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堀
辰
雄
が
一
九
二
九
（
昭
４

）
年
一
〇
月
に
発
表
し
た
『
眠
れ
る
人
』（
初

出
『
眠
つ
て
ゐ
る
男
』）
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
冒
頭
で
親
し
げ
に

微
笑
し
た
女
の
後
を
追
っ
て
主
人
公
の
「
僕
」
が
夜
の
町
を
通
り
過
ぎ
、「
歩

き
な
が
ら
眠
る
」
場
面
で
あ
る
。

僕
た
ち
は
あ
る
広
場
に
出
る
。
突
然
、
一
台
の
自
動
車
が
僕
た
ち
を
追
ひ

越
す
た
め
サ
イ
レ
ン
を
鳴
ら
す
。
そ
れ
が
僕
を
眼
ざ
め
さ
せ
る
。
す
る
と

僕
は
、
そ
の
瞬
間
ま
で
殆
ど
感
じ
て
ゐ
な
か
つ
た
眠
た
さ
を
急
に
感
じ
だ

す
の
で
あ
る
。
眠
り
は
僕
の
手
や
足
に
う
る
さ
く
か
ら
み
つ
く
。
そ
し
て

ま
た
い
つ
の
ま
に
か
僕
の
眼
は
閉
ぢ
て
ゆ
く
。
こ
ん
ど
は
冷
た
く
な
つ
た

空
気
が
そ
れ
を
開
か
せ
る
。
僕
た
ち
は
長
い
橋
の
上
を
渡
つ
て
ゐ
る
の
で

あ
る
。
橋
の
下
の
水
は
ま
つ
た
く
動
い
て
ゐ
な
い
。
死
ん
で
ゐ
る
波
、
手

足
の
硬
直
し
て
い
る
波
、
波
の
木み

い

ら
乃
伊
、
川
岸
の
並
木
は
僕
た
ち
よ
り
ず

つ
と
大
き
な
影
を
持
つ
て
ゐ
る
。
僕
た
ち
の
影
は
と
き
ど
き
そ
の
中
に
は

ひ
つ
て
消
さ
れ
る
。

　

夢
の
な
か
の
よ
う
な
、
現
実
感
の
薄
い
不
思
議
な
風
景
で
あ
る
。
二
人
が
行

く
の
は
、「
夜
よ
り
も
暗
い
町
の
中
」
で
あ
り
、「
家
々
は
す
つ
か
り
閉
さ
れ
て

ゐ
る
。
た
ま
に
窓
に
あ
か
り
が
点
い
て
ゐ
て
も
、
僕
た
ち
が
そ
れ
に
近
づ
く
と
、

あ
た
か
も
僕
た
ち
を
恐
れ
る
か
の
や
う
に
そ
れ
は
消
さ
れ
て
し
ま
ふ
」
に
も
か

か
わ
ら
ず
、「
大
き
な
影
」
が
印
象
深
く
描
か
れ
る
。
こ
の
『
眠
れ
る
人
』
に
、

ア
ン
ド
レ
・
ブ
ル
ト
ン
と
と
も
に
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
実
験
的
な
作
品
『
磁

場
』
を
著
し
た
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ス
ー
ポ
ー
のLes D

ernières N
uits de 

Parris
（1928

）
の
影
響
が
あ
る
こ
と
は
、
か
つ
て
、
拙
論①
に
お
い
て
述
べ
た

こ
と
が
あ
る
が
、
こ
の
場
面
の
印
象
は
、
ブ
ル
ト
ン
た
ち
か
ら
シ
ュ
ル
レ
ア
リ

ス
ム
の
先
駆
者
と
位
置
づ
け
ら
れ
た②
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
デ
・
キ
リ
コ
の
い
わ
ゆ
る

風
が
吹
く
と
い
う
こ
と

一
六
二
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「
形
而
上
絵
画
」
に
近
い
と
感
じ
ら
れ
る
。

　

イ
タ
リ
ア
人
画
家
の
デ
・
キ
リ
コ
は
、
一
九
一
〇
年
代
に
、
彼
自
身
が
形
而

上
絵
画
と
名
づ
け
た
特
異
な
風
景
画
を
次
々
に
描
い
た
。
例
え
ば
、
代
表
作

「
通
り
の
神
秘
と
憂
愁
」（
一
九
一
四
年
）﹇
図
１③
﹈
は
夢
や
追
憶
の
風
景
の
よ

う
で
あ
り
、
静
寂
を
た
た
え
た
画
面
に
は
、
手
前
の
建
物
や
少
女
の
影
と
、
建

物
に
隠
れ
て
見
え
な
い
彫
像
の
も
の
と
思
わ
れ
る
影
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の

作
品
に
限
ら
ず
、
形
而
上
絵
画
の
多
く
に
建
物
や
人
物
の
影
が
描
か
れ
て
い
る

こ
と
は
き
わ
め
て
特
徴
的
で
あ
る
。

　

デ
・
キ
リ
コ
が
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
先
駆
的
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
。
ブ
ル
ト
ン
自
身
、
デ
・
キ
リ
コ
の
形
而
上
絵
画
が
「
霊

感
」
に
満
ち
、
強
い
影
響
力
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
『
シ
ュ
ル
レ
ア
リ

ス
ム
と
絵
画④
』（
一
九
二
八
年
）
に
お
い
て
語
っ
て
い
る
し
、
後
年
の
評
価
と

し
て
、
例
え
ば
ペ
ル
・
ジ
ム
フ
ェ
レ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、「
形
而
上
絵
画
は
発
表

後
ま
も
な
く
し
て
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
に
称
賛
さ
れ
、
そ
の
後
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス

ト
を
代
表
す
る
ア
ン
ド
レ
・
ブ
ル
ト
ン
に
迎
え
ら
れ
た
。
実
際
の
と
こ
ろ
、

デ
・
キ
リ
コ
の
存
在
な
し
に
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
絵
画
を
考
え
る
の
は
難
し
く
、

サ
ル
バ
ド
ー
ル
・
ダ
リ
や
マ
ッ
ク
ス
・
エ
ル
ン
ス
ト
、
イ
ヴ
・
タ
ン
ギ
ー
、
ル

ネ
・
マ
ル
グ
リ
ッ
ト
、
ポ
ー
ル
・
デ
ル
ヴ
ォ
ー
、
そ
の
他
多
く
の
画
家
た
ち
に

決
定
的
な
影
響
を
与
え
た⑤
」
と
さ
れ
る
。

　

堀
辰
雄
が
デ
・
キ
リ
コ
を
知
っ
た
の
は
ジ
ャ
ン
・
コ
ク
ト
ー
を
通
し
て
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
コ
ク
ト
ー
が
デ
・
キ
リ
コ
に
つ
い
て
述
べ
た
『
世
俗
な
神

秘
』（
一
九
二
八
年
）
を
、
堀
は
一
九
二
九
（
昭
４

）
年
三
月
に
「
俗
な
神
秘

―
ジ
ョ
ル
ジ
オ 

デ 

キ
リ
コ
」
と
題
し
て
抄
訳
し
て
い
る
。「
他
の
絵
の
間

に
あ
つ
て
、
キ
リ
コ
の
絵
は
、
そ
の
彫
像
化
さ
れ
た
様
子
を
、
今
し
が
た
起
つ

た
ば
か
り
の
、
そ
し
て
そ
れ
に
対
す
る
用
意
を
す
る
暇
も
な
い
う
ち
に
不
動
に

襲
は
れ
た
と
こ
ろ
の
速
力
を
示
し
て
ゐ
る
、
惨
事
の
古
代
的
な
静
け
さ
を
持
つ

て
ゐ
る
。」「
キ
リ
コ
は
丹
念
に
描
く
。
彼
は
夢
か
ら
不
正
確
の
正
確
（
虚
偽
を

擁
護
す
る
た
め
の
真
実
の
使
用
）
を
借
り
る
。
彼
は
、
原
始
人
等
が
模コ
ピ
イ写
し
た

や
う
に
、
彼
の
心
の
中
の
現
実
を
彼
の
画
の
上
に
丹
念
に
移
す
。
彼
は
彼
の
信

仰
を
伝
へ
ず
に
、
彼
の
誠
実
を
伝
へ
る
の
で
あ
る
。」
等
の
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
形

式
の
分
析
は
、
堀
の
興
味
を
強
く
引
く
も
の
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

　

昭
和
四
年
当
時
に
堀
が
デ
・
キ
リ
コ
の
絵
を
実
際
に
見
て
い
た
の
か
ど
う
か

は
、
当
時
の
画
集
等
が
蔵
書
目
録⑥
に
確
認
で
き
ず
わ
か
ら
な
い
が
、
一
九
三
二

（
昭
７

）
年
九
月
の
『
マ
ル
セ
ル
・
プ
ル
ウ
ス
ト

―
神
西
清
へ
の
手
紙
』
に
、

ル
ノ
ア
ー
ル
の
画
集
を
買
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
そ
れ
ほ
ど
僕
は
こ
の
ル
ノ

ア
ァ
ル
の
画
集
が
欲
し
か
つ
た
の
だ
。
又
し
て
も
、
こ
こ
に
プ
ル
ウ
ス
ト
の
影

響
が
あ
る
ら
し
い
。
そ
れ
は
丁
度
、
僕
が
コ
ク
ト
オ
を
読
ん
で
ゐ
る
う
ち
に
い

つ
か
ピ
カ
ソ
や
キ
リ
コ
の
絵
を
愛
し
だ
し
た
の
に
よ
く
似
て
ゐ
る
。」
と
述
べ

て
お
り
、
コ
ク
ト
ー
を
通
し
て
知
っ
た
デ
・
キ
リ
コ
へ
の
興
味
か
ら
、
そ
の
画

集
を
手
に
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

風
が
吹
く
と
い
う
こ
と

一
六
三
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ま
た
、
一
九
三
三
（
昭
８

）
年
二
月
の
『
キ
リ
コ
の
夢
』（
初
出
『
悪
魔
ケ

淵
』）
で
も
、
夢
の
中
で
友
人
か
ら
手
渡
さ
れ
た
「
キ
リ
コ
の
画
集
」
ら
し
い

本
に
「
実
に
奇
妙
な
『
ロ
メ
オ
と
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
』
の
挿
絵
な
ど
」
が
あ
り
、

「
い
か
に
も
キ
リ
コ
ら
し
い
（
？
）
構
図
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の

頃
に
は
デ
・
キ
リ
コ
の
絵
は
堀
に
と
っ
て
馴
染
み
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　
「
キ
リ
コ
の
夢
」
が
発
表
さ
れ
る
少
し
前
に
、
堀
は
実
際
に
デ
・
キ
リ
コ
の

絵
を
見
て
い
る
。
一
九
三
三
（
昭
８

）
年
五
月
の
『
続
プ
ル
ウ
ス
ト
雑
記
』

（
初
出
『
プ
ル
ウ
ス
ト
覚
書

―
三
十
歳
に
な
ら
う
と
し
て
ゐ
る
詩
人
の
手

記
』）
に
、
熱
に
襲
わ
れ
一
月
ば
か
り
寝
て
い
た
前
年
の
心
境
を
「
私
の
二
十

代
は
そ
ん
な
空
虚
な
ま
ま
、
こ
の
冬
の
う
ち
に
閉
ぢ
よ
う
と
し
て
い
た⑦
」
と
綴

り
、
そ
う
し
た
中
で
「
二
十
代
最
後
の
小
説
」
を
「
書
き
上
げ
た
翌
日
、
上
野

の
美
術
館
に
フ
ラ
ン
ス
絵
画
展
覧
会
を
見
に
行
つ
た
」
と
記
し
て
い
る
。

一
枚
の
大
き
な
パ
ス
テ
ル
の
前
ま
で
く
る
と
、
そ
こ
に
三
十
分
ば
か
り
私

は
釘
づ
け
に
さ
れ
た
。
そ
の
画
面
一
ぱ
い
に
何
だ
か
得
体
の
知
れ
ぬ
壊
れ

た
も
の
が
ご
た
ご
た

0

0

0

0

に
積
み
上
げ
ら
れ
て
ゐ
る
間
か
ら
、
或
る
不
思
議
な

静
寂
が
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
ら
れ
て
く
る
の
だ
つ
た
。
そ
し
て
私
に
は
そ
の

苦
し
さ
う
な
古
代
的
静
け
さ
の
み
が
ひ
と
り
真
実
な
も
の
の
や
う
に
感
じ

ら
れ
、
そ
れ
だ
け
が
現
代
に
し
つ
か
り
と
根
を
張
つ
て
ゐ
る
や
う
に
思
へ

た
。
そ
れ
は
ジ
ョ
ル
ジ
オ
・
デ
・
キ
リ
コ
の
「
戦ト
ロ
フ
エ

勝
標
」⑧）
だ
つ
た
。

 

『
続
プ
ル
ウ
ス
ト
雑
記
』

　

堀
の
見
た
「
上
野
の
美
術
館
」
で
開
か
れ
た
「
フ
ラ
ン
ス
絵
画
展
」
は
、
一

九
三
二
（
昭
７

）
年
一
二
月
六
日
か
ら
二
〇
日
に
上
野
公
園
の
東
京
府
美
術
館

（
現
東
京
都
美
術
館
）
で
開
催
さ
れ
た
「
巴
里
東
京
新
興
美
術
展
」
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
美
術
展
や
「
戦
勝
標
」
に
つ
い
て
、
堀
研
究
に
お
い
て

は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
企
画
者
の
峰
岸
義
一
が

斎
藤
五
百
枝
ら
と
巴
里
東
京
美
術
同
盟
を
結
成
し
て
開
催
に
至
り
、
五
六
作
家

の
一
一
六
作
品
が
展
示
さ
れ
た
大
規
模
な
も
の
で
、
東
京
の
の
ち
大
阪
、
京
都
、

名
古
屋
、
金
沢
、
福
岡
、
熊
本
、
そ
し
て
大
連
ま
で
巡
回
し
た
画
期
的
な
前
衛

絵
画
展
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
美
術
展
の
目
録
が
入
手
で
き
な
か
っ
た
た
め
デ
・

キ
リ
コ
の
「
戦
勝
標
」
が
展
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
目
録
に
よ
っ
て
確
認
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
が
、
一
九
九
〇
（
平
２

）
年
一
〇
月
一
〇
日
か
ら
一
一
月
二

五
日
に
名
古
屋
市
美
術
館
で
開
催
さ
れ
た
展
覧
会
「
日
本
の
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ

ス
ム
１

９

２

５

―
１

９

４

５

」
の
図
録⑨
に
は
、
こ
の
美
術
展
に
つ
い
て
詳
し
く

紹
介
さ
れ
、「
巴
里
東
京
新
興
美
術
展
」
目
録
か
ら
の
「
巴
里
・
東
京
新
興
美

術
展
の
辞
」
や
、
福
沢
一
郎
の
「
巴
里
東
京
新
興
美
術
展
覧
会
を
観
る
」（「
ア

ト
リ
エ
」
一
九
三
三
年
一
月
）
と
い
う
報
告
な
ど
が
転
載
さ
れ
て
い
る
。
福
沢

は
こ
の
美
術
展
の
出
品
作
品
や
そ
れ
を
描
い
た
画
家
た
ち
に
つ
い
て
書
い
て
お

り
、「
キ
リ
コ
も
既
に
余
り
に
有
名
で
あ
る
。
彼
の
『
戦
勝
標
』
は
一
九
二
六

年
の
作
で
あ
る
か
ら
、
超
現
実
主
義
者
と
し
て
は
末
期
の
彼
の
作
品
に
属
す
」

風
が
吹
く
と
い
う
こ
と

一
六
四
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と
、
キ
リ
コ
の
「
戦
勝
標
」
が
出
品
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
そ

し
て
、
福
沢
の
文
章
が
転
載
さ
れ
た
頁
に
は
、
ピ
エ
ー
ル
・
ロ
ワ
や
マ
ン
・
レ

イ
の
出
品
作
品
と
と
も
に
デ
・
キ
リ
コ
の
「
ト
ロ
フ
ヰ
」﹇
図
２⑩
﹈
が
掲
載
さ

れ
て
お
り
、
こ
の
作
品
が
堀
の
見
た
「
戦
勝
標
」
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い

と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
当
時
の
堀
が
示
し
て
い
た
デ
・
キ
リ
コ
へ
の
関
心
を
辿
る
こ

と
は
で
き
る
も
の
の
、
前
述
の
『
眠
れ
る
人
』
の
一
場
面
と
デ
・
キ
リ
コ
の
絵

画
と
の
関
係
を
証
明
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
重
要
な
の
は
、『
眠
れ
る

人
』
に
描
か
れ
た
現
実
感
の
乏
し
い
「
広
場
」
や
「
町
」
の
抽
象
性
が
形
而
上

絵
画
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
点
だ
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
近
代
美
術
館
が
一
九
八
二

年
に
出
し
た
論
文
集
『
キ
リ
コ
』
の
巻
頭
論
文
を
書
い
た
キ
リ
コ
の
研
究
家
ウ

リ
ツ
ィ
オ
・
フ
ァ
ジ
オ
ロ
・
デ
ラ
ル
コ
は
、「
キ
リ
コ
の
絵
の
風
景
は
、
広
場
、

道
、
駅
な
ど
の
形
は
と
っ
て
い
て
も
、
人
間
の
生
活
し
て
い
る
場
で
は
な
い
。

現
実
に
は
存
在
し
得
な
い
場
所
で
す
。
街
の
形
を
借
り
て
、
実
は
人
気
の
無
い

世
界
を
、
描
い
て
い
る
の
で
す⑪
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
さ
に
「
現
実
の
彼
岸
を

想
起
さ
せ
る⑫
」
形
而
上
の
世
界
で
あ
る
。

　

一
方
、『
眠
れ
る
人
』
の
「
僕
」
が
い
る
の
も
現
実
の
生
活
の
場
か
ら
遊
離

し
た
世
界
で
あ
る
。『
眠
れ
る
人
』
の
冒
頭
で
「
僕
」
に
微
笑
み
か
け
た
「
女
」

は
、
作
品
の
終
わ
り
で
跡
形
も
な
く
消
え
て
し
ま
う
。「
僕
」
は
夜
の
町
角
に

立
ち
す
く
み
、「
僕
が
こ
の
都
会
の
如
何
な
る
地
点
に
ゐ
る
の
か
知
る
こ
と
は

出
来
な
い
。
し
か
し
僕
は
た
だ
僕
が
死
の
最
も
近
く
に
ゐ
る
こ
と
だ
け
は
解
る

の
で
あ
る
」
と
記
さ
れ
る
。

　

作
品
の
冒
頭
と
終
わ
り
に
描
か
れ
る
夜
の
町
の
彷
徨
は
、
作
中
で
友
人
の

「
北
」
が
自
殺
し
た
あ
と
、
そ
れ
ま
で
「
僕
」
を
魅
了
し
て
い
た
「
茉
莉
」
の

中
に
あ
る
「
何
か
見
知
ら
な
い
も
の
」
が
「
死
の
影
」
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い

た
こ
と
で
始
ま
っ
た
。

い
ま
は
か
の
女
（
茉
莉
・
引
用
者
註
）
で
は
な
し
に
、
死
そ
の
も
の
が
僕

を
魅
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
注
意
深
く
僕
に
近
づ
い
て
く
る
。（
略
）

僕
は
そ
れ
の
す
る
が
ま
ま
に
な
つ
て
ゐ
る
。
僕
は
夜
の
空
気
と
一
し
よ
に

何
か
空
気
で
は
な
い
も
の
を
吸
ひ
こ
む
。
そ
れ
は
水
を
飲
む
や
う
に
快
よ

い
。
し
か
し
そ
れ
は
だ
ん
だ
ん
僕
に
嘔
吐
を
感
じ
出
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
も

の
で
あ
る
。
僕
は
そ
れ
を
「
空
虚
」
と
名
づ
け
る
こ
と
を
思
ひ
つ
く
。
そ

の
時
で
あ
る
。
一
人
の
女
が
僕
に
親
し
げ
に
微
笑
を
し
な
が
ら
僕
と
す
れ

ち
が
つ
て
行
つ
た
の
は
。
…
…

　

女
性
に
形
象
化
さ
れ
た
「
死
の
影
」
が
漂
う
「
町
角
」
は
、「
死
の
最
も
近

く
」
と
い
う
観
念
的
な
場
所
で
あ
る
。

　

近
年
の
デ
・
キ
リ
コ
研
究
に
お
い
て
、
長
野
天
は
そ
の
著
作
の
中
で
、
一
九

一
九
年
の
デ
・
キ
リ
コ
自
身
の
文
章
で
あ
る
「
我
ら
形
而
上
派
…
…
」
か
ら
次

の
箇
所
を
示
し
て
い
る
。

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
ニ
ー
チ
ェ
は
、
生
の
無
意
味
〔non-senso 

風
が
吹
く
と
い
う
こ
と
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della vita

〕
が
持
つ
深
遠
な
価
値
を
、
ま
た
こ
の
無
意
味
が
い
か
に
芸

術
へ
と
転
化
さ
れ
う
る
か
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
全
く
新
し
く
自
由
で
深
遠
な

芸
術
の
内
的
骨
格
さ
え
成
す
べ
き
か
を
初
め
て
示
し
た
。〔
…
…
〕

〔
…
…
〕
芸
術
に
お
け
る
意
味
〔senso

〕
の
排
除
は
わ
れ
わ
れ
画
家
の
発

明
で
は
な
い
。
そ
の
最
初
の
発
見
は
ポ
マ

マ

ー
ラ
ン
ド
人
（
マ
マ
点
・
長
野
）

の
ニ
ー
チ
ェ
に
認
め
る
の
が
正
し
い
が
、
詩
に
初
め
て
応
用
し
た
の
は
フ

ラ
ン
ス
人
ラ
ン
ボ
ー
で
あ
り
、
絵
画
へ
の
最
初
の
応
用
は
こ
の
私
に
よ
る⑬
。

　

そ
し
て
長
野
は
、「
形
而
上
絵
画
の
革
新
性
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と

ニ
ー
チ
ェ
が
示
し
た
『
生
の
無
意
味
』
を
絵
画
に
応
用
し
た
こ
と
に
あ
る
」
と

述
べ
形
而
上
絵
画
理
論
と
二
人
の
哲
学
者
の
関
係
に
注
目
す
る
中
で
、「
結
論

か
ら
言
え
ば
、
デ
・
キ
リ
コ
が
拠
っ
て
い
る
の
は
、
ニ
ー
チ
ェ
に
お
け
る
『
生

の
無
意
味
』
で
あ
る
」
と
強
調
す
る
。「『
生
の
無
意
味
』、
つ
ま
り
生
が
究
極

的
な
意
味
や
目
的
を
持
た
な
い
と
い
う
認
識
」
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
生
み
、
そ
の

極
限
形
と
し
て
「
永
遠
回
帰
」
を
導
い
た
。
こ
う
し
た
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
が

デ
・
キ
リ
コ
の
形
而
上
絵
画
の
世
界
観
に
強
く
影
響
し
て
い
る
こ
と
は
き
わ
め

て
重
要
で
あ
ろ
う
。

　

長
野
は
ま
た
、
多
く
の
形
而
上
絵
画
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
「
夕
暮
れ
の
情

景
」
だ
と
言
う
。
長
く
影
を
曳
く
風
景
で
あ
る
が
ゆ
え
だ
ろ
う
が⑭
、『
こ
の
よ

う
に
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
語
っ
た
』（
一
八
八
五
年
）
に
も
「
夕
暮
れ
」
は

例
え
ば
次
の
よ
う
に
た
び
た
び
語
ら
れ
る
。

　

或
る
未
知
の
も
の
が
わ
た
し
の
ま
わ
り
に
あ
り
、
深
い
思
い
を
こ
め
て

眺
め
て
い
る
。
な
ん
た
る
こ
と
だ
！  

お
ま
え
は
ま
だ
生
き
て
い
る
の
か
。

ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
よ
？

　

ど
う
い
う
わ
け
で
？  

何
の
た
め
に
？  

何
に
よ
っ
て
？  

ど
こ
を
目

指
し
て
？  

ど
こ
で
？  

い
か
に
し
て
？  

ま
だ
生
き
て
い
る
の
は
、
愚

か
な
こ
と
で
は
な
い
か
？  

―

　

あ
あ
、
わ
た
し
の
友
た
ち
よ
、
わ
た
し
の
な
か
か
ら
そ
の
よ
う
に
問
う

の
は
、
夕
暮
れ
で
あ
る
。
わ
た
し
に
許
せ
、
わ
た
し
の
悲
し
み
を
！

　

夕
暮
れ
に
な
っ
た
。
わ
た
し
に
許
せ
、
夕
暮
れ
に
な
っ
た
こ
と
を⑮
！

 

第
二
部
「
舞
踏
歌
」

大
気
も
澄
み
切
っ
た
夕
暮
れ
ど
き
、

早
や
露
の
慰
め
が

地
に
湧
き
落
ち
る
と
き
、

目
に
見
え
ず
、
は
た
耳
に
も
聞
こ
え
ず
、
湧
き
落
ち
る
と
き

―

と
い
う
の
は
、
柔
ら
か
な
履
物
を
は
い
て
い
る
か
ら
だ

慰
め
手
た
る
露
は
、
あ
ら
ゆ
る
慰
め
手
た
ち
、
柔
和
な
者
た
ち
と
同
様
に

―
、

そ
の
と
き
、
お
ま
え
は
思
い
出
す
か
、
お
ま
え
は
思
い
出
す
か
、
熱
い
心む

胸ね

よ
、

か
つ
て
お
ま
え
が
ど
ん
な
に
渇
望
し
た
か
を
、
天
空
の
涙
、
露
の
し
た
た

風
が
吹
く
と
い
う
こ
と

一
六
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り
を⑯ 

第
四
部
「
憂
愁
の
歌
」

　
「
夕
暮
れ
」
は
ニ
ー
チ
ェ
に
と
っ
て
示
唆
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
よ
う
だ⑰
。

先
に
見
た
﹇
図
１

﹈
の
「
通
り
の
神
秘
と
憂
愁
」
に
つ
い
て
長
野
は
、「
薄
暗

く
な
り
つ
つ
あ
る
緑
色
の
空
の
下
」
の
夕
暮
れ
の
情
景
で
あ
り
、「
永
遠
回
帰

の
肯
定
の
象
徴
た
る
フ
ー
プ
を
転
が
す
少
女
は
、
左
側
の
ア
ー
ケ
ー
ド
に
沿
っ

て
、
夕
陽
に
照
ら
さ
れ
た
広
場
へ
走
り
出
よ
う
と
し
て
い
る
」
が
、「
画
面
右

の
ア
ー
ケ
ー
ド
の
長
く
伸
び
た
影
、
そ
し
て
フ
ー
プ
を
転
が
す
少
女
の
先
に
立

ち
塞
が
る
影
は
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
極
限
形
と
し
て
の
永
遠
回
帰
の
認
識
が
人
間

に
も
た
ら
す
巨
大
な
不
安
を
表
し
て
い
る⑱
」
と
言
う
。

　

デ
・
キ
リ
コ
の
絵
を
見
た
当
時
の
堀
辰
雄
は
何
を
感
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。

デ
・
キ
リ
コ
に
つ
い
て
遺
さ
れ
て
い
る
堀
自
身
の
言
葉
は
先
に
見
た
い
く
つ
か

の
も
の
に
と
ど
ま
る
が
、
し
か
し
こ
れ
ま
で
見
た
よ
う
に
、
存
在
の
不
安
や
死

の
予
感
を
孕
む
よ
り
抽
象
性
の
高
い
位
相
に
作
品
世
界
を
成
立
さ
せ
た
こ
と
に
、

堀
と
デ
・
キ
リ
コ
の
共
通
点
を
見
出
す
こ
と
は
可
能
な
の
で
は
な
い
か
。

二
．
伊
勢
物
語

　
『
眠
れ
る
人
』
の
作
品
世
界
に
は
風
が
吹
い
て
い
る
。
冒
頭
で
は
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

　

そ
の
女
が
僕
を
見
て
あ
ん
ま
り
親
し
げ
に
微
笑
し
た
の
で
、
僕
は
そ
の

女
に
つ
い
て
行
か
ず
に
ゐ
ら
れ
な
か
つ
た
。
も
う
す
べ
て
の
も
の
は
眠
つ

て
ゐ
た
。
た
だ
風
だ
け
が
眼
ざ
め
て
ゐ
た
。
が
、
そ
れ
と
て
も
、
町
中
に

散
ら
ば
つ
て
ゐ
る
紙
屑
を
す
ら
動
か
す
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
か
つ
た
。
そ

れ
は
む
し
ろ
空
気
の
流
れ
と
云
つ
た
方
が
い
い
。
そ
れ
が
僕
を
う
し
ろ
か

ら
押
す
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
終
わ
り
の
場
面
で
も
ま
た
次
の
よ
う
に
。

僕
は
た
だ
僕
が
死
の
最
も
近
く
に
ゐ
る
こ
と
だ
け
は
解
る
の
で
あ
る
。
風

が
ま
た
い
つ
の
ま
に
か
吹
き
は
じ
め
て
ゐ
る
。
前
よ
り
は
い
く
ら
か
強
く
。

そ
れ
は
煙
り
の
や
う
に
木
の
枝
に
ひ
つ
か
か
つ
た
り
、
何
処
か
ら
か
い
く

つ
も
紙
屑
を
こ
ろ
が
し
て
く
る
。

　
「
死
の
最
も
近
く
」
の
空
間
に
、
こ
の
よ
う
に
風
が
吹
い
て
い
る
。『
眠
れ
る

人
』
は
、
堀
自
身
が
「
僕
の
処
女
作
と
云
つ
て
い
い⑲
」
と
述
べ
た
『
不
器
用
な

天
使
』（
初
出
『
無
器
用
な
天
使
』）
と
同
年
の
、
作
家
活
動
を
始
め
た
時
期
の

作
品
だ
が
、
代
表
作
『
風
立
ち
ぬ
』
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
の
後
の
日
本
の

古
典
に
取
材
し
た
作
品
に
お
い
て
も
、「
風
」
は
さ
り
げ
な
く
、
ま
た
印
象
深

く
描
か
れ
て
い
る⑳
。

　

ま
ず
、
一
九
四
〇
（
昭
15
）
年
六
月
の
『
伊
勢
物
語
な
ど
』（
初
出
『
魂
を

鎮
め
る
歌

―
い
か
に
古
典
文
学
に
対
す
る
か
と
の
問
に
答
へ
て
』）
を
見
て

お
き
た
い
。
冒
頭
で
、「
気
も
ち
よ
く
読
み
ふ
け
つ
て
ゐ
た
伊
勢
物
語
の
一
段
」

を
引
用
し
て
、
こ
の
エ
ッ
セ
イ
は
始
ま
る
。（
便
宜
上
【
Ａ
】
と
す
る
。）

【
Ａ
】

風
が
吹
く
と
い
う
こ
と

一
六
七

同志社国文学98号　三校　（槙山朋子様）　Ａ



　

む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
人
の
娘
の
か
し
づ
く
、
い
か
で
こ
の
男

に
も
の
い
は
む
と
思
ひ
け
り
。
う
ち
出
で
む
こ
と
難
く
や
あ
り
け
む
、

も
の
病
に
な
り
て
死
ぬ
べ
き
時
に
、
か
く
こ
そ
思
ひ
し
か
と
い
ひ
け

る
を
、
親
聞
き
つ
け
て
、
泣
く
泣
く
告
げ
た
り
け
れ
ば
、
ま
ど
ひ
来

り
け
れ
ど
、
死
に
け
れ
ば
、
つ
れ
づ
れ
と
こ
も
り
を
り
け
り
。
時
は

六み
な
つ
き月
の
つ
ご
も
り
、
い
と
暑
き
こ
ろ
ほ
ひ
に
、
宵
は
あ
そ
び
を
り
て
、

夜
ふ
け
て
や
や
す
ず
し
き
風
吹
き
け
り
。
蛍
た
か
く
と
び
あ
が
る
。

こ
の
男
、
見
ふ
せ
り
て
、

と
ぶ
蛍
雲
の
上
ま
で
い
ぬ
べ
く
は
秋
風
ふ
く
と
雁
に
つ
げ
こ
せ

く
れ
が
た
き
夏
の
日
く
ら
し
な
が
む
れ
ば
そ
の
事
と
な
く
も
の

ぞ
か
な
し
き

　

か
う
い
ふ
一
段
を
読
ん
で
を
り
ま
す
と
、
何
か
レ
ク
ヰ
エ
ム
的
な

―

も
の
憂
い
や
う
な
、
そ
れ
で
ゐ
て
何
と
な
く
心
を
し
め
つ
け
て
く
る
や
う

な
も
の
で
い
つ
か
胸
は
一
ぱ
い
に
な
つ
て
居
り
ま
す
。「
宵
は
あ
そ
び
を

り
て
」

―
自
分
ゆ
ゑ
に
死
ん
で
い
つ
た
女
の
棺
の
前
で
、
男
は
そ
の
魂

を
鎮
め
る
た
め
に
音
楽
な
ど
を
し
て
そ
の
宵
を
過
ご
し
て
ゐ
た
。「
夜
ふ

け
て
や
や
す
ず
し
き
風
吹
き
け
り
。
蛍
た
か
く
と
び
あ
が
る
。」
も
う
な

す
わ
ざ
を
や
め
て
、
横
に
な
つ
て
ゐ
た
男
は
、
そ
の
蛍
に
向
つ
て
、
死
者

の
魂
を
も
う
一
度
戻
す
や
う
に
「
雁
に
つ
げ
よ
」
と
乞
ふ
や
う
な
気
も
ち

に
な
る
。
昔
は
、
雁
に
か
ぎ
ら
ず
、
鳥
は
す
べ
て
魂
を
運
ぶ
も
の
と
考
へ

ら
れ
て
居
た
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
引
用
さ
れ
た
『
伊
勢
物
語
』
の
章
段
に
つ
い
て
、
堀
の
残
し
た
「
ノ

オ
ト
」
が
筑
摩
書
房
版
『
堀
辰
雄
全
集
』
第
七
巻
（
下
）
の
「（
伊
勢
物
語

一
）」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
【
Ａ
】
と
強
く
関
連
す
る
箇
所
を

次
に
示
し
た
い
。（
便
宜
上
【
Ｂ
】
と
す
る
。
傍
線
は
す
べ
て
堀
に
よ
る
。）

　

全
集
の
説
明
に
よ
れ
ば
、「（
伊
勢
物
語
一
）」
は
「
無
罫
の
フ
ー
ル
ス
紙

（
縦
２

２

．
５
ｃ
ｍ
×
横
２

８

．
５
ｃ
ｍ
）
３

０

枚
を
横
長
に
用
ゐ
、
そ
の
片

面
に
縦
書
き
」
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
十
五
枚
目
に
以
下
の
記
述
が
あ
る
。

な
お
、「
冒
頭
に
置
か
れ
た
『
伊
勢
物
語
』
本
文
は
、
流
布
本
の
切
抜
き
に
手

を
入
れ
た
も
の
」
で
あ
る
。

【
Ｂ
】

晩
夏  

六
月
末

　

蛍
○
〔
四
十
五
〕
昔
、
男
あ
り
け
り
。
人
の
娘
の  

か
し
づ
く
、
い
か
で
こ

の
男
に
も
の
い
は
む
と
思
ひ
け
り
。
う
ち
出
で
む
こ
と
難
く
や
あ
り
け
む
。

物
病
に
な
り
て
死
ぬ
べ
き
時
に
、「
か
く
こ
そ
思
ひ
し
か
。」
と
い
ひ
け
る

を
、
親
聞
き
つ
け
て
、
泣
く
〳
〵
告
げ
た
り
け
れ
ば
、
惑
ひ
来
り
け
れ
ど
、

死
に
け
れ
ば
、
つ
れ
づ
れ
と
籠
り
居
り
け
り
。
☆
時
は
六
月
の
晦
日
、
い

と
暑
き
こ
ろ
ほ
ひ
に
、
宵
は
あ
そ
び
居
り
て
、
夜
ふ
け
て
や
ゝ
涼
し
き
風

吹
き
け
り
。
蛍
た
か
く
飛
び
あ
が
る
。
こ
の
男
見
ふ
せ
り
て
、

風
が
吹
く
と
い
う
こ
と

一
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ゆ
く
蛍
雲
の
上
ま
で
い
ぬ
べ
く
は
秋
風
ふ
く
と
か
り
に
告
げ
こ
せ

☆
暮
れ
難
き
夏
の
日
ぐ
ら
し
眺
む
れ
ば
そ
の
事
と
な
く
物
ぞ
悲
し
き

雁
雁
の
使

秋
風
に
初
雁
が
ね
ぞ
聞
ゆ
な
る
た
が
た
ま
づ
さ
を
か
け
て
来
つ
ら
む

（
古
今
集
）

＊
雁
は
秋
づ
け
ば
や
つ
て
く
る
候
鳥
で
あ
る
。
雁
に
か
ぎ
ら
ず
す
べ
て
の

候
鳥
は
、
そ
の
飛
び
去
る
彼
方
、
海
の
か
な
た
に
常ト
コ
ヨ世
の
国
が
あ
る
と

信
じ
て
ゐ
た
古
代
人
に
と
つ
て
は
、
あ
る
霊
力
あ
る
も
の
、
常
世
の
国

と
現
実
界
と
の
仲
介
者
、
神
々
の
世
界
の
消
息
を
も
た
ら
す
通
信
者
、

と
し
て
畏
敬
さ
れ
て
ゐ
た
。

＊
そ
れ
に
、
魂
を
鳥
の
形
に
考
へ
る
原
人
の
思
想
が
加
は
つ
て
、
そ
の
信

念
が
強
調
さ
れ
た
。（
魂
は
、
埃
及
人
に
は
鷹
の
形
と
し
て
描
か
れ
、

日
本
で
は
お
ほ
く
鵠ク
グ
ヒ

（
白
鳥
）
で
あ
つ
た
。（
日
本
武
尊
の
伝
説
）

＊
こ
の
歌
で
は
、
死
ん
だ
処
女
の
魂
が
、
雁
の
姿
で
戻
つ
て
く
る
こ
と
を

空
想
し
て
ゐ
る
と
見
て
も
い
い
。

又
一
説

＊
雁
に
か
ぎ
ら
ず
、
す
べ
て
鳥
が
魂
を
も
つ
て
か
へ
る
と
い
ふ
信
仰
あ
り
。

そ
れ
だ
と
、
こ
こ
は
、
雁
に
さ
う
い
つ
て
く
れ
、
そ
の
処
女
の
魂
を
も

つ
て
か
へ
つ
て
く
る
や
う
に
、
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。

　

流
布
本
四
十
五
段
と
そ
れ
に
続
く
一
連
の
記
述
に
お
い
て
、
堀
に
よ
っ
て
引

か
れ
た
傍
線
部
に
留
意
し
た
い
。
四
十
五
段
本
文
中
の
二
箇
所
の
傍
線
部
「
夜

ふ
け
て
や
ゝ
涼
し
き
風
吹
き
け
り
。
蛍
た
か
く
飛
び
あ
が
る
」
と
「
秋
風
ふ
く

と
か
り
に
告
げ
こ
せ
」
に
は
、
い
ず
れ
も
「
風
が
吹
く
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
。

後
者
の
傍
線
部
を
含
む
「
ゆ
く
蛍
」
の
歌㉑
は
、『
後
撰
集
』
に
収
め
ら
れ
た
在

原
業
平
の
詠
で
あ
り
、
本
来
は
「
秋
を
待
つ
思
い
を
雁
を
待
つ
形
で
表
わ
し

た㉒
」
も
の
だ
が
、
物
語
に
お
い
て
は
堀
が
【
Ａ
】
で
述
べ
た
よ
う
に
、
雁
が
死

者
の
魂
を
も
う
一
度
戻
し
て
く
れ
る
こ
と
を
願
う
気
持
ち
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

【
Ｂ
】
の
四
十
五
段
本
文
の
あ
と
の
「
雁
」
に
つ
い
て
の
考
察
は
そ
れ
を
裏
づ

け
る
も
の
で
あ
り
、「
雁
の
使
」
と
記
し
て
ま
ず
紀
友
則
の
「
秋
風
に
」
の
歌

を
引
用
し
た
の
は
、
前
漢
の
蘇
武
の
故
事
に
よ
り
雁
は
手
紙
を
運
ぶ
と
さ
れ
る

が
、
雁
を
「
常
世
の
国
と
現
実
界
と
の
仲
介
者
」、「
神
々
の
世
界
の
消
息
を
も

た
ら
す
通
信
者
」
と
す
る
古
代
人
の
思
想
を
踏
ま
え
れ
ば
、
常
世
の
国
か
ら
の

消
息
を
携
え
て
い
る
と
解
釈
し
う
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。「
ゆ
く
蛍
」
の
歌
に
つ

い
て
も
、
や
は
り
古
代
人
の
思
想
に
基
づ
い
て
、
雁
を
死
ん
だ
「
娘
」
の
魂
そ

の
も
の
、
ま
た
「
娘
」
の
魂
を
運
ぶ
も
の
と
し
て
捉
え
る
説
に
着
目
し
、
堀
は

そ
れ
ぞ
れ
に
傍
線
を
引
い
て
い
る
。

　
『
伊
勢
物
語
な
ど
』
に
は
、【
Ａ
】
の
あ
と
に
四
十
五
段
の
典
拠
と
な
っ
た

『
万
葉
集
』
巻
十
六
の
歌
「
夫
君
に
恋
ふ
る
歌
一
首
幷
に
短
歌
」
や
リ
ル
ケ
の

風
が
吹
く
と
い
う
こ
と

一
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『
ド
ゥ
イ
ノ
悲
歌
』
か
ら
の
引
用
が
あ
る
。『
万
葉
集
』
に
つ
い
て
堀
は
、「
そ

の
不
幸
な
若
い
女
の
死
を
哭
し
、
そ
の
魂
を
鎮
め
る
た
め
に
近
親
の
者
が
そ
の

女
の
心
も
ち
に
な
つ
て
代
つ
て
詠
ん
だ
も
の
か
」
と
述
べ
、
ま
た
『
ド
ゥ
イ
ノ

悲
歌
』
に
つ
い
て
は
、
リ
ル
ケ
の
中
に
「
詩
歌
の
発
生
も
ま
た
あ
ら
ゆ
る
神
に

似
た
夭
折
者
た
ち
を
哭
し
、
そ
の
魂
を
鎮
め
ん
が
た
め
で
あ
つ
た
と
い
ふ
考

え
」
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
、「
少
く
と
も
、
僕
は
、
さ
う
い
ふ
古
代
の

素
朴
な
文
学
を
発
生
せ
し
め
、
し
か
も
同
時
に
近
代
の
最
も
厳
粛
な
文
学
作
品

の
底
に
も
一
条
の
地
下
水
と
な
つ
て
流
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
、
人
々
に
魂
の
静

安
を
も
た
ら
す
、
何
か
レ
ク
ヰ
エ
ム
的
な
、
心
に
し
み
入
る
や
う
な
も
の
が
、

一
切
の
よ
き
文
学
の
底
に
は
厳
と
し
て
あ
る
べ
き
だ
と
信
じ
て
居
り
ま
す
。」

と
、
鎮
魂
と
い
う
一
点
に
お
い
て
古
今
東
西
の
文
学
を
相
対
化
す
る
独
自
の
視

点
を
鮮
や
か
に
示
し
て
い
る
。

　

言
う
ま
で
も
な
く
、
代
表
作
『
風
立
ち
ぬ
』
の
成
立
に
は
リ
ル
ケ
の
『
レ
ク

イ
エ
ム
』（
一
九
〇
九
年
）
が
大
き
く
関
わ
っ
て
お
り
、
堀
に
と
っ
て
魂
の
問

題
は
そ
の
文
学
に
お
け
る
大
き
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
し
、
古
代
人
が
「
常
世
の

国
」・「
現
実
界
」
と
捉
え
た
形
而
上
・
形
而
下
の
世
界
観
も
、
堀
文
学
に
通
じ

る
も
の
で
あ
る
。
本
論
の
前
半
で
見
た
よ
う
に
、
堀
の
『
眠
れ
る
人
』
に
は
現

実
か
ら
遊
離
し
た
抽
象
性
の
高
い
世
界
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
現
実
を
超
え
た

位
相
を
想
定
す
る
作
品
構
造
は
初
期
の
頃
か
ら
の
堀
の
特
徴
と
言
っ
て
い
い
だ

ろ
う
。
そ
し
て
「
風
」
は
、
そ
う
し
た
作
品
世
界
の
標
識
と
な
っ
て
い
る
。
先

に
見
た
『
眠
れ
る
人
』
の
冒
頭
や
終
わ
り
の
場
面
も
そ
う
で
あ
る
し
、【
Ｂ
】

の
『
伊
勢
物
語
』
本
文
の
「
風
が
吹
く
」
箇
所
に
堀
が
傍
線
を
引
い
た
の
は
、

堀
が
「
風
」
に
こ
う
し
た
意
味
づ
け
を
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
。

三
．
い
ざ
生
き
め
や
も

　
『
伊
勢
物
語
な
ど
』
は
、
堀
が
『
風
立
ち
ぬ
』
の
終
章
「
死
の
か
げ
の
谷
」

を
発
表
し
た
二
年
後
の
作
品
で
あ
る
。
自
分
を
想
う
「
娘
」
を
喪
っ
て
そ
の
魂

を
鎮
め
よ
う
と
し
、
死
者
の
魂
を
も
う
一
度
戻
す
よ
う
に
と
願
う
「
昔
男
」
は
、

節
子
を
喪
っ
た
『
風
立
ち
ぬ
』
の
「
私
」
と
も
、
ひ
い
て
は
矢
野
綾
子
を
喪
っ

た
堀
自
身
と
も
重
な
っ
て
こ
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
の
な
か
の
風

は
、
現
実
界
と
常
世
の
国
、
形
而
下
と
形
而
上
の
世
界
を
吹
き
渡
る
。

　

堀
辰
雄
に
お
い
て
「
風
」
の
意
味
を
考
え
る
と
き㉓
、『
風
立
ち
ぬ
』
に
記
さ

れ
た
「
風
立
ち
ぬ
、
い
ざ
生
き
め
や
も
。」
の
一
行
を
取
り
上
げ
な
い
訳
に
は

い
か
な
い
だ
ろ
う
。
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー
「
海
辺
の
墓
地
」
の
一
行
「Le 

vent se lève, il fant tenter de vivre.

」
が
、『
風
立
ち
ぬ
』
の
エ
ピ
グ

ラ
ム
で
あ
る
た
め
、「
序
曲
」
や
「
春
」
で
繰
り
返
さ
れ
る
「
風
立
ち
ぬ
、
い

ざ
生
き
め
や
も
。」
の
詩
句
は
そ
の
訳
語
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
。
し
か
し
、

ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
一
行
が
生
へ
の
意
志
を
強
く
示
す
の
に
対
し
、
堀
の
一
行
は
文

末
の
「
め
や
も
」
が
上
代
語
の
反
語
表
現
な
の
で
現
代
語
に
直
訳
す
れ
ば
「
生

き
よ
う
か
、
い
や
生
き
な
い
。」
と
い
う
意
味
に
な
り
、
食
い
違
う
印
象
を
与

風
が
吹
く
と
い
う
こ
と

一
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え
ら
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
大
野
晋
と
丸
谷
才
一
が
対
談㉔
の
中
で

「
生
き
め
や
も
」
を
「
誤
訳
」
と
断
じ
「『
や
も
』
の
用
法
を
堀
辰
雄
は
知
ら
な

か
っ
た
ん
で
し
ょ
う
（
丸
谷
）」
と
述
べ
て
以
来
、
同
様
に
誤
訳
と
指
摘
す
る

も
の
、
一
方
で
反
語
表
現
は
堀
の
意
図
で
あ
る
と
す
る
も
の
に
大
別
さ
れ
る
複

数
の
論
が
提
出
さ
れ
て
き
た㉕
。

　

一
九
三
六
（
昭
11
）
年
六
月
の
『
ヴ
ェ
ラ
ン
ダ
に
て
』
に
お
い
て
、
堀
は
先

の
『
海
辺
の
墓
地
』
の
一
行
に
「
風
が
立
つ
た
、
生
き
ん
と
努
め
ざ
る
べ
か
ら

ず
。」
と
、
反
語
で
は
な
く
二
重
否
定
に
よ
る
強
い
意
志
を
示
す
訳
を
付
し
て

い
る㉖
。『
風
立
ち
ぬ
』
の
「
序
曲
」
と
「
風
立
ち
ぬ
」
を
発
表
し
た
の
は
同
年

の
一
二
月
な
の
で
、『
風
立
ち
ぬ
』
執
筆
時
に
堀
は
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
原
文
の
意

味
を
ほ
ぼ
正
確
に
理
解
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
め
や
も
」
が
反

語
表
現
で
あ
る
こ
と
を
堀
が
知
ら
な
か
っ
た
と
も
考
え
に
く
い
。
渡
部
麻
実
に

よ
る
堀
の
『
万
葉
集
』
受
容
の
詳
細
な
報
告㉗
に
よ
れ
ば
、「
膨
大
な
数
に
の
ぼ

る
『
万
葉
集
』
関
連
の
手
沢
本
に
は
、
繁
多
な
書
き
入
れ
が
見
ら
れ
、
そ
れ
は
、

『
め
や
も
』
を
含
む
複
数
の
歌
に
も
及
ん
で
い
る
」
と
の
こ
と
で
あ
り
、「
折
口

（
折
口
信
夫
・
引
用
者
註
）
を
は
じ
め
、
斎
藤
茂
吉
、
武
田
祐
吉
ら
の
現
代
語

訳
や
文
法
解
説
、
語
釈
と
そ
れ
こ
そ
首
引
き
で
、『
万
葉
集
』
を
熱
心
に
繙
読

し
て
い
た
堀
が
、『
め
や
も
』
の
意
味
、
と
く
に
『
や
』
が
反
語
で
あ
る
こ
と

を
知
ら
な
か
っ
た
と
は
、
到
底
考
え
ら
れ
な
い
」
よ
う
だ
。
た
だ
し
渡
部
は
、

『
風
立
ち
ぬ
』
執
筆
時
に
は
ま
だ
正
確
な
理
解
に
至
っ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性

に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
が
、
堀
の
教
養
も
含
め
総
合
的
に
考
え
れ
ば
、
堀

は
意
図
し
て
反
語
表
現
を
選
ん
だ
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

　

で
は
、
反
語
に
よ
る
こ
の
一
行
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
『
風
立
ち
ぬ
』
に
は
い
く
つ
も
の
「
風
が
吹
く
」
場
面
が
あ
る
。

そ
の
と
き
不
意
に
、
何
処
か
ら
と
も
な
く
風
が
立
つ
た
。（
略
）
そ
れ
と

殆
ん
ど
同
時
に
、
草
む
ら
の
中
に
何
か
が
ば
つ
た
り
と
倒
れ
る
物
音
を
私

達
は
耳
に
し
た
。（
略
）
す
ぐ
立
ち
上
つ
て
行
か
う
と
す
る
お
前
を
、
私

は
、
い
ま
の
一
瞬
の
何
物
を
も
失
ふ
ま
い
と
す
る
か
の
や
う
に
無
理
に
引

き
留
め
て
、
私
の
そ
ば
か
ら
離
さ
な
い
で
ゐ
た
。 

「
序
曲
」

と
き
を
り
軟
ら
か
な
風
が
向
う
の
生
墻
の
間
か
ら
抑
え
つ
け
ら
れ
て
ゐ
た

呼
吸
か
な
ん
ぞ
の
や
う
に
押
し
出
さ
れ
て
、
私
達
の
前
に
し
て
ゐ
る
茂
み

に
ま
で
達
し
、
そ
の
葉
を
僅
か
に
持
ち
上
げ
な
が
ら
、
そ
れ
か
ら
其
処
に

さ
う
い
ふ
私
達
だ
け
を
そ
つ
く
り
完
全
に
残
し
た
ま
ん
ま
通
り
過
ぎ
て
い

つ
た
。 

「
春
」

サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
に
着
く
と
、
私
達
は
、
そ
の
一
番
奥
の
方
の
、
裏
が
す
ぐ

雑
木
林
に
な
つ
て
ゐ
る
、
病
棟
の
二
階
の
第
一
号
室
に
入
れ
ら
れ
た
。

（
略
）
風
が
真
つ
黒
な
雲
を
重
た
さ
う
に
引
き
ず
つ
て
ゐ
た
。
そ
し
て
と

き
を
り
裏
の
雑
木
林
か
ら
鋭
い
音
を
捥も

い
だ
り
し
た
。 

「
風
立
ち
ぬ
」

「
あ
の
や
う
な
幸
福
な
瞬
間
を
お
れ
達
が
持
て
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
そ
れ

だ
け
で
も
も
う
お
れ
達
が
か
う
し
て
共
に
生
き
る
の
に
値
し
た
の
で
あ
ら

風
が
吹
く
と
い
う
こ
と

一
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う
か
？
」
と
私
は
自
分
自
身
に
問
ひ
か
け
て
ゐ
た
。
私
の
背
後
に
ふ
と
軽

い
足
音
が
し
た
。
そ
れ
は
節
子
に
ち
が
ひ
な
か
つ
た
。（
略
）
と
き
を
り

冷
た
い
風
が
バ
ル
コ
ン
の
上
を
な
ん
の
音
も
立
て
ず
に
掠
め
過
ぎ
た
。
何

処
か
遠
く
の
方
で
枯
木
が
音
を
引
き
む
し
ら
れ
て
ゐ
た
。 

「
冬
」

　

そ
れ
ぞ
れ
の
章
か
ら
一
箇
所
ず
つ
を
挙
げ
て
み
た
が
、
こ
れ
ら
に
お
い
て
風

は
時
に
「
私
」
と
節
子
の
心
情
に
寄
り
添
う
よ
う
に
、
ま
た
二
人
の
生
の
象
徴

の
よ
う
に
吹
い
て
い
る
。『
風
立
ち
ぬ
』
に
お
い
て
は
節
子
が
死
の
淵
に
い
る

た
め
鮮
鋭
化
さ
れ
て
い
る
が
、
敷
衍
す
れ
ば
人
は
誰
も
が
生
を
志
向
し
な
が
ら

も
「
生
き
ら
れ
る
か
」「
生
き
ら
れ
な
い
か
」
と
い
う
ゆ
ら
ぎ
の
な
か
に
い
る

こ
と
が
、
そ
こ
に
吹
く
風
に
よ
っ
て
描
出
さ
れ
て
い
る
。

　

更
に
「
風
」
に
つ
い
て
考
え
る
う
え
で
、
最
終
章
「
死
の
か
げ
の
谷
」
に
お

け
る
次
の
箇
所
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
節
子
の
死
の
一
年
後
、
冬

の
「
Ｋ
…
村
」
で
過
ご
す
「
私
」
が
教
会
へ
神
父
を
訪
ね
た
場
面
で
あ
る
。

さ
う
し
て
私
達
は
い
つ
か
黙
り
合
つ
た
ま
ま
、
熱
過
ぎ
る
く
ら
ゐ
の
暖
炉

の
傍
で
、
窓
硝
子
ご
し
に
、
小
さ
な
雲
が
ち
ぎ
れ
ち
ぎ
れ
に
な
つ
て
飛
ぶ

や
う
に
過
ぎ
る
、
風
の
強
さ
う
な
し
か
し
冬
ら
し
く
明
る
い
空
を
眺
め
て

ゐ
た
。

「
こ
ん
な
美
し
い
空
は
、
か
う
い
ふ
風
の
あ
る
寒
い
日
で
な
け
れ
ば
見
ら

れ
ま
せ
ん
で
す
ね
」
神
父
が
い
か
に
も
何
気
な
さ
さ
う
に
口
を
き
い
た
。

「
本
当
に
、
か
う
い
ふ
風
の
あ
る
寒
い
日
で
な
け
れ
ば
…
…
」
と
私
は
鸚

鵡
が
へ
し
に
返
事
を
し
な
が
ら
、
神
父
の
い
ま
何
気
な
く
言
つ
た
そ
の
言

葉
だ
け
は
妙
に
私
の
心
に
も
触
れ
て
く
る
の
を
感
じ
て
ゐ
た
…
…

 

「
死
の
か
げ
の
谷
」

　

こ
こ
で
の
「
風
の
あ
る
寒
い
日
」
で
な
け
れ
ば
見
え
な
い
「
美
し
い
空
」
は
、

き
わ
め
て
暗
示
的
で
あ
る
。
教
会
か
ら
戻
っ
た
「
私
」
の
許
に
は
リ
ル
ケ
の

「
鎮レ
ク
イ
エ
ム

魂
歌
」
が
届
い
て
お
り
、
そ
の
夜
、「
私
」
は
「
風
の
音
を
と
き
ど
き
気
に

し
な
が
ら
」
読
み
始
め
、「
未
だ
に
お
前
を
静
か
に
死
な
せ
て
お
か
う
と
は
せ

ず
に
、
お
前
を
求
め
て
や
ま
な
か
つ
た
、
自
分
の
女
々
し
い
心
に
何
か
後
悔
に

に
た
も
の
を
は
げ
し
く
感
じ
な
が
ら
」
読
み
継
い
で
い
く
。
節
子
の
魂
に
思
い

を
馳
せ
鎮
魂
の
思
い
を
深
く
す
る
「
私
」
に
と
っ
て
、「
美
し
い
空
」
は
古
代

の
人
々
が
見
て
い
た
の
と
同
じ
死
の
向
こ
う
側
の
世
界
で
あ
る
。

　

結
論
を
言
え
ば
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
一
行
と
「
い
ざ
生
き
め
や
も
」
の
意
味
は

矛
盾
し
な
い
。
生
に
は
常
に
死
の
認
識
が
伴
う
。
生
き
る
こ
と
は
、
死
を
受
け

入
れ
死
に
向
か
っ
て
自
分
を
投
げ
出
し
て
い
く
行
為
で
も
あ
る
の
だ
。『
風
立

ち
ぬ
』
に
は
、
生
と
死
の
ゆ
ら
ぎ
の
中
で
限
り
あ
る
生
命
を
生
き
る
人
間
の
姿

が
、
風
の
吹
く
風
景
と
し
て
刻
ま
れ
て
お
り
、「
風
立
ち
ぬ
、
い
ざ
生
き
め
や

も
。」
の
一
行
は
、
反
語
に
よ
る
逐
語
訳
的
な
意
味
で
は
な
く
、
そ
の
ゆ
ら
ぎ

そ
の
も
の
を
捉
え
た
詩
句
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

風
が
吹
く
と
い
う
こ
と

一
七
二
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註①　
「
堀
辰
雄
と
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ス
ー
ポ
ー

―
『
眠
つ
て
ゐ
る
男
』
の
成
立

―
」

（「
日
本
近
代
文
学
」
一
九
九
一
年
五
月
）

②　

ブ
ル
ト
ン
は
、「
私
た
ち
は
し
ば
し
ば
こ
の
キ
リ
コ
の
定
点
と
ロ
ー
ト
レ
ア
モ
ン

の
定
点
と
を
参
照
し
、
両
者
を
む
す
ぶ
直
線
を
針
路
に
き
め
れ
ば
大
丈
夫
だ
ろ
う
と

思
っ
た
」（『
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
と
絵
画
』）
と
述
べ
、
デ
・
キ
リ
コ
を
ロ
ー
ト
レ

ア
モ
ン
と
並
ぶ
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
先
駆
者
と
み
な
し
て
い
た
。

③　

ペ
ル
・
ジ
ム
フ
ェ
レ
ー
ル  
佐
和
瑛
子
訳
『
現
代
美
術
の
巨
匠  

デ
・
キ
リ
コ
』

（
美
術
出
版
社  

一
九
九
四
年
）

④　

粟
津
則
雄
・
巖
谷
國
士
・
大
岡
信
・
松
浦
寿
輝
・
宮
川
淳
訳  

人
文
書
院  

二
〇

〇
八
年

⑤　

註
③
に
同
じ
。

⑥　
『
堀
辰
雄
全
集
』
別
巻
二
（
筑
摩
書
房  

一
九
八
〇
年
）

⑦　

一
九
〇
四
年
一
二
月
二
八
日
生
ま
れ
の
堀
は
一
九
三
二
年
（
昭
７

）
年
の
年
末
で

満
二
十
八
歳
だ
が
、
年
が
明
け
れ
ば
数
え
年
で
三
十
歳
に
な
る
。

⑧　

初
出
は
「
戦
勝
標
」
で
ル
ビ
は
な
い
。『
狐
の
手
套
』（
野
田
書
房  

一
九
三
六

年
）
で
は
「
戦ト
ロ
フ
エ

勝
標
」
だ
が
、
デ
・
キ
リ
コ
の
作
品
は
「
ト
ロ
フ
ヰ
」
で
あ
り
、
ル

ビ
は
誤
り
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

⑨　
『
日
本
の
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
１

９

２

５

―
１

９

４

５

』（
日
本
の
シ
ュ
ー
ル
レ

ア
リ
ス
ム
展
実
行
委
員
会  

一
九
九
〇
年
）

⑩　

註
⑨
に
同
じ
。

⑪　

高
木
八
太
郎
「
世
界
名
画
の
旅  

キ
リ
コ
」（「
朝
日
新
聞
」
一
九
八
五
年
七
月
一

四
日
25
面
）
よ
り
引
用
。

⑫　

山
梨
俊
夫
「
デ
・
キ
リ
コ
」（『
世
界
美
術
大
全
集
』
第
27
巻  

小
学
館
一
九
九
六

年
）

⑬　
『
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
デ
・
キ
リ
コ

―
神
の
死
、
形
而
上
絵
画
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス

ム
』（
水
声
社  

二
〇
二
一
年
）
よ
り
引
用
。

⑭　

桑
原
敦
子
は
デ
・
キ
リ
コ
の
形
而
上
絵
画
に
描
か
れ
た
影
に
つ
い
て
、「
長
く
伸

び
る
影
に
よ
っ
て
、
時
間
と
し
て
は
昼
か
ら
午
後
に
か
け
て
の
黄
昏
時
に
向
か
う
よ

う
な
時
間
帯
、
季
節
と
し
て
は
夏
か
ら
秋
、
夏
の
暑
さ
の
盛
り
を
過
ぎ
た
頃
が
示
唆

さ
れ
ま
す
。」
と
述
べ
て
い
る
。（「
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
デ
・
キ
リ
コ  

光
と
影
の
謎
」

「
美
術
の
窓
」
二
〇
一
四
年
一
二
月
）

⑮　

吉
沢
伝
三
郎
訳
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
上
（
筑
摩
書
房  

一
九
九
三
年
）

⑯　

吉
沢
伝
三
郎
訳
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
下
（
筑
摩
書
房  

二
〇
一
一
年
）

⑰　
『
こ
の
よ
う
に
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
語
っ
た
』
の
訳
註
に
「
夕
暮
れ
の
気
分
は
、

Ｎ
（
ニ
ー
チ
ェ
・
引
用
者
註
）
に
お
い
て
、
ゆ
う
う
つ
な
死
の
予
感
と
並
ん
で
、
慰

め
手
と
し
て
の
回
帰
へ
の
思
い
を
呼
び
さ
ま
す
の
を
常
と
し
た
気
分
で
あ
る
。」
と

あ
る
。（
註
⑯
に
同
じ
。）

⑱　

註
⑬
に
同
じ
。

⑲　
「
文
学
」（
第
一
書
房
）
第
四
号
「
手
帖
」
欄
一
九
三
〇
年
一
月

⑳　
『
今
昔
物
語
集
』
か
ら
取
材
し
た
『
曠
野
』（「
改
造
」
一
九
四
一
年
一
二
月
）
に

お
い
て
、
女
主
人
公
が
亡
く
な
る
結
末
の
場
面
に
、「
夜
も
す
が
ら
、
木
が
ら
し
め

い
た
風
が
裏
山
を
め
ぐ
つ
て
ゐ
た
。
そ
の
風
が
や
む
と
、
み
づ
う
み
の
波
の
音
が
ゆ

う
べ
よ
り
か
ず
つ
と
は
つ
き
り
と
聞
え
て
き
た
。
を
り
を
り
遠
く
で
千
鳥
ら
し
い
声

が
そ
れ
に
交
じ
る
こ
と
も
あ
る
。
守
は
い
た
は
る
や
う
に
女
を
か
き
よ
せ
な
が
ら
、

そ
ん
な
さ
び
し
い
風
の
音
な
ど
を
き
い
て
ゐ
る
う
ち
に
、
な
ぜ
か
、
ふ
と
自
分
が
ま

だ
若
く
て
兵
衛
佐
だ
つ
た
頃
に
夜
毎
に
通
つ
て
ゐ
た
或
女
の
お
も
か
げ
を
鮮
や
か
に

胸
の
う
ち
に
浮
べ
た
。」
と
あ
る
。

㉑　
【
Ａ
】
の
引
用
で
は
「
と
ぶ
蛍
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
大
石
沙
都
子
「
堀
辰
雄

『
魂
を
鎮
め
る
歌
』

―
「
万
葉
集
」
と
「
伊
勢
物
語
」
の
連
関

―
」（『
堀
辰
雄

が
つ
な
ぐ
文
学
の
東
西

―
不
条
理
と
反
語
的
精
神
を
追
求
す
る
知
性

―
』
晃
洋

書
房  

二
〇
一
九
年
）
に
は
、
堀
の
蔵
書
、
久
松
潜
一
『
伊
勢
物
語
』（
改
造
社  

風
が
吹
く
と
い
う
こ
と

一
七
三
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一
九
三
七
年
）
の
四
十
五
段
本
文
に
「『
ゆ
く
蛍
』
を
『
と
ぶ
蛍
』
と
赤
で
書
き
込

む
な
ど
校
訂
箇
所
が
み
ら
れ
る
」
点
に
つ
い
て
、
堀
の
蔵
書
、
太
田
貞
一
『
新
釈
伊

勢
物
語
』（
籾
山
書
店  

一
九
一
三
年
）
の
「
本
文
に
拠
る
と
思
わ
れ
る
」
と
あ
る
。

㉒　

新
日
本
文
学
大
系
６

『
後
撰
和
歌
集
』（
岩
波
書
店  

一
九
九
〇
年
）

㉓　
『
風
立
ち
ぬ
』
に
お
け
る
「
風
」
の
意
味
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
に
、
野
沢
京
子

「『
風
立
ち
ぬ
』

―
あ
る
ひ
と
つ
の
生
の
た
め
に

―
」（「
立
教
大
学
日
本
文
学
」

一
九
九
八
年
一
月
）、
渡
部
麻
実
「『
風
立
ち
ぬ
』

―
一
つ
の
転
換
点
、
あ
る
い
は

ア
ン
ド
レ
・
ジ
ィ
ド
の
『
背
徳
者
』
的
死
生
観
と
の
決
別

―
」（『
流
動
す
る
テ
ク

ス
ト  

堀
辰
雄
』
翰
林
書
房  
二
〇
〇
八
年
）、
寺
本
明
子
「
Ｋ
．
マ
ン
ス
フ
ィ
ー

ル
ド
「
風
が
吹
く
」
小
論

―
堀
辰
雄
『
風
立
ち
ぬ
』
と
比
較
し
て

―
」（「
東
京

農
業
大
学
農
学
集
報
」
二
〇
〇
九
年
六
月
）、
飯
島
洋
「『
風
立
ち
ぬ
』

―
小
説
へ

の
意
志
」（『
虚
構
の
生

―
堀
辰
雄
の
作
品
世
界
』）
世
界
思
想
社  

二
〇
一
六
年
）

な
ど
が
あ
る
。

㉔　
『
日
本
語
で
一
番
大
事
な
も
の
』（
中
央
公
論
社  
一
九
八
七
年
）

㉕　

誤
訳
と
す
る
も
の
に
、
遠
山
一
郎
「『
い
ざ
生
き
め
や
も
』
と
『
あ
れ
恋
ひ
め
や

も
』」（「
説
林
」（
二
〇
〇
八
年
三
月
）、
意
図
的
な
反
語
表
現
と
す
る
も
の
に
、
石

井
和
夫
「『
風
立
ち
ぬ
』
の
修
辞
と
文
体
」（
佐
藤
泰
正
編
『
文
学
に
お
け
る
表
層
と

深
層
』
笠
間
書
院  

一
九
九
八
年
）、
石
田
和
之
「
堀
辰
雄
『
風
立
ち
ぬ
』
論

―

予
定
調
和
の
世
界
（
あ
る
い
は
責
任
回
避
）

―
」（「
東
洋
大
学
大
学
院
紀
要
」
二

〇
〇
〇
年
二
月
）
な
ど
が
あ
る
。

㉖　
『
雉
子
日
記
』（
河
出
書
房  

一
九
四
〇
年
）
収
録
時
に
は
、「
生
き
ん
と
試
み
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。」
と
改
め
ら
れ
た
。

㉗　

渡
部
麻
実
「
堀
辰
雄
『
風
立
ち
ぬ
、
い
ざ
生
き
め
や
も
』

―
『
風
立
ち
ぬ
』
か

ら
『
万
葉
集
』
へ
、『
万
葉
集
』
か
ら
『
風
立
ち
ぬ
』
へ

―
」（「
国
文
目
白
」
二

〇
一
三
年
二
月
）

〔
付
記
〕　

堀
辰
雄
の
作
品
お
よ
び
「
ノ
オ
ト
」
か
ら
の
引
用
は
、
筑
摩
書
房
版
『
堀
辰

雄
全
集
』
全
十
一
巻
（
一
九
七
七
〜
一
九
八
〇
年
）
に
拠
り
、
漢
字
は
新
字
体

に
改
め
ル
ビ
は
適
宜
付
し
た
。

通りの神秘と憂愁　1914年

【図１】

デ・キリコ　トロフヰ　1926年

【図２】

風
が
吹
く
と
い
う
こ
と

一
七
四
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