
１

太
宰
治
の

『

満
願』

は
、
砂
子
屋
書
房
か
ら
刊
行
さ
れ
た
雑
誌

『

文
筆』
(

昭
和
一
三
年
九
月

一
日
発
行)

の

｢

短
編
小
説
集｣

に
掲
載
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
砂
子
屋
書
房
か
ら
刊
行
さ
れ
た

『

女
生
徒』

(

昭
和
一
四
年
七
月
二
十
日
発
行)

の
巻
頭
作
品
と
し
て
収
録
さ
れ
た
。
砂
子
屋
書
房

の
主
で
あ
る
山�
剛
平
は
、『

女
生
徒』

が
で
き
た
と
き
、
太
宰
が

｢

室
に
入
っ
て｣

あ
げ
た

｢

第
一
声｣

が

｢『

満
願』

は
砂
子
屋
の
た
め
に
書
い
た
も
の
だ
か
ら

｣

で
あ
り
、『

満
願』

を

｢

一
冊
の
柱
と
す
る
一
篇

｢

女
生
徒｣

を
措
い
て
、
敢
え
て
巻
頭
に
置
い
た
こ
と
が
砂
子
屋
書

房
へ
の
寸
志
だ
っ
た｣

と
述
べ
て
い
る

(�)
。

本
稿
は

『

満
願』

に
つ
い
て
、
そ
の
話
法
の
特
性
と
、
表
現
史
上
に
お
け
る
コ
ン
ト
と
の
関
連

と
い
う
二
つ
の
点
か
ら
考
察
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。

２

『

満
願』

の
冒
頭
は

｢

こ
れ
は
、
い
ま
か
ら
、
四
年
ま
へ
の
話
で
あ
る
。
私
が
伊
豆
の
三
島
の

知
り
合
ひ
の
う
ち
の
二
階
で
一
夏
を
暮
し
、
ロ
マ
ネ
ス
ク
と
い
ふ
小
説
を
書
い
て
ゐ
た
こ
ろ
の
話

で
あ
る
。｣

と
な
っ
て
い
る
。
語
り
手

｢

私｣

の
記
述
は
、
太
宰
自
身
の
年
譜
と
照
応
し
て
い
る

が
、
本
稿
で
は
テ
ク
ス
ト
全
体
は
構
成
さ
れ
た
も
の
と
見
な
す
。
テ
ク
ス
ト
が
現
実
の
模
写
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
自
然
化
し
て
い
る
状
態
を
作
り
出
し
、〈
本
当
ら
し
さ
〉(

v
raise

m
b

lan
ce)

を
演
出
す
る
手
法
が
使
わ
れ
て
い
る
。

酔
っ
て
自
転
車
に
乗
り
踝
に
負
傷
し
た

｢

私｣

は
、
医
者
の
治
療
を
受
け
る
。｢

西
郷
隆
盛｣

に
似
た
医
者
も
酒
好
き
で
、｢

私｣

は
単
純
な

｢

善
悪
二
元
論｣

の
思
想
に
も
共
感
し
打
ち
解
け
、

医
者
の
妻
と
も
親
し
く
な
る
。｢

お
医
者
の
家
で
は
、
五
種
類
の
新
聞
を
と
つ
て
ゐ
た｣

の
で
、

｢

私｣

は
毎
朝
散
歩
の
際
に
そ
れ
を
読
む
の
が
日
課
の
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
で
、｢

簡
単
服
に
下
駄

を
は
き
、
清
潔
な
感
じ｣

の

｢

薬
を
と
り
に
来
る
若
い
女
の
ひ
と｣

を
垣
間
見
る
。
医
者
が
玄
関

先
ま
で
見
送
っ
て
、
そ
の
若
い
女
性
に

｢

奥
さ
ま
、
も
う
す
こ
し
の
ご
辛
棒
で
す
よ
。｣

と

｢

大

声
で
叱
咤
す
る｣

の
を

｢

私｣

は
聞
く
こ
と
が
あ
る
。

｢

お
医
者
の
奥
さ
ん
が
、
或
る
と
き
私
に
そ
の
わ
け
を
語
つ
て
聞
か
せ
た｣

が
、
そ
の
部
分
は

次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

小
学
校
の
先
生
の
奥
さ
ま
で
、
先
生
は
、
三
年
ま
へ
に
肺
を
わ
る
く
し
、
こ
の
ご
ろ
ず
ん
ず

ん
よ
く
な
つ
た
。
お
医
者
は
一
所
懸
命
で
、
そ
の
若
い
奥
さ
ま
に
、
い
ま
が
だ
い
じ
の
と
こ

ろ
と
、
固
く
禁
じ
た
。
奥
さ
ま
は
言
ひ
つ
け
を
守
つ
た
。
そ
れ
で
も
、
と
き
ど
き
、
な
ん
だ

か
、
ふ
び
ん
に
伺
ふ
こ
と
が
あ
る
。
お
医
者
は
、
そ
の
都
度
、
心
を
鬼
に
し
て
、
奥
さ
ま
も

う
す
こ
し
の
ご
辛
棒
で
す
よ
、
と
言
外
に
意
味
を
ふ
く
め
て
叱
咤
す
る
の
だ
さ
う
で
あ
る
。

単
純
な
表
現
に
見
え
る
が
、
小
説
中
の
談
話
は
複
雑
な
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
引
用
の
部
分
は
、

語
り
手
の

｢

私｣
に

｢

お
医
者
の
奥
さ
ん｣

が
伝
え
た
談
話
を

｢

私｣

が
ま
と
め
て
、
要
約
し
た

と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
て
い
る
。｢

こ
と
が
あ
る｣

や

｢

だ
さ
う
で
あ
る｣

と
い
う
文
末
は
、
伝

(一 )

木

股
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史
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聞
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。｢

お
医
者
は
一
所
懸
命
で
、
そ
の
若
い
奥
さ
ま
に
、
い
ま
が
だ

い
じ
の
と
こ
ろ
と
、
固
く
禁
じ
た
。｣

と
い
う
一
文
は
、｢

お
医
者
の
奥
さ
ん｣

の
語
り
を
客
観
的

な
視
点
か
ら
と
ら
え
た
も
の
で
あ
る
が
、｢

い
ま
が
だ
い
じ
の
と
こ
ろ｣

と
い
う

｢

お
医
者｣

の

言
葉
は
、
自
由
間
接
話
法
的
に
三
人
称
の
語
り
の
中
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
。

ジ
ェ
フ
リ
ー
・
Ｎ
・
リ
ー
チ
、
マ
イ
ケ
ル
・
Ｈ
・
シ
ョ
ー
ト

『

小
説
の
文
体』

は
、
小
説
の
中

で
展
開
す
る
談
話
の
様
相
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
る
。
小
説
に
お
け
る
談
話
は
、
実
際
の
日
常
の

も
の
と
違
っ
て
実
用
性
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
小
説
の
中
の
談
話
分
析
に
お
い
て
、
発
信
者
で
あ

る
作
者
と
、
受
信
者
で
あ
る
読
者
を
実
在
す
る
も
の
と
見
な
し
て
と
ら
え
が
ち
で
あ
る
が
、
リ
ー

チ
、
シ
ョ
ー
ト
は
、
図
１
の
よ
う
な
二
層
構
造
を
小
説
内
の
談
話
の
伝
達
過
程
を
示
す
も
の
と
し

て
提
案
し
て
い
る

(�)
。
リ
ー
チ
、
シ
ョ
ー
ト
は
、｢

二
つ
の
談
話
レ
ベ
ル
の
間
で
生
じ
う
る
合
体
が
、

こ
れ
か
ら
詳
し
く
述
べ
て
ゆ
く
問
題
の
全
般
的
原
則
と
な
る
。｣

と
述
べ
、｢

文
学
的
談
話
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
で
同
時
に
機
能
す
る
可
能
性｣
が
あ
り
、｢

読
者
は
異
な
っ
た
レ
ベ
ル
が
合
体

し
て
い
る
こ
と
を
既
定
事
実
と
し
て
想
定
す
る｣

と
指
摘
し
て
い
る

(�)
。

リ
ー
チ
、
シ
ョ
ー
ト
は
、｢

含
意
さ
れ
た
作
者｣

と

｢
含
意
さ
れ
た
読
者｣

の
間
の
伝
達
に
小

説
中
の
談
話
の
帯
域
を
設
定
し
、
多
層
的
な
小
説
の
言
語
の
や
り
と

り
を
可
視
化
し
て
い
る
。

さ
て
、
三
谷
憲
正
は
、
先
に
引
用
し
た
段
落
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る

(�)
。

地
の
文
に
溶
か
し
込
ま
れ
て
い
る

｢

お
医
者｣

の

｢
奥
さ
ん｣

の
話
は
、
ど
こ
が
登
場
人
物

｢

奥
さ
ん｣

の
言
葉
で
、
ど
こ
ま

で
が
物
語
の
語
り
手
の
言
葉
な
の
か
不
分
明
に
仕
組
ま
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
、｢

そ
の
わ
け
を
か
た
つ
て
聞
か
せ
た｣

内
容
が

た
だ
単
に

｢
｣

抜
き
の
間
接
的
な
語
り
で
あ
る
の
な
ら
、
そ

れ
ま
で
使
わ
れ
て
い
た

｢

お
医
者｣

は
、｢

奥
さ
ん｣

の
視
点

か
ら〝

主
人〟

あ
る
い
は〝

夫〟

と
呼
ば
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、｢

お
医
者
は｣

と
あ
る

の
は
こ
こ
に
こ
こ
に
語
り
手
の
立
場
が
流
入
し
て
い
る
か
ら
で

あ
ろ
う
。

語
り
手
の
言
葉
と
登
場
人
物
の
言
葉
の
境
界
が
不
分
明
で
あ
る
と
、
三
谷
は
指
摘
し
て
い
る
が
、

こ
う
し
た
手
法
は
日
本
語
の
小
説
で
は
よ
く
見
ら
れ
る
も
の
で
、
談
話
の
多
層
性
の
視
点
に
立
て

ば
、
事
態
を
明
晰
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
語
り
手
の

｢

私｣

は
、｢

お
医
者
の
奥
さ
ん｣

の
談
話
を
要
約
し
て
伝
え
て
お
り
、
直
接
話
法
の
引
用
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。｢

お
医
者
は｣

と
い
う
語
は
、
直
接
話
法
を
間
接
話
法
に
言
い
換
え
る
際
に
現
れ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
リ
ー

チ
、
シ
ョ
ー
ト
が
言
う

｢

二
つ
の
談
話
レ
ベ
ル
の
間
で
生
じ
う
る
合
体｣

が
起
こ
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。｢

私｣

の
語
り
に
は
、｢

お
医
者
の
奥
さ
ん｣

の
声
が
感
じ
と
れ
る
。
さ
ら
に
、
間
接
話
法

的
な

｢

お
医
者
の
奥
さ
ん｣

の
言
葉
に
は

｢

奥
さ
ま｣

の
声
を
感
じ
と
れ
る
部
分
も
混
じ
っ
て
い

る
。
こ
の
段
落
の
談
話
に
つ
い
て
、
談
話
の
多
層
性
を
可
視
化
す
る
リ
ー
チ
、
シ
ョ
ー
ト
の
図
を

応
用
す
れ
ば
、
図
２
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

リ
ー
チ
、
シ
ョ
ー
ト
の
分
析
を
踏
ま
え
、
英
語

小
説
の
日
本
語
へ
の
翻
訳
に
お
け
る
話
法
の
は
た

ら
き
に
つ
い
て
考
察
し
た
伊
原
紀
子

『

翻
訳
と
話

法

語
り
の
声
を
聞
く』

は
、｢

日
本
語
の
小
説

で
は
語
り
手
の
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
で
あ
る
地
の
文
で

あ
っ
て
も
、
登
場
人
物
に
視
点
が
移
行
し
て
直
接

話
法
ス
タ
イ
ル
で
話
し
た
り
、
語
り
手
自
身
が
主

観
的
な
評
価
を
加
え
た
り
、
読
者
に
向
か
っ
て
語

り
か
け
る
場
合
が
多
く
見
ら
れ
る
。
言
い
換
え
れ

ば
、
書
き
言
葉
で
あ
る
小
説
の
地
の
文
の
中
に
、

話
し
言
葉
が
入
る
余
地
が
大
き
い
。｣

と
指
摘
し

て
い
る

(�)

。
ま
た
、｢

語
り
手
と
登
場
人
物
の
二
重

の

｢
声｣
が
重
な
り
合
う｣

英
語
小
説
の
自
由
間
接
話
法
の
翻
訳
に
際
し
て
は

｢

登
場
人
物
の

｢

声｣

と
し
て
直
接
話
法
ス
タ
イ
ル｣

で
訳
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
結
果

｢｢

声｣

の
二
重
写

し
と
い
う
自
由
間
接
話
法
の
効
果｣

は
な
く
な
る
が
、｢

語
り
手
口
調
で
、
し
か
し
登
場
人
物
の

〈
今
・
こ
こ
〉
の
視
点
を
表
す
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
が
、
英
語
の
自
由
間
接
話
法
と
平
行
的
な
日
本
語
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の
話
法
表
現
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る｣

と
、
伊
原
は
指
摘
し
て
い
る

(�)

。
伊
原
の
指
摘
で
興
味
深
い

の
は
、
日
本
語
に
は
欧
米
語
に
お
け
る
自
由
間
接
話
法
は
存
在
し
な
い
と
し
て
も
、
翻
訳
と
い
う

契
機
か
ら
観
察
す
る
と
、
日
本
語
表
現
に
特
徴
的
で
あ
る
、
語
り
手
の
地
の
文
に
お
け
る
登
場
人

物
の

｢

声｣
の
溶
か
し
込
み
が
、
欧
米
語
の
自
由
間
接
話
法
に

｢

平
行
的｣

だ
と
捉
え
て
い
る
点

で
あ
る
。
橋
本
陽
介
は
、｢

日
本
語
の
語
り
が
人
物
と
一
体
化
し
や
す
い
こ
と｣

を

｢

オ
ー
バ
ー

ラ
ッ
プ
し
た
語
り｣
と
と
ら
え
、｢

語
り
が
人
物
の
位
置
に
移
動
し
、
そ
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ

か
ら
語
る
か
、
そ
の
内
面
を
代
弁
し
て
い
る｣

と
い
う
理
解
を
提
示
し
て
い
る

(�)

。『

満
願』

の
語

り
は
、
伊
原
や
橋
本
が
指
摘
し
た
重
層
性
を
、
技
法
と
し
て
駆
使
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
談
話
の

重
層
性
は
、
人
物
の
発
話
に
ア
イ
ロ
ニ
ー
や
屈
折
を
付
与
す
る
こ
と
が
あ
る
。

３

｢

私｣

に
よ
る

｢

医
者
の
奥
さ
ん｣

の
話
の
中
継
に
よ
っ
て
、
読
者
は
小
学
校
の
先
生
の

｢

奥

さ
ま｣

が
、
医
者
に
夫
の
病
気
が
よ
く
な
る
ま
で
、
夫
婦
の
房
事
を
禁
じ
ら
れ
て
い
る
ら
し
い
と

い
う
事
情
を
知
る
こ
と
に
な
る
。
気
に
な
る
の
は

｢

そ
れ
で
も
、
と
き
ど
き
、
な
ん
だ
か
、
ふ
び

ん
に
伺
ふ
こ
と
が
あ
る
。｣

と
い
う
一
文
で
あ
る
。｢

こ
と
が
あ
る
。｣
と
い
う
文
末
は
、
伝
聞
で

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
主
格
が

｢

医
者
の
奥
さ
ん｣

な
の
か
若
い

｢
奥
さ
ま｣

な
の
か
判

断
に
迷
う
。

三
谷
憲
正
は
、
医
者
の
言
う

｢

言
外｣

の

｢

意
味｣

と
は

｢〝

夫
婦
生
活〟｣

だ
と
理
解
し
、
明

示
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て

｢

通
俗
に
流
れ
て
し
ま
う
危
険
性｣

を
回
避
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い

る

(�)

。
ま
た
、
三
谷
は

｢｢(

ふ
び
ん
に)

伺
う｣

は
様
子
を
そ
っ
と
の
ぞ
き
見
る〝

悪
意〟

の

｢
窺

う｣

で
は
な
く
、
謙
譲
語
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
こ
で
は

｢

奥
さ
ま｣

の
境
遇
を
気

の
毒
な
こ
と
と
拝
察
す
る
、
と
い
っ
た
意
味
合
い
に
理
解
す
べ
き
語
で
あ
る
は
ず
だ｣

と
指
摘
し

て
い
る

(�)

。
三
谷
の
理
解
で
は
、｢

お
医
者
の
奥
さ
ん｣

が
、｢

奥
さ
ま｣

が
不
憫
に
感
じ
ら
れ
る
こ

と
だ
と
述
べ
て
い
る
の
を
伝
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

だ
が
、｢

お
医
者
の
奥
さ
ん｣

が
主
格
だ
と
す
る
と
、
次
の
文
の

｢

そ
の
都
度

(

中
略)

叱
咤

す
る｣

と
い
う
部
分
と
の
つ
な
が
り
が
た
ど
り
に
く
く
な
る
。｢

伺
ふ｣

は

｢

拝
察
す
る｣

な
ど

と
い
う
意
味
で
は
な
く
、｢

奥
さ
ま｣

が
医
者
に
尋
ね
る
と
い
う
読
解
の
方
が
文
の
接
続
を
た
ど

り
や
す
い
。｢

伺
う｣

に
は
、｢｢

問
う｣

｢

聞
く｣

の
謙
譲
語
で
、
そ
の
動
作
の
相
手
を
敬
う｣

と

い
う
意
味
が
あ
る

(�)

。
こ
の
箇
所
で
は
、｢

奥
さ
ま｣

が
目
上
の
医
者
に
尋
ね
る
と
い
う
よ
う
に
理

解
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
三
谷
は
、｢

ふ
び
ん｣

を

｢

気
の
毒
な
こ
と｣

、
す
な
わ
ち
、
不
憫
と

い
う
意
味
で
理
解
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
異
解
が
あ
り
う
る
。｢

ふ
び
ん｣

に
は
、｢

都
合
の
悪
い

こ
と
。
ま
た
、
そ
の
さ
ま
。
不
都
合
。
ふ
べ
ん
。｣

と
い
う
意
味
が
あ
る

(�)

。
夫
婦
の
交
渉
が
禁
止

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
具
合
が
悪
く
感
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
理
解
が
で
き
る
。
医
者
は
厳
し
く

戒
め
る
が
、
若
い

｢

奥
さ
ま｣

は
、
そ
れ
で
も
、
と
き
お
り
、
な
ん
だ
か
具
合
が
悪
く
思
わ
れ
て
、

ま
だ
だ
め
で
し
ょ
う
か
と
医
者
に
聞
く
こ
と
が
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
理
解
で
き
る
。｢

な
ん
だ

か｣

と
い
う
口
語
的
な
言
い
回
し
は

｢

奥
さ
ま｣

の
声
を
感
じ
さ
せ
る
。

肺
結
核
と
結
婚
生
活
に
つ
い
て
は
、
一
九
三
〇
年
代
に
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
か
。

優
生
学
に
関
心
を
寄
せ
、
日
本
性
学
会
の
会
長
を
務
め
た
永
井
潜
に

『

結
婚
読
本』

(

昭
和
一
四

年
一
一
月
五
日
、
春
秋
社)

と
い
う
書
物
が
あ
り
、
通
俗
教
養
書
と
し
て
よ
く
読
ま
れ
た
。
こ
の

書
物
に

｢

結
核
患
者
の
結
婚
上
の
注
意｣

と
い
う
一
節
が
あ
り
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
出
さ
れ

る

(�)
。

次
に
、
結
核
の
疑
が
あ
る
や
う
な
場
合
な
ら
ば
、
信
頼
す
べ
き
医
師
の
監
視
の
下
に
、
少
く

と
も
三
年
間
は
、
病
の
経
過
を
注
意
し
て
、
然
る
後
に
孰
れ
か
に
決
定
す
る
の
が
安
全
で
あ

り
ま
す
。
更
に
も
し
不
幸
に
し
て
配
偶
者
が
結
核
に
罹
つ
た
場
合
に
は
、
飲
食
・
衣
服
・
居

室
等
に
関
し
て
、
出
来
る
限
り
の
注
意
を
払
ひ
、
な
し
得
る
だ
け
の
消
毒
を
行
ひ
、
伝
染
の

機
会
を
少
く
す
る
や
う
に
自
他
互
ひ
に
心
が
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
又
此
の
際
、
特
に

慎
し
む
べ
き
は
性
的
生
活
で
あ
り
ま
す
。
是
れ
結
核
患
者
は
、
往
々
性
慾
が
亢
進
し
て
房
事

過
度
に
陥
り
易
く
、
そ
の
た
め
に
病
勢
を
増
悪
せ
し
め
る
の
み
か
、
配
偶
者
に
感
染
の
機
会

を
多
か
ら
し
む
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

観
察
を
要
す
る

｢

三
年
間｣

と
い
う
養
生
期
間
は
、
期
せ
ず
し
て

『

満
願』

と
一
致
し
て
い
る
。

房
事
の
制
限
は
、
患
者
の
病
勢
増
悪
を
警
戒
す
る
こ
と
と
、
配
偶
者
に
伝
染
す
る
機
会
を
減
ら
す

た
め
に
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。『

満
願』

で
取
り
上
げ
ら
れ
た
素
材
は
、
一
九
三
〇

年
代
の
肺
結
核
に
対
す
る
認
識
に
一
致
し
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。｢

お
医
者｣

木股 知史：太宰治 『満願』 論( 三 )



が
｢

奥
さ
ま｣

が
持
参
し
た
夫
の
喀
痰
の
検
査
を
行
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
小
説
の
記
述
か
ら
は

判
断
で
き
な
い
。
こ
こ
で
は

｢

奥
さ
ま｣

の
夫
は
軽
い
結
核
で
、
自
然
療
法
に
よ
る
治
癒
を
目
標

と
し
て
い
る
と
考
え
る
の
が
小
説
の
設
定
に
則
し
て
い
る
と
、
一
応
は
考
え
て
お
く
こ
と
と
し
た

い
。

４

｢

私｣

は

｢

お
医
者
の
奥
さ
ん｣

の
示
唆
で
、｢

八
月
の
を
は
り｣

に
、｢

お
ゆ
る
し
が
出
た｣

直
後
の

｢

奥
さ
ま｣

の
姿
を
目
撃
す
る
。
そ
れ
は

｢

目
の
前
の
小
道
を
簡
単
服
を
着
た
清
潔
な
姿

が
、
さ
つ
さ
つ
と
飛
ぶ
や
う
に
し
て
歩
い
て
い
つ
た
。
白
い
パ
ラ
ソ
ル
を
く
る
く
る
つ
と
ま
は
し

た
。｣

と
い
う
鮮
や
か
な
イ
メ
ー
ジ
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。

三
年
、
と
一
口
に
い
つ
て
も
、

胸
が
一
ぱ
い
に
な
つ
た
。
年
つ
き
経
つ
ほ
ど
、
私
に

は
、
あ
の
女
性
の
姿
が
美
し
く
思
は
れ
る
。

あ
れ
は
、
お
医
者
の
奥
さ
ん
の
さ
し
が
ね
か
も
知
れ
な
い
。

最
後
の
一
文
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
。｢

さ
し
が
ね｣

と
し
て
の｢

あ
れ｣
の
意
味
を
め
ぐ
っ

て
は
様
々
な
解
釈
が
並
立
し
て
い
る
。
三
谷
憲
正
は

｢

あ
れ｣

の
指
示
内
容
の
意
味
の
可
能
性
に

つ
い
て
は
、
次
の
三
点
に
要
約
し
て
い
る

(�)
。

①

｢

お
医
者｣

の

｢

奥
さ
ん｣

が

｢

私｣

に
語
っ
た
話

②

｢

固
く
禁
じ｣

る
よ
う
に
手
を
回
し
た
、
と
い
う
こ
と

③
こ
の
若
い
人
妻
に

｢

お
ゆ
る
し｣

が
出
る
よ
う
に

｢

お
医
者｣

の
夫
に
働
き
掛
け
た
、
と

い
う
こ
と

三
谷
は

｢

さ
し
が
ね｣

と
い
う
表
現
の
意
味
も
考
慮
し
て
③
が
妥
当
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
三

谷
は

｢

こ
の

｢

奥
さ
ん｣

が
夫
の
陰
に
回
り
、
も
う
そ
ろ
そ
ろ

｢

お
ゆ
る
し｣

を
出
す
よ
う
に
取

り
計
ら
っ
た｣

と
と
ら
え
、
そ
う
読
む
こ
と
で

｢

〈
善
意
〉
の
世
界
が
描
出
さ
れ
る｣

と
指
摘
し

て
い
る

(�)

。
三
谷
の
読
解
の
難
点
は
、
禁
止
の
解
除
は
医
師
と
し
て
の
判
断
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と

に
あ
り
、
医
師
の
妻
の
慫
慂
だ
け
で
事
態
が
動
い
た
と
は
考
え
に
く
い
の
で
あ
る
。
論
者
は
①
の

バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
、
話
だ
け
で
は
な
く
、
若
い
奥
さ
ま
の
生
き
生
き
し
た
姿
を
鬱
屈
し
た

心
情
を
か
か
え
て
い
た

｢

私｣

に
見
せ
た
こ
と
、
と
す
れ
ば
よ
い
と
考
え
る
。

若
い

｢

奥
さ
ま｣

の
ふ
る
ま
い
に
つ
い
て
、
細
江
光
は

｢

セ
ッ
ク
ス
の
お
許
し
が
出
る
と
い
う

こ
と
は
、
即
ち
夫
の
肺
結
核
が
全
快
し
た
と
言
う
こ
と
で
あ
り
、
ヒ
ロ
イ
ン
の
喜
び
も
そ
こ
に
あ
っ

た
と
読
む
べ
き
で
あ
る｣

と
述
べ
て
い
る

(�)

。
確
か
に
そ
う
し
た
読
解
の
可
能
性
は
あ
る
が
、
そ
れ

で
は

｢

奥
さ
ま｣

の

｢

そ
の
都
度｣

の

｢

お
医
者｣

へ
の
懇
願
の
意
味
を
説
明
で
き
な
い
。
ま
た
、

休
職
中
と
仮
定
す
れ
ば
、
夫
の
職
場
復
帰
を
願
っ
て
い
る
と
い
う
読
解
も
あ
り
得
る
が
、
そ
れ
で

は
房
事
を
清
潔
さ
に
昇
華
す
る
と
い
う
構
造
を
無
化
し
て
し
ま
う
。
房
事
の
解
禁
を
求
め
る
人
妻

を
清
潔
に
描
く
と
い
う
点
に
反
転
の
構
造
の
中
心
が
あ
る
。

『

満
願』

に
は
、
い
く
つ
か
矛
盾
す
る
二
項
対
立
の
構
造
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
。
二
項
対
立

の
構
造
を

『

満
願』

か
ら
拾
い
出
し
て
み
よ
う
。

①

｢

お
医
者｣

の

｢

原
始
二
元
論｣

と

｢

私｣

の

｢

愛
と
い
う
単
一
神｣

②

子
ど
も
の
い
な
い

｢

奥
さ
ん｣

と
い
と
な
み
を
解
禁
さ
れ
る

｢

若
い
奥
さ
ま｣

③

清
潔
さ

(

新
聞
配
達
の
青
年
、
簡
単
服
の
若
奥
さ
ま)

と
若
干
の
淫
靡
さ

(

横
座
り
の

奥
さ
ん
、
さ
さ
や
き
、
解
禁
さ
れ
る
い
と
な
み)

④

美
し
い
も
の
へ
の
感
動

(

美
談)

と

｢

さ
し
が
ね｣

(

作
為)

こ
の
中
で
、
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
③
と
④
の
要
素
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
二
つ
と
も
、
結
末
の

反
転
に
関
わ
っ
て
い
る
。『

満
願』

の
結
末
で
は
、
夫
婦
の
房
事
の
病
に
よ
る
禁
止
と
そ
の
解
禁

と
い
う
性
的
な
要
素
は
、
清
潔
な
美
し
さ
へ
の
感
動
に
反
転
し
、
そ
の
感
動
は
自
然
に
起
き
た
こ

と
で
は
な
く
、｢

お
医
者
の
奥
さ
ん
の
さ
し
が
ね｣

と
い
う
作
為
の
結
果
と
し
て
生
ま
れ
た
の
か

も
し
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

結
末
の
一
文
は
、『

満
願』

の
美
談
が
成
立
す
る
構
造
そ
の
も
の
を
反
転
す
る
暗
示
機
能
を
担
っ

て
い
る
。
単
に
美
談
だ
け
で
は
な
く
、
美
談
を
成
立
さ
せ
る
作
為
も
同
時
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。｢

さ
し
が
ね｣

を
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
拡
張
し
て
み
る
な
ら
ば
、
美
談
に
読
者
を
誘
導
し
な

が
ら
、
美
談
の
作
為
に
つ
い
て
も
注
意
を
喚
起
す
る
と
い
う
二
重
性
を
持
つ
こ
と
が
理
解
さ
れ
る

だ
ろ
う
。
ま
た
、｢

さ
し
が
ね｣

と
い
う
語
に
は
小
説
の
構
造
そ
の
も
の
へ
の
自
己
言
及
性
を
も

認
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
結
末
、
オ
チ
の
あ
り
か
た
は
一
九
二
〇
年
代
か
ら
三

〇
年
代
に
か
け
て
流
行
し
た
コ
ン
ト
を
想
起
さ
せ
る
。
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５

コ
ン
ト
は

｢
短
編
小
説
の
一
形
式
。
わ
が
国
で
は
大
正
末
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
流
行
し
た
。

小
話
、
掌
編
な
ど
と
も
呼
ば
れ
た
。
い
わ
ゆ
る
短
編
小
説
よ
り
も
さ
ら
に
短
い
体
裁
で
人
生
の
断

面
を
エ
ス
プ
リ

(

う
が
ち)

を
き
か
し
て
軽
妙
に
描
き
、
ウ
ィ
ッ
ト
、
ユ
ー
モ
ア
、
ペ
ー
ソ
ス
、

エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
、
さ
ま
ざ
ま
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
と
お
し
て
の
人
生
批
評
を
含
む
。
大
正
一
二
年
、

フ
ラ
ン
ス
か
ら
帰
っ
た
岡
田
三
郎
が
こ
れ
を
紹
介
、
提
唱
し
、
そ
の
実
作
を
示
し
た
こ
と
か
ら
流

行｣

を
見
た
と
い
う

(�)
。
英
語
圏
の
一
般
的
な
文
学
辞
典
に
よ
る
と
、co

n
te

は
、ro

m
an

やn
o

u
-

v
e

lle

と
は
幾
分
異
な
っ
た
種
類
の
物
語
を
さ
す
と
さ
れ
、
真
の
コ
ン
ト
は
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク

で
は
な
く
、
少
し
フ
ァ
ン
タ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
、
滑
稽
味
が
あ
り
機
知
に
富
ん
で
い
る
傾
向
が
あ
り
、

一
九
世
紀
以
降
に
は
単
に
短
編
小
説
の
こ
と
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
と
も
い
う

(�)
。

大
正
末
年
の
コ
ン
ト
を
め
ぐ
る
論
議
を
分
析
し
た
柳
沢
孝
子
は
、
次
の
よ
う
な
認
識
を
提
示
し

て
い
る

(�)
。

コ
ン
ト
と
い
う
短
い
作
品
で
は
、
日
常
茶
飯
の
常
識
を
越
え
た
極
端
な
素
材
の
方
が
、
強
い

イ
ン
パ
ク
ト
を
持
て
る
し
、
印
象
的
、
効
果
的
だ
と
い
う
要
素
も
考
え
ら
れ
る
。
実
際
に
、

特
殊
な
心
理
状
態
や
奇
怪
な
出
来
事
や
、
死
を
扱
っ
た
コ
ン
ト
は
多
い
。
あ
り
得
な
い
よ
う

な
偶
然
さ
え
、
コ
ン
ト
形
式
で
描
か
れ
る
と
、
俗
に
言
う
運
命
の
皮
肉
め
い
た
も
の
に
見
え

て
く
る
。
そ
の
描
写
法
が
、
単
に
簡
潔
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
作
品
の
構
成
や
そ
れ
を
構

成
す
る
視
点
を
も
含
め
て
、
正
攻
法
の
リ
ア
リ
ズ
ム
手
法
か
ら
外
れ
た
も
の
で
よ
い
か
ら
で

あ
る
。

柳
沢
は
、
こ
う
し
た
コ
ン
ト
の
主
観
重
視
の
方
法
意
識
が

｢

非
常
に
感
覚
的
あ
る
い
は
幻
想
的

な
作
品
、
ダ
ダ
的
な
手
法｣

を
も
許
容
す
る
と
指
摘
し
て
い
る

(�)
。
日
常
の
ス
ケ
ッ
チ
の
よ
う
に
書

か
れ
た
太
宰
の

『

満
願』

は
、
こ
う
し
た
コ
ン
ト
の
非
日
常
性
か
ら
は
遠
い
位
置
に
あ
る
よ
う
に

見
え
る
が
、
実
は
コ
ン
ト
の
形
式
を
踏
ま
え
た
も
の
で
は
な
い
か
。
コ
ン
ト
を
書
き
続
け
た
武
野

藤
助
の
コ
ン
ト
論
か
ら
そ
の
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
。

コ
ン
ト
と
い
う
形
式
は
一
九
三
〇
年
代
に
は
衰
退
に
向
か
う
が
、
依
然
と
し
て
コ
ン
ト
を
書
き

続
け
、
そ
の
理
論
化
に
も
熱
意
を
持
っ
て
い
た
の
が
武
野
藤
介
で
あ
る
。
武
野
は
、
一
九
三
五
年

一
〇
月
に

『

コ
ン
ト
集

誤
診』

(

健
文
社)

を
刊
行
す
る
が
、
発
禁
処
分
を
受
け
た
。
小
説
、

戯
曲
、
散
文
詩
な
ど
多
様
な
ジ
ャ
ン
ル
に
渡
る
創
作
方
法
を
啓
蒙
的
に
説
い
た

『

文
藝
入
門
十
四

講』

に
、｢

コ
ン
ト
講
座｣

を
寄
稿
し
た
武
野
は
、
短
編
小
説
と
コ
ン
ト
の
違
い
に
つ
い
て
、｢

従

来
の
短
編
小
説
が
説
明
的
描
写
で
人
生
の
一
角
を
描
い
た
の
に
対
し
て
、
私
の
謂
ふ
と
こ
ろ
の
コ

ン
ト
は
批
評
的
に
同
じ
一
角

人
生
の
或
る
断
面
、
縮
図

を
描
か
う
と
云
ふ
の
で
あ
る｣

と
述
べ
て
い
る

(�)

。

武
野
は
、
夏
目
漱
石
の

『

三
四�』

に
描
か
れ
て
い
る
広
田
先
生
が
三
四�
に
語
る
話
を
コ
ン

ト
の
例
と
し
て
引
用
し
て
い
る
。
母
親
が
臨
終
の
際
に
、
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
人
を
頼
れ
と
言
い
、

理
由
を
問
う
と
、
そ
の
人
物
が
本
当
の
父
親
だ
と
告
白
さ
れ
た

｢

一
人
の
男｣

の
話
で
あ
る
。
三

四�
は

｢

そ
ん
な
人
は
滅
多
に
な
い
で
せ
う｣

と
述
べ
る
が
、
広
田
先
生
は

｢

滅
多
に
は
無
い
が
、

居
る
事
は
ゐ
る｣

と
応
じ
る
。
武
野
は
、｢

め
つ
た
に
あ
り
得
な
い
が
あ
り
得
る
こ
と
は
あ
る｣

と
い
う
点
に

｢

よ
き
コ
ン
ト
の
題
材｣

が
見
て
と
れ
る
と
指
摘
し
て
い
る

(�)

。『

文
壇
余
白』

に
収

録
さ
れ
た

｢

コ
ン
ト
講
話｣

で
も
、
武
野
は
同
じ
話
に
触
れ
て
い
る
が
、｢

コ
ン
ト
は

｢

嘘
を
書

く｣

と
い
ふ
こ
と
を
、
そ
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
ゐ
る｣

と
述
べ
て
い
る

(�)

。
こ
こ
で
言
う

｢

嘘｣

と
は
、
あ
り
得
な
い
が
、
話
と
し
て
は
あ
り
得
る
よ
う
な
極
端
な
設
定
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

ま
た
、
武
野
は
こ
う
し
た

｢

嘘｣

、
す
な
わ
ち
ま
れ
な
設
定
を
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る

｢

不

自
然
さ｣

を
解
消
す
る
の
が

｢

を
ち｣

で
あ
る
と
も
主
張
し
て
い
る

(�)

。

武
野
藤
介
の

『

コ
ン
ト
集

壁
に
咲
く
花』

に

『

情
婦』

と
い
う
一
編
が
収
め
ら
れ
て
い
る

(�)

。

八
幡
様
の
境
内
に
地
主
の
寄
附
で
ブ
ラ
ン
コ
が
設
置
さ
れ
る
。
昼
間
は
子
ど
も
た
ち
に
使
わ
れ
る

が
、
夜
は

｢

近
所
の
女
中
ど
も
は
大
急
ぎ
で
、
台
所
の
あ
と
か
た
づ
け
を
済
ま
せ
て
、
こ
の
ブ
ラ

ン
コ
へ
駈
け
つ
け
て｣

き
た
。
待
っ
て
い
る
の
は

｢

酒
屋
や
米
屋
の
子
僧｣

で
あ
る
。
男
女
が
と

も
に
ブ
ラ
ン
コ
に
乗
っ
て
嬌
声
が
響
き
渡
る
。
や
が
て

｢

夜
間
の
使
用
を
禁
ず｣

と
い
う
立
札
が

出
る
。
落
ち
は
タ
イ
ト
ル
に
か
け
て
あ
り
、
神
社
の
神
主
が
警
察
の
意
向
を
受
け
て
札
を
出
し
た

の
だ
が
、
そ
の
神
主
自
身
が

｢

情
婦
に
カ
ツ
フ
エ
を
経
営
さ
せ
て
ゐ
た｣

の
で
あ
っ
た
。
末
尾
は

｢

子
僧
達
も
ブ
ラ
ン
コ
に
は
チ
ツ
プ
が
要
ら
な
い
か
ら
ね
。｣

と
な
っ
て
い
る
。

子
ど
も
の
遊
具
で
あ
る
ブ
ラ
ン
コ
が
、｢

近
所
の
女
中
ど
も｣

や

｢

子
僧｣

た
ち
の
性
具
に
転

木股 知史：太宰治 『満願』 論( 五 )



換
し
、
表
題
は
、
神
社
の
神
主
が

｢

情
婦｣

を
囲
っ
て
、｢

カ
ツ
フ
エ｣

を
経
営
さ
せ
て
い
る
と

い
う
不
謹
慎
な
ふ
る
ま
い
を
示
し
、
両
者
は
最
後
の
オ
チ
の

｢

子
僧
達
も
ブ
ラ
ン
コ
に
は
チ
ツ
プ

が
要
ら
な
い
か
ら
ね
。｣

と
い
う
皮
肉
に
よ
っ
て
綯
い
あ
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た

｢

ブ
ラ
ン

コ｣

と
神
主
の

｢

情
婦｣

と
い
う
離
れ
た
二
つ
の
要
素
を
関
連
づ
け
る
結
末
の
あ
り
方
は
、
美
談

を
作
為
に
結
び
つ
け
る

『

満
願』

に
も
共
有
さ
れ
て
い
る
。

太
宰
の『

満
願』
の
モ
テ
ィ
ー
フ
は
、
コ
ン
ト
に
よ
く
見
ら
れ
る
、
夫
婦
、
男
女
間
の
エ
ロ
テ
ィ
ッ

ク
な
素
材
に
絡
め
ら
れ
た
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
転
倒
し
た
位
置
に
あ
る
が
、
そ
の
表
現
法
は
コ
ン
ト
を

踏
襲
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

注

(�)
山
崎
剛
平

『

若
き
日
の
作
家

砂
子
屋
書
房
記』

(

一
九
八
四
年
三
月
十
五
日
、
砂
子
屋
書
房)

八
四
頁

(�)
ジ
ェ
フ
リ
ー
・
Ｎ
・
リ
ー
チ
、
マ
イ
ケ
ル
・
Ｈ
・
シ
ョ
ー
ト

『

小
説
の
文
体

英
米
小
説
へ
の
言

語
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ』

(

二
〇
〇
三
年
一
月
、
研
究
社
、
筧
壽
雄
監
修
、
石
川
慎
一
郎
、
廣
野
由
美
子
、

瀬
良
晴
子
訳)

一
七
一
頁
。
図
１
は
本
書
の

｢[

図
５
・
２]｣
の
引
用
で
あ
る
。

(�)
同
前
、
一
七
一
頁
。

(�)
三
谷
憲
正

｢

太
宰
治

｢

満
願｣

試
論
―
読
解
の
試
み｣
(

一
九
九
七
年
一
〇
月
四
日

『

京
都
語
文』

二
号)

一
九
六
〜
一
九
七
頁
。

(�)

伊
原
紀
子

『

翻
訳
と
話
法

語
り
の
声
を
聞
く』
(

二
〇
一
一
年
五
月
、
松
籟
社)

二
二
二
頁
。

(�)

同
前
、
二
二
五
頁
。

(�)

橋
本
陽
介

『

物
語
に
お
け
る
時
間
と
話
法
の
比
較
詩
学』

(

二
〇
一
四
年
九
月
五
日
、
水
声
社)

三

九
一
頁
、
三
九
二
頁
。

(�)
(�)

に
同
じ
。
一
九
一
頁
、
一
九
五
頁
。

(�)

同
前
、
一
九
七
頁
。

(�)
『

日
本
国
語
大
辞
典

第
二
版

第
二
巻』

(

二
〇
〇
一
年
二
月
二
〇
日
、
小
学
館)

一
三
〇
頁
。

(�)
『

日
本
国
語
大
辞
典

第
二
版

第
十
一
巻』

(

二
〇
〇
一
年
一
一
月
二
〇
日
、
小
学
館)

九
九
五
頁
。

(�)

永
井
潜

『

結
婚
読
本』

(

昭
和
一
四
年
一
一
月
五
日
、
春
秋
社)

二
三
一
頁
。

(�)
(�)

に
同
じ
。
一
九
一
頁
。

(�)
(�)

に
同
じ
。
一
九
二
頁
。

(�)

細
江
光

｢｢

満
願｣

論｣
(

平
成
一
三
年
六
月
一
九
日
、『

太
宰
治
研
究
９』

和
泉
書
院)

四
九
頁
。

(�)
『

日
本
近
代
文
学
大
事
典

第
四
巻』

｢

コ
ン
ト｣

の
項
、
執
筆
は
保
昌
正
夫
。
一
五
六
頁
。

(�)
E

d
ite

d
b

y
J.

A
.

G
u

d
d

o
n
,

A
D

iction
a

ry
of

L
itera

ry
T

erm
s

a
n

d
L

itera
ry

T
h

eory.
F

o
rth

E
d

itio
n
,

1
9

9
8
,

B
lack

w
e

ll
P

u
b

lish
e

rs
L

td
.

p
1

7
7

(�)

柳
沢
孝
子｢

コ
ン
ト
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル｣

(

二
〇
〇
三
年
四
月
、『

文
学』

第
四
巻
二
号
、
岩
波
書
店)

七
三
頁
。

(�)

同
前
、
七
三
頁
。

(�)

武
野
藤
介

｢

コ
ン
ト
講
座｣

(

昭
和
二
年
一
月
十
九
日
、
金
児
農
夫
雄
編

『

文
藝
入
門
十
四
講』

素

人
社)

一
七
頁
。

(�)

同
前
、
二
三
頁
。

(�)

武
野
藤
介

｢

コ
ン
ト
講
話｣

(

昭
和
十
年
七
月
五
日
、『

文
壇
余
白』

健
文
社)

二
六
三
頁
。

(�)

同
前
、
二
六
六
頁
。

(�)

武
野
藤
介

『

情
婦』

(

昭
和
十
一
年
四
月
十
五
日
、『

壁
に
咲
く
花』

健
文
社)

二
六
〇
〜
二
六
一
頁
。

＊

『

満
願』

の
引
用
は
、
筑
摩
書
房
版

『

太
宰
治
全
集

第
二
巻』

(

一
九
八
九
年
八
月
二
十
五
日)

所
収

の
も
の
に
よ
っ
た
。
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