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太

宰

治

と

山

岸

外

史

|
書
簡
に
見
る
文
学
的
格
闘
|

太
宰
治
の
知
友
と
い
え
ば
様
々
な
名
前
が
思
い
浮
か
ぶ
が
、
現
存

す
る
太
宰
の
手
紙
の
中
で
最
も
多
く
の
割
合
を
占
め
る
宛
先
人
と
い

え
ば
、
山
岸
外
史
を
お
い
て
他
は
な
い
。

太
宰
治
の
友
人
で
あ
っ
た
山
岸
外
史

(明
幻
・

7
・
m
l昭
臼
・
5
・

7
)
は
評
論
家
、
詩
人
。
東
京
帝
大
哲
学
科
卒
業
。
「
ア
カ
デ
モ
ス
」
「散

文
」
「
青
い
花
」
「
日
本
浪
蔓
派
」
同
人
。
疎
開
先
の
山
形
県
米
沢
市

で
農
民
生
活
を
経
験
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
戦
後
、
日
本
共
産
党

に
入
党
し
た
。
主
著
は
透
谷
文
学
賞
を
受
賞
し
た
「
人
間
キ
リ
ス
ト

記
』
(
昭
日
・
日
第

一書
房
)
や

『芥
川
龍
之
介
」
(
昭
日
・
3

ぐ
ろ

り
あ
・
そ
さ
え
て
)『
ロ
ダ
ン
論
」
(
昭
叩
・

1

育
英
書
院
)
等
。
太
宰

は
「
『人
間
キ
リ
ス
ト
記
』
そ
の
他
」

(「
文
筆
」
昭
凶
・
7
)
で
紹
介
文

を
書
い
て
お
り
、
ま
た

「芥
川
龍
之
介
」
の
出
版
記
念
会
に
際
し
て

は
い
ろ
い
と
骨
を
折
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
書
簡
を
残
し
て
い
る
。

太
宰
治
と
山
岸
外
史
の
交
流
は
、

二
人
の
共
通
の
知
友
だ
っ
た
中

村
地
平
が
、
山
岸
に
ま
だ
企
画
段
階
で
あ
っ
た
同
人
雑
誌
「
青
い
花
」

に
つ
い
て
語
っ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
始
ま
っ
た
。

1 

は
じ
め
に
|
出
会
い
の
頃

吉
岡

真
緒

同
人
雑
誌
「
青
い
花
」
は
昭
和
九
年
九
月
中
旬
ご
ろ
に
太
宰

・
今

官

一
ら
を
中
心
と
し
て
企
画
さ
れ
、
同
年
十
二
月
に
創
刊
号
が
発
行

さ
れ
た
。
全

一
冊
。
巻
頭
に
は
太
宰
治
の
「
ロ
マ
ネ
ス
ク
」
が
載
せ

ら
れ
た
。
誌
名
は
、
ド
イ
ツ
浪
漫
派
詩
人
ノ
ヴ
ァ

i
リ
ス
の
小
説
に

ち
な
ん
で
太
宰
が
名
付
け
た
。
「
青
い
花
」
に
対
す
る
太
宰
の
意
気
込

み
の
ほ
ど
は
、
昭
和
九
年
九
月
十
三
日
付
、
久
保
隆

一
郎
宛
書
簡
に

知
る
こ
と
が
出
来
る
。

久
保
兄

そ
の
後
ど
う
し
て
ゐ
ま
す
。
私
は
先
月
末
に
三
島
か
ら
帰
り

ま
し
た
。
貴
兄
は
い
つ
ご
ろ
お
帰
り
で
す
か
。
な
る
べ
く
早
く

帰
っ
て
下
さ
い
。

実
は
私
た
ち
の
会
が
中
心
に
な
っ
て
、
こ
の
秋
か
ら
、
歴
史

的
な
文
学
運
動
を
し
た
い
と
思
っ
て
ゐ
る
の
で
す
が
、
貴
兄
に

も
ぜ
ひ
参
加
し
て
い
た
だ
き
た
く
、
大
至
急
御
帰
京
下
さ
い
。

ま
だ
秘
密
に
し
て
ゐ
る
の
で
す
。
雑
誌
の
名
は
「
青
い
花
」
。
ぜ

ひ
と
も
文
学
史
に
の
こ
る
運
動
を
し
ま
す
。

の
る
か
そ
る
か
や
っ
て
み
る
つ
も
り
で
あ
り
ま
す
。
地
平
、

今
官
と
も
に
大
熱
狂
で
す
。
く
は
し
く
は
御
面
談
口
下
手
な
こ
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と
は
し
な
い
つ
も
り
。

一
日
も
早
く
御
帰
京
の
日
を
待
つ
。

右
の
書
簡
で
「
青
い
花
」
へ
の
太
宰
の
熱
は
十
分
に
伝
わ
っ
て
く

る
が
、
次
に
挙
げ
る
昭
和
九
年
十

一
月
十
六
日
付
、
山
岸
宛
書
簡
で

は
、
太
宰
が
原
稿
集
め
や
事
務
連
絡
も
行
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、

精
神
面
で
も
実
務
面
で
も
太
宰
が
「
青
い
花
」
の
中
心
に
な
っ
て
い

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

そ
ん
な
こ
と
を
言
は
な
い
で
書
い
て
呉
れ
た
ら
、
ど
ん
な
も

ん
ぢ
や
。

十
八
日
ま
で
、
よ
い
さ
う
だ
。
ひ
と
つ
書
け

m…

津
村
信
夫
君
に
も
、
詩
だ
け
で
よ
い
か
ら
、
送
る
や
う
に
電

話
で
言
っ
て
や
っ
て
下
さ
い
。

た
の
み
ま
す
。

あ
は
れ
、
太
宰
治
を
か
か
る
屈
辱
に
:
:
:
。

「
青
い
花
」
の
企
画
が
立
ち
上
が
っ
て
間
も
な
い
頃
に
中
村
地
平
か

ら
同
誌
の
こ
と
を
聞
い
た
山
岸
は
、
そ
の
誌
名
に
ひ
ど
く
惹
か
れ
た

と
い
う
。
当
時
「
「
紋
章
』
と
「
禽
獣
」
の
作
家
た
ち
」
で
川
端
康
成

に
「
佐
藤
春
夫
論
」
で
佐
藤
春
夫
に
認
め
ら
れ
て
知
遇
を
得
て
い
た

山
岸
は
、
駆
け
出
し
の
評
論
家
と
し
て
認
め
ら
れ
始
め
て
い
た
こ
ろ

で
あ
っ
た
が
、
批
評
家
と
し
て
の
あ
り
方
に
疑
問
を
感
じ
始
め
、
自

由
な
発
表
媒
体
を
探
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
山
岸
の
著
書

『
人
間
太
宰
治
」
に
よ
る
と
、
中
村
か
ら
話
を
聞
い
て
す
ぐ
に
「
青
い

花
」
の
命
名
者
で
あ
る
太
宰
に
会
う
こ
と
を
決
め
た
山
岸
は
、
中
村

に
地
図
を
書
い
て
も
ら
っ
て
太
宰
を
訪
問
し
た
と
い
う
。
当
時
太
宰

は
、
荻
窪
駅
近
く
の
天
沼

一
丁
目

二
ニ
六
番
地
の
飛
島
方
の
二
階
に
、

最
初
の
妻
で
あ
る
小
山
初
代
と
住
ん
で
い
た
。
会
っ
て
す
ぐ
に
、
荻

窪
に
向
か
う
電
車
の
中
で
浮
か
ん
だ
「
わ
れ
ら
、
太
陽
の
ご
と
く
生

き
ん
」

「わ
れ
ら
は
、
神
な
り
」
と
い
う
言
葉
を
「
青
い
花
」
の
扉
に

入
れ
る
よ
う
提
案
し
た
山
岸
に
、
太
宰
は
最
初
当
惑
気
味
だ
っ
た
よ

う
だ
が
、
二
人
は
す
ぐ
に
意
気
投
合
し
、
こ
の
後
深
く
関
わ
り
合
う

よ
う
に
な
る
。
こ
の
山
岸
の
言
葉
は
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
年
月

不
詳

(全
集
で
は
推
定
昭
和
九
年
)
二
日
付
、
津
村
信
夫
宛
書
簡
に
こ

の
言
葉
を
意
識
し
た
と
思
わ
れ
る

一
文
が
あ
る
。

突
然
で
お
そ
れ
い
り
ま
す
。

先
日
中
村
君
か
ら
も
申
し
あ
げ
た
筈
で
す
が
、
み
ん
な
で

「
青
い
花
」
を
起
さ
う
と
思
ふ
の
で
す
が
、
い
か
が
で
す
か
。
は

ひ
り
ま
せ
ん
か
。
お
誘
ひ
い
た
し
ま
す
。

同
人
に
は
イ
ヤ
な
ヤ
ツ
は
ひ
と
り
も
ゐ
な
い
と
信
じ
ま
す
。

他
の
同
人
雑
誌
と
は
少
し
ち
が
っ
て
ず
ゐ
ぶ
ん
わ
が
ま
ま

な
も
の
に
な
る
こ
と
と
思
っ
て
ゐ
ま
す
。
同
人
す
べ
て
わ
れ

は
神
な
り
の
自
負
を
持
っ
て
ゐ
る
や
う
な
有
様
な
の
で
、
も

ち
ろ
ん
各
人
各
説
で
あ
り
ま
す
が
、
な
ん
だ
か
み
ん
な
「
青

い
花
」
の
香
気
で
ひ
と
す
ぢ
つ
な
が
っ
て
ゐ
ま
す
。
そ
ん

な
気
が
い
た
し
ま
す
。
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右
の
書
簡
で
わ
か
る
よ
う
に
、
山
岸
に
し
て
も
太
宰
に
し
て
も
個

性
が
強
い
同
人
の
集
ま
り
だ
っ
た
。
そ
の
う
え
、
次
に
挙
げ
る
昭
和

九
年
十
二
月
二
十
四
日
付
、
山
岸
宛
書
簡
で
わ
か
る
よ
う
に
原
稿
と

会
費
の
集
ま
り
が
悪
か
っ
た
た
め
「
青
い
花
」

二
号
が
出
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
二
号
は
山
岸
が
編
集
す
る
予
定
だ
っ
た
。

お
伺
ひ
し
て
も
よ
い
の
だ
が
、
こ
の
ご
ろ
、
ひ
と
に
逢
ふ
の

が
、
こ
は
く
す
・
)
(
決
心
が
つ
か
ず
)
な
か
な
か
行
け
な
い
。

そ
ろ
そ
ろ
二
号
の
編
輯
た
の
み
ま
す
。
同
人
全
部
に
、
原
稿

と
同
人
費
の
サ
イ
ソ
夕
、
「
若
い
ひ
と
」
に
さ
せ
た
ら
、
ど
う
か
。

同
人
会
は
、
ど
う
で
す
。

私
、
青
い
花
の
原
稿
い
ま
工
夫
中
。

お
願
ひ
申
し
ま
す
。

右
の
書
簡
で
わ
か
る
よ
う
に
太
宰
は
二
号
発
行
に
意
欲
的
で
あ
っ

た
。
次
に
挙
げ
る
の
は
、
昭
和
九
年
十
二
月
十
八
日
付
、
木
山
捷
平

宛
書
簡
で
あ
る
。

し
ば
ら
く
御
無
沙
汰
し
て
ゐ
ま
す
。
雑
誌
は
、
い
ろ
い
ろ
の

手
ち
が
ひ
か
ら
意
外
に
わ
る
く
で
き
て
、
相
す
み
ま
せ
ん
。
来

月
か
ら
は
、
頁
数
も
ふ
や
し
、
紙
質
も
よ
く
し
、
と
も
か
く
テ

イ
サ
イ
に
於
い
て
も
日
本

一
に
す
る
つ
も
り
で
す
。

ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
「
青
い
花
」
を
つ
づ
け
て
行
く
覚

悟
で
あ
り
ま
す
。
二
号
の
原
稿
〆
切
は
、
十
二
月
一二
十

一
日
で

あ
り
ま
す
。
ケ
ツ
サ
ク
を
書
い
て
送
っ
て
下
さ
い
。
ど
ん
な
に

長
く
て
も
か
ま
は
な
い
の
で
す
。
い
ろ
い
ろ
の
評
判
、
そ
の
う

ち
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
お
送
り
い
た
し
ま
す
。
兎
に
角
、
日
本

一
の
雑
誌
で
あ
る
こ
と
を
疑
ひ
ま
せ
ん
。
そ
の
う
ち
長
い
た
よ

り
、
必
ず
し
ま
す
。
「
青
い
花
の
感
想
」
は
大
好
評
。

山
内
鮮
史
「
年
強
巴
に
よ
る
と
「
青
い
花
」
が
出
来
た
の
は
十
二

月
十
八
日
頃
と
推
定
さ
れ
る
。
創
刊
号
の
日
付
を
鑑
み
て
も
、
右
の

書
簡
と
先
の
十
二
月
二
十
四
日
付
、
山
岸
宛
書
簡
と
が
、
雑
誌
が
出

て

一
月
も
た
た
な
い
う
ち
に
書
か
れ
た
の
は
間
違
い
な
い
こ
と
か
ら

「
青
い
花
」
へ
の
太
宰
の
執
着
は
大
変
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

太
宰
の
熱
意
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
先
述
し
た
よ
う
な
理
由
で
終
息
し

た
「
青
い
花
」
は
そ
の
後
、
同
人
雑
誌
「
日
本
浪
長
派
」
へ
と
合
流

し
た
。
一

号
で
終
わ
っ
た
も
の
の
、
好
評
を
呼
ん
だ
「
ロ
マ
ネ
ス
ク
」

を
発
表
し
作
家
と
し
て
の
交
遊
を
広
げ
た
「
青
い
花
」
の
意
味
は
太

宰
に
と
っ
て
大
き
い
。
そ
し
て
そ
の
出
会
い
の
中
で
最
も
深
く
関
わ

っ
た
人
物
の

一
人
が
山
岸
で
あ
っ
た
。

2

一

交

遊

|
書
簡
を
め
ぐ
っ
て

現
存
す
る
山
岸
外
史
宛
太
宰
治
書
簡
は
、
最
新
版
全
集
に
収
め
ら

れ
て
い
る
も
の
だ
け
数
え
て
も
百
七
通
あ
り
、

・個
人
に
宛
て
た
太
宰

の
現
存
す
る
書
簡
と
し
て
は
最
多
で
あ
る
。

ぼ
く
は
、
太
宰
か
ら
も
ら
っ
た
ハ
ガ
キ
を
百
三
十
枚
ほ
ど
も

っ
て
い
た
。
手
紙
は
三
通
ほ
ど
だ
っ
た
と
思
う
。
長
女
が
、
太
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宰
の
オ
ジ
さ
ん
か
ら
の
ハ
ガ
キ
だ
と
い
う
こ
と
で
、
大
切
に
保

存
し
て
い
た
か
ら
、
戦
時
中
、
東
北
に
転
住
し
な
が
ら
も
手
も

と
に
残
っ
た
の
で
あ
る
。
昭
和
九
年
か
ら
、
昭
和
十
八
年
ご
ろ

ま
で
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
二
十
枚
ほ
ど
は
、
そ
の
東
北

の
田
舎
に
い
た
こ
ろ
、
求
め
ら
れ
る
ま
ま
に
、
訪
ね
て
く
る
文

学
の
好
き
な
青
年
た
ち
に
や
っ
て
し
ま
っ
た
。
(
「
太
宰
治
お
ぼ
え

本

4

が
き
」)

山
岸
が
こ
れ
だ
け
の
数
の
書
簡
を
保
存
し
て
い
た
の
は
、
右
の
よ

う
に
、
長
女
が
保
存
し
て
い
て
く
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
し
、
本
人
の

気
質
に
も
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
何
度
か
の
引
っ
越
し
ゃ
疎

開
を
経
験
し
た
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
山
岸
の
太
宰
に
対
す
る
思
い
の

深
さ
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
一

方
太
宰
は
受
け
取
っ
た
書
簡
は
、

例
外
は
あ
る
も
の
の
保
管
を
し
な
い
質
だ
っ
た
た
め
太
宰
宛
山
岸
書

簡
が
ど
れ
ほ
ど
の
数
で
あ
っ
た
か
は
知
る
由
も
な
い
が
、
昭
和
十
一

年
六
月
二
十
四
日
付
、
山
岸
外
史
宛
書
簡
中
「
何
百
枚
か
の
オ
ハ
ガ

キ
を
貴
兄
か
ら
い
た
だ
き
」
と
の

一
節
は
、
多
少
の
誇
張
は
あ
る
か

も
し
れ
な
い
も
の
の
、
山
岸
も
太
宰
に
同
じ
数
以
上
の
書
簡
を
書
き

送
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

太
宰
と
書
簡
に
つ
い
て
美
知
子
夫
人
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

太
宰
が
井
伏
先
生
に
、
朝
、
仕
事
に
と
り
か
か
る
の
が
億
劫

で
困
る
と
訴
え
た
ら
、
先
生
は
自
分
は
筆
な
ら
し
に
手
紙
を
書

く
こ
と
に
し
て
い
る
よ
、
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
感
心
し
て
聞
い

200 

た
の
で
未
だ
に
忘
れ
な
い
。
(
中
略
)

太
宰
は
割
合
に
は
が
き
を
よ
く
使
い
、
は
が
き
に
び
っ
し
り

細
字
で
書
き
込
ん
で
発
信
す
る

一
方
、
儀
礼
的
な
場
合
な
ど
に

は
、
毛
筆
の
大
き
い
字
で
書
い
て
い
る
の
で
文
面
の
長
短
か
ら

だ
け
で
は
封
書
か
は
が
き
か
を
区
別
し
難
い
。
は
が
き
の
簡
便

さ
を
好
む
が
、
和
紙
の
美
し
い
詩
集
や
封
筒
に
毛
筆
で
書
く
こ

と
も
好
き
だ
っ
た
。(『
回
想
の
太
宰
治
」)

ま
た
檀
一
雄
も
「
小
説
太
宰
治
」
で
、
朝
「
お
め
ざ
」
の
ピ

l
ル

を
飲
ん
だ
後
に
「
何
通
も
の
葉
書
を
、
コ
ソ
コ
ソ
と
」
書
い
て
い
た

太
宰
を
一記
し
て
お
り
、
美
知
子
夫
人
の
証
言
を
裏
付
け
て
い
る
。
山

*
7
 

岸
宛
書
簡
に
は
特
に
詩
的
な
書
簡
が
多
く
、
二
人
が
年
の
近
い
文
学

者
同
士
お
互
い
を
刺
激
し
合
う
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

山
岸
自
身
、

二
人
の
手
紙
の
や
り
と
り
を
「
手
紙
に
よ
る
格
闘
」
と

名
付
け
て
い
る
。

文
士
、
う
た
を
お
く
ら
れ
た
ら
、

szg]な
情
と
心
得
る
。
左
に
。

青2
桐f
の
幹2

と
字?う
地?ご

まく

お
返
し
す
る
の
が
、

貴
翰
拝
調
。

(
昭
和
十
年
十
月
二
十
日
付
、
山
岸
宛
)



不
眠
の
せ
ゐ
か
、
顔
大
仰
に
む
く
み
不
快
也
。
星
も
見
え
ぬ
。

梅
の
花
も
遠
い
。
夜
々
、
幻
聴
に
悩
む
。

と
こ
や
み
の

め
し
ひ
の
ま
ま
に

鶴
の
ひ
な

そ
だ
ち
ゆ
く
ら
し

あ
は
れ
太
る
も

一
笑
。
(
昭
和
十

一
年

一
月
二
十
四
日
付
、
山
岸

宛
)

筆
な
ら
し
の
た
め
の
書
簡
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
右
に
挙
げ
た
書
簡

は
、
ま
さ
し
く
小
説
的
思
考
回
路
を
開
く
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

事
実
、
「
と
こ
や
み
の
」
に
は
じ
ま
る
一
節
は
「
と
こ
や
み
の
」
を

「
年
々
や
」
に
変
え
て
「
斜
陽
」
で
直
治
の
「
夕
顔
日
誌
」
に
挿
入
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
太
宰
の
小
説
「
誰
」
に
は
、
山
岸
に
宛
て
た
太

宰
の
借
金
申
し
込
み
の
書
簡
に
山
岸
が
朱
で
註
を
入
れ
た
も
の
の
引

用
が
あ
り
、
「
虚
構
の
春
」
は
、
太
宰
に
宛
て
ら
れ
た
、
山
岸
を
は
じ

め
と
す
る
書
簡
の
引
用
の
モ
ザ
イ
ク
と
で
も
い
う
べ
き
作
品
で
あ
る
。

と
す
る
な
ら
ば
太
宰
に
と
っ
て
手
紙
と
は
、
来
信
に
し
て
も
発
信
に

し
て
も
小
説
的
回
路
を
開
く
手
段
で
あ
る
以
上
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
っ

た
と
言
え
よ
う
。

太
宰
よ
り
山
岸
が
五
歳
年
長
と
は
い
え
年
が
近
か
っ
た
二
人
は
、

小
説
家
と
評
論
家
と
い
う
立
場
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
お
互
い
を
刺

激
し
合
う
緊
張
感
の
あ
る
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
し
ば
し
ば
対

立
も
し
た
。

「
虚
構
の
春
」
で
十
三
番
目
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
吉
田
潔
」
の
書

簡
は
、
山
岸
外
史
の
書
簡
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
「
俺
た
ち
友
人
に

だ
け
で
も
、
け
ち
な
ポ
オ
ズ
を
よ
し
た
ら
、
な
に
か
、
損
を
す
る
の

か
ね
。
ち
ょ
っ
と
、
日
本
中
に
類
の
な
い
愚
劣
頑
迷
の
御
手
筒
、
た

だ
い
ま
覗
い
て
み
ま
し
た
。
太
宰
!
な
ん
だ
。
「
許
す
。」

と
は
、

な
ん
だ
。
馬
鹿
!
ふ
ん
、
と
鼻
で
笑
っ
て
両
手
に
ま
る
め
て
窓
か

ら
投
げ
た
ら
、
桐
の
枝
に
引
か
か
っ
た
つ
け
。」
で
始
ま
る
、
太
宰
を

激
し
く
非
難
す
る
内
容
の
長
文
書
簡
に
対
し
て
書
か
れ
た
も
の
が
次

の
書
簡
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
怒
り
の
書
簡
を
山
岸
が
書
く
原

因
と
な
っ
た
太
宰
の
書
簡
は
残
っ
て
い
な
い
。

じ
ゃ
れ
て
み
た
の
だ
。
と
こ
ろ
が
、
ー
お
れ
の
爪
が
君
の
ウ

ロ
コ
に
ひ
っ
か
か
っ
た
。
老
猿
と
怪
龍
。
雲
を
呼
ん
で
、
つ
ひ

に
不
足
税
六
銭
を
と
ら
れ
た
。
君
、
僕
た
ち
は
も
う
、
う
っ
か

り
じ
ゃ
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
巨
い
な
る
も
の
だ
。
そ
の
う
ち
、

ま
た
書
く
。
土
曜
に
来
な
い
か
。
君
に
対
す
る
悪
意
は
み
じ
ん

も
な
い
。
(
昭
和
十
年
八
月
七
日
付
、
山
岸
宛
)

山
岸
君

今
夕
の
君
の
手
紙
、
い
ま
ま
た
繰
り
か
へ
し
て
読
み
、
屈
辱
、

無
念
ゃ
る
か
た
な
く
転
て
ん
し
た
。
私
は
侮
辱
を
受
け
た
。
し

か
も
か
つ
て
な
い
ほ
ど
の
侮
辱
を
。
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け
れ
ど
も
ぼ
く
は
君
の
友
人
だ
。
か
う
な
る
と
、
い
よ
い
よ

こ
の
親
友
と
離
れ
が
た
い
。
君
も
同
じ
思
ひ
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。

ソ
ロ
モ
ン
の
夢
が
破
れ
て

一
匹
の
蟻
。

い
ま
は
夜
の

一
時
頃
だ
。

土
曜
あ
た
り
に
、
ま
た
逢
っ
て
話
し
た
い
の
だ
が
。

私
は
、
け
ふ
よ
り
ま
た
書
生
に
な
ら
う
と
思
っ
て
ゐ
る
。
い

ま
ま
で
の
僕
は
た
ぶ
ん
に
「
作
家
」
で
あ
っ
た
。
七
日
午
前
し

る
す
。

お
れ
は
し
か
し
、
病
人
で
は
な
い
。
絶
対
に
狂
っ
て
ゐ
な
い
。

八
日
朝
し
る
す
。

三
服
の
ス
イ
ミ
ン
薬
と
三
本
の
注
射
で
ふ
ら
ふ
ら
だ
。
昨
夜

一
睡
も
せ
ず
。
八
日
朝
し
る
す
。
(
昭
和
十
年
八
月
八
日
付
、
山
岸

宛
)

。。

、

「い
ま
再
び
粧
っ
て
蟻
烈
を
求
む
」
こ
れ
が
カ
ン
シ
ャ
ク
の
た
ね

で
あ
っ
た
。
ぼ
く
、
「
蟻
烈
」
の
点
で
は
兄
に
劣
ら
な
い
と
思
っ

て
ゐ
る
。

誰
が
何
と
い
っ
て
も
、
い
ま
で
も
、
さ
う
確
信
し
て
ゐ
る
。

土
曜
の
パ
ン
に
来
い
よ
。
ま
た
船
に
乗
ら
う
。(
昭
和
十
年
八
月

八
日
付
、
山
岸
宛
)

右
の
三
葉
の
葉
書
を
見
て
気
付
く
の
は
、

二
日
と
い
う
短
い
時
間

に
た
て
つ
づ
け
に
送
ら
れ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
短
い
時
間
に
三

度
書
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
ほ
ど
太
宰
に
と
っ
て
山
岸
が
離
れ

が
た
い
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
と
れ
よ
う
。
こ
の
場
合
に
限
ら

ず
、
出
会
っ
て
間
も
な
い
昭
和
十
年
か
ら
十

一
年
頃
、
太
宰
が
山
岸

に
一
日
の
内
に
複
数
の
書
簡
を
出
し
て
い
た
こ
と
は
珍
し
く
な
い
。

右
の
三
つ
の
書
簡
の
内
最
初
の
二
信
を
見
る
と
、
太
宰
に
と
っ
て
書

簡
を
書
く
こ
と
が
創
作
活
動
に
つ
な
が
る
営
為
で
あ
っ
た
こ
と
に
改

め
て
気
付
か
さ
れ
る
。

山
岸
の
心
の
琴
線
に
触
れ
た
こ
と
と
、
お
互
い
が
互
角
の
才
能
を

有
し
て
い
る
こ
と
と
を
「
お
れ
の
爪
が
君
の
ウ
ロ
コ
に
ひ
っ
か
か
っ

た
。
老
猿
と
怪
龍
。」
と
表
現
す
る
第

一
信
は
、
こ
の
状
況
を
象
る
作

家
と
し
て
の
太
宰
の
眼
差
し
を
看
取
で
き
よ
う
。
レ
ト
リ
ッ
ク
が
読

み
手
で
あ
る
山
岸
の
解
釈
を
誘
引
し
、
読
ま
ざ
る
を
得
な
い
相
手
へ

と
自
ら
を
し
て
い
る
。
第
二
信
は
さ
ら
に
興
味
深
い
。
山
岸
へ
の
批

判
か
ら
再
び
お
互
い
が
不
可
欠
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
今
後
の

自
分
の
あ
り
方
を
表
明
す
る
「
七
日
午
前
」
の
手
記
、
前
述
と
は
何

の
脈
絡
も
な
く
自
分
が
病
人
で
も
狂
人
で
も
な
い
こ
と
を
訴
え
る

「
八
日
朝
」
の
手
記
、
多
量
の
薬
剤
投
与
と
不
眠
と
を
訴
え
、
直
前
の

「
八
日
朝
」
の
手
記
を
覆
す
内
容
を
記
す
第
二
の
「
八
日
朝
」
の
手
記

と
い
う
三
つ
の
手
記
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
第
二
信
は
、
何
が

真
実
で
あ
り
、
本
当
に
伝
え
た
い
こ
と
は
何
か
と
の
問
い
を
無
効
に

し
、
常
に
更
新
さ
れ
る
「
お
れ
」
を
示
す
。
こ
の
語
り
口
は
、
同
じ

年
に
「
日
本
浪
長
派
」
に
発
表
さ
れ
た
「
道
化
の
華
」
の
、
常
に
自

ら
の
物
語
と
自
分
と
の
栽
離
を
訴
え
る
書
き
手
「
僕
」
に
通
底
し
て
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い
よ
、
っ
。

ま
た
「
船
」
に
暗
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
散
見
さ
れ
る
デ
カ
ダ
ン
な

雰
囲
気
は
当
時
の
太
宰
像
を
伝
え
て
い
る
。
こ
の
当
時
、

二
人
は
檀

一
雄
と
と
も
に
頻
繁
に
墨
東
に
出
入
り
し
て
お
り
、
山
岸
の
著
書
は

そ
の
当
時
の
太
宰
を
知
る
貴
重
な
資
料
に
も
な
っ
て
い
る
。

山
岸
宛
太
宰
治
書
簡
は
昭
和
十
八
年
十
二
月
を
最
後
に
途
絶
え
て

い
る
。
昭
和
十
八
年
十
二
月
十
六
日
付
、
山
岸
宛
書
簡
は
、
同
月
二

十
三
日
の
旅
行
に

一
緒
に
行
く
と
い
う
内
容
で
あ
り
、
そ
の
後
出
さ

れ
た
と
全
集
で
は
推
定
さ
れ
て
い
る
日
付
不
明
(
推
定
昭
和
十
八
年
暮
)

の
山
岸
宛
最
後
の
書
簡
は
、
そ
の
前
日
に
ご
ち
そ
う
に
な

っ
た
お
礼

状
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

二
人
は
特
に
何
か
気
ま
ず
い
理
由
で
音
信
不

通
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
昭
和
十
九
年
三
月
に
山

岸
が
山
形
に
疎
開
し
た
こ
と
、
太
宰
自
身
も
昭
和
二
十
年
四
月
に
甲

府
へ
、
さ
ら
に
七
月
に
金
木
に
疎
開
し
た
こ
と
、
戦
局
の
悪
化
と
が

音
信
不
通
の
原
因
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
山
岸
の
著
書
に
よ
る
と
、
山
岸
は
戦
後
、
東
京
に
戻
っ
た

太
宰
に
絶
交
状
を
送
っ
た
と
い
う
。
太
宰
が
疎
開
先
の
金
木
か
ら
東

京
に
戻
っ
て
き
た
の
は
昭
和
二
十

一
年
十

一
月
十
四
日
で
あ
る
か
ら
、

絶
交
状
は
そ
の
後
送
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
特
に
喧
嘩
別
れ
し
た
わ

け
で
も
な
く
、
た
だ
音
信
が
途
絶
え
て
い
た
だ
け
で
あ
ろ
う
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
あ
え
て
絶
交
状
を
山
岸
が
送
っ
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

絶
交
状
を
送
る
に
至
っ
た
心
境
を
山
岸
は
は
っ
き
り
と
は
書
い
て
い

な
い
が
、
疎
開
先
に
も
伝
わ
っ
て
く
る
太
宰
の
活
躍
に
対
し
て
百
姓

仕
事
や
青
年
文
化
活
動
に
没
頭
し
創
作
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
た
山
岸

が
太
宰
に
距
離
を
感
じ
た
か
ら
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
の
絶
交
状
に
山

岸
は
「
世
の
中
で
最
も
美
し
い
言
葉
は
、
さ
よ
う
な
ら
で
あ
る
」
と

書
い
た
と
い
う
。
山
岸
が
あ
え
て
絶
交
状
を
送
っ
た
の
は
、
常
に
格

闘
す
る
か
の
よ
う
に
お
互
い
の
才
能
を
ぶ
つ
け
合
っ
た
相
手
で
あ
る

太
宰
と
の
関
係
が
自
然
消
滅
し
て
し
ま
っ
て
も
よ
い
も
の
で
は
な
く
、

そ
の
関
係
性
は
純
粋
に
文
学
的
な
関
係
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

か
ら
で
あ
ろ
う
。
山
岸
の
潔
癖
さ
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
絶
交
状
に

対
す
る
太
宰
の
返
事
に
つ
い
て
山
岸
は
書
い
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く

返
事
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
太
宰
は
沈
黙
の
中
に
何
を
伝
え
よ

う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

さ
ん
ど

き
み
に
三
度
、
無
言
の
御
返
事
を
さ
し
あ
げ
た
。
三
種
三
様

の
無
言
な
の
だ
。
そ
れ
は
、
君
の
知
っ
て
居
る
と
ほ
り
で
あ
る
。

て
ご
た

君
の
三
枚
の
葉
書
が
、
ど
れ
ほ
ど
の
手
応
へ
が
あ
っ
た
か
、
そ

れ
も
、
君
の
推
察
ど
ほ
り
だ
。
お
そ
ら
く
、
ち
が
っ
て
は
ゐ
な

い
だ
ら
う
。
堀
に
石
を
投
じ
て
、
堀
の
深
さ
を
は
か
る
。
き
み

は
、
堀
の
深
さ
を
は
か
り
当
て
た
。
遊
び
に
来
て
お
呉
れ
。
(
昭

和
十

一
年
三
月
十
日
付
、
山
岸
宛
)

こ
れ
は
太
宰
と
山
岸
が
最
も
深
く
関
わ
り
合
っ
て
い
た
こ
ろ
の
山

岸
宛
太
宰
治
書
簡
で
あ
る
。
無
言
の
意
味
は
二
人
に
し
か
知
り
得
な

、ν
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書
簡
集
や
生
前
の
太
宰
治
を
知
る
人
物
の
証
言
を
読
む
こ
と
で
、

あ
る
像
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
こ
れ
ま
で
の
作
業
を
総
括
す
る
と

そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
作
業
で
浮
か
び
上

が
る
像
は
虚
像
と
い
え
ば
虚
像
で
あ
る
が
、
流
通
す
る
「
太
宰
治
」

の
イ
メ
ー
ジ
を
想
起
さ
せ
る
唯
一
性
を
有
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る

「
デ
カ
ダ
ン
作
家
太
宰
治
」
と
い
っ
た
神
話
が
現
在
も
読
者
を
魅
了
し

て
や
ま
な
い
の
は
そ
の
証
左
で
あ
ろ
う
。
「
私
」
を
語
り
手
に
据
え
て

自
ら
の
体
験
を
繰
り
返
し
語
り
直
し
た
太
宰
治
は
、
極
め
て
戦
略
的

に
自
ら
の
虚
像
を
流
通
さ
せ
た
作
家
で
あ
っ
た
。
そ
の
最
た
る
作
品

が
「
文
学
界
」

(昭
日
・

7
)

に
発
表
さ
れ
た
「
虚
構
の
春
」
で
あ
る
。

こ
の
作
品
は
「
太
宰
治
」
宛
の
書
簡
の
み
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る

三
十
六
人
の
発
信
者
に
よ
る
合
計
八
十
三
通
の
「
太
宰
治
」
宛
書

簡
は
「
師
走
上
旬
」
「
中
旬
」
「
下
旬
」
「
元
旦
」
に
仕
分
け
さ
れ
、
さ

ら
に
同
じ
日
に
来
た
書
簡
は
「
月
日
。」
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
て
い
る
。

書
簡
と
い
う
極
め
て
私
的
な
文
書
が
公
に
さ
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、

初
出
で
は
「
井
伏
鱒
二
」
や
「
佐
藤
春
夫
」
は
実
名
の
ま
ま
載
せ
て

あ
り
、
そ
の
う
え
書
簡
の
中
に
は
作
者
太
宰
が
手
を
加
え
た
も
の
も

太
宰
の
全
く
の
虚
構
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
当
時
大
変
な
物
議
を
醸

し
た
。
太
宰
は
手
紙
と
い
う
方
法
を
よ
く
用
い
た
作
家
と
し
て
知
ら

れ
て
い
る
が
、
こ
の
作
品
の
よ
う
に
複
数
の
人
間
に
よ
る
来
簡
の
み

3 

書
簡
と
い
う
テ
ク
ス
ト
|
「
虚
構
の
春
」
を
中
心
に

で
成
り
立
っ
て
い
る
小
説
は
こ
れ
以
外
に
は
な
く
、
ま
た
日
本
文
学

史
上
に
お
い
て
も
極
め
て
稀
な
作
品
と
言
っ
て
よ
い
。

鳥
居
邦
朗
は
「
虚
構
の
春
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

十
二
月
一
か
月
の
聞
に
太
宰
治
に
寄
せ
ら
れ
た
手
紙
と
い
う

も
の
を
、
あ
る
い
は
実
物
か
ら
と
り
、
あ
る
い
は
握
造
し
て
集

め
る
。
太
宰
治
に
は
一
言
も
語
ら
せ
ず
、
周
囲
か
ら
の
様
々
の

角
度
か
ら
の
太
宰
観
を
列
挙
す
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
描
く
べ

き
太
宰
を
中
空
化
し
て
お
い
て
、
そ
の
周
囲
か
ら
ド
ー
ナ
ツ
ツ

型
に
照
明
を
集
め
て
、
太
宰
治
の
陰
画
を
作
り
上
げ
よ
う
と
し

た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
集
積
さ
れ
た
「
様
々
の
角
度
か
ら
の
太
宰
観
」
が
い
わ

ゆ
る
「
太
宰
神
話
」
を
つ
く
り
あ
げ
「
私
の
太
宰
治
像
」
を
読
者
の

胸
に
結
ば
せ
る
効
果
に
つ
い
て
は
す
で
に
様
々
に
論
じ
ら
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
他
者
の
眼
差
し
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
で

様
々
な
顔
(
仮
面
)
を
獲
得
し
な
が
ら
「
太
宰
治
」
へ
と
同
定
さ
れ

て
い
く
「
太
宰
治
」
が
、
意
味
内
容
を
肥
大
化
さ
せ
て
い
く
記
号
で

し
か
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。

「
虚
構
の
春
」
作
中
に
は
ま
た
、
書
簡
を
取
捨
選
択
し
て
分
類
し

「
虚
構
の
春
」
と
い
う
場
に
貼
り
付
け
た
作
者
太
宰
治
の
痕
跡
が
あ
る
。

書
簡
群
に
散
見
さ
れ
る
「
(
一
行
あ
き
。
)
」
や
、
書
簡
群
を
細
か
く
分

類
す
る
た
め
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
と
な
っ
て
い
る
「
月
日
。
」
と
い
っ
た

情
報
を
、
物
語
の
事
実
と
し
て
提
示
で
き
る
の
は
津
島
修
治
で
あ
る
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作
者
太
宰
治

(H

「
虚
構
の
春
」
の
署
名
者
「
太
宰
治
」
)
し
か
あ
り
え
な

い
。
つ
ま
り
「
太
宰
治
」
と
は
、

書
簡
群
に
共
有
さ
れ
様
々
に
情
報

を
追
加
さ
れ
る
噂
の
人
物
「
太
宰
治
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
こ
の
作

品
を
構
成
し
作
品
化
す
る
特
権
を
有
し
て
い
る
主
体
と
し
て
作
中
に

痕
跡
を
残
し
て
い
る
作
者
太
宰
治
で
も
あ
る
の
だ
。

で
は
作
者
太
宰
治
は
ど
の
よ
う
に
「
虚
構
の
春
」
を
創
り
あ
げ
て

い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
虚
構
の
春
」
に
設
定
さ
れ
て
い
る
時
間
は
十
二
月
か
ら
元
旦
に
か

け
て
の

一
ヶ
月
間
で
あ
る
が
、
発
信
者
お
よ
び
発
信
時
期
が
わ
か
っ

て
い
る
書
簡
を
見
る
限
り
、
実
際
の
来
簡
時
期
も
順
番
も
バ
ラ
バ
ラ

で
あ
る
。
つ
ま
り
「
虚
構
の
春
」
の
時
間
そ
の
も
の
も
あ
か
ら
さ
ま

な
虚
構
な
の
だ
。
ま
た
、
執
筆
に
際
し
て
作
者
太
宰
は
当
然
書
簡
を

取
捨
選
択
し
た
で
あ
ろ
う
。
選
出
さ
れ
た
書
簡
が
「
虚
構
の
春
」
を

構
成
し
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
太
宰
は
流
布
す
る
自
己
像
を
強
化
・

補
強
・
拡
大
す
る
書
簡
を
意
図
的
に
選
び
出
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

ま
さ
に
「
虚
構
の
春
」
で
あ
る
。

「
虚
構
の
春
」
執
筆
時
に
居
合
わ
せ
、
自
ら
の
書
簡
も
引
用
さ
れ
た

檀

一
雄
は
次
の
よ
う
な
証
言
を
残
し
て
い
る
。

「
虚
構
の
春
」
を
書
き
上
げ
る
時
に
は
、
丁
度
私
も
、
船
橋
の

太
宰
の
家
に
居
合
わ
せ
た
。
大
き
な
ボ
l
ル
箱
に
、

一
杯
つ
め

ら
れ
た
手
紙
類
を
取
り
出
し
て
、
部
屋
中
に
散
乱
さ
せ
、
太
宰

は
、
ク
シ
ャ
ク
シ
ャ
に
な
っ
て
、

書
い
て
い
た
。
締
切
が
間
に

合
わ
ず
、
私
が
代
理
で
、
河
上
徹
太
郎
氏
に
電
話
し
た
こ
と
も

尚見
え
て
い
る
ロ
文
学
界
の
原
稿
だ
っ
た
。
(
中
略
)

文
学
界
が
、
市
販
さ
れ
て
、
始
め
て
手
に
取
っ
て
読
ん
で
み

た
。
手
紙
の
応
答
を
編
輯
し
た
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
友
人

ら
の
手
紙
を
よ
せ
集
め
て
自
分
の
状
況
を
相
対
的
に
描
き
出
そ

う
、
と
し
た
と
こ
ろ
に
、
太
宰
ら
し
い
誠
意
と
機
智
が
あ
る
。

私
の
手
紙
が
出
し
た
だ
け
、

一
通
、
収
録
さ
れ
て
い
た
。
黒
田

重
治
と
い
う
名
前
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
黒
田
重
治
と
い

う
名
前
の
手
紙
は
、

二
通
見
え
て
い
た
。

も
う

一
通
は
私
の
文
体
で
は
な
い
。
誰
か
他
の
人
の
手
紙
を

混
同
し
た
も
の
か
?
い
や
、
太
宰
そ
の
人
が
書
い
た
も
の
に

ち
が
い
な
い
。
す
る
と
太
宰
が
こ
の
よ
う
な
手
紙
を
、
私
か
ら

貰
う
こ
と
を
希
望
し
て
い
た
の
だ
と
、
私
は
そ
の
時
思
っ
た
。

*
6
 

(「
小
説
太
宰
治
」)

太
宰
の
虚
構
が
ど
れ
で
あ
る
か
を
特
定
し
、

当
時
の
執
筆
状
況
を

知
ら
せ
る
貴
重
な
証
言
で
あ
る
。
檀
が
言
う
「
私
の
手
紙
」
と
は

「
拝
啓
。
そ
の
後
、
失
礼
し
て
居
り
ま
す
」
で
始
ま
る

〈
却
〉
の
書
簡

で
あ
る
。
檀

一
雄
と
特
定
さ
れ
て
い
る
「
黒
田
重
治
」
の
書
簡
は
〈
辺
〉

〈
却
〉〈

臼
〉
の
三
つ
あ
り
、
そ
の
う
ち

〈
辺
〉
に
つ
い
て
は
檀
自
身

が
「
太
宰
そ
の
人
が
書
い
た
に
ち
が
い
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
。〈

臼
〉

の
書
名
は
「
ク
ロ
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
檀
は
「
黒
田
重
治
」
の
書

簡
と
は
見
な
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も

〈
臼
〉

205太宰治と 山岸外史



も
太
宰
の
虚
構
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
三
つ
の
書
簡
は
、
い
ず
れ

も
「
太
宰
治
」
の
友
人
と
し
て
心
を
砕
い
て
い
る
内
容
で
あ
る
。
作

者
太
宰
は
、
実
際
に
檀
か
ら
貰
っ
た
手
紙
を
元
に
、
そ
の
よ
う
な
手

紙
を
書
く
良
き
友
人
と
し
て
「
黒
田
重
治
」
を
造
形
し
た
と
言
え
よ

う
。
自
分
の
手
紙
が
引
用
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
檀
は
好
意
的
に
捉

え
て
い
る
。
し
か
も
「
こ
の
よ
う
な
手
紙
を
私
か
ら
貰
う
こ
と
を
希

望
し
て
い
た
の
だ
」
と
思
う
檀
は
、
楽
屋
裏
を
知
っ
て
い
る
人
間
と

し
て

〈
n〉〈
臼
〉
の
書
簡
が
自
分
の
出
し
た
手
紙
を
元
に
書
か
れ
た

パ
ロ
デ
ィ
で
あ
る
こ
と
も
、
自
分
の
言
葉
が
引
用
さ
れ
る
こ
と
も
楽

し
め
る
作
家
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
檀
の
よ
う
に
手
紙
を
引
用
さ
れ

た
こ
と
を
肯
定
的
に
捉
え
る
人
間
は
稀
で
あ
る
。
次
に
挙
げ
る
の
は

本

U

同
じ
く
手
紙
を
引
用
さ
れ
た
橋
崎
勤
、
浅
見
淵
、
小
野
正
文
の
言
で

あ
る
。

こ
の
こ
と
は
私
個
人
の
打
明
け
話
に
な
る
が
、
た
ま
/
¥
何

ペ
ー
ジ
目
か
で
、
私
が
太
宰
氏
に
出
し
た
葉
書
の
文
句
が
挿
入

さ
れ
て
ゐ
る
箇
所
に
ぶ
つ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
(
発
信
人
の
名
は

変
名
に
な
っ
て
ゐ
る
が
)
(
中
略
)
一
体
こ
の
小
説
は
、
ど
こ
ま
で

が
作
者
の
創
作
に
な
り
、
何
の
部
分
が
他
人
の
書
簡
を
そ
の

ま
、
挿
入
し
て
ゐ
る
の
か
と
い
ふ
、
さ
う
い
ふ
疑
念
に
陥
っ
た
。

(楢
崎
勤
「
文
芸
時
評
」

『報
知
新
聞
」
昭
日
・

7
・
3
)

こ
の
春
太
宰
治
が
文
学
界
に
発
表
し
て
嵩
々
と
段
誉
あ
ひ
半

ば
し
た
世
評
を
生
ん
だ
「
虚
構
の
春
」
の
中
に
、
流
石
に
名
前

は
変
へ
で
あ
っ
た
が
僕
も

一
役
買
っ
て
登
場
し
て
ゐ
る
の
だ
。

そ
し
て
「
虚
構
の
春
」
を
読
ん
で
そ
れ
を
知
っ
た
時
、
僕
は
佐

藤
氏
と
同
じ
意
味
で
の
は
げ
し
い
不
愉
快
さ
を
覚
え
た
の
で
あ

る
。
(
中
略
)

「
虚
構
の
春
」
の
中
に
描
か
れ
て
い
る
僕
は
、
太
宰
治
の
芸
術

の
信
奉
者
で
あ
り
、
僕
の
方
か
ら
彼
の
創
作
集
の
上
梓
を
依
頼

で
も
し
た
や
う
に
取
扱
は
れ
て
ゐ
る
の
だ
。
そ
し
て
、
事
実
は

逆
で
な
い
ま
で
も
決
し
て
左
う
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
佐
藤
春

夫
氏
の
場
合
と
同
じ
く
、
当
時
受
取
る
た
び
に
僕
自
身
反
っ
て

照
れ
た
ほ
ど
な
、
感
動
と
感
謝
を
き
は
め
た
太
宰
治
の
幾
通
か

の
手
紙
に
よ
っ
て
、
だ
れ
に
で
も
僕
は
証
明
で
き
る
の
で
あ
る
。

(
浅
見
淵
「
佐
藤
春
夫
と
太
宰
治
」
『
早
稲
田
大
学
新
聞
』
昭
H
・
H
・

お
)「

文
学
界
」
に
発
表
さ
れ
た
も
の
を
見
る
と
、
全
然
予
想
し
な

い
こ
と
に
出
会
っ
た
。
手
紙
の
全
文
が
掲
載
さ
れ
、
し
か
も
、

原
文
に
は
な
か
っ
た
文
章
が
挿
入
さ
れ
て
お
り
、

一
寸
、
い
や

な
気
持
が
し
た
。
(
小
野
正
文
「
「
虚
構
の
春
」
の
構
成
と
背
景
」
「
郷

土
作
家
研
究
』
昭
臼
・

9
)

仮
名
を
使
つ
で
あ
っ
た
も
の
の
、
関
係
者
に
は
自
分
が
書
い
た
と

わ
か
る
手
紙
を
勝
手
に
引
用
さ
れ
手
を
加
え
ら
れ
た
こ
と
に
嫌
悪
を

覚
え
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
気
の
毒
と
し
か

言
い
よ
う
が
な
い
。
し
か
し
、
文
壇
の
事
情
を
知
ら
な
い
多
く
の
一
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般
の
読
者
は
、
仮
名
を
仮
名
の
ま
ま
に
読
み
そ
れ
が
誰
で
あ
る
か
詮

索
す
る
余
地
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
公
の
場
で

語
ら
れ
た
彼
ら
の
言
葉
は
「
虚
構
の
春
」
の
あ
る
書
簡
が
、
彼
ら
が

書
い
た
手
紙
の
引
用
あ
る
い
は
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
る
こ
と
の
表
明
と
い

え
、
読
者
を
し
て
「
虚
構
の
春
」
書
簡
群
を
虚
構
で
は
な
く
事
実
も

混
入
し
て
い
る
作
品
と
い
う
思
い
を
強
く
さ
せ
、
作
品
の
有
す
る
ゴ

シ
ッ
プ
性
を
さ
ら
に
高
め
る
こ
と
と
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。

実
在
で
あ
れ
虚
構
で
あ
れ
、
そ
れ
自
体
そ
れ
ぞ
れ
完
結
し
て
い
た

書
簡
群
は
「
虚
構
の
春
」
と
い
う
場
に
フ
ァ
イ
ル
さ
れ
る
こ
と
で
テ

ク
ス
ト
を
構
成
す
る
断
片
と
な
る
。
「
こ
こ
で
は
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な

「
事
実
』
が
、
虚
構
の
枠
組
の
中
に
投
げ
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

相
対
化
な
い
し
は
異
化
さ
れ
、
虚
構
と
等
価
の
も
の
と
な
る
」
と
の

東
郷
克
美
の
論
が
想
起
さ
れ
る
。
実
在
の
書
簡
は
「
虚
構
の
春
」
に

フ
ァ
イ
ル
さ
れ
「
虚
構
の
春
」
の
言
葉
に
な
る
こ
と
で
、
作
者
太
宰

と
発
信
者
の
間
で
の
み
了
解
さ
れ
て
い
た
意
味
を
超
え
た
意
味
を
、

読
者
に
読
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
否
応
な
く
獲
得
す
る
。
そ
の
意
味

が
発
信
者
の
思
い
も
か
け
な
か
っ
た
内
容
で
あ
っ
た
と
し
て
も
。
書

か
れ
た
言
葉
は
、
そ
れ
が
言
葉
と
い
う
共
通
理
解
に
よ
っ
て
成
立
し

て
い
る
以
上
、
い
つ
で
も
何
処
で
も
誰
に
で
も
読
ま
れ
、
引
用
、
改

変
さ
れ
う
る
宿
命
を
背
負
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
言
葉
へ
の
理
解

は
、
読
み
手
に
よ
っ
て
様
々
に
異
な
る
の
だ
。
あ
る
人
物
が
書
い
た

書
簡
が
差
出
人
の
署
名
を
変
え
ら
れ
て
引
用

・
改
変
さ
れ
他
の
誰
か

の
名
前
が
署
名
さ
れ
た
小
説
の

一
部
と
な
り
、
さ
ら
に
雑
誌
の
一
部

と
な
り
、
販
路
に
乗
り
、
不
特
定
多
数
の
読
者
の
読
み
に
曝
さ
れ
る
。

楢
崎
た
ち
の
嫌
悪
感
は
、
書
き
物
に
ま
つ
わ
る
宿
命
と
暴
力
に
対
す

る
嫌
悪
感
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
他
人
の
書
簡
を
集
積
し
、
小

説
と
な
し
得
た
作
者
太
宰
に
と
っ
て
こ
の
宿
命
も
暴
力
も
自
明
の
も

の
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
「
突
然
の
お
た
よ
り
お
許
し
下
さ
い
。
私
は
、

あ
な
た
と
瓜
二
つ
だ
」
で
始
ま
る

〈
お
〉
の
書
簡
は
そ
の
証
左
で
あ

る
。
鎌
倉
で
の
心
中
未
遂
事
件
を
思
わ
せ
る
内
容
に
つ
い
て
語
っ
た

あ
と
「
太
宰
さ
ん
。
お
ど
ろ
い
た
で
せ
う
?
み
ん
な
ウ
ソ
。
お
ど

か
し
て
み
た
の
さ
。
お
ど
ろ
い
た
?
ず
っ
と
ま
へ
に
、
君
が
私
と

お
酒
の
み
な
が
ら
、
こ
の
話
、
教
へ
て
呉
れ
た
ぢ
ゃ
な
い
か
。」
と
述

べ
さ
ら
に
「
は
じ
め
の
感
想
文
は
、
あ
れ
は
、
支
那
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア

雑
誌
か
ら
盗
ん
だ
も
の
だ
が
、
岩
の
上
の
場
面
な
ど
は
僕
が
書
い
た
。

息
も
つ
か
せ
ぬ
名
文
章
だ
っ
た
ら
う
」
と
言
う
〈
お
〉
「
清
水
忠
治
」

の
書
簡
は
、
そ
の
内
容
が
「
太
宰
さ
ん
」
の
話
の
引
用
、
パ
ロ
デ
ィ

で
あ
り
、
そ
れ
が
ま
た
「
虚
構
の
春
」
に
引
用
さ
れ
る
と
い
う
書
き

物
の
流
転
の
宿
命
を
告
知
し
て
い
る
。
と
す
る
な
ら
ば
手
紙
を
使
用

さ
れ
た
人
々
は
、
こ
の
暴
力
を
苧
ん
だ
創
作
態
度
の
犠
牲
者
と
い
え

よ
う
。
「
虚
構
の
春
」
と
は
、

書
き
物
を
め
ぐ
る
宿
命
と
暴
力
と
を
可

視
化
し
た
作
品
な
の
だ
。

こ
の
よ
う
な
創
作
態
度
を
考
え
る
う
え
で
山
岸
外
史
と
の
交
流
は

再
検
討
の
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
。「
虚
構
の
春
」
の
「
吉
田
潔
」
は
山

207太宰治と山岸外史



岸
外
史
と
推
定
さ
れ
て
お
り
、
収
録
数
は
最
多
の
八
通
で
あ
る
。
二

番
目
に
多
か
っ
た
の
が
「
高
橋
安
二
郎
」
と
「
長
沢
伝
六
」
の
四
通

で
あ
る
か
ら
、
そ
の
数
は
突
出
し
て
い
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、

山
岸
外
史
宛
太
宰
治
書
簡
は
そ
れ
自
体
創
作
活
動
に
繋
が
る
よ
う
な

内
容
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
交
遊
が
極
め
て
文
学
的
で
あ
っ
た
証
拠
で

あ
ろ
う
。
「
吉
田
潔
」
の
書
簡
は
、
作
品
の
評
判
が
良
く
て
天
狗
に
な

っ
て
い
る
「
太
宰
」
の
態
度
を
は
げ
し
く
非
難
す
る
も
の
や

〈
幻
〉

の
よ
う
に
、
作
品
を
評
価
し
て
い
る
も
の
が
貼
り
付
け
ら
れ
て
い
る
。

次
に
挙
げ
る
の
は

〈
位
〉
の
書
簡
で
あ
る
。

「
近
頃
の
君
の
葉
書
に

一
つ
と
し
て
見
る
べ
き
も
の
が
な
い
。

非
常
に
惰
弱
に
な
っ
て
巧
言
令
色
で
あ
る
。
少
か
ら
ず
遺
憾
に

思
っ
て
ゐ
る
。
吉
田
生
」

こ
の
書
簡
は
、
山
岸
と
太
宰
の
手
紙
の
性
質
を
伝
え
て
い
よ
う
。

彼
ら
に
と
っ
て
手
紙
は
文
学
的
格
闘
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
惰
弱
」

は
許
さ
れ
な
い
。
山
岸
の
著
書
に
は
、
自
ら
の
書
簡
が
太
宰
の
小
説

に
使
用
さ
れ
た
こ
と
は
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
当
た
り
前
の
出
来
事
と

し
て
書
か
れ
て
あ
る
。
し
か
も
彼
ら
の
間
に
は
「
二
人
の
会
話
の
な

か
か
ら
生
れ
た
言
葉
で
、
そ
の
発
信
者
が
ど
ち
ら
で
あ
っ
た
か
不
明

に
な
っ
た
よ
う
な
言
葉
は
、
早
い
者
勝
ち
に
使
用
し
て
い
い
」
と
い

う
「
黙
約
」
す
ら
あ
っ
た
と
い
う
。
彼
ら
の
聞
に
は
、
先
程
述
べ
た

書
き
物
を
め
ぐ
る
宿
命
も
暴
力
も
自
明
の
こ
と
と
し
で
あ
っ
た
の
だ
。

だ
か
ら
こ
そ
会
話
も
手
紙
も
常
に
文
学
的
緊
張
感
が
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
。
「
虚
構
の
春
」
は
そ
う
し
た
二
人
の
関
係
性
の
延
長
線
上
に
あ
る
。

4

一
お
わ
り
に
|
別れ

戦
後
、
山
岸
が
太
宰
に
絶
交
状
を
送
っ
た
こ
と
は
先
述
し
た
が
、

こ
れ
は
山
岸
が
太
宰
に
出
し
た
初
め
て
の
絶
交
状
で
は
な
か
っ
た
。

最
初
の
絶
交
状
は
、

二
人
の
交
友
が
始
ま
っ
て
間
も
な
い
昭
和
十
二

$
2
 

年
頃
出
さ
れ
た
。
当
時
か
ら
批
評
家
が
「
作
家
よ
り

一
段
下
に
い
る

人
間
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
や
す
か
っ
た
」
こ
と
を
嘆
い
て
い
た
山
岸

に
「
文
学
界
」
派
の
「
A
画
伯
」
が
「
君
は
、
太
宰
の
取
り
巻
き
だ

っ
て
話
じ
ゃ
な
い
か
」
と
言
っ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
。
絶
交

状
を
受
け
取
っ
た
太
宰
は
す
ぐ
に
速
達
で
、
逢
っ
て
話
を
し
た
い
か

ら
資
生
堂
前
の
交
番
で
待
っ
て
い
る
と
い
う
内
容
の
手
紙
を
送
っ
て

き
た
と
い
う
。
こ
の
手
紙
は
残
っ
て
い
な
い
。
迷
っ
た
末
に
山
岸
は

待
ち
合
わ
せ
場
所
へ
行
き
、
結
局
絶
交
は
取
り
消
し
と
な
っ
た
。
山

岸
が
絶
交
を
思
い
と
ど
ま
っ
た
の
は
、
太
宰
の
心
を
尽
く
し
た
取
り

な
し
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
重
要
な
の
は
山
岸
が
太
宰

と
の
関
係
を
考
え
る
時
に
思
う
「
お
れ
は
、
い
っ
た
い
、
何
者
な
ん

だ
」
と
の
問
で
あ
ろ
う
。
「
ぼ
く
は
君
の
才
能
を
愛
し
て
い
る
よ
。
そ

し
て
、
そ
れ
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
君
は
そ
れ
を
よ
く
知
っ
て
る

は
ず
だ
。
人
閉
じ
ゃ
な
い
。
君
の
才
能
な
ん
だ
。
し
か
し
、
人
間
関

係
っ
て
ほ
ん
と
に
め
ん
ど
う
な
も
の
だ
と
思
っ
た
よ
」
と
太
宰
に
言

っ
た
山
岸
は
、
太
宰
の
才
能
も
人
柄
も
、
つ
ま
り
は
太
宰
治
の
全
て
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を
評
価
し
愛
し
た
人
間
だ
っ
た
。
そ
こ
に
評
論
家
と
し
て
の
自
尊
心

が
絡
ん
だ
と
き
の
山
岸
の
苦
悩
は
深
い
。
評
論
家
と
し
て
作
家
に
魅

了
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
る
意
味
恐
ろ
し
い
こ
と
で
も
あ
っ
た
だ

ろ、っ
。

二
人
の
関
係
に
つ
い
て
山
岸
は
、
昭
和
十
二
年
六
月
に
行
わ
れ
た

自
身
の
再
婚
の
頃
が
「
交
友
の
絶
頂
」
で
、
そ
の
後
変
化
し
て
い
っ

た
と
捉
え
て
い
る
。
そ
こ
に
は
先
程
述
べ
た
よ
う
な
、
太
宰
に
対
す

る
山
岸
の
複
雑
な
心
情
も
絡
ん
で
い
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
戦
時
中
の

二
人
の
文
筆
活
動
の
違
い
は
、
次
第
に
遠
く
な
る
山
岸
と
太
宰
の
距

離
が
文
学
的
距
離
で
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

太
宰
が
戦
時
中
も
自
ら
の
文
学
を
貫
い
て
書
き
続
け
た
希
有
な
作

家
で
あ
っ
た
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
山
岸
は
他
の
多
く

の
文
筆
家
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
苛
烈
に
な
る
検
閲
で
筆
を
折

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
心
情
に
追
い
込
ま
れ
る
。
山
岸
の
最
後
の
絶

交
状
は
そ
う
し
た
心
情
の
果
て
に
出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、

太
宰
に
対
し
て
最
後
ま
で
評
論
家
で
あ
り
続
け
よ
う
と
し
た
山
岸
の

於
持
が
看
取
で
き
る
。

昭
和
二
十
三
年
六
月
十
三
日
、
太
宰
は
山
崎
富
栄
と
玉
川
上
水
に

入
水
自
殺
す
る
。
太
宰
の
変
を
聞
き
、
山
形
か
ら
駆
け
つ
け
た
山
岸

は
、
遺
体
が
発
見
さ
れ
る
十
九
日
ま
で
毎
日
玉
川
上
水
に
通
っ
た
と

い
う
。
著
書

「人
間
太
宰
治
」
に
は
、

二
人
の
遺
体
が
引
き
上
げ
ら

れ
検
視
に
い
た
る
ま
で
が
克
明
に
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
冷
徹
な

ま
で
の
眼
差
し
で
あ
る
。
苦
悶
の
表
情
を
浮
か
べ
て
い
た
富
栄
の
死

顔
と
微
笑
を
浮
か
べ
て
い
た
太
宰
の
死
顔
と
を
見
届
け
た
山
岸
は

「
人
間
の
死
へ
の
冒
漬
」
を
意
識
し
な
が
ら
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

い
わ
ば
、
富
栄
さ
ん
は
「
死
」
に
対
す
る
ほ
ん
と
の
素
人
で
あ

り
、
そ
れ
だ
け
無
邪
気
だ
っ
た
と
い
っ
て
い
い
と
思
う
。
そ
し

て
、
そ
れ
だ
け
死
に
恐
怖
し
驚
博
し
た
の
で
あ
る
。
(
中
略
)
ひ

と
は
生
き
て
い
る
顔
を
、
各
人
の
責
任
に
お
い
て
つ
く
る
と
い

う
が
、
死
顔
さ
え
も
、
お
そ
ら
く
、
各
人
の
責
任
に
お
い
て
つ

く
る
の
で
あ
る
。
太
宰
の
灰
か
な
微
笑
が
、
そ
れ
を
示
し
て
い

た
。
そ
の
眉
の
あ
た
り
に
さ
え
、
少
し
の
苦
悩
も
憂
愁
も
漂
っ

て
は
い
な
か
っ
た
。
太
宰
は
、
死
を
、
ミ
ゴ
ト
に
割
り
き
っ
て

い
た
と
思
う
。

こ
の
文
章
に
は
、
太
宰
の
死
を
前
に
し
て
最
後
ま
で
-評
論
家
で
あ

り
続
け
た
山
岸
の
姿
が
見
出
せ
る
。
「
売
名
」
と
言
わ
れ
で
も
な
お
山

岸
が
そ
の
場
に
居
続
け
た
の
は
、
太
宰
を
よ
く
知
る
評
論
家
と
し
て

そ
の
死
の

一
部
始
終
を
見
届
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
使
命
感

ゆ
え
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
山
岸
の
あ
り
方
を
考
え
る
と
、
山
岸

外
史
宛
太
宰
治
書
簡
に
満
ち
て
い
た
緊
張
感
に
つ
い
て
改
め
て
考
え

さ
せ
ら
れ
る
。
二
人
の
関
係
は
純
粋
な
ま
で
に
文
学
的
で
あ
っ
た
。

209 太宰治と山岸外史

【注】
*
1
 昭
和
十
五
年
三
月
二
十
一
日・

二
十
八
日
、
同
四
月
五
日
・
十



五
日
付
山
岸
宛
書
簡
。

*

2

山

岸
外
史
「
人
間
太
宰
治
」
(
昭
幻

-m
筑
摩
書
房
)

*

3

山
内
詳
史

「
年
譜
」
(
「
太
宰
治
全
集
」
日

平

日

・
5

書
房
)

*
4
山
岸
外
史
「
太
宰
治
お
ぼ
え
が
き
』
(
昭
お

-m
審
美
杜
)

*
5

津

島

美
知
子

「回
想
の
太
宰
治
」
増
補
改
訂
版

(平
9
・
8

人
文
書
院
)

*
6

檀

一
雄

「小
説
太
宰
治
」
新
装
版

(平
4・

9

審
美
社
)

*
7

山
岸
外
史
宛
太
宰
治
書
簡
に
つ
い
て
東
郷
克
美
は
「
太
宰
は
相

手
に
よ
っ
て
手
紙
の
文
体
を
使
い
わ
け
て
い
る
が
、
山
岸
と
は
短

い
が
緊
張
し
た
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
風
の
こ
と
ば
を
応
酬
し
て
い
る
」

(『
太
宰
治
事
典
」
平
6
・
5
学
燈
社
)
と
述
べ
て
い
る
。

*
8

山
内
詳
史
「
解
題
」

(山
内
鮮
史
編

『
太
宰
治
全
集
』

1

筑
摩

書

房

平

元

・
6
)

*
9
鳥
居
邦
朗
「
虚
構
の
訪
復
」

(「
国
文
学
」
昭

ω
・
2
)

*
叩

「
「虚
構
の
春
』
は
、
あ
く
ま
で
も
読
者
の
視
線
の
み
を
忠
実
に
な

ぞ
り
返
す
こ
と
に
よ

っ
て
、
逆
に
実
体
を
失
っ
て
い
く
作
中
作
家

の
n
陥
没
u

そ
れ
自
体
を
描
き
き
ろ
う
と
し
た
も
の
と
い
え
る
だ

ろ
う
」
と
す
る
山
崎
正
純
(
「
反
転
す
る

〈
私
〉
小
説
」

(「転
形
期

の
太
宰
治
」
洋
々
社
平
山
・

1
)
ゃ
っ
太
宰
治
u

と
は
、
作
中

小
説
家
/
書
簡
宛
先
/
書
簡
群
か
ら
再
構
成
さ
れ
得
る
作
家

(像
)

/
署
名
/
実
体

(論
)
的
な
作
者
、
と
い
っ
た
本
来
異
な
る
水
準

を
貫
く
シ
ニ
フ
イ
ア
ン
と
し
て
、
そ
れ
ら
が
抱
え
る
イ
メ
ー
ジ

・情

報
の
総
体
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
の
松
本
和
也

筑
摩

(
「
パ
ッ
ケ
ー
ジ
ン
グ
さ
れ
る
作
家
情
報
/
成
型
さ
れ
る
作
家
表

象
」
(
「
芸
術
至
上
主
義
文
芸
」
平
日

・日
)
)
等
の
論
は
、

書
簡
に

よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
太
宰
像
が
、
い
わ
ゆ
る

「
太
宰
神
話」

を
作

り
出
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
作
中
の
「
太
宰
治
」

が、

書
き
込
ま
れ
る
こ
と
で
人
間
太
宰
と
の
回
路
を
断
た
れ
た
表

象
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

*
日
小
野
正
文
「
『
虚
構
の
春」

の
構
成
と
背
景
」
と
*
8
山
内
祥
史

に
よ
る
と
、
作
中
で
楢
崎
勤
は
「
相
馬
閏
二
」
、
浅
見
淵
は
「
高
折

茂」
、
小
野
正
文
は

「斎
藤
武
夫
」
と
い
う
仮
名
が
付
さ
れ
て
い
る
。

*
ロ

東

郷

克
美
「
太
宰
治
と
い
う
物
語
」
(
「
迷
羊
の
ゆ
く
え
』
平
8
・

6

翰
林
書
房
)

付
記
引
用
は
筑
摩
書
房
版

「
太
宰
治
全
集
』
(
平
日

・
5

1
1・

5
)

と
本
書
に
拠
る
。
引
用
に
際
し
、
旧
字
は
新
字
に
改
め
た
。
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