
登
場
人
物
と
し
て
の
小
説
家

―
―
『晩
年
』
に
み
る
太
宰
治
の
イ
メ
ー
ジ
戦
略
―
―日■

ガ

一

、

太
宰
治
の
第

一
創
作
集

『
晩
年
』
（砂
子
屋
書
房
、　
一
九
三
六
年
六
月
）

の
巻
頭
作
品

「
葉
」
に
、
「撰
ば
れ
て
あ
る
こ
と
の
／
悦
惚
と
不
安
と
／
二

つ
わ
れ
に
あ
り
」
と
い
う

エ
ピ
グ
ラ
フ
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
周
知
の
よ
う

は
ご
に
わ

も ェ
け
）
わ
ウ
ヽ

エ ヴ
ピ ェ
グ ノレ
″
「
い

も
『鞠

州

工 』
¨

レ 堀
却
縁
審
嘲
い
」
州

記
さ
れ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
と
き
ま
で
わ
た
し
は
こ
の
エ
ピ

グ
ラ
フ
を
太
宰
治
自
身
の
言
葉
で
あ
る
と
勘
違
い
し
て
い
た
。

つ
ま
り
、
わ

た
し
は
こ
の
詩
句
を
み
て
、
太
宰
治
と
い
う
実
在
し
た
小
説
家
の
姿
を
思
い

浮
か
べ
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
自
分
が
こ
の
よ
う
な
勘
違
い
を
し
て
し

ま

っ
た
の
か
は
、
よ
く
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
「
ヴ

エ
ル
レ
エ
ヌ
の
詩
句

は
、
太
宰
の
心
情
を
見
事
に
表
現
し
て
い
て
印
象
的
で
あ
る
」
と
い
う
奥
野

雛
嘲
む
幅
な
袢
端
け
れ
は
劃
疇
破
「
け
は
婢
”
絆
知
続
け
鋼
詢
』
劉
猜
凝
称

藤

ヂ5

彦

と
、
こ
の
エ
ピ
グ
ラ
フ
に
太
宰
治
そ
の
人
の
姿
を
み
て
し
ま
う
の
は
、
ど
う

や
ら
わ
た
し
だ
け
で
は
な
さ
そ
う
だ
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
こ
の
詩
句
は
、
わ

た
し
た
ち
の
知
る
太
宰
治
と
い
う
小
説
家
の
イ
メ
ー
ジ
と

マ
ッ
チ
し
て
い

る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
太
宰
の
故
郷
で
あ
る
青
森
県
五
所
川
原
市
の
芦
野
公
園

に
建
て
ら
れ
て
い
る
文
学
碑
に
も
、
太
宰
自
身
の
言
葉
で
な
い
の
に
、
こ
の

詩
句
が
刻
ま
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

そ
れ
に
し
て
も
不
思
議
な
の
は
、
太
宰
の
作
品
を
読
ん
で
い
る
と
、
ど
う

し
て
わ
た
し
た
ち
は
太
宰
治
そ
の
人
の
こ
と
を

つ
い
思
い
浮
か
べ
て
し
ま
う

の
か
、
と
い
う
こ
と
だ
ｏ
お
そ
ら
く
そ
の
最
大
の
理
由
は
、
わ
た
し
た
ち
が

太
宰
治
と
い
う
小
説
家
の
こ
と
を
知
り
す
ぎ
て
い
て
、
作
品
に
描
か
れ
て
い

る
出
来
事
や
登
場
人
物
の
考
え
が
、
太
宰
の
実
生
活
や
思
想
と

一
致
し
て
い

る
こ
と
を
作
品
を
読
む
以
前
よ
り
先
入
観
と
し
て
知

っ
て
し
ま

っ
て
い
る
か

ら
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば

『
晩
年
』
所
収
の

「
道
化
の
華
」
。
こ
の
作
品
に

描
か
れ
て
い
る
女
性
の
み
死
亡
、
男
性
だ
け
が
助
か
る
と
い
う
心
中
事
件
と

ほ
ぼ
同
様
の
こ
と
を
太
宰
自
身
が
起
こ
し
て
い
る
の
は
、
太
宰
に
あ
る
程
度

登
場
人
物
と
し
て
の
小
説
家
―
―

フ
四
月
「
引
引
綱
ヨ
刊
側
綱
引
利
――
冽
判
町
―Ｉ
Ｈ
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登
場
人
物
と
し
て
の
小
説
家
―
―

『晩
年
』
に
み
る
太
宰
治
の
イ
メ
ー
ジ
戦
略
―
―

詳
し
い
者
な
ら
今
日
誰
し
も
知

っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
作
品
と
実
生
活
と
の

重
な
り
合
い
が
、
前
者
は
後
者
の
反
映
で
あ
る
と
い
う
思
い
込
み
を
わ
た
し

た
ち
に
も
た
ら
し
、
そ
の
結
果
わ
た
し
た
ち
は
太
宰
の
作
品
に
作
者
の
姿
を

思
わ
ず
み
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
東
郷
克
美
が
い
う
よ
う
に
、

「
実
生
活
上
の
深
刻
な
事
実
に
つ
い
て
の
情
報
が
、
テ
ク
ス
ト
を
構
成
す
る

要
素

（物
語
的
切
片
）
と
し
て
利
用
さ
れ
」
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
「
そ
れ
は

否
応
な
し
に

「太
宰
治
」
と
い
う
物
語
に
そ

っ
て
読
ま
れ
、
作
品
か
ら
は
そ

の
物
語
を
背
負

っ
た
太
宰
治
の

「声
」
が
聞
こ
え
る
こ
と
に
な
る
」
と
い
う

仕
掛
け
が
、
太
宰
の
小
説
に
は
施
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
右
の
事
件
は
今
日
で
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
「道
化
の
華
」

が
雑
誌

「
日
本
浪
曼
派
」
に
発
表
さ
れ
た

一
九
二
五
年
当
時
は
果
た
し
て
ど

う
で
あ

っ
た
か
。
東
郷
は

「狂
言
の
神
」
３
東
陽
」

一
九
二
六
年

一
〇
月
）

に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
指
摘
を
行

っ
て
い
る
。

こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
た
と
え
ば

「
道
化
の
華
」

の
背
景
に

な

っ
た
昭
和
五
年
の
事
件
に
つ
い
て
、
作
品
発
表
の
昭
和
十
年
当
時
そ

れ
を
知

っ
て
い
た
も
の
は
ご
く
限
ら
れ
た
関
係
者
だ
け
だ

っ
た
と
思
わ

れ
る
が
、
こ
の
昭
和
十
年
の
鎌
倉
で
の
事
件
は
、
友
人
を
は
じ
め
文
壇

で
も
か
な
り
の
範
囲
に
知
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

東
郷
の
推
測
に
よ
れ
ば
、
「
狂
言
の
神
」
発
表
当
時
、
そ
こ
に
描
か
れ
て

い
る

一
九
三
五
年
の
自
殺
未
遂
事
件
に
つ
い
て
は

「
か
な
り
の
範
囲
に
知
ら

れ
て
い
た
」
が
、
「
道
化
の
華
」
の
背
景
に
な

っ
た
」

一
九
三
〇
年
の
心
中

事
件
に
つ
い
て
は

「
ご
く
限
ら
れ
た
関
係
者
」
に
し
か
知
ら
れ
て
い
な
か

っ

た
。

つ
ま
り
、
「
道
化
の
華
」
発
表
当
時
の
ほ
と
ん
ど
の
読
者
は
、
そ
こ
に

描
か
れ
て
い
る
心
中
事
件
が
太
宰
の
実
体
験
に
基
づ
く
も
の
と
は
知
ら
ず
に

作
品
を
読
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
道
化
の
華
」
は
れ
い
の
情

死
事
件
に
取
材
し
た
も
の
だ
が
、
初
心
で
、
無
心
で
、
素
直
な
も
の
が
、
作

品
を
完
璧
に
し
て
ゐ
る
」
と
い
う

一
九
四

一
年
の
田
辺
茂

一
の
評
に
み
ら
れ

る
よ
う
に
、
そ
れ
が
作
者
自
身
の
実
体
験
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

ほ
ど
な
く
衆
目
の
認
め
る
と
こ
ろ
と
な

っ
て
い
る
。
で
は
、
ど
の
よ
う
に
し

て
こ
の
事
件
は
知
ら
れ
て
い
っ
た
の
か
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
「狂
言
の
神
」

に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
太
宰
自
身
に
よ
る
作
品
内
で
の
自
己
言
及
の
せ
い
で

あ
ろ
う
。

「狂
言
の
神
」
は

「今
は
亡
き
、
畏
友
、
笠
井

一
に
つ
い
て
書
き
記
す
」
と

い
う

一
文
か
ら
始
ま
る
が
、
途
中
で
突
如

「今
は
亡
き
、
畏
友
、
笠
井

一
も

へ
つ
た
く
れ
も
な
し
。
こ
と
ご
と
く
、
私
、
太
宰
治
ひ
と
り
の
身
の
う

へ
で

あ
る
」
と
い
っ
て
語
り
手
で
あ
る

「私
、
太
宰
治
」
が
作
品
内
に
登
場
し
、

身
の
上
話
を
開
始
す
る
。
そ
の
な
か
で
、
昔
の
出
来
事
と
し
て
語
ら
れ
て
い

る
の
が

「有
夫
の
婦
人
と
情
死
を
図

つ
た
」
入
水
事
件
で
あ
る
。
こ
の
作
品

は

一
九
二
七
年
六
月
に
新
潮
社
よ
り
刊
行
さ
れ
た
太
宰
の
第
二
創
作
集

『虚

構
の
街
裡
　
ダ
ス
・
ゲ
マ
イ
ネ
』
に
収
録
。
ま
た
、
こ
の
単
行
本
に
は

「道

化
の
華
」
が
再
録
さ
れ
て
お
り
、
「道
化
の
華
」
「狂
言
の
神
」
に

「虚
構
の

春
」
を
加
え
た
三
篇
で
連
作

「虚
構
の
街
裡
」
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
単
行
本
の
読
者
は
、
「太
宰
治
」
と
い
う
人
物
が
語
り
手
と
し
て
作

品
内
に
登
場
す
る

「
狂
言
の
神
」
を
、
お
そ
ら
く
作
者
太
宰
治
の
実
体
験
と
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し
て
読
む
だ
ろ
う
。
す
る
と
当
然
、
読
者
た
ち
は
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
心

中
事
件
を
太
宰
の
実
体
験
と
し
て
読
む
で
あ
ろ
う
し
、
「道
化
の
華
」
に
描

か
れ
た
大
庭
葉
蔵
の
心
中
事
件
も
ま
た
実
際
に
太
宰
が
起
こ
し
た
事
件
と
捉

え
る
に
違
い
な
い
。
あ
る
作
品
が
別
の
作
品
の
真
実
性
を
ほ
の
め
か
し
た

り
、
補
足
説
明
し
た
り
す
る
の
が
太
宰
作
品
の
特
色
の
ひ
と

つ
で
あ
る
が
、

ま
さ
に
こ
う
し
た
事
態
が

「道
化
の
華
」
と

「狂
言
の
神
」
の
間
で
起
き
て

い
る
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、　
一
九
二
〇
年
に
太
宰
が
起
こ
し
た
心
中
事
件
は
、
「道
化
の

華
」
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
投
身
に
よ
る
も
の
で
も
、
「
狂
言
の
神
」
に

描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
入
水
に
よ
る
も
の
で
も
な
く
、
服
薬
に
よ
る
も
の

だ

っ
た
こ
と
が
今
日
明
ら
か
と
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
昭
和
四
十
年
ま

で
の
太
宰
治
研
究
文
献
の
ほ
と
ん
ど
」
が

「
江
の
島
袖
が
浦
に
投
身
」
と
し

て
い
た
の
は
、
そ
れ
ま
で
の
年
譜
や
評
伝
が

「太
宰
治
の
小
説
か
ら
類
推
し
」

て
作
成
さ
れ
て
き
た
た
め
だ
。
こ
の
こ
と
は
、
太
宰
自
身
に
よ
る
作
品
内
で

の
言
及
が

一
九
二
〇
年
の
心
中
事
件
を
広
め
た
こ
と
を
端
的
三
裏
づ
け
て
い

る
だ
ろ
う
。

今
日
、
わ
た
し
た
ち
は
実
在
し
た
太
宰
治
と
い
う
小
説
家
の
こ
と
を
熟
知

し
て
い
る
と
思
い
込
ん
で
し
ま

っ
て
い
る
。
太
宰
の
作
品
を
読
ん
で
い
る
と

つ
い
作
者
太
宰
治
そ
の
人
の
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
て
し
ま
う
最
大
の
理
由

は
、
そ
こ
に
こ
そ
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
わ
た
し
た
ち
が
よ
く
知

っ

て
い
る
と
思
い
込
ん
で
い
る
太
宰
治
の
姿
は
、
太
宰
治
と
い
う
小
説
家
に
実

際
に
会

っ
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
太
宰
に
関
す
る
文
章
や
そ

の
作
品
か
ら
類
推
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
わ
た
し
た
ち

が
頭
の
な
か
に
思
い
描
い
て
い
る
作
家
像
は
、
太
宰
治
と
い
う
小
説
家
の
実

像
と
必
ず
し
も

一
致
し
て
い
な
い
こ
と
を
、
ま
ず
十
分
意
識
し
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。二

、

と
こ
ろ
で
、
先
に
取
り
上
げ
た

「道
化
の
華
」
と

「狂
言
の
神
」
に
は
、

心
中
事
件
が
作
品
の
な
か
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
以
外
に
、
ふ
た
つ
の
共
通

点
が
あ
る
。
ひ
と

つ
は

「私
」
や

「僕
」
と
い
っ
た

一
人
称
の
人
物
が
作
品

の
途
中
で
小
説
の
な
か
に
突
然
登
場
す
る
と
い
う
こ
と
。
も
う
ひ
と

つ
は
、

そ
の

一
人
称
の
人
物
が
小
説
家
で
あ
り
、
今
ま
さ
に
読
者
が
読
ん
で
い
る
そ

の
小
説
を
書
い
て
い
る
設
定
に
な

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。

先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
「
狂
言
の
神
」
に
は
語
り
手

「
私
、
太
宰
治
」

が
作
品
の
途
中
よ
り
登
場
す
る
が
、
も
と
も
と
彼
は

「
日
本
の
或
る
老
大
家

の
文
体
を
そ
つ
く
り
そ
の
ま
ま
借
り
て
来
て
、
私
、
太
宰
治
を
語
ら
せ
て
や

ろ
う
と
企
て
」
て
お
り
、
「
そ
の
老
大
家
の
手
記
こ
そ
は
、
こ
の

「
狂
言
の

神
」
と
い
ふ

一
篇
の
小
説
に
仕
上
る
し
く
み
に
な

つ
て
ゐ
た
」
。

つ
ま
り
、

「
私
、
太
宰
治
」
は

「
狂
言
の
神
」
と
い
う
作
品
の
執
筆
を
途
中
で
放
棄
し

て
し
ま

っ
た

（と
い
い
な
が
ら
、
こ
の
作
品
を
書
き
続
け
て
い
る
）
小
説
家

で
あ
る
。　
一
方
、
「道
化
の
華
」
に
は
大
庭
葉
蔵
の
物
語
を
記
述
す
る

「僕
」

な
る
人
物
が
た
び
た
び
登
場
す
る
。
「僕
」
は
、
「
も
し
、
あ
す
に
で
も
ひ
よ

つ
く
り
死
ん
だ
と
き
、
あ
い
つ
は

「私
」
を
主
人
公
に
し
な
け
れ
ば
、
小
説

登
場
人
物
と
し
て
の
小
説
家
―
―

『晩
年
』
に
み
る
太
宰
治
の
イ
メ
ー
ジ
戦
略
―
―
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登
場
人
物
と
し
て
の
小
説
家
―
―

『晩
年
』
に
み
る
太
宰
治
の
イ
メ
ー
ジ
戦
略
―
―

を
書
け
な
か

つ
た
、
と
し
た
り
顔
し
て
述
懐
す
る
奇
妙
な
男
が
出
て
来
な
い

と
も
限
ら
ぬ
」
の
で
、
大
庭
葉
蔵
と
い
う
人
物
を
設
定
し
て
小
説
を
書
い
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
大
庭
葉
蔵
と
い
う
人
物
を
書
き
な
が
ら
、
実
は

「
大
庭
葉
蔵
に
つ
い
て
の
物
語
を
書
い
て
い
る

「僕
」
と
い
う
作
家
の
自
意

識
を
書
」
い
て
い
る
の
が
、
「道
化
の
華
」
と
い
う
作
品
だ
。

作
品
の
な
か
に

一
人
称
の
人
物
が
登
場
す
る
こ
と
、
し
か
も
そ
の
人
物
が

小
説
家
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
作
品
を
書
い
た
作
者
太
宰
治
を
た
だ
ち

に
わ
た
し
た
ち
に
連
想
さ
せ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
わ
た
し
た
ち
は
小
説

の
語
り
手
で
あ
る

「僕
」
や

「私
」
を
、
作
品
を
書
い
た
太
宰
治
と
い
う
小

説
家
と

つ
い
同

一
視
し
が
ち
で
あ
る
。
「
道
化
の
華
」
に
対
す
る

「私
と
い

ふ
作
者
自
身
を
作
中
に
飛
び
出
さ
せ
た
り
し
て
野
放
図
に
書
い
て
ゐ
る
」
、

「
作
者
ま
で
が
い
い
気
に
な

つ
て
、
独
断
や
諧
謹
を
弄
し
て
ゐ
る
が
、
こ
れ

は
作
品
を
高
め
る
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
低
さ
を
明
瞭
り
さ
せ
る
に
役
立
て
る
ば

か
り
で
あ
る
」
（傍
点
原
文
）
な
ど
の
同
時
代
評
は
、
明
ら
か
に
両
者
を
混

同
し
て
し
ま

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
道
化
の
華
」
を
書
い
て
い
る

「
僕
」

は
、
曾
根
博
義
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に

「大
庭
葉
蔵
に
つ
い
て
の
物
語
を

書
い
て
い
る
当
の
作
者
の
自
称
」
に
過
ぎ
ず
、
「
道
化
の
華
」
と
い
う
作
品

全
体
の
作
者
太
宰
治
で
は
な
い
」
。
「狂
言
の
神
」
の
場
合
も
、　
一
九
二
〇
年

の
心
中
事
件
が
実
際
は
服
薬
に
よ
る
も
の
な
の
に
作
品
で
は
入
水
と
さ
れ
て

い
た
よ
う
に
、
語
り
手
で
あ
る

「私
、
太
宰
治
」
と
作
者
太
宰
治
と
の
間
に

は
ず
れ
が
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
作
品
の
語
り
手
で
あ
る

「
私
」
や

「僕
」
と
作
者
太
宰
治
を
わ
た
し
た
ち
が

つ
い
混
同
じ
が
ち
な
の
は
、
作
者

太
宰
治
が
小
説
家
を
語
り
手
と
し
て
用
意
周
到
に
作
品
の
な
か
に
登
場
さ

せ
、
時
に
そ
の
語
り
手
を

「太
宰
治
」
と
名
づ
け
て
い
る
た
め
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

「
道
化
の
華
」
「
狂
言
の
神
」
に
限
ら
ず
、
太
宰
の
作
品
に
小
説
家
が
登
場

す
る
こ
と
は
多
い
。
先
に
わ
た
し
は
、
あ
る
作
品
が
別
の
作
品
の
真
実
性
を

ほ
の
め
か
し
た
り
、
補
足
説
明
し
た
り
す
る
の
が
太
宰
作
品
の
特
徴
で
あ
る

と
述
べ
た
が
、
作
品

へ
の
小
説
家
の
登
場
頻
度
の
高
さ
も
ま
た
太
宰
作
品
の

特
色
の
ひ
と

つ
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
、
「
道
化
の
華
」
が
収
録
さ
れ
て
い

る

『晩
年
』
で
確
認
し
て
み
た
い
。

『
晩
年
』
に
は
、
全

一
五
作
品
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
渡
部
芳
紀
に
よ
れ

ば
、
「
こ
れ
ら
十
五
作
品
は
、
漠
然
と
配
列
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
」
く
、

自
己
紹
介
が
試
み
ら
れ
た

「葉
」
「
思
ひ
出
」
の
冒
頭
二
作
品
、
芸
術
家
と

し
て
生
き
て
い
く
所
信
表
明
が
行
わ
れ
て
い
る
巻
末
の

「
め
く
ら
草
紙
」
、

お
よ
び
そ
の
間
に
位
置
す
る

「魚
服
記
」
か
ら

「陰
火
」
ま
で
の

一
二
作
品

に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
中
間
の

一
二
作
品
は

「
「道
化
の
華
」

を
境
に
し
て
二

つ
に
分
け
ら
れ
」
、
「
道
化
の
華
」
は

「
そ
の
前
の
オ
ー
ソ

ド

ッ
ク
ス
な
小
説
群
と
そ
の
あ
と
の
前
衛
的
な
実
験
小
説
群
の
間
に
あ

っ

て
、
両
者
の
特
色
を
兼
ね
備
え
」
た
作
品
と
な

っ
て
い
る
。

こ
の
作
品
集
に
お
い
て
、　
一
人
称
の
使
用
と
小
説
家
の
登
場
に
つ
い
て
調

べ
て
み
た
。
そ
の
結
果
を
ま
と
め
た
の
が

【
資
料
】
で
あ
る
。
す
る
と
、

『
晩
年
』
収
録
作
品
中
、
三
分
の
二
に
あ
た
る

一
〇
作
品
に
小
説
家
が
登
場

し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
特
に
注
目
し
た
い
の
が
、
『
晩
年
』
の
本
体
と
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【資
料
】
太
宰
治

『晩
年
』
に
お
け
る

一
人
称
の

使
用
と
小
説
家
の
登
場

＊

「葉
」
に
つ
い
て
は

「私
」
「僕
」
と
明
示
し

て
あ
る
場
合
の
み
、
〓

人
称
」
２

人
称
小

説
か
、
三
人
称
小
説
か
）
の
項
目
を

「○
」

と
し
た
。

＊

「彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」
の
よ
う
に
、
「僕
」

「
私
」
が
小
説
家
で
は
な
く
、
三
人
称
の
人

物
が
小
説
家
で
あ
る
場
合
も
、
「小
説
家
」
（小

説
に
小
説
家
が
登
場
す
る
か
、
し
な
い
か
）

の
項
目
を

「○
」
と
し
た
。

登
場
人
物
と
し
て
の
小
説
家
―
―

『晩
年
』
に
み
る
太
宰
治
の
イ
メ
ー
ジ
戦
略
―
―

計卸「“ぃはち好泄
　一　Ю　一　】

抹
，
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廻
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×
　
一　
×
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せ
死
ぬ
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だ
　
　
　
一　
×
　
一　
×
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誕
生

紙
の
鶴

水
車

尼
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玩
具 喧

嘩
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郎
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二
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不
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ク
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蝶
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冠
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逗
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島

地
球
図
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思
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登
場
人
物
と
し
て
の
小
説
家
―
―

『晩
年
』
に
み
る
太
宰
治
の
イ
メ
ー
ジ
戦
略
―
―

も
い
う
べ
き
中
間
部

一
二
作
品
の
う
ち
、
「
道
化
の
華
」
以
降
の
作
品
す
べ

て
に
小
説
家
が
登
場
す
る
と
い
う
点
だ
。
な
か
に
は

「猿
面
冠
者
」
の
よ
う

に
三
人
称
形
式
の
作
品
に
小
説
家
が
登
場
す
る
ケ
ー
ス
や
、
「彼
は
昔
の
彼

な
ら
ず
」
の
よ
う
に
物
語
そ
の
も
の
は

一
人
称
で
語
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、

そ
の

一
人
称
と
は
異
な
る
人
物
が
小
説
家
の
場
合
も
あ
る
。
ま
た
、
「逆
行
」

や

「
ロ
マ
ネ
ス
ク
」
の
よ
う
に
、
い
く

つ
か
の
断
片
を
組
み
合
わ
せ
た
作
品

の

一
部
に
の
み
小
説
家
が
出
て
く
る
ケ
ー
ス
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か

し
、
小
説
家
が
作
中
に
登
場
す
る
と
い
う
点
で
は
い
ず
れ
の
作
品
も
共
通
し

て
お
り
、
そ
の
小
説
家
は

一
人
称
の
人
物
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。

な
ぜ
太
宰
は
こ
の
よ
う
に

「道
化
の
華
」
以
降
の
作
品
に
頻
繁
に
小
説
家

を
登
場
さ
せ
た
の
か
。
そ
の
こ
と
に
関
し
て
、
東
郷
克
美
は
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

「道
化
の
華
」
以
降
に
配
置
さ
れ
て
い
る
諸
作
の
方
法
は
、
実
験
的
で

あ
り
前
衛
的
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
共
通
す
る
の
は
、
自
我
の
虚
妄
性
と

自
意
識
の
混
乱
を
、
い
さ
さ
か
い
か
が
わ
し
い
同
型
の
複
数
の
人
物
を

合
わ
せ
鏡
の
よ
う
に
し
て
描
く
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
ロ
マ
ネ
ス
ク

な
物
語

へ
の
志
向
と
そ
の
形
式
の
破
砕
を
通
し
て
書
か
れ
た
、
小
説
の

小
説
、
あ
る
い
は
小
説
家
小
説
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
、
書
く
意
識
そ

の
も
の
を
追
求
す
る
こ
と
で
あ
る
。
書
く
主
体
と
し
て
の

「私
」
も
含

め
て
、
こ
の
時
期
の
太
宰
治
の
関
心
は
、
も

っ
ぱ
ら
変
幻
す
る

「私
」

の
表
現
に
向
け
ら
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

「小
説
の
小
説
、
あ
る
い
は
小
説
家
小
説
」
の
執
筆
に
よ
る

「書
く
意
識
そ

の
も
の
」
の
追
求
。
確
か
に
、
『晩
年
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る

「道
化
の
華
」

以
降
の
作
品
群
に
は
、
書
く
こ
と
に
対
す
る
執
拗
な
言
及
が
み
ら
れ
る
。
た

と
え
ば
、
そ
の

「道
化
の
華
」
の

一
節
。

僕
は
な
ぜ
小
説
を
書
く
の
だ
ら
う
。
新
進
作
家
と
し
て
の
栄
光
が
ほ

し
い
の
か
。
も
し
く
は
金
が
ほ
し
い
の
か
。
芝
居
気
を
抜
き
に
し
て
答

へ
ろ
。
ど

つ
ち
も
ほ
し
い
と
。
ほ
し
く
て
な
ら
ぬ
と
。
あ
あ
、
僕
は
ま

だ
し
ら
じ
ら
し
い
嘘
を
吐
い
て
ゐ
る
。
こ
の
や
う
な
嘘
に
は
、
ひ
と
は

う

つ
か
り
ひ
つ
か
か
る
。
嘘
の
う
ち
で
も
卑
劣
な
嘘
だ
。
僕
は
な
ぜ
小

説
を
書
く
の
だ
ら
う
。
困

つ
た
こ
と
を
言
ひ
だ
し
た
も
の
だ
。
仕
方
が

な
い
。
思
は
せ
ぶ
り
み
た
い
で
い
や
で
は
あ
る
が
、
仮
に

一
言
こ
た
へ

て
置
か
う
。
「復
讐
。
」

「
僕
は
な
ぜ
小
説
を
書
く
の
だ
ら
う
」
と
い
う
疑
間
に
対
し
て

「
僕
」
が

「
復
讐
」
と
答
え
る
こ
と
は
興
味
深
い
が
、
今
は
間
わ
な
い
。
と
り
あ
え
ず

こ
こ
で
は
、
小
説
を
書
き
な
が
ら
そ
れ
を
書
く
意
味
を

「僕
」
が
み
つ
け
だ

そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
け
ば
十
分
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を

通
じ
て
太
宰
が

「書
く
主
体
と
し
て
の

「私
Ｌ

を
み

つ
め
よ
う
と
し
て
い

る
の
は
、
東
郷
の
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る
。

た
だ
、
右
の
指
摘
で
気
に
な
る
の
は
、
そ
の

「私
」
が
書
い
た
も
の
を
読

む
読
者
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
点
だ
。
東
郷
の
い
う
よ

う
に
、
確
か
に

「
こ
の
時
期

の
太
宰
の
関
心
は
、
も

っ
ぱ
ら
変
幻
す
る

「私
」
の
表
現
」
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
「私
」

と
い
う
存
在
は
他
者
と
の
関
係
の
な
か
で
し
か
発
見
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
は
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ず
だ
。
そ
の
他
者
と
は
、
太
宰
に
と

っ
て
は
ま
ず
誰
よ
り
も
読
者
で
あ

っ
た

の
で
は
な
い
か
。

太
宰
が
過
剰
な
ま
で
に
読
者
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
、
そ
の
作
品
が
何

よ
り
も
示
し
て
い
る
。
奥
野
健
男
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

今
度
も
う

一
度
太
宰
治
全
集
を
読
み
返
し
て
見
て
、
ぼ
く
は
彼
の
作

品
形
式
―
―
文
体
と
発
想
が
、
通
常
の
小
説
か
ら
著
し
い
偏
り
を
示
し

て
い
る
こ
と
に
改
め
て
気
付
か
さ
れ
た
。
そ
れ
は
太
宰
の
小
説
の
ほ
と

ん
ど
は
読
者
に
直
接
語
り
か
け
る
か
た
ち
を
と

っ
て
い
る
こ
と
だ
。
彼

の
姿
勢
は
た
え
ず
読
者
の
方
を
向
い
て
い
る
の
だ
。
片
時
も
読
者
の
反

応
か
ら
注
意
を
そ
ら
す
こ
と
が
な
い
。

つ
ま
り
太
宰
治
の
小
説
の
九
割

以
上
は
説
話
体
の
形
式
で
書
か
れ
て
い
る
の
だ
。

太
宰
の
姿
勢
が

「
た
え
ず
読
者
の
方
を
向
い
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
。
と

す
れ
ば
、
太
宰
が
頻
繁
に
行

っ
た
み
ず
か
ら
の
作
品
に
小
説
家
を
登
場
さ
せ

る
と
い
う
行
為
に
も
、
読
者
の
眼
が
当
然
意
識
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
で

は
、　
一
体
何
の
た
め
に
太
宰
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
行

っ
た
の
か
。
こ
こ
で

思
い
出
し
た
い
の
が
、　
一
九
三
〇
年
の
心
中
事
件
を
例
に
以
前
に
述
べ
た
、

小
説
家
で
あ
る
語
り
手
と
作
者
太
宰
治
と
の
間
に
は
ず
れ
が
あ
る
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
ケ
ー
ス
で
、
ど
う
し
て
太
宰
が
実
際
に
は
服
薬
に
よ
る

の
に
作
品
で
は
投
身
や
入
水
に
よ
る
心
中
と
し
た
か
は
、
よ
く
分
か
ら
な

い
。
そ
の

一
方
で
確
実
な
の
は
、
理
由
は
ど
う
あ
れ
、
太
宰
が
こ
こ
で
み
ず

か
ら
の
経
歴
を
詐
称
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
情
報
操
作
を
行

っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
だ
。
も
ち
ろ
ん
小
説
で
あ
る
以
上
、
そ
の
な
か
に
事
実
と
異
な
る
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
て
も

一
向
に
構
わ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
を
よ
じ
と
す
る

と
、
今
度
は
太
宰
が
み
ず
か
ら
の
作
品
に
小
説
家
を
登
場
さ
せ
た
り
、
時
に

語
り
手
を

「私
、
太
宰
治
」
と
し
た
理
由
が
分
か
ら
な
く
な

っ
て
し
ま
う
。

太
宰
が
読
者
を
過
剰
な
ま
で
に
意
識
し
た
作
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。　
一

方
、
作
品
に
登
場
す
る
小
説
家
と
作
者
太
宰
治
を
混
同
さ
せ
る
よ
う
な
書
き

方
を
し
な
が
ら
、
実
際
に
は
両
者
の
間
に
ず
れ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。
こ
れ

ら
の
こ
と
か
ら
は
、
作
品
を
読
む
人
た
ち
か
ら
こ
う
み
ら
れ
た
い
と
い
う
太

宰
の
願
望
が
浮
か
び
上
が

っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

作
品
に
小
説
家
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
で
、
そ
の
小
説
家
と
は
す
な
わ
ち
作

品
を
執
筆
し
た
作
者
の
こ
と
で
あ
る
と
多
く
の
読
者
は
錯
覚
し
て
し
ま
う
だ

ろ
う
。
太
宰
は
そ
の
こ
と
を
考
慮
し
た
上
で
、
読
者
か
ら
こ
う
み
ら
れ
た
い

と
い
う
理
想
的
な
自
己
像
を
、
み
ず
か
ら
の
作
品
に
登
場
す
る
小
説
家
に
投

影
さ
せ
て
作
品
を
描
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

つ
ま
り
、
太
宰
が
み
ず
か

ら
の
作
品
に
小
説
家
を
頻
繁
に
登
場
さ
せ
た
の
は
、
理
想
的
な
自
己
像
を
読

者
の
意
識
に
植
え

つ
け
る
た
め
の
戦
略
だ

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
現
実
の
自
分
と
は
異
な
る
理
想
的
な
自
己
像
を
演
じ
る
こ
と
こ

そ
ま
さ
し
く
、
太
宰
の

「道
化
」
と
い
う
方
法
で
あ

っ
た
。
「道
化
の
華
」

に
次
の
よ
う
な
箇
所
が
あ
る
。

「大
失
敗
。
知

つ
て
ゐ
た
の
か
。
」

小
菅
は
口
を
大
き
く
あ
け
て
、
葉
蔵

ヘ
ロ
く
ば
せ
し
た
。
二
人
は
、

思
ひ
き
り
声
を
た
て
て
笑
ひ
崩
れ
た
。
彼
等
は
、
し
ば
し
ば
こ
の
や
う

な
道
化
を
演
ず
る
。
ト
ラ
ン
プ
し
な
い
か
、
と
小
菅
が
言
ひ
出
す
と
、

登
場
人
物
と
し
て
の
小
説
家
―
―

『晩
年
』
に
み
る
太
宰
治
の
イ
メ
ー
ジ
戦
略
―
―
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登
場
人
物
と
し
て
の
小
説
家
―
―

『晩
年
』
に
み
る
太
宰
治
の
イ
メ
ー
ジ
戦
略
―
―

も
は
や
葉
蔵
も
飛
騨
も
そ
の
か
く
さ
れ
た
も
く
ろ
み
を
の
み
こ
む
の

だ
。
幕
切
れ
ま
で
の
あ
ら
す
ぢ
を
ち
や
ん
と
心
得
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

彼
等
は
天
然
の
美
し
い
舞
台
装
置
を
見

つ
け
る
と
、
な
ぜ
か
芝
居
を
し

た
が
る
の
だ
。
そ
れ
は
、
紀
念
の
意
味
か
も
知
れ
な
い
。

こ
の
小
説
の
登
場
人
物
た
ち
は
し
ば
し
ば
本
当
の
自
分
を
隠
し
て

「
道

化
」
を
演
じ
、
気
取
る
。
何
の
た
め
に
気
取
る
の
か
。
そ
れ
は
、
人
か
ら
好

意
を
持
た
れ
た
い
、
よ
く
み
ら
れ
た
い
か
ら
で
あ
る
。

小
菅
が
こ
の
休
暇
中
、
ふ
る
さ
と
の
ま
ち
か
ら
三
里
ほ
ど
離
れ
た
山
の

な
か
の
或
る
名
高
い
温
泉
場

ヘ
ス
キ
イ
を
し
に
行
き
、
そ
こ
の
宿
屋
に

一
泊
し
た
。
深
夜
、
厠

へ
行
く
途
中
、
廊
下
で
同
宿
の
わ
か
い
女
と
す

れ
ち
が

つ
た
。
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
大
事
件

な
の
だ
。
小
菅
に
し
て
み
れ
ば
、
鳥
渡
す
れ
ち
が

つ
た
だ
け
で
も
、
そ

の
女
の
ひ
と
に
お
の
れ
の
た
だ
な
ら
ぬ
好
印
象
を
与

へ
て
や
ら
な
け
れ

ば
気
が
す
ま
ぬ
の
で
あ
る
。
別
に
ど
う
し
よ
う
と
い
ふ
あ
て
も
な
い
の

だ
が
、
そ
の
す
れ
ち
が

つ
た
瞬
間
に
、
彼
は
い
の
ち
を
打
ち
こ
ん
で
ポ

オ
ズ
を
作
る
。
人
生

へ
本
気
に
な
に
か
期
待
を
も

つ
。
そ
の
女
の
ひ
と

と
の
あ
ら
ゆ
る
経
緯
を
瞬
間
の
う
ち
に
考

へ
め
ぐ
ら
し
、
胸
の
は
り
さ

け
る
思
ひ
を
す
る
。
彼
等
は
、
そ
の
や
う
な
息
づ
ま
る
瞬
間
を
、
少
く

と
も

一
日
に
い
ち
ど
は
経
験
す
る
。
だ
か
ら
彼
等
は
油
断
を
し
な
い
。

ひ
と
り
で
ゐ
る
と
き
に
で
も
、
お
の
れ
の
姿
勢
を
飾

つ
て
ゐ
る
。

右
の
引
用
に
み
ら
れ
る

「好
印
象
を
与

へ
」
る
た
め
の

「
ポ
オ
ズ
」
、
気

取
り
こ
そ
、
「道
化
」
の
内
実
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
太
宰
は
み
ず
か
ら
の
作

品
に
小
説
家
を
頻
繁
に
登
場
さ
せ
る
こ
と
で
、
理
想
的
な
自
己
像
を
読
者
に

植
え

つ
け
よ
う
と
し
た
。
と
す
れ
ば
、
「
道
化
」
を
演
じ
て
い
る
の
は
作
品

の
登
場
人
物
た
ち
ば
か
り
で
な
い
。
そ
の
登
場
人
物
た
ち
の
物
語
を
記
述
す

る
太
宰
自
身
も
ま
た
、
読
者
を
前
に

「道
化
」
を
演
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一二
、

作
品
に
小
説
家
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
理
想
的
な
自
己
像
を
読
者

の
意
識
に
植
え

つ
け
よ
う
と
い
う
太
宰
の
戦
略
。
し
か
し
、
「道
化
の
華
」

に
限

っ
て
い
え
ば
、
作
者
太
宰
治
の
実
体
験
は
小
説
家
で
あ
る
語
り
手

「僕
」

よ
り
も
大
庭
葉
蔵
に
こ
そ
反
映
さ
れ
て
い
る
の
は
、
葉
蔵
が
起
こ
し
た
心
中

事
件
よ
り
明
ら
か
だ
。
葉
蔵
は
画
家
で
あ

っ
て
、
小
説
家
で
は
な
い
。
と
す

れ
ば
、
理
想
的
な
自
己
像
を
読
者
に
植
え

つ
け
る
た
め
の
太
宰
の
方
法
と

は
、
作
品
中
に
小
説
家
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
大
庭
葉
蔵

を
自
分
と
似
た
人
物
に
仕
立
て
上
げ
る
こ
と
だ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

確
か
に
、
葉
蔵
に
は
作
者
太
宰
治
と
重
な
る
部
分
が
多
く
み
ら
れ
る
。
し

た
が

っ
て
、
読
者
は
語
り
手

「僕
」
よ
り
む
し
ろ
大
庭
葉
蔵
に
こ
そ
太
宰
治

そ
の
人
の
姿
を
み
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
、
語
り
手

「僕
」
と
葉
蔵
と
の
近
し
い
距
離
だ
。
先
に
触
れ
た
よ
う

に
、
「
も
し
、
あ
す
に
で
も
ひ
よ

つ
く
り
死
ん
だ
と
き
、
あ
い
つ
は

「私
」

を
主
人
公
に
し
な
け
れ
ば
、
小
説
を
書
け
な
か

つ
た
、
と
し
た
り
顔
し
て
述

懐
す
る
奇
妙
な
男
が
出
て
来
な
い
と
も
限
ら
ぬ
」
の
で
、
大
庭
葉
蔵
と
い
う

人
物
を
設
定
し
て

「僕
」
が
書
い
て
い
る
の
が

「道
化
の
華
」
と
い
う
作
品
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で
あ
る
。
「僕
」
は

「
こ
の
春
、
「私
」
と
い
ふ
主
人
公
の
小
説
を
書
い
た
ば

か
り
だ
か
ら
三
度

つ
づ
け
る
の
が
お
も
は
ゆ
い
」
と
も
い
っ
て
い
る
。
本
当

は

「私
」
を
主
人
公
に
し
た
い
の
に
、
周
囲
を
気
に
し
て
あ
え
て

「私
」
を

主
人
公
に
し
な
い
こ
と
。
こ
の
こ
と
が
示
し
て
い
る
の
は
、
安
藤
宏
が
い
う

よ
う
に

ズ
葉
蔵
〉
の
体
験
は
実
は
語
り
手
の
実
体
験
で
も
あ
る
ら
し
い
と

い
う
事
実
」
（傍
点
原
文
）
だ
。

つ
ま
り
、
語
り
手

「僕
」
と
葉
蔵
と
の
区

別
は
、
「道
化
の
華
」
に
お
い
て
は
き
わ
め
て
曖
味
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

Ｚり
。ま

た
、
作
品
中
の

「葉
蔵
と
小
菅
と
飛
騨
と
、
そ
れ
か
ら
僕
と
四
人
か
か

つ
て
せ

つ
か
く
よ
い
工
合
ひ
に
も
り
あ
げ
た
、

い
つ
ぷ
う
変

つ
た
雰
囲
気

も
、
こ
の
二
人
の
お
と
な
の
た
め
に
、
見
る
か
げ
も
な
く
萎
え
し
な
び
た
」
、

「
こ
の
小
説
を
書
き
な
が
ら
僕
は
、
葉
蔵
を
救
ひ
た
か

つ
た
」
と
い
う
記
述

に
つ
い
て
、
鳥
居
邦
朗
は

「葉
蔵
と

「僕
」
と
の
決
定
的
な
癒
着
の
相
が
見

ら
れ
る
」
と
指
摘
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「僕
」
は
葉
蔵
を
救
う
た
め
に
小
説
を
書
い
た
の
で
あ
り
、
お
そ
ら
く

葉
蔵
の
救
済
は
す
な
わ
ち

「僕
」
の
救
済
と
な
る
も
の
で
あ

っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
さ
か
の
ば

っ
て
い
え
ば

「僕
」
の
苦
悩
は
す
な
わ
ち
葉
蔵
の

苦
悩
か
ら
生
じ
た
も
の
だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
本
来
語
り
手
は
、
登
場

人
物
と
同
じ
苦
悩
を
持

つ
は
ず
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
を
持
た
な
い

こ
と
が
む
し
ろ
語
り
手
で
あ
る
こ
と
の
条
件
で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ

の

「僕
」
は
、
む
し
ろ
葉
蔵
の
苦
悩
を
わ
が
苦
悩
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら

出
発
し
た
。
そ
し
て
そ
の
小
説
の
失
敗
す
な
わ
ち
救
済
の
失
敗
は
、

「
僕
」
を
荒
涼

の
中
に
沈
め
る
と
と
も
に
、
葉
蔵

の
と
こ
ろ
に
ま
で

一戻
っ
て
い
っ
て
葉
蔵
を
も
同
じ
荒
涼
の
中
に
沈
め
た
と
い
う
こ
と
に
な

Ｚ
Ｏ
。

葉
蔵
の
苦
悩
は

「僕
」
の
苦
悩
で
あ
り
、
葉
蔵
の
救
済
は

「僕
」
自
身
の

救
済
に
つ
な
が

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

つ
ま
り
、
葉
蔵
と
は

「僕
」
自
身

に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
両
者
の
不
可
分
な
関
係
を
み
て

い
る
う
ち
に
、
小
説
家
で
あ
る
語
り
手

「僕
」
、
あ
る
い
は
大
庭
葉
蔵
を
作

者
太
宰
と
重
ね
合
わ
せ
て
い
た
読
者
は
、
も
う

一
方
の
人
物
に
も
作
者
太
宰

の
姿
を
見
出
す
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
僕
」
と
葉
蔵
の
区
別

が
曖
昧
に
さ
れ
る
こ
と
で
、
小
説
家
で
あ
る
語
り
手

「僕
」
＝
大
庭
葉
蔵
＝

作
者
太
宰
治
の
混
同
が
読
者
に
起
こ
る
の
だ
。

そ
の
よ
う
な
な
か
か
ら
、
太
宰
治
と
い
う
作
家
の
イ
メ
ー
ジ
が
形
成
さ
れ

て
い
く
。
そ
の
イ
メ
ー
ジ
こ
そ
、
太
宰
が
読
者
に
求
め
て
い
た
も
の
で
は
な

か

っ
た
か
。

つ
ま
り
、
小
説
家
で
あ
る
語
り
手

「僕
」
と
大
庭
葉
蔵
の
区
別

を
曖
味
に
す
る
こ
と
で
太
宰
が
期
し
て
い
た
の
は
、
葉
蔵
す
な
わ
ち

「僕
」

の
苦
悩
を
小
説
家
で
あ
る
み
ず
か
ら
の
苦
悩
と
し
て
読
者
に
イ
メ
ー
ジ
さ
せ

る
こ
と
だ

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
も
、
「
道
化
の
華
」
に
お
い
て
は
虚
構
の
世
界
と
作
品
内
現
実
の
世

界
の
区
別
も
ま
た
用
意
周
到
に
曖
昧
に
さ
れ
て
い
る
。
「
僕
」
は
、
先
に
も

引
用
し
た

「葉
蔵
と
小
菅
と
飛
騨
と
、
そ
れ
か
ら
僕
と
四
人
か
か

つ
て
せ

つ

か
く
よ
い
工
合
ひ
に
も
り
あ
げ
た
、
い
つ
ぷ
う
変

つ
た
雰
囲
気
も
、
こ
の
二

人
の
お
と
な
の
た
め
に
、
見
る
か
げ
も
な
く
萎
え
し
な
び
た
」
と
い
う
自
分

登
場
人
物
と
し
て
の
小
説
家
―
―

『晩
年
』
に
み
る
太
宰
治
の
イ
メ
ー
ジ
戦
略
―
―
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登
場
人
物
と
し
て
の
小
説
家
―
―

『晩
年
』
に
み
る
太
宰
治
の
イ
メ
ー
ジ
戦
略
―
―

自
身
の
記
述
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

許
し
て
呉
れ
―
　
嘘
だ
。
と
ぼ
け
た
の
だ
。
み
ん
な
僕
の
わ
ざ
と
し

た
こ
と
な
の
だ
。
書
い
て
ゐ
る
う
ち
に
、
そ
の
、
雰
囲
気
の
ロ
マ
ン
ス

な
ぞ
と
い
ふ
こ
と
が
気
は
づ
か
し
く
な

つ
て
来
て
、
僕
が
わ
ざ
と
ぶ
ち

こ
は
し
た
ま
で
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
（中
略
）

な
に
も
か
も
さ
ら
け
出
す
。
ほ
ん
た
う
は
、
僕
は
こ
の
小
説
の

一
駒

一
前
の
描
写
の
間
に
、
僕
と
い
ふ
男
の
顔
を
出
さ
せ
て
、
言
は
で
も
の

こ
と
を
ひ
と
く
さ
り
述
べ
さ
せ
た
の
に
も
、
ず
る
い
考

へ
が
あ

つ
て
の

こ
と
な
の
だ
。
僕
は
、
そ
れ
を
読
者
に
気
づ
か
せ
ず
に
、
あ
の
僕
で
も

つ
て
、
こ
つ
そ
り
特
異
な
ニ
ユ
ア
ン
ス
を
作
品
に
も
り
た
か

つ
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
日
本
に
ま
だ
な
い
ハ
イ
カ
ラ
な
作
風
で
あ
る
と
自
惚
れ

て
ゐ
た
。
し
か
し
、
敗
北
し
た
。
い
や
、
僕
は
こ
の
敗
北
の
告
白
を

も
、
こ
の
小
説
の
プ
ラ
ン
の
な
か
に
か
ぞ
へ
て
ゐ
た
筈
で
あ
る
。
で
き

れ
ば
僕
は
、
も
す
こ
し
あ
と
で
そ
れ
を
言
ひ
た
か

つ
た
。
い
や
、
こ
の

言
葉
を
さ
へ
、
僕
は
は
じ
め
か
ら
用
意
し
て
ゐ
た
や
う
な
気
が
す
る
。

あ
あ
、
も
う
僕
を
信
ず
る
な
。
僕
の
言
ふ
こ
と
を
ひ
と
こ
と
も
信
ず
る

な
。

「僕
」
は
自
分
の
作
意
に
つ
い
て
述
べ
る
が
、
そ
れ
を

「嘘
だ
」
と
ひ
っ
く

り
返
し
、
「
な
に
も
か
も
さ
ら
け
出
す
」
と
い
っ
て
自
分
の

「
ほ
ん
た
う
」

の
ね
ら
い
お
よ
び
そ
の
計
画
が
失
敗
し
た
こ
と
を
語
る
。
し
か
し
、
そ
の
発

言
も

「
い
や
、
こ
の
一一一口葉
を
さ
へ
、
僕
は
は
じ
め
か
ら
用
意
し
て
ゐ
た
や
う

な
気
が
す
る
」
と
否
定
し
て
、
最
終
的
に
は

「
あ
あ
、
も
う
僕
を
信
ず
る

な
。
僕
の
言
ふ
こ
と
を
ひ
と
こ
と
も
信
ず
る
な
」
と
い
い
放

つ
。

「
僕
の
言
ふ
こ
と
を
ひ
と
こ
と
も
信
ず
る
な
」
と
い
う
言
葉
は
、
「僕
」
の

発
言
が
嘘
で
あ
る
と
同
時
に
、
こ
れ
ま
で

「僕
」
の
書
い
て
き
た
大
庭
葉
蔵

た
ち
の
物
語
も
ま
た
虚
構
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

こ
の
言
葉
を
わ
た
し
た
ち
は
信
じ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
。
こ
の
一一一口葉

通
り
に

「僕
」
の
発
言
や

「
僕
」
が
書
い
た
葉
蔵
た
ち
の
物
語
を
虚
構
と
捉

え
る
と
、
わ
た
し
た
ち
は

「信
ず
る
な
」
と
い
わ
れ
て
い
た
の
に

「僕
」
の

言
葉
を
信
じ
た
こ
と
に
な
る
。
逆
に
、
こ
の
言
葉
を
信
じ
な
い
と
な
る
と
、

わ
た
し
た
ち
は

「僕
」
の
発
言
や

「僕
」
が
書
い
た
葉
蔵
た
ち
の
物
語
を
嘘

で
は
な
く
、
真
実
の
物
語
と
理
解
し
た
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
。
「
ク
レ
タ

人
は
嘘

つ
き
だ
」
と
い
う
有
名
な
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
あ
る
が
、
「
僕
の
言
ふ

こ
と
を
ひ
と
こ
と
も
信
ず
る
な
」
と
い
う
言
葉
は
ま
さ
し
く
こ
の
ケ
ー
ス
に

当
た

っ
て
い
る
。

こ
の

一
言
に
よ
っ
て
、
読
者
は
ど
こ
ま
で
が
作
品
内
現
実
で
、
ど
こ
か
ら

が
虚
構
か
分
か
ら
な
く
な

っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
作
品
内
現
実

と
虚
構
の
境
界
の
不
明
確
さ
が
、
小
説
を
書
い
て
い
る

「僕
」
と
葉
蔵
と
の

曖
昧
な
区
別
と
相
倹

っ
て
、
実
は
虚
構
の
存
在
で
し
か
な
い
大
庭
葉
蔵
や

「
僕
」
を
作
者
太
宰
治
そ
の
人
で
あ
る
か
の
よ
う
に
読
者
に
錯
覚
さ
せ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
上
太
宰
は
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
あ
る
作
品
が
別
の
作
品
の
真
実

性
を
ほ
の
め
か
し
た
り
、
補
足
説
明
し
た
り
す
る
と
い
う
仕
掛
け
を
み
ず
か

ら
の
作
品
に
組
み
込
ん
で
い
た
。
そ
の
こ
と
も
ま
た
、
作
品
の
登
場
人
物
や
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語
り
手
が
作
者
太
宰
治
で
あ
る
と
読
者
に
錯
覚
さ
せ
る
の
に

一
役
買

っ
て
い

る
と
わ
た
し
は
思
う
。
以
前
そ
の
こ
と
に
言
及
し
た
際
に
は

「道
化
の
華
」

と

「狂
言
の
神
」
に
描
か
れ
て
い
る
心
中
事
件
を
取
り
上
げ
た
が
、
こ
こ
で

は
別
の
例
と
し
て

『晩
年
』
に
お
け
る

「妻
」
に
関
す
る
記
述
を
み
て
み
た

い
。『

晩
年
』
収
録
作
品
に
は
、
「
妻
の
教
育
に
、
ま
る
三
年
を
費
や
し
た
」

「
葉
し
、
「妻
が
も

つ
と
才
能
の
あ
る
女
で
あ

つ
た
な
ら
ば
、
私
は
ま
だ
し

も
気
楽
な
の
で
あ
る
が
」
翁
列
車
し
、
「妻
は
、
ま

へ
に
も
仮
定
し
て
置
い

た
や
う
に
、
い
や
し
い
育
ち
の
女
で
あ
る
か
ら
、
ま
づ
無
学
だ
と
推
測
で
き

る
」
つ
猿
面
冠
者
し
、
「老
人
の
、
ひ
と
の
よ
い
無
学
で
は
あ
る
が
利
巧
な
、

若
く
美
し
い
妻
」
つ
逆
行
し
、
「無
学
の
妻
は
、
果
し
て
お
び
え
た
」
翁
陰

火
」
）
と
い
う
よ
う
に
、
「無
学
の
妻
」
が
繰
り
返
し
描
か
れ
て
い
る
。
な
か

で
も
注
目
し
た
い
の
は
、
最
後
に
引
用
し
た

「陰
火
」
だ
。
「無
学
の
妻
」

が
お
び
え
て
い
る
の
は
、
彼
女
が

「処
女
で
な
い
」
の
を
三
年
間
知
ら
ず
に

過
ご
し
た

「
お
れ
」
に
よ
る

「
こ
の
小
説
と
と
も
に
百
年
の
ち
ま
で
嘘

つ
き

と
し
て
世
に
う
た
は
れ
る
で
あ
ら
う
」
と
い
う
脅
し
の
せ
い
で
あ
る
が
、
こ

れ
に
関
連
す
る
記
述
が

「道
化
の
華
」
に
あ
る
。

み
づ
か
ら
を
現
実
主
義
者
と
称
し
て
ゐ
る
人
は
言
ふ
か
も
知
れ
ぬ
。
こ

の
四
日
間
は
ポ
ン
チ
に
満
ち
て
ゐ
た
と
。
そ
れ
な
ら
ば
答

へ
よ
う
。
お

の
れ
の
原
稿
が
、
編
輯
者
の
机
の
う
へ
で
お
ほ
か
た
土
瓶
敷
の
役
目
を

し
て
く
れ
た
ら
し
く
、
黒
い
大
き
な
焼
跡
を

つ
け
ら
れ
て
送
り
返
さ
れ

た
こ
と
も
ポ
ン
チ
。
お
の
れ
の
妻
の
く
ら
い
過
去
を
せ
め
、　
〓
暑
一
憂

し
た
こ
と
も
ポ
ン
チ
。
質
屋
の
暖
簾
を
く
ぐ
る
の
に
、
そ
れ
で
も
襟
元

を
掻
き
合
せ
、
お
の
れ
の
お
ち
ぶ
れ
を
見
せ
ま
い
と
風
采
た
だ
し
た
こ

と
も
ポ
ン
チ
。
僕
た
ち
自
身
、
ポ
ン
チ
の
生
活
を
送

つ
て
ゐ
る
。

右
の
引
用
は
、
鶴
谷
憲
三
に
よ
れ
ば

「僕
」
が

「津
島
修
治
の
側

へ
急
傾

斜
し
て
い
る
」
場
面
で
あ
る
が
、
津
島
修
治
す
な
わ
ち
太
宰
治
の
経
歴
や
実

生
活
を
知
ら
な
く
と
も
、
「処
女
で
な
い
妻
」
「無
学
な
妻
」
が
作
品
の
垣
根

を
越
え
て
繰
り
返
し
て
出
て
く
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
作
品
の
背
後
に
実
体

的
、
統

一
的
な
存
在
が
い
る
こ
と
を
読
者
に
感
じ
さ
せ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
実

体
的
、
統

一
的
な
存
在
と
し
て
小
説
の
作
者
、
す
な
わ
ち
太
宰
治
を
連
想
す

る
の
は
ご
く
自
然
な
こ
と
だ
。

つ
ま
り
、
あ
る
作
品
が
別
の
作
品
と
関
連
づ

け
ら
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
読
者
は
そ
れ
ら
を
記
述
す
る
作
者
の
存
在
を
強

く
意
識
す
る
よ
う
に
な

っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

作
者
を
意
識
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
作
品
の
登
場
人
物
や
語
り
手
が
作
者
太

宰
治
で
あ
る
と
い
う
錯
覚
は
起
こ
り
や
す
く
な

っ
て
い
く
。
と
す
れ
ば
、
あ

る
作
品
が
別
の
作
品
の
真
実
性
を
ほ
の
め
か
し
た
り
、
補
足
説
明
し
た
り
す

る
と
い
う
仕
掛
け
も
ま
た
、
作
品

へ
の
小
説
家
の
登
場
と
同
じ
よ
う
に
、
理

想
的
な
自
己
像
を
読
者
の
意
識
に
植
え

つ
け
よ
う
と
い
う
太
宰
の
戦
略
と
少

な
か
ら
ず
関
わ
り
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

四
、

太
宰
の
作
品
を
読
ん
で
い
る
と
、
ど
う
し
て
わ
た
し
た
ち
は
太
宰
治
そ
の

人
の
こ
と
を

つ
い
思
い
浮
か
べ
て
し
ま
う
の
か
。
そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の

登
場
人
物
と
し
て
の
小
説
家
―
―

『晩
年
』
に
み
る
太
宰
治
の
イ
メ
ー
ジ
戦
略
―
―
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登
場
人
物
と
し
て
の
小
説
家
―
―

『晩
年
』
に
み
る
太
宰
治
の
イ
メ
ー
ジ
戦
略
―
―

も
と
、
『
晩
年
』
収
録
作
品
、
な
か
で
も

「道
化
の
華
」
を
中
心
に
考
察
を

重
ね
て
き
た
。
そ
こ
か
ら
み
え
て
き
た
の
は
、
作
品
に
何
重
に
も
張
り
巡
ら

さ
れ
た
、
語
り
手
や
登
場
人
物
が
作
者
太
宰
治
で
あ
る
と
読
者
に
錯
覚
さ
せ

る
た
め
の
仕
掛
け
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
像
と
は
必
ず
し
も
同

じ
で
は
な
い
み
ず
か
ら
の
イ
メ
ー
ジ
を
読
者
に
植
え

つ
け
よ
う
と
し
た
の

が
、
太
宰
治
と
い
う
小
説
家
だ
。

あ
ら
た
め
て
思
う
の
は
、
日
本
近
代
文
学
に
お
い
て
太
宰
ほ
ど
み
ず
か
ら

の
み
ら
れ
方
に
意
識
的
な
小
説
家
は
い
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
第

一
創
作
集

『晩
年
』
の
造

本
に
は
太
宰
の
意
向
が
強
く
反
映
し
て
い
る
。
巻
頭
に
は
太
宰
の
口
絵
写
真

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
太
宰
自
身
の
意
向
で
あ

っ
た
こ
と
は

山
崎
剛
平
や
檀

一
雄
の
証
言
が
あ
る
。
『
晩
年
』
を
読
ん
で
い
る
と
、
い
つ

も
こ
の
太
宰
の
顔
写
真
が
脳
裏
に
浮
か
ん
で
く
る
。
し
か
し
、
「
見
給

へ
、

こ
の
書
物
の
巻
頭
の
、
君
の
写
真
の
、
い
つ
た
い
ど
こ
に
君
が
ゐ
る
と
い
ふ

の
か
」
と
今
官

一
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
写
真
に
は
作
者
太
宰
治
は

ど
こ
に
も
い
な
い
。
そ
こ
に
い
る
の
は
、
太
宰
の
戦
略
に
よ
っ
て
読
者
の
意

識
に
植
え

つ
け
ら
れ
た
、
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の

「太
宰
治
」
な
の
で
あ
る
。

六
六
年
四
月
、　
三
二
五
頁
。

（
３
）
　

渡
部
芳
紀

「
テ
ク
ス
ト
評
釈

「
葉
Ｌ

『
太
宰
治
　
心
の
王
者
』
洋
々

社
、　
一
九
八
四
年
五
月
、
五
三
―
五
四
頁
。

（４
）
　

東
郷
克
美

「太
宰
治
と
い
う
物
語
―
―

「作
中
人
物
的
作
家
」
の
方
法

―
―
」
『
太
宰
治
と
い
う
物
語
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇

一
年
三
月
、
九
九

頁
。

（５
）
　

同
右
、
九
八
頁
。

（６
）
　

田
辺
茂

一
「
凡
俗
の
美
―
―
太
宰
治
の
印
象
―
―
」
『憾
輌
』
昭
森
社
、

一
九
四

一
年
六
月
、
九
頁
。

（７
）
　

長
篠
康

一
郎

「鎌
倉
腰
越
事
件
」
、
『太
宰
治
大
事
典
』
勉
誠
出
版
、
二

〇
〇
五
年

一
月
、
八
四
頁
。

（８
）
　

曾
根
博
義

「
「虚
構
の
街
往
」
論
―
―

「
道
化
の
華
」
の
方
法
を
中
心

に
―
―
」
、
『
一
冊
の
講
座
　
太
宰
治
』
有
精
堂
出
版
、　
一
九
八
三
年
三

月
、
七

一
頁
。

（９
）
　

青
柳
優

「同
人
雑
誌
作
品
評
」
、
「早
稲
田
文
学
」
第
二
巻
第
六
号
、
早

稲
田
文
学
社
、　
一
九
三
五
年
六
月
、　
一
八
四
頁
。

（１０
）
　

荒
木
魏

「最
近
の
同
人
雑
誌
の
中
か
ら
」
、
「文
学
評
論
」
第
二
巻
第
八

号
、
ナ
ウ
カ
社
、　
一
九
二
五
年
七
月
、
三
二
六
頁
。

（１１
）
　

曾
根
博
義
、
前
掲
文

（８
）、
七

一
頁
。

（‐２
）
　

渡
部
芳
紀

「「晩
年
」
試
論
―
―

「道
化
の
華
」
を
中
心
に
「
―
」
、
前

掲
書

（３
）、　
一
〇
五
頁
。

（‐３
）
　

同
右
、　
一
〇
六
頁
。

（
・４
）
　

東
郷
克
美

「小
説
の
小
説
―
―

「晩
年
」
の
実
験
２
１
１
」
、
前
掲
書

（４
）、
七
五
頁
。

（・５
）
　

奥
野
健
男

「太
宰
治
再
説
」
、
前
掲
書

（２
）
、
二
四
五
頁
。

1注
（
２

）

関
井
光
男

「解
題
」
、
『太
宰
治
仝
集
』
第
二
巻
、
筑
摩
書
房
、　
一
九
九

八
年
五
月
、
五
四
〇
頁
。

奥
野
健
男

「全
作
品
解
説
」
『太
宰
治
論
　
決
定
版
』
春
秋
社
、　
一
九
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（‐６
）
　

安
藤
宏

「太
宰
治

「道
化
の
華
」
論
」
、
「上
智
大
学
国
文
学
科
紀
要
」

第
八
号
、
上
智
大
学
国
文
学
科
、　
一
九
九

一
年

一
月
、
五
五
頁
。

（・７
）
　

鳥
居
邦
朗

「『虚
構
の
紡
往
』

「僕
」
の
位
置
」
『太
宰
治
論
　
作
品
か

ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
』
雁
書
館
、　
一
九
八
二
年
九
月
、
九
〇
頁
。

（・８
）
　

同
右
、
同
頁
。

（
・９
）
　

鶴
谷
憲
三

「
「道
化
の
華
」
の
構
造
―
―

〈僕
〉
の
位
相
に
つ
い
て
の

試
み
―
―
」
『
太
宰
治
論
　
充
溢
と
欠
如
』
有
精
堂
出
版
、　
一
九
九
五
年

八
月
、　
一
一
一
頁
。

（２０
）
　

山
崎
剛
平

「
『
晩
年
』
最
初
」
『
若
き
日
の
作
家
―
―
砂
子
屋
書
一房
記

―
―
』
砂
子
屋
書
一房
、　
一
九
八
四
年
二
月
、
七
〇
頁
、
お
よ
び
檀

一
雄

『小
説
太
宰
治
』
六
興
出
版
社
、　
一
九
四
九
年

一
一
月
、
九
〇
頁
を
参
照
。

（２．
）
　

今
官

一
「「晩
年
」
に
贈
る
詞
」
『
わ
が
友
太
宰
治
』
津
軽
董
房
、　
一
九

九
二
年
六
月
、　
一
一
頁
。

※
太
宰
治
の
作
品
は
す
べ
て

『太
宰
治
全
集
』
第
二
巻

（筑
摩
書
房
、　
一
九
九

八
年
五
月
）
を
本
文
と
し
た
。
引
用
に
際
し
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
あ
ら
た

め
、
ル
ビ
は
省
略
し
た
。

登
場
人
物
と
し
て
の
小
説
家
―
‐‐当
晩
年
』
に
み
る
太
宰
治
の
イ
メ
ー
ジ
戦
略
―
―
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