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三
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（

 
昭
和
十
四
、
五
年
の
、
い
わ
ゆ
る
申
期
前
半
の
太
宰
治
に
は
、
白
樺
派
の
作

家
た
ち
に
言
及
し
て
い
る
い
く
つ
か
の
文
章
が
あ
る
。
そ
の
典
型
的
な
例
は
、

志
賀
直
哉
の
眼
の
確
か
さ
を
語
っ
て
い
る
「
美
少
女
」
 
（
『
月
刊
文
章
」
昭
1
4

・
1
0
）
で
あ
り
、
 
「
卑
屈
の
素
直
な
肯
定
の
中
か
ら
、
前
例
の
な
い
見
事
な
花

の
咲
く
こ
と
を
」
 
（
傍
点
太
宰
）
願
っ
て
い
る
と
い
う
、
長
与
善
郎
の
時
評
へ

反
駁
し
た
「
自
信
の
無
さ
」
 
（
『
東
京
朝
日
新
聞
」
夕
刊
、
昭
1
5
・
6
・
2
）

で
あ
る
。

 
こ
の
時
期
、
こ
う
し
た
言
及
が
日
常
の
場
に
お
い
て
も
な
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
伝
え
る
も
の
に
、
戸
石
泰
一
の
「
青
春
」
 
（
『
太
宰
治
研
究
』
筑
摩
書
房
、

昭
3
8
・
5
）
と
い
う
回
想
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
作
家
と
し
て
の
自
ら
の

姿
勢
を
、
太
宰
治
は
武
者
小
路
実
篤
の
そ
れ
と
対
比
し
つ
つ
次
の
よ
う
に
語
っ

た
と
い
う
。

 
 
 
我
々
が
や
ろ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
第
二
の
白
樺
運
動
で
す
よ
。
…
…

 
 
武
者
小
路
は
大
き
い
け
れ
ど
、
鉛
の
河
さ
。
鉛
だ
か
ら
底
の
砂
や
小
石
の

 
 
と
こ
ろ
は
、
こ
す
ら
な
い
。
デ
コ
ボ
コ
が
あ
っ
た
っ
て
、
わ
か
り
や
し
ね

 
 
え
。
俺
は
、
水
の
河
だ
よ
。
く
ま
な
く
ゆ
き
と
ど
く
。
 
（
傍
点
鶴
谷
、
以

 
 
下
こ
と
わ
り
な
い
限
り
同
様
と
す
る
。
）

 
こ
の
太
宰
の
口
調
に
は
、
武
者
小
路
ひ
い
て
は
白
樺
派
の
作
家
に
対
す
る
理

解
と
反
擾
と
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
太
宰
は
武
者
小
路
の
「
大
き
」
さ
を
必
ず

し
も
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
思
う
に
そ
れ
は
、
佐
藤
春
夫
や
葛
西
善
導
と

共
に
白
樺
派
の
作
家
た
ち
を
「
い
ま
日
本
に
於
い
て
、
多
少
と
も
ウ
ー
ル
・
シ

ュ
タ
ン
ド
に
近
き
文
士
」
 
（
「
ダ
ス
・
ゲ
マ
イ
ネ
に
就
い
て
」
）
と
評
す
る
心

性
と
関
わ
り
が
あ
ろ
う
。
創
作
に
専
念
す
る
態
度
の
純
粋
さ
と
い
う
点
で
は
、

羨
望
に
も
似
た
念
を
太
宰
は
抱
き
続
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

 
し
か
し
な
が
ら
、
理
解
を
超
え
て
な
お
あ
ま
り
あ
る
の
は
、
自
ら
の
創
作
態

度
や
そ
の
世
界
へ
の
、
作
家
と
し
て
の
自
信
を
、
太
宰
が
基
本
的
に
は
失
わ
な

か
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
武
者
小
路
を
強
固
で
容
易
に
は
変
化
し
な
い

「
鉛
の
河
」
に
喩
え
た
太
宰
は
、
わ
が
身
を
「
水
の
河
」
に
準
え
て
い
る
。
一

見
弱
弱
し
く
、
か
つ
、
器
に
よ
っ
て
そ
の
形
が
変
化
す
る
「
水
の
河
」
は
そ
の

反
面
、
柔
軟
で
あ
り
、
微
細
な
点
に
ま
で
分
け
入
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
繊

細
さ
を
有
し
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
後
者
の
方
が
作
家
と
し
て
正
統
で

あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
「
第
二
の
白
樺
運
動
」
と
は
こ
の
太
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宰
の
自
負
を
逆
説
的
に
語
っ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

 
理
解
と
そ
れ
に
勝
る
反
艘
と
い
う
こ
こ
で
の
構
図
が
ベ
ー
ル
を
完
全
に
取
り

捨
て
、
顔
立
ち
を
あ
ら
わ
に
す
渇
の
は
敗
戦
後
で
あ
っ
て
、
対
志
賀
直
哉
と
い

う
問
題
に
且
ハ
体
的
に
は
収
敏
さ
れ
る
。
直
哉
の
文
学
が
正
統
的
な
文
学
で
あ
る

と
い
う
「
常
識
」
に
対
し
て
、
 
「
邪
道
」
、
 
「
正
大
関
ぢ
や
な
く
て
張
出
し
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
1

と
言
う
座
談
会
で
の
発
言
や
、
 
「
如
是
我
聞
」
 
（
『
新
潮
」
昭
2
3
・
3
～
7
）

で
の
直
哉
へ
の
糾
弾
が
そ
の
こ
と
を
明
臼
に
物
語
っ
て
い
よ
う
。

 
こ
の
問
題
に
関
し
て
、
太
宰
と
直
哉
と
を
分
か
つ
も
の
は
「
旅
芸
人
の
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
2

「
自
意
識
」
・
「
心
」
の
有
無
と
す
る
吉
本
隆
明
氏
の
発
言
が
あ
る
。
こ
の
見

解
に
付
言
す
べ
き
何
も
の
を
も
持
た
な
い
が
、
こ
の
小
稿
で
は
、
太
宰
の
発
言

に
即
し
つ
つ
、
そ
の
内
実
を
よ
り
具
体
的
に
明
ち
め
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

そ
の
手
掛
か
り
と
し
て
、
直
哉
の
「
小
僧
の
神
様
」
を
視
点
、
人
称
と
い
う
軸

か
ら
ま
ず
検
討
す
る
。
こ
の
作
品
に
は
、
太
宰
の
批
判
の
矛
先
が
最
も
鋭
く
、

か
つ
本
質
的
に
と
ど
い
て
お
り
、
ま
た
、
こ
の
解
明
に
あ
た
っ
て
は
作
品
の

「
語
り
」
の
構
造
が
不
可
欠
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
い
で
、
批
判
す

る
太
宰
の
様
態
を
「
斜
陽
」
 
（
『
新
潮
』
昭
2
2
・
7
～
1
0
）
と
「
人
間
失
格
」

（
『
展
望
』
昭
2
3
・
6
～
8
）
と
の
間
に
位
置
す
る
幾
つ
か
の
短
篇
と
を
視
野

に
入
れ
て
浮
き
彫
り
に
し
た
い
。
と
り
わ
け
、
後
述
す
る
如
く
、
あ
た
か
も

「
小
僧
の
神
様
」
を
意
識
し
て
書
か
れ
た
か
に
思
え
る
「
美
男
子
と
煙
草
」

（
『
日
本
小
説
」
昭
2
3
・
3
）
と
を
中
心
に
据
え
た
い
。

 
こ
う
し
た
検
討
を
通
じ
て
、
太
宰
の
文
学
性
の
一
端
な
り
と
も
際
立
た
せ
た

い
の
で
あ
る
。

（二）

 
「
小
僧
の
神
様
」
 
（
「
白
樺
」
大
9
・
1
）
の
「
視
点
」
は
通
説
で
は
次
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
3

よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

 
 
 
こ
の
作
に
は
二
つ
の
視
点
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
仙

 
 
吉
の
視
点
と
A
の
視
点
で
あ
っ
て
、
作
者
は
交
互
に
そ
れ
ぞ
れ
の
側
に
立

 
 
ち
な
が
ら
、
話
を
展
開
し
て
行
く
。

 
全
十
章
よ
り
な
る
こ
の
作
品
の
う
ち
、
一
、
二
、
六
、
八
、
十
の
五
章
が
小
、

僧
の
仙
吉
の
視
点
で
あ
り
、
三
～
五
、
七
、
九
の
五
章
が
貴
族
院
議
員
A
の
視

点
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
形
式
上
で
は
等
価
と
み
え
る
こ
の
作
中
人
物
の
比
重

は
、
実
際
に
は
A
が
圧
倒
的
な
大
き
さ
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
は
「
仙
吉
は
A

を
知
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
A
は
仙
吉
を
認
め
た
。
」
と
い
う
、
偶
然
を
重
要

な
因
子
に
す
る
こ
の
作
の
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
然
か
ら
し
む
と
こ
ろ
で
あ
ろ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
4

う
。
 
「
慣
行
的
で
あ
り
、
偏
重
心
的
」
■
な
「
交
替
法
」
と
評
さ
れ
る
所
似
で
あ

る
。 

問
題
と
す
べ
き
は
「
交
互
に
そ
れ
ぞ
れ
の
側
に
立
ち
」
 
「
話
を
展
開
」
さ
せ

る
と
い
う
「
作
者
」
の
内
実
で
あ
る
。
例
え
ば
、
次
の
引
用
は
、
仙
吉
の
視
点

で
あ
る
六
章
と
、
A
の
視
点
で
あ
る
五
章
か
ら
任
意
に
切
り
と
っ
た
一
文
で
あ

る
。 

 
A
 
或
使
宿
の
前
ま
で
来
る
と
、
客
は
仙
吉
を
待
た
せ
て
中
へ
入
っ
て
行

 
 
 
つ
た
。

 
 
A
 
A
は
先
日
御
馳
走
出
来
な
か
っ
た
代
り
、
今
日
何
処
か
で
小
僧
に
御

 
 
 
馳
走
し
て
や
ら
う
と
考
へ
た
。

 
両
者
が
同
一
の
場
面
へ
登
場
し
て
く
る
場
合
、
A
が
す
べ
て
を
み
と
お
す
こ
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と
が
出
来
る
高
み
に
位
置
し
て
い
る
の
に
対
し
、
仙
吉
は
そ
の
余
地
は
閉
ざ
さ

れ
、
あ
た
か
も
A
の
操
り
人
形
の
感
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
先
に
見
た
如
く
、
小

説
の
設
定
上
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
 
「
客
」
と
「
小

僧
」
と
い
う
役
割
さ
え
明
白
に
な
れ
ば
こ
と
足
り
る
の
で
あ
っ
て
、
二
人
の
間

に
対
等
な
関
係
を
望
む
の
は
、
な
い
も
の
ね
だ
り
と
言
っ
て
い
い
。
両
者
の
こ

う
し
た
知
覚
・
意
識
に
ほ
ぼ
よ
り
そ
い
な
が
ら
作
者
が
い
る
こ
と
は
一
目
瞭
然

と
し
て
い
る
。

 
そ
れ
で
は
、
次
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
B
は
仙
吉
の
視
点
と
さ
れ
る

八
章
か
ら
で
あ
り
、
B
は
A
の
視
点
と
さ
れ
る
五
章
か
ら
で
あ
る
。

 
 
B
 
番
頭
達
が
其
虫
屋
の
噂
を
す
る
や
う
に
、
A
や
B
も
そ
ん
な
噂
を
す

 
 
 
る
事
は
仙
吉
の
頭
で
は
想
像
出
来
な
か
っ
た
。

 
 
B
 
そ
し
て
当
日
彼
は
偶
然
神
田
の
仙
吉
の
居
る
店
へ
や
っ
て
来
た
。
仙

 
 
 
吉
は
A
を
知
ら
な
か
っ
た
。
然
し
A
の
方
は
仙
吉
を
認
め
た
。

 
仙
吉
に
と
っ
て
客
が
A
で
あ
ろ
う
が
C
で
あ
ろ
う
が
問
題
と
は
な
ら
ず
、
A

に
と
っ
て
も
こ
と
は
同
様
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
両
者
に
と
っ
て
、
お
互
の

人
格
性
・
固
有
性
は
必
要
で
は
な
く
、
い
わ
ば
「
類
」
と
し
て
恩
恵
を
ほ
ど
こ

す
、
ほ
ど
こ
さ
れ
る
関
係
だ
け
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。

 
同
じ
視
点
と
さ
れ
な
が
ら
A
と
B
、
A
と
B
と
の
差
異
は
何
な
の
か
。
こ
こ

に
は
質
の
決
定
的
な
違
い
を
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
A
、
A
が
作
中
人
物
の
知

覚
・
意
識
に
ほ
ぼ
立
つ
も
の
と
し
た
な
ら
ば
、
B
、
B
の
場
合
は
、
こ
の
物
語

の
進
行
を
統
べ
て
い
る
語
り
手
の
そ
れ
が
顕
在
化
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。

 
さ
ら
に
ま
た
、
こ
れ
ら
と
も
微
妙
に
質
が
異
な
る
文
も
こ
の
作
品
に
は
あ

る
。
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C
 
兎
に
角
あ
の
客
は
只
者
で
は
な
い
と
云
ふ
風
に
段
々
考
へ
ら
れ
て
来

 
 
 
た
。
自
分
が
屋
台
鮨
屋
で
恥
を
か
い
た
事
も
、
番
頭
達
が
あ
の
鮨
屋
の

 
 
 
噂
を
し
て
み
た
事
も
、
そ
の
上
第
一
自
分
の
心
の
中
ま
で
見
透
し
て
あ

 
 
 
ん
な
に
充
分
、
御
馳
走
を
し
て
呉
れ
た
。
 
 
 
 
 
 
 
（
八
章
）

 
 
α
 
距
は
変
に
淋
し
い
気
が
し
た
。
酔
介
は
先
の
日
小
僧
の
気
の
毒
な
様

 
 
 
子
を
見
て
、
心
か
ら
同
情
し
た
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
七
章
）

 
C
、
C
は
そ
れ
ぞ
れ
の
内
面
を
独
白
す
る
条
の
文
で
あ
る
。
語
り
手
の
存
在

を
ほ
と
ん
ど
感
じ
さ
せ
な
い
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
は
作
品
世
界
だ
け
が
前

面
に
浮
か
び
あ
が
っ
て
き
て
い
る
。

 
小
説
の
語
り
の
基
準
を
、
作
中
人
物
に
反
映
す
る
物
語
り
状
況
、
局
外
の

．
「
全
知
の
」
語
り
手
に
よ
る
物
語
り
状
況
、
 
「
私
」
の
語
る
物
語
り
状
況
の
、

三
層
に
み
る
評
家
に
F
・
シ
ュ
タ
ン
ツ
エ
ル
が
い
る
。
そ
の
上
で
シ
ュ
タ
ン
ッ

エ
ル
は
、
こ
の
動
態
化
の
必
要
を
以
下
の
よ
う
に
強
調
す
る
。
 
「
あ
る
小
説
の

《
物
語
り
状
況
》
は
、
間
断
な
く
、
つ
ま
り
章
ご
と
あ
る
い
は
段
落
ご
と
に
、

変
わ
っ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
か
ら
」
 
「
小
説
の
冒
頭
か
ら
結
末
ま
で
《
物
語
り

状
況
》
の
刻
々
の
変
化
、
推
移
、
重
層
に
も
、
終
始
格
別
の
注
意
を
払
う
必
要

 
 
 
 
注
5

が
あ
る
。
」
と
。

 
先
に
見
た
如
く
、
 
「
小
僧
の
神
様
」
は
こ
う
し
た
観
点
で
と
ら
え
直
す
時
、

そ
の
世
界
の
語
り
の
層
が
判
然
と
す
る
。
シ
ュ
タ
ン
ツ
エ
ル
の
三
層
と
は
、
こ

の
作
品
に
即
せ
ぱ
、
以
下
の
よ
う
に
要
約
で
き
よ
う
。
一
つ
は
、
語
り
手
が
作

中
人
物
に
よ
り
そ
い
、
そ
の
意
識
や
知
覚
と
ほ
ぼ
わ
か
ち
が
た
く
結
び
着
い
て

叙
述
を
統
べ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
一
人
称
に
限
り
な
く
近
い
三
人
称
で
あ
っ

て
、
A
、
A
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
一
つ
は
、
作
中
人
物
か
ら
語
り
手
が
明
確
に

距
離
を
置
き
、
叙
述
を
客
観
的
に
統
べ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
三
人
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称
客
観
小
説
の
ス
タ
イ
ル
で
、
B
、
B
が
こ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
残
る
一
つ

は
、
作
中
人
物
の
意
識
・
知
覚
に
語
り
手
が
完
全
に
溶
け
合
い
、
そ
の
内
面
の

叙
述
を
統
べ
る
場
合
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
一
人
称
の
ス
タ
柔
ル
で
あ
っ
て
、

C
、
C
が
こ
れ
で
あ
る
。

 
こ
う
し
た
三
層
に
加
え
て
、
こ
の
作
品
に
は
「
作
者
は
此
塵
で
筆
を
暫
く
事

に
す
る
。
実
は
小
僧
が
「
あ
の
客
」
の
本
体
を
確
か
め
た
い
要
求
か
ら
」
と
い

う
付
加
さ
れ
た
層
も
あ
る
。
こ
れ
ま
で
語
り
手
は
作
中
世
界
と
は
距
離
の
違
い

こ
そ
あ
れ
、
奥
に
潜
む
も
の
で
あ
っ
た
の
が
、
末
尾
の
部
分
に
至
っ
て
そ
の
姿

を
誇
示
す
る
か
の
如
く
作
品
世
界
に
登
場
し
て
く
る
。
 
「
作
者
」
と
称
す
る
背

景
に
は
、
読
者
に
対
す
る
強
い
意
識
が
前
提
と
な
ろ
う
が
、
む
し
ろ
直
哉
の
場

合
、
叙
述
を
統
べ
る
自
己
意
識
に
そ
れ
は
向
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
と
言
う
の
も
、
読
者
を
断
ち
切
る
強
さ
が
直
哉
に
は
顕
著
で
あ
る
か
ら
で

あ
る
。

 
 
 
大
衆
を
目
標
に
し
て
、
仕
事
を
す
る
事
は
自
分
に
は
出
来
な
い
。
己
れ

 
 
を
一
人
高
く
す
る
と
い
ふ
態
度
は
不
愉
快
で
あ
り
、
い
や
な
趣
味
で
あ
る

 
 
が
、
現
在
の
大
衆
に
迎
合
す
る
や
う
な
意
識
を
多
少
で
も
持
つ
た
仕
事
は

 
 
娯
楽
に
は
な
っ
て
も
、
仕
事
に
は
な
ら
な
い
。
 
 
 
（
「
創
作
余
談
」
）

 
 
 
読
者
を
楽
し
ま
す
と
い
ふ
事
も
一
つ
か
も
知
れ
な
い
が
、
小
説
家
は
芸

 
 
者
や
業
間
で
は
な
い
か
ら
、
読
者
に
媚
び
る
の
は
よ
く
な
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
ジ
イ
ド
全
集
」
推
薦
」
）

 
こ
の
部
分
は
、
先
の
三
層
を
一
つ
に
し
て
顕
在
化
さ
せ
た
も
の
と
言
っ
て
い

い
が
、
以
下
に
お
い
て
は
、
こ
の
作
品
の
創
作
主
体
を
作
品
世
界
の
用
語
に
従

っ
て
「
作
者
」
と
呼
称
す
る
こ
と
と
す
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ

 
 
 
 
 
 
 
 
（

 
「
小
僧
の
神
様
」
を
「
如
是
我
聞
」
で
太
宰
治
が
非
難
し
た
の
は
、
次
の
よ

う
な
文
脈
に
お
い
て
で
あ
る
。

 
 
 
「
小
僧
の
神
様
」
と
い
ふ
短
篇
が
あ
る
や
う
だ
が
、
そ
の
貧
し
き
者
へ

 
 
の
残
酷
さ
に
自
身
気
が
つ
い
て
み
る
だ
ら
う
か
ど
う
か
。
ひ
と
に
も
の
を

 
 
食
は
せ
る
と
い
ふ
の
は
、
電
車
で
ひ
と
に
席
を
譲
る
以
上
に
、
苦
痛
な
も

 
 
の
で
あ
る
。
何
が
神
様
だ
。
そ
の
神
経
は
、
ま
る
で
新
興
成
金
そ
っ
く
り

 
 
で
は
な
い
か
。

 
管
見
の
限
り
に
お
い
て
、
最
も
精
緻
な
「
小
僧
の
神
様
」
に
関
す
る
論
考

は
、
 
「
『
小
僧
の
神
様
」
と
「
小
説
の
神
様
」
一
志
賀
直
哉
の
ス
ト
ー
リ
イ
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・
テ
リ
ン
グ
」
と
題
す
る
野
口
武
彦
氏
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
示
唆
に
富

む
こ
の
論
考
の
導
入
部
と
し
て
、
先
の
太
宰
の
文
章
が
引
用
さ
れ
、
次
の
よ
う

．
に
解
か
れ
て
い
る
。

 
 
 
だ
い
い
ち
、
こ
の
志
賀
直
哉
攻
撃
は
、
 
『
小
僧
の
神
様
』
の
作
中
主
人

 
 
公
が
「
ひ
と
に
も
の
を
食
は
せ
る
」
こ
と
の
「
苦
痛
」
を
感
じ
て
い
る
肝

 
 
．
心
か
な
め
の
一
点
を
、
完
全
に
無
視
す
る
か
、
見
落
し
て
い
る
か
し
て
い

 
 
る
の
で
あ
る
。

 
A
と
仙
吉
と
の
間
に
距
離
が
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
構
造
の
故
も
あ
っ
て

か
、
氏
の
見
解
に
従
え
ば
太
宰
の
批
判
し
て
い
る
対
象
は
作
申
人
物
の
A
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
語
り
の
質
で
言
え
ば
、
A
に
よ
り
そ
い
、
A
の
意
識
や
知
覚

と
ほ
ぼ
密
着
し
て
い
る
「
作
者
」
へ
の
批
判
で
あ
る
。
氏
の
言
う
が
如
く
、
太

宰
は
は
た
し
て
「
無
視
」
し
た
り
、
「
見
落
し
」
た
り
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
私
に
は
そ
う
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

（ 192 ）



 
こ
こ
で
の
太
宰
の
批
判
は
、
A
と
い
う
作
中
人
物
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は

な
く
、
言
表
を
統
べ
て
い
る
作
者
の
手
つ
き
、
す
な
わ
ち
、
作
革
人
物
や
読
者

に
対
す
る
「
作
家
」
直
哉
の
姿
勢
そ
の
も
の
に
こ
そ
向
け
ら
れ
て
い
る
と
言
わ

ね
ば
な
る
ま
い
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
太
宰
が
こ
の
時
脳
裏
に
浮
か
べ
て
い
た

条
は
、
 
「
も
の
を
食
」
ふ
唯
一
の
場
面
、
す
な
わ
ち
小
僧
の
仙
吉
が
横
町
の
或

小
さ
い
鮨
屋
で
鮨
を
鱈
腹
食
う
次
の
場
面
で
あ
る
。

 
 
 
仙
吉
は
そ
こ
で
三
人
前
の
鮨
を
平
ら
げ
た
。
餓
え
切
っ
た
痩
せ
犬
が
不

 
 
時
の
食
に
あ
り
つ
い
た
か
の
よ
う
に
彼
は
が
っ
く
と
忽
ち
の
問
に
平
げ

 
 
て
し
ま
っ
た
。

 
小
僧
の
仙
吉
の
視
点
と
さ
れ
る
六
章
中
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
仙
吉
の

意
識
や
知
覚
で
は
な
い
。
も
の
を
食
べ
て
い
る
自
分
の
姿
を
こ
の
よ
う
に
客
観

的
に
突
き
離
し
て
描
く
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

 
こ
の
箇
所
を
統
べ
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
作
中
人
物
と
の
間
に
明
確
に
一

線
を
画
す
「
作
者
」
の
意
識
で
あ
り
、
視
線
な
の
で
あ
る
。
問
題
と
す
べ
き
は

こ
こ
で
の
距
離
の
と
り
方
で
あ
る
。
 
「
作
者
」
と
作
中
人
物
と
の
問
に
は
、
い

わ
ば
絶
対
的
な
高
み
に
位
置
す
る
，
「
神
」
と
餓
え
た
「
痩
せ
犬
」
と
の
、
非
情

な
ま
で
の
距
た
り
が
厳
と
し
て
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
の
統
べ
方

は
作
中
人
物
の
み
じ
め
さ
を
突
き
離
し
て
描
く
こ
と
で
、
読
者
の
同
情
や
関
心

を
喚
起
す
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
太
宰
に
言
わ
せ
れ
ば
、
こ
の
方
法
は
「
古

く
か
ら
の
俗
な
手
法
」
 
（
「
如
是
我
聞
」
）
な
の
で
あ
っ
て
、
作
中
人
物
や
読

者
と
い
う
「
他
者
」
へ
の
思
い
や
り
の
欠
如
と
し
か
映
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。 

太
宰
治
に
は
、
い
わ
ゆ
る
三
人
称
の
本
格
的
な
客
観
小
説
は
ほ
と
ん
ど
み
ら

れ
な
い
。
 
「
海
」
と
い
う
「
素
朴
な
形
式
」
に
あ
き
た
ら
ず
、
「
『
僕
』
と
い

太
宰
治
の
「
第
二
の
白
樺
運
動
」

ふ
男
の
独
白
」
 
（
「
川
端
康
成
へ
」
）
を
あ
え
て
登
場
さ
せ
た
「
道
化
の
華
」

で
の
試
み
や
、
 
「
火
の
鳥
」
の
未
完
が
こ
の
こ
と
を
象
徴
し
て
い
よ
う
。

 
三
人
称
の
そ
れ
と
見
紛
わ
れ
る
も
の
も
、
そ
の
内
実
は
「
作
者
」
と
作
品
世

界
と
の
距
た
り
を
意
識
さ
せ
な
い
説
話
的
色
彩
が
濃
厚
で
あ
る
。
太
宰
が
こ
の

方
法
を
用
い
な
い
背
景
に
は
、
方
法
自
体
に
宿
る
高
圧
的
な
響
き
を
忌
避
す
る

と
い
う
意
識
が
作
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

 
太
宰
は
「
如
是
我
聞
」
で
「
『
心
づ
く
し
」
が
読
者
に
通
じ
た
時
、
文
学
の

永
遠
性
と
か
、
或
ひ
は
文
学
の
あ
り
が
た
さ
と
か
」
「
が
始
め
て
成
立
す
る
」

と
述
べ
て
い
る
。
言
葉
を
継
い
で
「
文
学
者
な
ら
ば
弱
く
な
れ
、
柔
軟
に
な

れ
」
と
も
訴
え
て
い
る
。
作
家
と
し
て
の
基
本
的
な
ス
タ
ン
ス
で
あ
る
「
弱
」

さ
・
「
柔
軟
」
さ
と
は
換
言
す
れ
ば
、
揺
れ
動
く
内
面
を
凝
視
し
つ
つ
、
同
一

平
面
上
の
「
他
者
」
に
同
意
を
求
め
で
行
く
と
い
う
姿
勢
の
二
重
性
を
意
味
し

て
い
よ
う
。
太
宰
の
作
品
の
多
く
は
一
人
称
の
告
白
体
で
あ
る
が
、
そ
の
自
意

識
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
は
静
止
も
せ
ず
、
固
定
も
し
な
い
。
そ
れ
は
「
多
重
奏
の
モ
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ノ
ロ
ー
グ
」
な
の
で
あ
っ
て
、
流
動
、
変
化
を
生
命
と
し
て
い
る
。
直
言
の

「
私
」
の
視
線
に
よ
っ
て
奥
さ
ま
の
底
知
れ
ぬ
優
し
さ
を
描
い
た
「
饗
応
夫

人
」
 
（
『
光
』
昭
2
3
・
1
）
、
小
説
家
の
「
僕
」
の
語
り
口
に
よ
っ
て
女
直
の

ト
シ
ち
ゃ
ん
の
無
償
の
行
為
を
強
調
す
る
「
眉
山
」
 
（
「
小
説
新
潮
」
昭
2
3
・

3
）
な
ど
の
作
品
は
、
前
提
と
な
る
語
り
手
の
い
ら
だ
ち
が
変
化
し
て
行
く
と

い
う
要
素
が
不
可
欠
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
作
中
人
物
の
無
私
性
を
強
調
す
る
と

い
う
構
造
を
示
し
て
い
る
。

 
と
き
に
、
あ
た
か
も
直
哉
の
「
小
僧
の
神
様
」
を
意
識
し
て
書
い
た
か
の
よ

う
な
小
説
が
、
こ
の
時
期
の
太
宰
に
あ
る
。
実
際
の
体
験
を
も
と
と
し
た
「
美

男
子
と
煙
草
」
 
（
「
日
本
小
説
」
昭
2
3
・
3
）
で
あ
り
、
こ
の
後
半
の
一
場
面

（ 193 ）



に
、
語
り
手
で
あ
り
、
作
中
人
物
の
「
私
」
が
浮
浪
児
た
ち
に
焼
き
鳥
を
振
る

舞
い
、
そ
の
後
で
A
同
様
に
自
ら
の
行
為
を
し
き
り
に
こ
だ
わ
る
条
が
で
て
く

る
。 

 
 
私
は
焼
鳥
屋
の
お
か
み
に
向
ひ
、
「
お
い
、
こ
の
子
た
ち
に
一
本
つ

 
 
つ
。
」
と
言
ひ
、
実
に
へ
ん
な
情
な
さ
を
感
じ
ま
し
た
。
こ
れ
で
も
善
行

 
 
と
い
ふ
事
に
な
る
の
だ
ら
う
か
。
た
ま
ら
ね
え
。
私
は
唐
突
に
ヴ
ア
レ
リ

 
 
イ
の
或
る
言
葉
を
思
ひ
出
し
、
さ
ら
に
、
た
ま
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。
も

 
 
し
、
私
の
そ
の
時
の
行
ひ
が
俗
物
ど
も
か
ら
、
多
少
で
も
優
し
い
仕
草
と

 
 
見
ら
れ
た
と
し
た
ら
、
私
は
ヴ
ア
レ
リ
イ
に
ど
ん
な
に
軽
蔑
さ
れ
て
も
致

 
 
し
方
な
か
っ
た
ん
で
す
。
ヴ
ア
レ
リ
イ
の
言
葉
i
善
を
な
す
場
合
に

 
 
は
、
い
つ
も
詫
び
な
が
ら
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
善
ほ
ど
他
人
を
傷
つ

 
 
け
る
も
の
は
な
い
の
だ
か
ら
。

 
A
が
感
じ
た
「
変
に
さ
び
し
い
い
や
な
感
じ
」
と
こ
こ
で
の
私
が
お
ぼ
え
た

「
変
な
情
な
さ
」
と
は
等
価
で
あ
り
、
因
っ
て
来
る
光
源
も
一
見
似
た
様
相
を

呈
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
A
と
私
と
で
は
疾
し
さ
の
方
向
性
と
い
う
点

で
決
定
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
私
に
は
善
行
ほ
ど
傷
つ
け
ず
に
は
お
か
ぬ
と
い

う
他
者
の
「
痛
み
」
へ
の
自
覚
が
明
白
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
他
者
を
意
識

し
、
か
つ
、
こ
と
を
な
す
場
合
相
手
よ
り
も
謙
ろ
う
と
す
る
意
識
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
A
に
み
ら
れ
る
の
は
、
あ
く
ま
で
内
な
る
自
然
の
追
求
と
い
う
目
的

だ
け
で
あ
り
、
仙
吉
と
い
う
他
者
は
不
在
な
の
で
あ
る
。

 
作
申
人
物
の
こ
の
違
い
は
、
太
宰
と
志
賀
と
い
う
作
家
と
し
て
の
姿
勢
と
ほ

ぼ
同
心
円
で
重
な
っ
て
い
る
。
志
賀
の
場
合
の
、
作
中
人
物
へ
の
ひ
や
や
か
な

ま
で
の
距
離
の
と
り
か
た
は
す
で
に
み
た
。
太
宰
の
場
合
は
ど
う
か
と
言
え

ば
、
「
私
」
の
次
の
独
白
が
端
的
に
語
っ
て
い
る
。

 
 
 
天
使
が
空
を
舞
ひ
、
神
の
思
召
に
よ
り
、
翼
が
消
え
失
せ
、
落
下
傘
の

 
 
や
う
に
世
界
中
の
処
々
方
々
に
舞
ひ
降
り
る
の
で
す
。
私
は
北
国
の
雪
の

 
 
上
に
舞
ひ
降
り
、
君
は
南
国
の
蜜
柑
畑
に
舞
ひ
降
り
、
さ
う
し
て
、
こ
の

 
 
少
年
た
ち
は
上
野
公
園
に
舞
ひ
降
り
た
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
違
ひ
な
の

 
 
だ
。

 
自
己
の
内
な
る
自
然
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
志
賀
の
意
識
を
他
者
不
在
の
求

心
型
と
す
る
な
ら
ば
、
太
宰
の
そ
れ
は
放
射
型
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
志
向

性
に
は
、
他
者
よ
り
低
く
あ
り
た
い
と
す
る
謙
り
が
顕
著
に
指
摘
で
き
る
の
で

あ
る
。

（四）

 
白
樺
派
の
史
的
意
義
は
「
俗
と
雅
、
実
と
想
を
初
め
か
ら
一
元
化
し
よ
う
と

し
た
」
と
こ
ろ
に
あ
る
と
評
言
し
た
の
は
唐
木
順
三
（
『
無
用
者
の
系
譜
」
）

で
あ
っ
た
。
こ
の
指
摘
は
例
え
ば
直
哉
の
「
後
に
も
先
に
も
只
一
度
の
生
涯
を

．
よ
く
生
き
る
事
が
第
一
」
 
（
「
八
つ
手
の
花
」
）
と
い
う
述
懐
と
見
事
に
符
合

す
る
。
実
生
活
と
文
学
と
の
間
に
乖
離
が
な
い
と
い
う
こ
の
強
さ
は
、
そ
の
反

面
で
他
者
を
切
り
捨
て
が
ち
と
い
う
性
格
を
も
示
し
て
い
る
。
直
哉
の
他
者
に

対
す
る
基
本
的
な
姿
勢
に
は
「
相
手
が
『
折
れ
て
出
る
」
こ
と
を
前
提
条
件
と

し
て
」
「
心
を
開
」
く
点
が
顕
著
で
あ
ゆ
、
た
め
に
独
善
性
や
不
寛
容
さ
が
つ
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き
ま
と
う
と
評
さ
れ
る
所
似
で
あ
る
。
自
ら
の
限
界
を
意
識
し
た
際
の
、
見
切

り
の
は
や
さ
と
い
う
点
で
は
類
の
な
い
「
強
さ
」
を
直
哉
は
発
揮
す
る
。
太
宰

が
「
如
是
我
聞
」
で
声
高
に
糾
弾
す
る
の
も
、
こ
う
し
た
直
哉
の
「
不
寛
容
」

さ
で
あ
り
、
「
独
善
性
」
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
姿
勢
が
そ
の
ま
ま
文
学
の
世

界
に
持
ち
こ
ま
れ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
の
で
あ
る
。

（ 194 ）
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「
自
分
の
世
の
中
の
人
に
対
す
る
感
情
は
や
は
り
い
つ
も
は
に
か
み
で
、
背

の
丈
を
二
寸
く
ら
い
低
く
し
て
歩
い
て
い
な
け
れ
ば
い
け
な
い
よ
う
な
実
感
を

も
っ
て
生
き
て
き
ま
し
た
」
と
は
「
わ
が
半
生
を
語
る
」
で
の
太
宰
の
述
懐
で

あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
実
生
活
や
薄
野
人
物
で
の
次
元
で
あ
る
。

作
品
世
界
を
統
べ
る
手
つ
き
や
姿
勢
と
い
う
次
元
と
は
全
く
位
相
が
異
な
る
の

で
あ
っ
て
、
こ
の
点
に
お
い
て
は
太
宰
は
終
生
変
ら
ぬ
自
負
を
持
ち
続
け
て
い

た
。 

小
山
清
の
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
太
宰
は
自
ら
の
信
条
を
「
生
活
は
弱

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
9

く
、
文
学
は
強
く
」
と
い
う
言
葉
で
語
っ
た
と
い
う
。
生
活
と
い
う
次
元
と
文

学
と
い
う
次
元
と
の
落
差
を
明
確
に
意
識
し
た
こ
の
言
葉
は
、
そ
れ
だ
け
太
宰

文
学
の
幅
の
大
き
さ
を
語
っ
て
い
は
し
な
い
か
。

 
直
哉
を
は
じ
め
と
す
る
白
樺
派
の
人
々
は
、
現
実
が
い
か
よ
う
に
変
化
し
て

も
自
ら
は
決
し
て
傷
つ
く
こ
と
が
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
太
宰
の
場
合
は
、
他

者
の
痛
み
ま
で
わ
が
も
の
と
し
て
取
り
込
ん
で
い
っ
た
と
言
え
よ
う
。
「
水
」

は
容
器
に
よ
っ
て
そ
の
形
を
変
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
形
の
可
能
性
は
無
限
な

の
で
あ
る
。

注注注
321

注
4

座
談
会
「
現
代
小
説
を
語
る
」
 
（
『
文
学
季
刊
」
昭
2
2
・
4
）

吉
本
隆
明
「
『
太
宰
治
を
」
語
る
L
 
（
大
和
書
房
、
8
8
・
1
0
）

遠
藤
祐
「
『
日
本
近
代
文
学
大
系
3
1
志
賀
直
哉
集
」
補
注
」
 
（
角
川
書

店
、
昭
4
6
・
1
）

野
口
武
彦
「
『
小
僧
の
神
様
」
と
「
小
説
の
神
様
」
i
志
賀
直
哉
の

ス
ト
ー
リ
ィ
・
テ
リ
ン
グ
L
（
『
近
代
小
説
の
言
語
空
間
」
福
武
書
店
、

8
5
・
1
2
）

太
宰
治
の
「
第
二
の
白
樺
運
動
」

注
5

注注
76

注
8

注
9

F
・
シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
『
物
語
の
構
造
 
〈
語
り
〉
の
理
論
と
テ
ク
ス

ト
分
析
」
 
（
岩
波
書
店
、
8
9
・
1
）

注
4
に
同
じ

関
井
光
男
「
太
宰
治
の
翻
案
小
説
あ
る
い
は
。
ブ
リ
コ
ラ
ー
ジ
ュ
」
幽
（
「
解

釈
と
鑑
賞
」
8
7
。
6
）

池
内
輝
雄
「
志
賀
直
哉
・
父
子
対
立
の
問
題
」
 
（
『
一
冊
の
講
座
志
賀

直
哉
」
有
精
堂
、
昭
5
7
・
1
0
）

小
山
清
「
初
め
て
た
つ
ね
た
頃
の
こ
と
」
 
（
「
筑
摩
童
旦
房
版
『
太
宰
治

全
集
」
月
報
4
」
昭
3
1
・
1
）

※
 
こ
の
小
稿
は
、
先
に
書
い
た
「
太
宰
治
と
志
賀
直
哉
-
『
美
男
子
と
煙

 
草
」
と
『
小
僧
の
神
様
」
と
一
」
 
（
『
安
川
定
男
古
稀
記
念
論
文
集
』

 
明
治
書
院
、
平
成
二
年
三
月
刊
行
予
定
）
を
、
対
白
樺
派
と
い
う
対
象
ま
で

拡
大
し
、
そ
の
「
語
り
」
と
い
う
線
で
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
太
宰
に
と
っ
て
の
「
白
樺
派
」
と
は
究
極
的
に
は
志
賀
直
哉
を
意
味
す
る
た

め
、
重
複
す
る
所
が
多
々
あ
る
こ
と
を
お
断
わ
り
す
る
。
二
つ
の
拙
論
を
姉
妹

論
文
と
考
え
て
く
だ
さ
れ
ば
、
幸
甚
で
あ
る
。
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