ん
な
詩
だ
っ
た
か
椅
麗
さ
っ
ぱ
り
と
忘
れ
て
し
ま
つ
て
ゐ
る
」
詩
の
い
く
っ

か
に
は
、
朔
太
郎
の
詩
と
の
類
似
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
例
と
し
て
、
大
正
十

三
年
「
校
友
会
雑
誌
」
に
発
表
さ
れ
た
「
病
夢
」
を
次
に
示
し
た
い
。

　
　
と
あ
る
古
く
さ
い
夜
更
け
の
夢
に
／
私
は
不
思
議
な
病
螢
を
影
ら
し
て
あ

　
　
る
　
一
つ
の
油
絵
の
前
に
什
つ
て
い
た
／
画
面
は
い
つ
ぱ
い
め
う
に
明
る

　
　
い
灰
色
で
塗
ら
れ
て
居
て
　
せ
っ
な
い
く
ら
ゐ
単
調
な
る
情
想
だ
が
／
そ

　
　
の
情
景
の
重
心
あ
た
り
に
／
細
つ
こ
い
一
本
の
女
の
指
が
な
な
め
に
突
つ

　
　
刺
つ
て
る
／
ま
だ
処
女
ら
し
く
ほ
の
青
い
情
慾
に
溶
い
て
る
そ
の
繊
指

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇

　
　
　
／
刺
さ
っ
て
る
生
爪
の
尖
端
か
ら
　
絹
糸
の
や
う
な
血
が
す
う
っ
と

　
　
流
れ
て
く
る
や
う
だ
／
ふ
い
と
私
が
画
題
を
見
る
と
か
う
書
い
て
あ
る
／

　
　
な
ん
か
が
変
に
気
に
な
っ
て
　
素
晴
ら
し
い
風
景
を
見
つ
め
な
が
ら
　
ど

　
　
う
し
て
も
そ
い
っ
が
描
け
な
い
た
め
僕
／
　
の
愛
用
の
青
っ
ぽ
い
ペ
ン

　
　
を
ま
で
古
壁
の
／
真
只
中
に
突
き
刺
し
て
尤
奮
し
て
る
僕
の
神
経
で
す

　
の
ち
の
堀
に
は
み
ら
れ
な
い
、
「
病
蜜
」
「
情
慾
」
「
神
経
」
な
ど
の
言
葉
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
　
ま

よ
っ
て
現
出
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
ま
さ
に
朔
太
郎
が
「
叙
情
詩
の
主
題
」
と
し

た
「
感
覚
的
憂
欝
性
」
（
『
青
猫
』
序
）
の
詩
の
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
堀
が

大
正
十
二
年
七
月
に
発
表
し
た
「
仏
蘭
西
人
形
」
（
「
撤
檀
の
森
」
第
三
号
）
の
、

「
た
ま
ら
な
く
た
の
し
い
四
月
の
ひ
ろ
い
野
原
」
で
「
も
の
言
は
ぬ
　
仏
蘭
西

か
ら
き
た
娘
の
人
形
を
抱
き
な
が
ら
／
私
は
ひ
と
り
で
　
し
づ
か
な
情
慾
を
楽

し
ん
で
ゐ
た
」
と
い
う
春
の
日
の
情
慾
を
弄
ぶ
風
景
は
、
や
は
り
『
青
猫
』
の

「
春
の
感
情
」
や
「
艶
め
け
る
霊
魂
」
を
連
想
さ
せ
る
。

　
　
そ
よ
げ
る
／
や
は
ら
か
い
草
の
影
か
ら
／
花
や
か
に
　
い
き
い
き
と
目
を

　
　
さ
ま
し
て
く
る
情
慾
／
燃
え
あ
が
る
や
う
に
／
た
の
し
く
／
う
れ
し
く
／

　
　
こ
こ
ろ
春
め
く
春
の
感
情
。
／
（
略
）
／
あ
あ
こ
の
わ
か
や
げ
る
思
ひ
こ

　
　
そ
は
／
春
日
に
と
け
る
雪
の
や
う
だ
／
や
さ
し
く
芽
ぐ
み
／
し
ぜ
ん
に
感

　
　
ず
る
ぬ
く
み
の
や
う
だ
／
た
の
し
く
／
う
れ
し
く
／
こ
こ
ろ
と
き
め
く
性

　
　
の
躍
動
。
／
（
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
艶
め
け
る
霊
魂
」
）



　
の
ち
に
堀
は
、
「
こ
の
詩
集
（
引
用
者
注
・
『
青
猫
』
）
が
私
に
与
へ
た
影
響

の
い
か
に
大
き
か
っ
た
こ
と
か
」
（
「
『
青
猫
』
の
こ
と
な
ど
」
）
と
自
ら
語
っ
て

い
る
が
、
堀
が
本
格
的
な
文
学
活
動
を
始
め
る
大
正
十
五
年
以
前
に
わ
ず
か
に

残
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
詩
に
よ
っ
て
、
こ
の
時
期
の
堀
へ
の
朔
太
郎
の
影
響
を
認

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
コ
ク
ト
ー
や
ラ
デ
ィ
ゲ
に
親
し
ん
だ
後
、
堀
辰
雄
の
文
学
は
心
理
的
な
色
合

い
を
濃
く
し
、
「
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画
」
や
「
不
器
用
な
天
使
」
な
ど
の
初
期

作
晶
が
書
か
れ
る
が
、
そ
の
出
発
点
に
お
い
て
堀
が
朔
太
郎
の
詩
と
詩
論
を
よ

く
咀
曉
し
て
い
た
こ
と
に
も
っ
と
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
朔
太
郎
の
詩
論
を

十
分
意
識
し
な
が
ら
書
い
た
と
思
わ
れ
る
先
の
書
簡
に
は
、
堀
の
創
作
へ
の
意

欲
的
な
姿
勢
が
示
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
時
堀
の
持
っ
て
い
た
日
本
語
へ
の
期
待

と
信
頼
は
、
お
そ
ら
く
そ
れ
以
後
の
、
堀
の
文
学
の
一
指
標
と
な
り
得
て
い
た

は
ず
で
あ
る
。
堀
の
言
う
「
韻
律
的
散
文
」
が
具
体
的
に
ど
う
い
う
も
の
で
あ

っ
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
し
、
そ
れ
を
、
「
創
造
せ
ん
」
と
し
た
意
気
込
み
が

ど
の
程
度
持
続
し
た
の
か
も
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
課
題
は
、
堀
が

意
識
的
に
掲
げ
て
い
た
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
堀
の
文
学
に
内
在
し
続
け

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
格
的
な
小
説
よ
り
も
、
小
晶
・
随
筆
を
数
多
く
残
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
３
）

そ
れ
ら
が
ま
た
「
詩
的
世
界
」
と
し
て
評
価
さ
れ
る
堀
辰
雄
の
文
学
の
質
は
こ

の
課
題
と
無
縁
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
文
学
と
音
楽
の
関
係
を
知
る
こ
と
は
難
し
く
、
そ
れ
は
河
上
徹
太
郎
の
言
う

　
　
　
　
　
堀
辰
雄
と
萩
原
朔
太
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
１
４
一

よ
う
に
「
一
般
的
な
解
決
は
で
き
な
い
」
問
題
で
あ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
堀

辰
雄
の
場
合
、
朔
太
郎
の
「
音
楽
」
と
共
鳴
す
る
も
の
を
持
ち
得
て
い
た
と
い

う
意
味
で
「
音
楽
」
性
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
朔
太

郎
の
い
う
意
味
で
の
「
音
楽
」
で
あ
る
。
朔
太
郎
が
「
美
し
い
村
」
を
評
し
て
、

「
全
体
と
し
て
の
音
楽
」
、
「
音
楽
と
し
て
の
や
さ
し
さ
　
匂
ひ
」
、
「
散
文
で
か

　
　
　
（
１
５
一

い
た
粁
情
詩
」
と
語
っ
た
言
葉
が
そ
れ
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※

　
堀
辰
雄
に
お
い
て
よ
く
用
い
ら
れ
る
、
「
音
楽
」
と
い
う
語
に
注
目
し
て
本

論
を
試
み
た
が
、
朔
太
郎
の
言
う
「
音
楽
」
に
つ
い
て
さ
ら
に
理
解
を
深
め
る

必
要
を
感
じ
て
い
る
。
朔
太
郎
の
詩
に
お
け
る
「
音
楽
」
論
を
も
と
に
、
形
式

か
ら
脱
却
し
た
、
言
葉
の
諸
要
素
の
総
合
的
な
機
能
と
し
て
「
音
楽
」
を
捉
え

た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
言
葉
の
一
大
シ
ム
ホ
ニ
イ
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
音

楽
」
と
と
も
に
、
『
青
猫
』
の
序
で
「
霊
魂
の
実
在
に
あ
こ
が
れ
る
羽
ば
た
き
」

と
し
て
朔
太
郎
が
「
音
楽
」
に
付
与
し
た
哲
学
的
な
意
味
を
知
ら
な
け
れ
ば
、

そ
の
主
張
の
全
体
を
っ
か
ん
だ
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
問
題
は
堀

辰
雄
と
の
関
連
に
お
い
て
も
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
、
改
め
て
考
え
る
こ
と

に
し
た
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
「
音
楽
」
と
い
う
語
を
手
が
か
り
に
堀
辰
雄
の
周
辺
を
見
渡
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

と
、
面
白
い
こ
と
に
気
づ
く
。
「
音
楽
へ
の
あ
こ
が
れ
な
し
に
、
如
何
な
る
散

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
６
）

文
詩
も
な
く
韻
文
詩
も
な
い
（
傍
点
原
文
）
」
と
い
う
朔
太
郎
の
言
葉
を
受
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一



　
　
　
　
　
堀
辰
雄
と
萩
原
朔
太
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
７
）

る
よ
う
に
立
原
道
造
は
「
音
楽
の
状
態
を
あ
こ
が
れ
て
」
ソ
ネ
ッ
ト
を
つ
く
り
、

中
村
真
一
郎
は
「
詩
の
革
命
ｌ
ｌ
『
マ
チ
ネ
・
ポ
エ
チ
ソ
ク
』
の
定
型
詩
に
つ

い
て
　
　
」
と
題
す
る
宣
言
文
の
中
で
、
厳
密
な
定
型
詩
の
確
立
が
「
我
々
の

愛
す
る
日
本
語
か
ら
計
り
知
ら
れ
ぬ
程
多
く
の
美
し
い
可
能
性
を
引
き
出
」
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
８
）

「
音
楽
性
は
雄
弁
か
ら
訣
別
す
る
」
と
説
き
、
ま
た
、
マ
チ
ネ
ポ
エ
テ
ィ
ッ
ク

の
試
作
が
不
毛
な
結
呆
に
終
わ
り
日
本
語
の
詩
に
限
界
を
み
た
福
永
武
彦
自
身

の
心
情
を
反
映
す
る
か
の
よ
う
に
、
「
草
の
花
」
の
主
人
公
は
「
日
本
語
で
詩

を
書
く
つ
も
り
は
今
の
と
こ
ろ
な
い
ん
だ
。
僕
は
小
説
を
書
い
て
み
た
い
、
そ

れ
も
音
楽
的
な
小
説
と
い
う
、
謂
わ
ば
不
可
能
な
ジ
ャ
ン
ル
を
可
能
に
し
て
み

た
い
と
考
え
て
い
る
ん
だ
」
と
言
う
。
ソ
ネ
ッ
ト
、
定
型
押
韻
詩
、
小
説
と
さ

ま
ざ
ま
な
形
式
を
と
り
な
が
ら
、
詩
人
た
ち
は
皆
「
音
楽
」
を
求
め
た
。
萩
原

朔
太
郎
か
ら
西
脇
順
三
郎
へ
と
つ
な
が
る
詩
派
か
ら
少
し
離
れ
た
と
こ
ろ
に
、

ど
う
や
ら
「
音
楽
に
あ
こ
が
れ
た
」
詩
人
の
一
群
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

注
（
１
）

（
２
）

（
３
）

（
４
）

（
５
）

（
６
）

　
川
端
康
成
「
堀
君
の
文
学
」
（
角
川
版
『
堀
辰
雄
全
集
－
推
薦
文
）

　
立
原
道
造
「
風
立
ち
ぬ
」
（
引
用
箇
所
を
含
む
１
－
皿
「
四
季
」
昭
二
二
・
六
）

　
河
上
徹
太
郎
「
美
し
い
村
」
（
「
ヴ
ァ
リ
ェ
テ
」
昭
九
・
六
）

神
西
清
『
堀
辰
雄
集
』
巻
末
解
説
（
新
潮
社
昭
二
五
）

河
上
徹
太
郎
「
堀
辰
雄
」
（
「
文
塾
」
昭
和
二
八
・
八
）

　
「
何
よ
り
も
ま
ず
音
楽
を
／
そ
れ
に
は
奇
数
韻
を
選
ぶ
こ
と
」
と
い
う
こ
の
詩

の
は
じ
め
の
二
行
が
、
象
徴
詩
と
音
楽
の
関
係
に
強
く
影
響
し
続
け
た
生
言
え
る

（
７
）

（
８
）

（
９
）

（
１
０
）

（
ｕ
）

（
１
２
）

（
１
３
）

（
１
４
）

（
１
５
）

（
１
６
）

（
１
７
）

（
１
８
）

三
二

だ
ろ
う
。

　
例
え
ば
現
在
で
も
、
上
田
敏
訳
「
落
葉
」
の
「
秋
の
日
の
／
ギ
オ
ロ
ン
の
／
た

め
い
き
の
／
身
に
し
み
て
／
し
た
ぶ
る
に
／
う
ら
悲
し
」
の
「
し
」
の
連
音
が

「
一
種
の
音
楽
を
奏
で
て
い
る
」
（
石
丸
久
「
日
本
語
の
音
楽
」
、
「
近
代
の
詩
歌
』

有
斐
閣
双
書
）
と
言
わ
れ
る
。

　
「
調
子
本
位
の
詩
か
ら
リ
ズ
ム
本
位
の
詩
へ
」
（
「
詩
歌
」
大
六
・
五
）
、
「
詩
と

音
楽
と
の
関
係
」
（
「
早
稲
田
文
学
」
大
七
・
六
）
、
「
自
由
詩
の
リ
ズ
ム
に
つ
い

て
」
（
『
青
猫
』
巻
末
附
録
大
二
一
・
一
）
。

　
松
田
智
雄
「
堀
辰
雄
の
音
楽
」
（
「
季
刊
芸
術
」
第
一
九
号
昭
四
六
・
一
〇
）

　
「
最
も
影
響
を
受
け
た
書
籍
」
と
い
う
ア
ン
ケ
ー
ト
ヘ
の
回
答
（
「
文
芸
通
信
」

昭
八
・
一
一
）
。

　
大
正
二
二
－
一
五
年
に
か
け
て
「
校
友
会
雑
誌
」
等
に
発
表
さ
れ
た
も
の
の
再

録
で
あ
る
。

　
神
西
清
宛
書
簡
（
昭
和
二
五
年
一
〇
月
一
一
日
付
）
。

　
矢
内
原
伊
作
「
小
品
と
随
筆
の
世
界
」
（
「
國
文
学
」
昭
五
二
・
七
）

　
河
上
徹
太
郎
「
音
楽
と
文
学
の
交
流
」
（
「
新
潮
」
昭
一
一
・
五
）

　
萩
原
朔
太
郎
よ
り
堀
辰
雄
宛
書
簡
（
昭
和
九
年
六
月
二
五
日
付
）
。

　
萩
原
朔
太
郎
「
詩
と
は
な
ん
ぞ
や
」
（
「
文
学
」
第
五
号
昭
五
・
二
）

　
立
原
道
造
「
風
信
子
」
（
「
四
季
」
昭
二
一
・
一
）

　
中
村
真
一
郎
「
詩
の
革
命
」
（
「
近
代
文
学
」
昭
二
二
・
九
）
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