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無
題
序
文
に
お
け
る
自
己
宣
伝
の
機
能

―
太
宰
治
の
作
品
集
『
思
ひ
出
』
を
中
心
に

小
田
桐

ジ
ェ
イ
ク

１
、
は
じ
め
に

太
宰
治
の
生
前
に
出
版
さ
れ
た
書
物
に
は
序
文
や
跋
文
が
収
録
さ
れ
、

同
時
代
の
評
価
で
は
、
こ
れ
ら
の
序
跋
文
が
読
ま
れ
、
注
目
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。『
愛
と
美
に
つ
い
て
』（
竹
村
書
房
、
一
九
三

九
・
五
）
を
評
価
す
る
大
谷
好
雄
「
太
宰
治
著
「
愛
と
美
に
つ
い

て
」
」（
１
）

で
は
、「
読
者
に
」
の
一
部
が
引
用
さ
れ
、「
読
む
者
の
心
へ

も
同
じ
様
な
ゆ
と
り
を
目
覚
し
て
呉
れ
る
」
と
あ
る
。
ま
た
、
浅
見
淵

「
太
宰
治
」（

）

で
は
「
作
者
は
こ
の
短
編
集
の
は
じ
め
に
、
い
ま
割

2

に
幸
福
な
平
和
な
生
活
を
営
ん
で
ゐ
る
旨
を
書
き
つ
け
て
ゐ
る
」
と
あ

る
。
こ
れ
ら
の
評
価
は
序
文
を
意
識
し
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か

が
え
る
。
他
に
『
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
（
文
芸
春
秋
社
、
一
九
四
一
・

七
）
を
評
価
す
る
山
岸
外
史
「
太
宰
治
に
つ
い
て

新
ハ
ム
レ
ッ
ト
及

び
東
京
八
景
」（

）

に
、
「
「
は
し
が
き
」
の
文
章
が
た
い
へ
ん
に
好
い

3

と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
／
（
こ
れ
は
皮
肉
で
は
な
く
、
彼
が
こ
の
仕
事

の
方
針
と
計
画
に
対
し
て
、
充
分
な
自
覚
と
意
識
と
を
も
つ
て
ゐ
た
こ

と
を
、
こ
の
「
は
し
が
き
」
で
正
確
に
裏
書
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ

る
）」
と
あ
る
よ
う
に
、「
は
し
が
き
」
の
内
容
が
高
く
評
価
さ
れ
る
こ

と
も
あ
る
。

一
方
で
、
肯
定
的
な
評
価
ば
か
り
で
は
な
い
。『
富
嶽
百
景
』（
新
潮

社
、
一
九
四
三
・
一
）
収
録
『
走
れ
メ
ロ
ス
』
を
評
価
す
る
前
に
、
荒

正
人
「
講
座

な
に
を
・
い
か
に
よ
む
か

太
宰
治
の
『
走
れ
メ
ロ

ス
』
」（

）

で
は
口
絵
写
真
や
序
跋
文
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
「
じ
つ
は
、

4

作
者
の
顔
だ
の
、
前
口
上
だ
の
、
そ
れ
か
ら
亀
井
勝
一
郎
の
「
解
説
」

だ
の
、
い
づ
れ
も
ど
う
だ
つ
て
い
い
こ
と
な
の
で
す
よ
」
と
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
荒
評
は
口
絵
写
真
や
序
跋
文
を
重
視
し
な
い
が
、
取
り
上
げ

る
こ
と
自
体
は
「
ど
う
だ
つ
て
い
い
」
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
意
図
が

裏
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

た
だ
、
太
宰
の
書
物
に
収
録
さ
れ
た
序
跋
文
が
常
に
注
目
さ
れ
た
わ

け
で
は
な
い
。
例
え
ば
『
虚
構
の
彷
徨
、
ダ
ス
・
ゲ
マ
イ
ネ
』
（
新
潮

社
、
一
九
三
七
・
九
）
の
「
解
題
」
を
は
じ
め
、『
東
京
八
景
』（
実
業

之
日
本
社
、
一
九
四
一
・
五
）
の
「
あ
と
が
き
」
、『
風
の
便
り
』（
利
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根
書
房
、
一
九
四
二
・
四
）
の
「
あ
と
が
き
」
な
ど
は
注
目
さ
れ
た
形

跡
が
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
序
跋
文
の
内
容
に
は
注
目
す
べ
き
点

が
あ
る
。
『
虚
構
の
彷
徨
、
ダ
ス
・
ゲ
マ
イ
ネ
』
の
「
改
題
」
で
は
、

「
む
か
し
か
ら
の
私
の
読
者
も
、
心
あ
ら
ば
、
い
ま
ひ
と
た
び
、
こ
の

一
系
列
の
作
品
の
、
順
序
を
追
う
に
、
併
せ
て
読
ま
れ
よ
」
と
あ
り
、

『
東
京
八
景
』
の
「
あ
と
が
き
」
で
は
、
「
作
者
が
、
作
品
に
説
明
を

附
け
る
と
、
読
者
は
、
そ
の
説
明
文
に
頼
り
過
ぎ
て
い
け
な
い
」
と
あ

り
、『
風
の
便
り
』
の
「
あ
と
が
き
」
で
は
、「
ペ
エ
ジ
数
の
都
合
で
、

「
千
代
女
」
以
前
の
作
品
も
編
入
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
つ
て
、
心
苦
し

い
の
で
あ
る
が
、
い
ま
此
の
機
会
に
再
読
な
さ
つ
て
も
、
充
分
に
新
鮮

の
感
じ
が
す
る
や
う
に
、
心
掛
け
て
編
輯
し
た
筈
で
あ
る
」
と
あ
る
。

そ
も
そ
も
こ
れ
ら
の
序
跋
文
の
性
格
は
異
な
っ
て
い
る
が
、
読
者
へ
の

意
識
や
序
跋
文
の
解
説
へ
の
批
判
等
が
あ
る
こ
と
は
そ
の
書
物
を
手
に

す
る
人
の
関
心
を
惹
か
せ
る
だ
ろ
う
。

太
宰
治
の
書
物
や
収
録
作
品
、
そ
れ
に
お
け
る
作
品
像
な
い
し
作
家

像
が
従
来
の
研
究
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
例

え
ば
、
紅
野
謙
介
著
『
書
物
の
近
代

―
メ
デ
ィ
ア
の
文
学
史
』（

）
5

で
は
『
晩
年
』（
砂
子
屋
書
房
、
一
九
三
六
・
六
）
の
口
絵
写
真
が
取

り
上
げ
ら
れ
、
こ
の
要
素
が
太
宰
の
後
の
作
品
に
も
つ
な
が
る
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
井
原
あ
や
「
リ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
さ
れ
る
太
宰
治
」

（

）

は
太
宰
没
後
の
受
容
を
映
画
化
さ
れ
た
作
品
や
文
庫
本
の
表
紙
・

6ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の
デ
ザ
イ
ン
の
変
遷
に
則
し
て
考
察
し
て
い
る
。
斎
藤
理

生
「

年
目
の
『
人
間
失
格
』

―
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
か
ら
テ
ク
ス
ト

60

へ
」（

）

は
太
宰
の
生
誕
一
〇
〇
周
年
前
後
に
ま
つ
わ
る
『
人
間
失

7

格
』
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
を
取
り
上
げ
、
表
紙
や
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の
デ
ザ
イ

ン
が
読
み
方
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
の
か
を
指
摘
し
て
い
る
。

山
内
祥
史
著
『
太
宰
治
の
『
晩
年
』

―
成
立
と
出
版
』（
）

は
、
特

8

に
書
物
と
作
家
像
な
い
し
作
品
像
を
解
釈
し
な
い
が
、
書
誌
研
究
の
観

点
か
ら
太
宰
の
第
一
作
品
集
『
晩
年
』
の
成
立
か
ら
出
版
に
至
る
ま
で

の
過
程
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
従
来
の
研
究
に
お
い
て
、
太
宰
の
書
物
と
そ
れ
に
お
け

る
作
品
像
や
作
家
像
と
の
関
係
が
論
考
さ
れ
て
き
た
が
、
序
跋
文
に
あ

る
言
説
が
い
か
に
太
宰
の
イ
メ
ー
ジ
が
つ
く
ら
れ
る
の
か
と
い
う
観
点

か
ら
は
論
考
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
本
稿
は
、
序
文
の
内
容
と
そ
れ
が

作
品
像
や
作
家
像
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
か
を
明
ら
か
に
し
て

い
く
。

序
文
や
跋
文
と
い
っ
た
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
的
要
素
が
読
解
に
影
響
す
る

こ
と
は
、
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
が
指
摘
し
て
い
る
通
り
で
あ
る

し
、
先
に
あ
げ
た
太
宰
作
品
に
対
す
る
同
時
代
評
価
か
ら
も
明
ら
か
で

あ
る
。
た
だ
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
は
「
序
文
の
機
能
は
序
文
の
タ
イ
プ
に
応
じ

て
異
な
る
の
で
あ
る
」（

）

と
も
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
一
口
に

9

序
文
と
い
っ
て
も
、
そ
の
役
割
は
同
じ
で
は
な
い
。

本
稿
で
は
先
行
論
の
指
摘
を
参
照
し
つ
つ
、
一
九
四
〇
年
六
月
に
人

文
書
院
に
よ
り
出
版
さ
れ
た
作
品
集
『
思
ひ
出
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る

六
つ
の
無
題
序
文
の
意
味
と
機
能
を
考
察
す
る
。
更
に
、
作
品
集
『
思

ひ
出
』
に
し
か
見
ら
れ
な
い
姿
を
重
視
す
る
こ
と
で
、
改
め
て
序
文
に
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お
け
る
自
己
宣
伝
と
い
う
機
能
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
を
解

釈
す
る
。

２
、
作
品
集
『
思
ひ
出
』
の
全
体
構
造
と
特
徴

『
思
ひ
出
』
は
、
五
つ
の
作
品
と
随
筆
集
か
ら
成
る
書
物
で
あ
る
。

目
次
に
は
「
思
ひ
出
／
ダ
ス
・
ゲ
マ
イ
ネ
／
二
十
世
紀
旗
手
／
新
樹
の

言
葉
／
富
嶽
百
景
・
餘
瀝

近
事
片
々
」
と
あ
る
。
た
だ
、
実
際
に
こ

の
作
品
集
を
手
に
す
る
と
、
目
次
に
は
載
っ
て
い
な
い
六
つ
の
無
題
序

文
も
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

現
在
、
個
人
全
集
な
ど
に
は
こ
れ
ら
の
序
文
が
「
『
思
ひ
出
』
序
」

と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、『
思
ひ
出
』
に
お
い
て
は
そ
れ

ぞ
れ
の
序
文
は
無
題
で
あ
り
、
作
品
な
い
し
随
筆
集
の
中
扉
裏
側
に
あ

る
。
例
え
ば
、
作
品
『
思
ひ
出
』
の
前
に
あ
る
無
題
序
文
は
図
に
あ
る

通
り
で
あ
り
、
序
文
と
本
文
と
の
間
に
隔
た
り
が
あ
る
。
『
思
ひ
出
』

を
手
に
し
た
人
は
、
作
品
を
読
む
前
に
こ
の
無
題
序
文
を
読
む
可
能
性

が
高
い
し
、
そ
の
文
章
が
作
品
に
関
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
こ
と
が

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
無
題
序
文
の
位
置
そ
れ
自
体
が
重
要
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
無
題
序
文
は
現
在
だ
と
、
作
品
な
い
し
随
筆
群
と
物
理
的

に
隔
て
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
六
つ
の
無
題
序
文
は
全
集
な

ど
で
読
む
こ
と
が
で
き
る
が
、
作
品
集
で
あ
る
『
思
ひ
出
』
と
同
じ
形

で
読
む
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
も
そ
も
書
物
の
序
文
に
は
ど
の
よ
う
な
機
能
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

例
え
ば
作
品
（
群
）
の
解
釈
や
読
解
の
提
案
、
成
立
情
報
、
解
釈
の
提

案
な
ど
の
機
能
が
あ
る
（

）
。
序
文
が
作
家
自
身
に
よ
っ
て
書
か
れ
て

10

い
る
場
合
だ
と
、
こ
れ
ら
の
機
能
は
強
化
さ
れ
、
作
家
の
意
図
や
作
意

が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
読
み
取
れ
よ
う
。
必
ず
し
も
こ
れ
ら
の
機
能

は
全
て
の
序
跋
文
に
備
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
序
文
が
作
品

（
群
）
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
こ
う
し
た
機
能
と
意
味
は
変

化
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

『
思
ひ
出
』
収
載
の
序
文
の
機
能
は
後
に
詳
し
く
見
る
が
、
そ
の
一

つ
は
書
誌
情
報
と
作
品
と
の
関
係
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。
作
品
の
い
わ

ゆ
る
足
跡
が
書
誌
情
報
で
あ
り
、
『
思
ひ
出
』
収
録
作
品
は
い
ず
れ
も

既
に
他
の
書
物
に
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
改
め
て
収
録
す
る
価

値
が
あ
る
と
作
家
自
身
が
判
断
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
作
品
『
思

中扉 空紙

本文 無題序文
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ひ
出
』
の
無
題
序
文
の
冒
頭
に
「
け
ふ
ま
で
創
作
集
が
五
冊
出
て
ゐ
る

か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
出
版
主
に
お
願
ひ
し
て
、
一
冊
か
ら
一
篇
づ
つ
抜

き
取
る
こ
と
を
許
し
て
も
ら
つ
た
」
と
い
う
説
明
が
あ
る
よ
う
に
、
収

録
作
品
が
特
別
に
選
抜
さ
れ
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

作
家
自
身
が
新
し
い
作
品
集
の
た
め
に
、
そ
の
作
品
集
に
合
う
作
品
を

選
ん
で
い
る
こ
と
に
な
り
、
作
品
の
先
に
無
題
序
文
を
読
む
前
提
に
な

っ
て
い
る
。

全
集
な
ど
に
お
け
る
再
提
示
さ
れ
た
無
題
序
文
の
形
を
も
う
少
し
考

え
て
み
た
い
。
ま
ず
、
筑
摩
書
房
版
『
太
宰
治
全
集
』
に
収
録
さ
れ
て

い
る
「
『
思
ひ
出
』
序
」
の
提
示
さ
れ
方
は
主
に
山
内
祥
史
論
（

）

に

11

従
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
形
態
は
分
か
り
や
す
さ
を
求

め
て
提
示
し
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
正
確
な
姿
で
は
な
い
。
本
来
の
形

、
、

で
は
、
各
序
文
は
無
題
で
あ
っ
た
の
に
、
全
集
で
は
作
品
名
が
付
加
さ

れ
、
「
（
太
宰
）
」
な
い
し
「
太
宰
治
」
と
い
う
署
名
が
い
ず
れ
の
序
文

か
ら
も
削
除
さ
れ
て
い
る
。
更
に
、
最
も
大
き
な
変
化
は
、
こ
れ
ら
の

無
題
序
文
は
中
扉
裏
側
に
あ
っ
た
の
に
、
全
集
で
は
ひ
と
ま
と
め
に
さ

れ
、
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
作
品
集
『
思
ひ
出
』
で
提
示

さ
れ
る
各
無
題
序
文
の
姿
は
大
き
く
異
な
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
全

集
だ
か
ら
と
い
っ
て
作
品
と
併
読
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
わ
け
で
は
な

い
が
、
別
の
場
所
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
で
人
文
書
院
版
『
思
ひ
出
』

と
は
同
じ
よ
う
な
流
れ
で
読
ま
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。

『
思
ひ
出
』
収
録
作
品
は
い
ず
れ
も
太
宰
の
生
前
に
別
の
作
品
集
に

改
め
て
収
録
さ
れ
た
が
、
五
作
が
共
に
提
示
さ
れ
る
の
は
人
文
書
院
版

『
思
ひ
出
』
の
み
で
あ
る
。
作
品
群
の
組
み
合
わ
せ
だ
け
で
は
な
く
、

六
つ
の
無
題
序
文
も
そ
う
で
あ
る
。
日
本
近
代
文
学
館
刊
行
「
名
著
初

版
本
複
刻

太
宰
治
文
学
館
」
に
、
『
思
ひ
出
』
が
含
ま
れ
て
い
な
い

の
は
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
（

）
。
そ
の
理
由
は
「
作
品
の
初
出
単
行

12

本
が
収
録
本
選
定
の
原
則
」
で
あ
り
、『
思
ひ
出
』
の
収
録
作
品
は
い

ず
れ
も
既
に
別
の
作
品
集
に
収
録
さ
れ
て
い
た
の
で
、
復
刻
の
対
象
に

な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で

は
作
品
集
『
思
ひ
出
』
が
見
ら
れ
る
が
、
補
修
が
行
わ
れ
た
よ
う
で
、

表
紙
の
装
幀
デ
ザ
イ
ン
や
本
扉
が
欠
如
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
経
緯
を

辿
る
こ
と
で
、
後
に
詳
し
く
見
る
よ
う
に
、
本
書
が
人
文
書
院
の
シ
リ

ー
ズ
に
属
し
て
い
る
と
い
う
情
報
が
な
く
な
っ
て
い
る
。

３
、
単
行
本
と
し
て
の
存
在
と
そ
の
意
味

太
宰
イ
メ
ー
ジ
に
関
し
て
は
、
代
表
作
『
人
間
失
格
』（
『
展
望
』
一

九
四
八
・
六
〜
八
）
が
最
も
強
い
影
響
力
を
有
し
て
い
る
。
一
方
で
、

初
期
作
品
『
思
ひ
出
』
も
太
宰
像
と
深
く
関
わ
る
。
第
一
作
品
集
『
晩

年
』
を
読
む
人
に
は
、
必
ず
読
ま
れ
る
作
品
で
あ
る
。『
思
ひ
出
』
が

作
品
だ
け
で
は
な
く
、
作
品
集
の
書
名
に
も
な
っ
て
い
る
こ
と
は
広
く

知
ら
れ
て
い
な
い
。
現
在
の
書
店
な
ど
で
手
に
入
れ
や
す
い
書
物
と
し

て
は
新
潮
文
庫
版
『
晩
年
』
が
あ
り
、
そ
の
中
に
は
奥
野
健
男
「
解

説
」
が
収
載
さ
れ
、
そ
の
一
部
で
『
思
ひ
出
』
は
語
ら
れ
て
い
る
。

『
思
ひ
出
』
は
同
人
雑
誌
「
海
豹
」
の
昭
和
八
年
四
、
六
、
七
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月
号
に
発
表
さ
れ
た
。
作
者
の
幼
年
期
、
少
年
期
を
書
い
た
自
叙

伝
的
小
説
で
『
晩
年
』
の
中
心
を
な
す
処
女
作
で
あ
る
。
こ
の
作

品
と
同
じ
時
期
の
自
分
を
、
習
作
時
代
に
『
無
間
奈
落
』
で
、
後

年
『
人
間
失
格
』
で
扱
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
二
作
は
共
に
自

虐
的
に
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
て
い
る
。
自
己
を
徹
底
的
に
分
析
し
、

そ
の
実
存
的
な
本
質
を
あ
ら
わ
に
し
よ
う
と
す
る
点
に
お
い
て

『
人
間
失
格
』
は
類
い
稀
れ
な
深
さ
に
達
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に

対
し
『
思
ひ
出
』
は
の
び
の
び
と
し
て
書
か
れ
た
素
直
な
自
画
像

で
あ
る
。（
）
13

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
点
は
、『
思
ひ
出
』
が
『
人
間
失
格
』
と
直
接

結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
に
、
作
品
集
『
思
ひ
出
』
に
関
す
る
言
説
が

な
い
こ
と
で
あ
る
。
作
品
『
思
ひ
出
』
が
「
『
晩
年
』
の
中
心
を
な

す
」
作
品
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
に
作
品
集
の
表
題
作
に
な
る

こ
と
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
作
品
集
『
思
ひ
出
』
の
無
題
序
文
の
内

容
が
ま
さ
し
く
『
思
ひ
出
』
の
自
伝
的
作
品
の
解
説
に
な
っ
て
い
る
こ

と
は
無
視
し
難
い
が
、
無
題
序
文
の
代
わ
り
に
、
奥
野
「
解
説
」
は
作

品
『
思
ひ
出
』
の
読
み
方
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

人
文
書
院
版
『
思
ひ
出
』
の
収
録
作
品
は
い
ず
れ
も
自
伝
的
作
品
で

あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
（

）
。
例
え
ば
『
思
ひ
出
』
と
『
富
嶽
百
景
』

14

と
『
新
樹
の
言
葉
』
の
三
作
は
一
人
称
語
り
で
、
リ
ア
リ
テ
ィ
の
あ
る

内
容
か
ら
成
り
、
い
わ
ば
「
私
小
説
」
を
思
わ
せ
る
作
風
で
あ
る
の
で
、

自
伝
的
作
品
と
し
て
の
読
み
方
が
促
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
一
方
、

『
ダ
ス
・
ゲ
マ
イ
ネ
』
と
『
二
十
世
紀
旗
手
』
は
前
衛
的
且
つ
実
験
的
、

難
解
な
作
品
で
あ
る
た
め
、
自
伝
性
が
薄
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
『
ダ

ス
・
ゲ
マ
イ
ネ
』
の
登
場
人
物
の
一
人
が
「
太
宰
治
」
と
名
づ
け
ら
れ

て
お
り
、
「
自
殺
」
も
作
中
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
作
家
イ
メ

ー
ジ
と
併
せ
て
読
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
『
二
十
世
紀
旗
手
』
の
エ
ピ

グ
ラ
フ
「

―
（
生
ま
れ
て
す
み
ま
せ
ん
。
）」
は
後
に
太
宰
を
表
象
す

る
よ
う
に
な
り
、
太
宰
の
作
家
像
と
し
て
も
受
容
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
く
。
更
に
、
こ
れ
ら
は
『
思
ひ
出
』
と
い
う
自
伝
的
作
品
の
文
脈

と
共
に
提
示
さ
れ
る
こ
と
で
、
ジ
ャ
ン
ル
が
固
定
化
さ
れ
て
い
く
こ
と

も
あ
る
。

た
だ
、
作
風
だ
け
で
は
な
く
、
無
題
序
文
に
は
自
伝
的
な
読
み
方
を

促
す
言
葉
が
あ
る
。
例
え
ば
、『
富
嶽
百
景
』
の
無
題
序
文
に
「
「
思
ひ

出
」
と
い
ふ
標
題
を
打
つ
て
、
一
本
に
し
て
み
る
と
、
自
ら
ま
た
別
の

感
慨
も
湧
く
の
で
あ
る
。
き
の
ふ
ま
で
の
、
三
十
年
の
、
冗
談
で
な
い

思
ひ
出
に
な
つ
て
ゐ
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
作
品
集
全
体
が
自
伝
性
を

持
つ
よ
う
に
な
る
。
あ
る
い
は
、
『
餘
瀝

近
事
片
々
』
の
無
題
序
文

に
は
「
以
上
の
五
篇
の
創
作
に
て
、
私
の
こ
れ
ま
で
歩
い
て
来
た
経
過

の
、
だ
い
た
い
は
、
推
察
し
て
い
た
だ
け
る
事
と
思
ふ
」
と
あ
り
、
作

品
集
は
作
家
自
身
を
振
り
返
ら
せ
る
も
の
に
な
る
。
更
に
、
こ
れ
ら
の

無
題
序
文
に
は
「
（
太
宰
）」
な
い
し
「
太
宰
治
」
と
い
う
署
名
が
つ
け

ら
れ
て
い
る
の
で
、
作
家
自
身
の
言
葉
と
し
て
、
自
伝
性
が
強
化
さ
れ

る
と
も
言
え
る
。
し
か
し
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
う
し
た
言
説
が

作
品
群
な
い
し
随
筆
群
と
共
に
提
示
さ
れ
る
の
は
作
品
集
『
思
ひ
出
』
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だ
け
で
あ
る
。
無
題
序
文
が
全
集
で
提
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、

「
（
太
宰
）」
な
い
し
「
太
宰
治
」
と
い
う
作
家
の
署
名
は
削
除
さ
れ
て

し
ま
う
。

作
品
集
『
思
ひ
出
』
の
自
伝
性
が
、
作
品
集
内
に
収
録
さ
れ
て
い
る

作
品
群
か
ら
発
生
す
る
こ
と
は
、
作
風
だ
け
で
は
な
く
、
書
物
そ
れ
自

体
の
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
的
要
素
、
特
に
無
題
序
文
の
内
容
も
大
き
く
関
係

す
る
。
す
な
わ
ち
、
作
品
集
の
レ
イ
ア
ウ
ト
は
作
品
の
前
に
無
題
序
文

が
あ
り
、
「
（
太
宰
）
」
と
署
名
さ
れ
、
作
品
集
は
作
家
自
身
が
選
ん
だ

作
品
群
か
ら
成
る
こ
と
も
読
み
取
れ
る
。
し
か
も
、
こ
の
五
作
及
び
随

筆
集
が
共
に
こ
の
形
で
提
示
さ
れ
る
の
は
、
作
品
集
『
思
ひ
出
』
に
お

い
て
だ
け
で
あ
る
。
特
に
作
品
の
前
に
無
題
序
文
が
設
置
さ
れ
る
こ
と

が
単
行
本
で
し
か
見
ら
れ
な
い
レ
イ
ア
ウ
ト
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
序
文

の
内
容
の
自
伝
的
な
読
み
方
を
促
す
言
説
が
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。
更

に
調
査
す
る
と
、
『
思
ひ
出
』
は
単
独
出
版
で
は
な
く
、
よ
り
大
き
な

文
脈
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
も
確
認
で
き
る
。

４
、
人
文
書
院
「
作
家
自
選
」
に
お
け
る

『
思
ひ
出
』
の
位
置

作
品
集
『
思
ひ
出
』
の
表
紙
装
幀
デ
ザ
イ
ン
に
あ
る
「
短
篇
傑
作

集
」
と
い
う
文
言
は
、
従
来
の
研
究
で
は
重
視
さ
れ
て
き
た
。
書
名
が

『
思
ひ
出
―
―
太
宰
治
短
編
傑
作
集
』
と
し
て
提
示
さ
れ
る
こ
と
も
あ

る
（

）
。
し
か
し
、『
思
ひ
出
』
の
奥
付
な
ど
を
確
認
し
て
み
る
と
、
書

15

名
は
「
思
ひ
出
」
に
な
っ
て
お
り
、「
短
篇
傑
作
集
」
は
表
紙
と
扉
の

一
部
で
あ
る
。
な
ら
ば
、『
思
ひ
出
』
の
奥
付
に
な
い
が
、
表
紙
と
扉

に
わ
ざ
わ
ざ
「
短
篇
傑
作
集
」
と
書
か
れ
て
い
る
意
味
を
考
察
し
、

『
思
ひ
出
』
が
単
独
出
版
で
な
い
こ
と
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
必
要

が
あ
る
。

太
宰
治
の
書
誌
研
究
は
山
内
祥
史
が
ほ
と
ん
ど
一
手
に
担
っ
て
お
り
、

『
晩
年
』
を
は
じ
め
、『
愛
と
美
に
つ
い
て
』
な
ど
の
単
行
本
に
関
す

る
論
考
や
書
誌
資
料
集
な
ど
を
発
表
し
て
い
る
（

）
。
そ
の
中
で
、
人

16

文
書
院
版
『
思
ひ
出
』
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
詳
細
に
分
析
さ
れ
て
い
る

（

）
。
し
か
し
、『
思
ひ
出
』
が
出
版
社
の
シ
リ
ー
ズ
の
一
冊
で
あ
る
こ

17と
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
作
品
集
『
思
ひ
出
』
そ
れ
自
体
に
は
六
枚

分
の
広
告
及
び
宣
伝
が
あ
り
、
全
て
人
文
書
院
か
ら
の
刊
行
物
で
あ
る
。

た
だ
、
い
ず
れ
も
「
短
篇
傑
作
集
」
と
い
う
言
説
が
付
与
さ
れ
て
お
ら

ず
、
こ
れ
は
『
思
ひ
出
』
が
単
独
に
出
版
さ
れ
た
書
物
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
理
由
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
も
し
『
思
ひ
出
』
が
単
独
に
出
版
さ
れ
た
も
の
で
、
「
短

篇
傑
作
集
」
は
こ
の
書
物
に
し
か
な
い
言
説
で
あ
れ
ば
、
『
富
嶽
百

景
』
の
前
に
付
与
さ
れ
て
い
る
無
題
序
文
の
一
部
に
「
之
等
、
五
つ
の

小
説
は
、
決
し
て
傑
作
で
は
無
い
」
と
い
う
矛
盾
し
た
一
文
を
ど
の
よ

う
に
読
め
ば
い
い
だ
ろ
う
か
。
表
紙
の
デ
ザ
イ
ン
に
あ
る
言
説
の
全
て

が
作
家
自
身
の
意
図
を
反
映
し
た
も
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ

を
確
か
め
る
た
め
に
、『
思
ひ
出
』
の
出
版
さ
れ
た
時
代
の
前
後
を
見

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
確
認
で
き
た
範
囲
で
、『
思
ひ
出
』
と
同
じ
一

九
四
〇
年
の
人
文
書
院
刊
行
の
書
物
は
お
よ
そ
三
十
五
冊
で
あ
る
。
更
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に
調
べ
て
み
る
と
、
「
短
篇
傑
作
集
」
は
人
文
書
院
の
シ
リ
ー
ズ
に
つ

な
が
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

人
文
書
院
の
シ
リ
ー
ズ
の
正
式
な
名
前
は
「
作
家
自
選

短
篇
小
説

傑
作
集
」
（
以
降
「
作
家
自
選
」
と
称
す
）
で
あ
り
、
一
九
三
九
年
八

月
刊
行
の
富
澤
有
為
男
著
『
夫
婦
』
と
い
う
作
品
集
か
ら
始
ま
っ
た
。

翌
年
十
二
月
刊
行
の
中
村
地
平
『
陽
な
た
丘
の
少
女
』
で
こ
の
シ
リ
ー

ズ
が
終
わ
り
、
計
十
五
冊
と
な
っ
た
。
太
宰
治
の
作
品
集
『
思
ひ
出
』

は
六
冊
目
と
し
て
出
版
さ
れ
た
が
、
こ
の
事
実
は
従
来
の
研
究
に
お
い

て
指
摘
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
な
ら
ば
、
『
思
ひ
出
』
が
シ
リ
ー
ズ
に

所
属
し
て
い
る
こ
と
は
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
。
重
視
す

べ
き
点
は
、
太
宰
治
が
こ
の
よ
う
に
他
作
家
と
同
じ
シ
リ
ー
ズ
で
出
版

さ
れ
、
作
家
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
所
属
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
人
文

書
院
の
「
作
家
自
選
」
の
作
家
た
ち
が
、
太
宰
治
と
他
の
シ
リ
ー
ズ
で

も
作
品
集
等
を
出
し
て
い
た
こ
と
も
確
認
で
き
る
（

）
。
作
家
同
士
の

18

関
係
に
は
、
出
版
社
側
の
出
し
た
い
作
家
の
選
択
肢
も
こ
う
し
た
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
を
形
成
す
る
大
き
な
要
素
で
あ
ろ
う
。
太
宰
と
他
作
家
た
ち

と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
更
な
る
研
究
が
必
要
だ
が
、

作
品
集
『
思
ひ
出
』
は
こ
れ
ま
で
人
文
書
院
の
シ
リ
ー
ズ
「
作
家
自

選
」
の
一
冊
と
し
て
意
識
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
こ
こ
で
強
調
し

て
お
き
た
い
。

更
に
、
『
思
ひ
出
』
は
単
独
出
版
で
は
な
く
、
シ
リ
ー
ズ
の
一
部
で

あ
る
の
で
、
特
徴
的
な
無
題
序
文
の
中
身
を
他
作
家
と
比
較
で
き
る
。

「
作
家
自
選
」
の
作
品
集
に
収
載
さ
れ
て
い
る
序
跋
文
の
有
無
は
表
で
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示
し
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
十
五
冊
中
の
五
冊
以
外
は
、
何
ら
か
の
形

で
の
序
跋
文
が
あ
り
、
主
に
書
誌
情
報
な
ど
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
更

に
、
収
録
作
品
群
が
な
ぜ
「
作
家
自
選
」
に
選
ば
れ
た
の
か
と
い
う
こ

と
も
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
か
ら
、
い
く
つ
か
確
認
し
て
み
よ
う
。

例
え
ば
、
最
初
に
出
版
さ
れ
た
富
澤
有
為
男
『
夫
婦
』
で
「
自
分
の

好
き
な
も
の
を
十
ば
か
り
挙
げ
、
更
に
平
常
自
分
の
作
品
を
愛
し
て
呉

れ
る
人
達
の
意
見
に
徹
し
て
、
こ
の
六
篇
を
選
ん
だ
」
と
記
さ
れ
、
こ

の
組
み
合
わ
せ
で
改
め
て
読
ん
で
も
ら
う
こ
と
が
意
識
さ
れ
、
作
家
自

身
に
よ
り
作
品
が
選
ば
れ
た
こ
と
も
う
か
が
え
る
。
あ
る
い
は
、
外
村

繁
『
風
樹
』
で
「
私
の
全
作
品
の
中
か
ら
、
殆
ど
代
表
作
と
も
い
ふ
べ

き
作
品
を
選
ん
だ
。
従
つ
て
こ
れ
は
自
分
の
持
つ
全
貌
と
も
い
ふ
こ
と

が
出
来
や
う
」
と
記
さ
れ
、
選
択
さ
れ
た
作
品
は
作
家
自
身
を
も
代
表

す
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
最
後
に
出
版
さ
れ
た
真
杉
静
枝
『
万
葉
を

と
め
』
で
は
「
た
だ
、
な
ん
と
な
く
自
分
で
、
愛
著
の
あ
る
作
品
な
の

で
、
こ
の
中
に
入
れ
る
こ
と
に
し
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
更
に

「
や
は
り
こ
れ
も
、
な
ん
と
な
く
、
好
き
な
作
品
な
の
で
入
れ
る
こ
と

に
し
た
」
と
作
品
を
選
択
し
た
理
由
が
「
な
ん
と
な
く
」
と
説
明
さ
れ

て
い
る
が
、
同
時
に
作
家
自
身
の
「
愛
著
の
あ
る
作
品
」
や
「
好
き
な

作
品
」
だ
か
ら
こ
そ
選
択
さ
れ
た
こ
と
は
、
シ
リ
ー
ズ
の
趣
旨
に
重
な

っ
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。
こ
こ
で
紹
介
し
た
序
跋
文
は
い
ず
れ
も
人

文
書
院
の
シ
リ
ー
ズ
「
作
家
自
選
」
の
テ
ー
マ
を
表
現
し
て
お
り
、
そ

の
目
的
と
合
致
し
て
い
る
こ
と
も
う
か
が
え
る
こ
う
し
た
序
跋
文
の
表

現
を
太
宰
と
比
較
し
て
確
認
し
て
み
よ
う
。
作
品
『
思
ひ
出
』
や
『
富

嶽
百
景
』
、
エ
ッ
セ
イ
集
『
餘
瀝

近
事
片
々
』
の
無
題
序
文
に
は
次

の
よ
う
な
言
説
が
あ
る
。

け
ふ
ま
で
創
作
集
が
五
冊
出
て
ゐ
る
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
出
版

主
に
お
願
ひ
し
て
、
一
冊
か
ら
一
篇
づ
つ
抜
き
取
る
こ
と
を
許
し

て
も
ら
つ
た
。
／
之
等
、
五
つ
の
小
説
は
、
決
し
て
傑
作
で
は
無

い
。
け
れ
ど
も
、
「
思
ひ
出
」
と
い
ふ
標
題
を
打
つ
て
、
一
本
に

ま
と
め
て
み
る
と
、
自
ら
ま
た
別
の
感
慨
も
湧
く
の
で
あ
る
。
き

の
ふ
迄
の
、
三
十
年
の
生
涯
の
、
冗
談
で
な
い
思
ひ
出
に
な
つ
て

ゐ
る
の
で
あ
る
。
／
以
上
の
五
篇
の
創
作
に
て
、
私
の
こ
れ
ま
で

歩
い
て
来
た
経
過
の
、
だ
い
た
い
は
、
推
察
し
て
い
た
だ
け
る
事

と
思
ふ
。

他
作
家
の
序
文
と
比
較
す
る
と
、
「
作
家
自
選
」
が
表
現
さ
れ
て
い

る
と
は
言
い
難
い
が
、『
思
ひ
出
』
の
無
題
序
文
か
ら
太
宰
が
意
識
的

に
五
つ
の
作
品
を
選
ん
だ
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
ま
た
、
太
宰
の
無
題

序
文
に
は
、
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
を
つ
く
ろ
う
と
し
て
い
る
言
説
も
あ
る
。

作
品
集
『
思
ひ
出
』
の
作
品
群
は
、
「
私
の
こ
れ
ま
で
歩
い
て
来
た
経

過
」
と
あ
る
よ
う
に
、
作
家
イ
メ
ー
ジ
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

シ
リ
ー
ズ
の
序
跋
文
で
、
ま
さ
に
「
作
家
自
選
」
が
表
現
さ
れ
、
作

品
集
の
意
図
が
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
確
認
で
き
る
。
た
だ
、
例
え

ば
寺
崎
浩
や
徳
田
一
穂
の
場
合
は
、
序
跋
文
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
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作
品
群
の
選
択
に
関
す
る
言
説
は
見
当
た
ら
な
い
。
そ
の
代
わ
り
に
、

作
品
に
関
す
る
成
立
情
報
や
書
い
て
い
た
時
の
思
い
出
話
、
各
作
品
の

虚
構
性
の
強
調
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
大
鹿
卓
の
作
品
集
『
千
島

丸
』
収
録
作
品
は
全
て
富
澤
有
為
男
が
選
ん
だ
こ
と
が
「
序
に
か
へ

て
」
で
書
か
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
太
宰
治
の
場
合
、
作
品
を
選
ん
だ

理
由
が
独
特
で
あ
る
こ
と
は
無
題
序
文
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
後
ほ
ど

こ
れ
を
詳
細
に
分
析
し
、
太
宰
治
『
思
ひ
出
』
の
無
題
序
文
は
自
己
宣

伝
と
い
う
機
能
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

５
、
初
出
単
行
本
と
個
人
全
集
と
の
差
異

序
文
が
作
品
の
前
に
あ
る
と
、
作
品
の
読
み
方
は
ど
の
よ
う
に
影
響

さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
作
品
『
思
ひ
出
』
の
前
に
あ
る
無
題

序
文
に
は
、「
自
分
を
「
い
い
子
」
に
し
な
い
や
う
に
気
を
つ
け
て
書

い
た
」
と
い
う
一
文
が
あ
る
。
こ
れ
を
作
中
「
第
一
章
」
の
「
学
校
で

作
る
私
の
綴
方
も
、
こ
と
ご
と
く
出
鱈
目
で
あ
つ
た
と
言
つ
て
よ
い
。

私
は
私
自
身
を
神
妙
な
い
い
子
に
綴
る
や
う
努
力
し
た
」
と
併
せ
て
読

む
こ
と
は
あ
り
得
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
作
品
の
外
側
の
「
自
分

を
、
「
い
い
子
」
に
し
な
い
や
う
に
」
と
作
品
の
内
側
の
「
神
妙
な
い

い
子
に
綴
る
や
う
に
」
と
を
重
ね
て
読
め
ば
、
作
品
『
思
ひ
出
』
の
自

伝
性
が
強
化
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
作
中
の
語
り
手
が
一
人
称
「
私
」
で
あ

る
こ
と
で
、
無
題
序
文
の
書
き
手
で
あ
る
「
（
太
宰
）」
は
作
品
『
思
ひ

出
』
の
書
き
手
に
も
な
る
。
更
に
収
録
先
で
あ
る
『
晩
年
』
が
「
私
の

第
一
創
作
集
」
で
あ
る
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
本
作
が
自
伝
的
作
品
と
し

て
自
覚
的
に
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
作
中
の
「
い

い
子
」
と
い
う
語
に
関
し
て
、『
思
ひ
出
』
の
語
り
手
は
綴
方
に
お
い

て
「
い
い
子
」
で
あ
る
よ
う
に
意
識
的
に
振
る
舞
う
し
、
そ
れ
に
よ
っ

て
「
私
自
身
」
は
他
の
人
に
褒
め
ら
れ
る
。
こ
の
語
り
方
で
は
、
「
い

い
子
」
に
し
な
い
様
子
が
な
い
も
の
の
、
作
品
の
続
き
に
は
「
剽
窃
さ

へ
し
た
」
と
あ
り
、
褒
め
て
も
ら
う
た
め
に
主
人
公
は
雑
誌
か
ら
他
の

作
文
を
「
そ
つ
く
り
盗
ん
だ
」
と
い
う
。
こ
の
箇
所
は
「
自
分
を
、

「
い
い
子
」
に
し
な
い
や
う
に
」
描
写
さ
れ
て
い
る
と
読
み
取
れ
る
が
、

『
思
ひ
出
』
全
体
に
お
い
て
は
そ
う
し
た
様
子
が
な
い
。

こ
の
よ
う
に
序
文
と
作
品
の
齟
齬
が
読
み
取
れ
る
。
無
題
序
文
に
お

け
る
『
思
ひ
出
』
の
提
示
は
、
事
後
の
評
価
か
ら
す
れ
ば
効
果
は
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
。
と
は
い
え
、
齟
齬
こ
そ
が
、
作
家
自
身
が
自
作

を
見
直
し
て
い
る
証
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
後
の
評
価
は
む
し

ろ
無
題
序
文
を
重
視
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
と
言
え
る
。
一
九

四
一
年
一
月
に
発
表
さ
れ
た
『
東
京
八
景
』（
初
出
『
文
学
界
』）
以
降
、

『
思
ひ
出
』
は
し
ば
し
ば
「
遺
書
」
と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
が
多
く
な

っ
た
。
早
く
に
宮
田
戊
子
が
「
太
宰
治
の
『
東
京
八
景
』
そ
の
他
」

（

）

の
中
で
、
「
彼
は
一
生
懸
命
に
『
思
ひ
出
』
な
る
創
作
に
没
頭
し

19て
ゐ
た
。
そ
れ
は
自
分
の
遺
書
が
は
り
だ
と
考
へ
て
ゐ
た
」
と
述
べ
て

い
る
よ
う
に
、『
東
京
八
景
』
の
中
身
と
併
読
し
て
い
る
こ
と
が
う
か

が
え
る
（

）
。

20

し
か
も
、
作
品
『
思
ひ
出
』
の
前
に
こ
の
無
題
序
文
が
提
示
さ
れ
る

の
は
人
文
書
院
版
『
思
ひ
出
』
だ
け
で
あ
る
。
既
述
し
た
よ
う
に
作
品
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集
『
思
ひ
出
』
は
太
宰
の
生
前
に
は
再
び
出
版
さ
れ
ず
、
没
後
も
出
版

さ
れ
な
か
っ
た
。
な
ら
ば
、
こ
の
作
品
集
の
六
つ
の
無
題
序
文
は
ど
の

よ
う
に
扱
わ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
現
在
の
状
態
を
先
に
述
べ
る
と
、

「
随
想
」
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
太
宰
治
の
個
人
全
集
に
お
い
て

は
『
思
ひ
出
』
の
六
つ
の
無
題
序
文
は
筑
摩
書
房
版
『
太
宰
治
全
集
』

第
十
一
巻
「
随
想
」
の
中
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
収
録
先
が

「
序
跋
・
後
記
」
の
中
で
あ
る
こ
と
は
目
次
及
び
中
扉
で
見
え
る
が
、

巻
名
が
「
随
想
」
で
あ
る
た
め
、
実
際
に
収
載
場
所
を
確
か
め
る
ま
で
、

「
随
想
」
類
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
（

）
。

21

人
文
書
院
の
シ
リ
ー
ズ
「
作
家
自
選
」
の
他
の
作
家
の
場
合
を
こ
こ

で
確
認
し
て
み
よ
う
。
個
人
全
集
を
有
す
る
作
家
は
中
谷
孝
雄
『
中
谷

孝
雄
全
集
』
（
全
四
巻
、
講
談
社
、
一
九
七
五
〜
一
九
七
六
）
及
び

『
中
谷
孝
雄
全
集
』
（
全
三
巻
、
新
学
社
、
一
九
九
七
）
を
は
じ
め
、

中
河
與
一
『
中
河
與
一
全
集
』
（
全
十
二
巻
、
角
川
書
店
、
一
九
六

七
）
、
外
村
繁
『
外
村
繁
全
集
』（
全
六
巻
、
講
談
社
、
一
九
六
二
）、

丸
岡
明
『
丸
岡
明
全
集
』（
全
三
巻
、
新
潮
社
、
一
九
六
九
）、
中
村
地

平
『
中
村
地
平
全
集
』
（
全
三
巻
、
皆
美
社
、
一
九
七
一
）
で
あ
る
。

太
宰
の
場
合
は
、
こ
れ
ま
で
個
人
全
集
は
八
雲
書
店
か
ら
出
版
さ
れ
た

全
集
を
は
じ
め
、
創
芸
社
版
全
集
、
筑
摩
書
房
版
全
集
を
経
て
十
三
回

出
版
さ
れ
て
お
り
、
筑
摩
書
房
版
全
集
の
第
一
回
か
ら
新
し
い
資
料
や

作
品
を
含
め
、
今
日
に
至
る
ま
で
出
版
さ
れ
続
け
て
い
る
（

）
。
個
人

22

全
集
の
巻
数
や
出
版
回
数
は
作
家
に
よ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
点

は
、
太
宰
治
を
除
い
て
、
こ
れ
ら
の
作
家
た
ち
の
個
人
全
集
に
は
、
人

文
書
院
「
作
家
自
選
」
に
あ
っ
た
序
跋
文
が
一
切
載
っ
て
い
な
い
こ
と

で
あ
る
。

現
在
、
こ
れ
ら
の
作
家
た
ち
の
中
で
最
も
作
品
が
読
ま
れ
て
い
る
の

は
太
宰
で
あ
る
し
、
最
も
研
究
さ
れ
て
い
る
の
も
太
宰
で
あ
る
。
し
か

し
、
人
文
書
院
版
『
思
ひ
出
』
は
従
来
の
研
究
に
お
い
て
、
さ
ほ
ど
注

目
さ
れ
て
き
た
作
品
集
で
は
な
い
。
松
本
和
也
論
で
は
、
作
品
『
思
ひ

出
』
の
自
伝
的
作
品
と
し
て
の
受
容
史
が
確
認
さ
れ
、
作
品
集
『
思
ひ

出
』
の
全
体
構
造
を
踏
ま
え
、「
こ
の
書
物
自
体
が
、
小
説
化
さ
れ
た

太
宰
治
な
る
作
家
の
半
生
と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
、
そ
の
時
「
思
ひ

出
」
は
、
太
宰
治
な
る
作
家
の
幼
年
期
を
描
い
た
も
の
と
し
て
位
置
を

獲
得
し
て
い
く
だ
ろ
う
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（

）
。
一
方
、
作
品
集

23

『
思
ひ
出
』
は
同
時
代
の
三
上
秀
吉
「
太
宰
治
著
「
女
の
決
闘
」
「
思

ひ
出
」
」（

）

と
い
う
書
評
の
中
で
取
り
上
げ
ら
れ
、
『
思
ひ
出
』
と

24

『
富
嶽
百
景
』
が
評
価
さ
れ
る
が
、
書
物
そ
れ
自
体
に
収
載
さ
れ
る
無

題
序
文
の
内
容
に
は
直
接
言
及
し
て
い
な
い
（

）
。
逆
に
後
の
評
価
で
、

25

例
え
ば
高
橋
輝
次
評
（

）

は
装
幀
し
か
見
て
い
な
い
。
あ
る
い
は
、
城

26

市
郎
評
（

）

で
は
、
解
釈
は
し
な
い
も
の
の
各
無
題
序
文
が
部
分
的
に

27

引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
初
版
本
に
収
録
さ
れ
た
無
題
序
文

の
有
無
が
書
評
や
目
録
の
中
に
確
認
で
き
る
が
、
序
文
は
装
幀
デ
ザ
イ

ン
と
同
じ
よ
う
に
本
文
に
入
る
ま
で
の
場
に
あ
り
、
書
物
な
い
し
作
品

の
性
格
を
決
め
る
役
割
が
あ
る
。
一
方
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、

『
思
ひ
出
』
の
無
題
序
文
は
重
視
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
う
し
た
役
割
が

看
過
さ
れ
て
き
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
序
文
の
道
程
を
確
認
し
、
ど
の
よ
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う
な
形
に
な
っ
て
き
た
の
か
と
そ
の
意
味
を
解
釈
す
る
必
要
が
あ
る
。

人
文
書
院
版
『
思
ひ
出
』
が
現
存
し
て
い
る
た
め
、
全
集
な
ど
で
随

想
扱
い
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
無
題
序
文
と
原
形
を
比
較
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
個
人
全
集
に
収
録
さ
れ
た
無
題
序
文
と
作
品
と
の
見
え
な
く
な

っ
て
し
ま
っ
た
関
係
を
こ
こ
で
考
え
た
い
。
既
述
し
た
よ
う
に
、
人
文

書
院
版
『
思
ひ
出
』
に
は
中
扉
の
裏
側
に
無
題
序
文
が
あ
る
形
は
、
個

人
全
集
に
な
る
と
大
き
く
変
形
さ
れ
る
。
単
行
本
に
あ
っ
た
レ
イ
ア
ウ

ト
を
残
さ
ず
に
、
六
つ
の
無
題
序
文
に
題
が
与
え
ら
れ
、「
『
思
ひ
出
』

序
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
各
序
文
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
初
版
本
に
お

け
る
提
示
の
仕
方
を
考
慮
す
る
と
、
レ
イ
ア
ウ
ト
は
そ
の
順
番
で
読
む

こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
、
人
文
書
院
版

『
思
ひ
出
』
の
レ
イ
ア
ウ
ト
や
順
番
は
作
家
が
決
め
た
か
、
出
版
社
が

決
め
た
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
無
題
序
文
を
読

ん
で
か
ら
作
品
を
読
む
と
い
う
順
番
が
提
示
さ
れ
て
い
る
形
に
は
意
味

が
あ
る
。
個
人
全
集
で
は
作
品
と
序
文
が
別
々
に
収
録
さ
れ
、
並
べ
て

読
む
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
単
行
本
に
あ
る
レ
イ
ア
ウ
ト
が
反
映
さ

れ
て
お
ら
ず
、「
随
筆
」
の
よ
う
な
序
文
と
、
作
品
と
の
隔
た
り
が
発

生
す
る
。

人
文
書
院
版
『
思
ひ
出
』
に
あ
る
六
つ
の
無
題
序
文
が
単
行
本
以
外

の
書
物
に
は
じ
め
て
収
録
さ
れ
た
の
は
、
一
九
五
六
年
に
出
版
さ
れ
た

筑
摩
書
房
版
『
太
宰
治
全
集
』
第
十
巻
「
随
想
」
で
、
そ
れ
以
降
も
同

様
の
形
で
あ
る
。
こ
の
全
集
が
世
に
出
る
ま
で
、
作
品
集
『
思
ひ
出
』

収
載
の
無
題
序
文
群
は
単
行
本
に
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、

今
な
お
作
品
群
と
無
題
序
文
群
が
共
に
提
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
人
文

書
院
版
『
思
ひ
出
』
の
み
で
あ
る
。

６
、『
思
ひ
出
』
の
無
題
序
文
と
自
己
宣
伝
の
機
能

作
品
集
『
思
ひ
出
』
の
全
体
構
造
や
六
つ
の
無
題
序
文
に
お
け
る
言

説
は
自
伝
性
を
強
化
す
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
既
に
確
認
し
た
。

序
文
は
多
く
の
機
能
を
有
す
る
が
、
『
思
ひ
出
』
に
収
載
さ
れ
た
無
題

序
文
に
は
ど
の
よ
う
な
機
能
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
特
に
『
思
ひ
出
』
の

収
載
序
文
に
は
も
う
一
つ
の
機
能
で
あ
る
自
己
宣
伝
が
あ
る
の
で
確
認

し
て
ゆ
く
。

作
品
集
『
思
ひ
出
』
は
太
宰
治
の
生
前
に
出
版
さ
れ
た
第
七
冊
目
の

作
品
集
で
、
先
立
つ
作
品
集
と
し
て
は
『
晩
年
』
、『
虚
構
の
彷
徨
、
ダ

ス
・
ゲ
マ
イ
ネ
』
、『
二
十
世
紀
旗
手
』
『
愛
と
美
に
つ
い
て
』
、『
女
生

徒
』（
砂
子
屋
書
房
、
一
九
三
九
・
七
）
、『
皮
膚
と
心
』（
竹
村
書
房
、

一
九
四
〇
・
四
）
と
い
う
六
冊
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
集
の
中
で
は

『
虚
構
の
彷
徨
、
ダ
ス
・
ゲ
マ
イ
ネ
』
と
『
愛
と
美
に
つ
い
て
』
に
序

文
が
あ
り
、
前
者
は
「
編
者
」、
後
者
は
「
太
宰
治
」
に
よ
る
も
の
で

あ
る
。
『
思
ひ
出
』
の
六
つ
の
無
題
序
文
は
い
ず
れ
も
作
家
自
身
に
よ

り
、
「
（
太
宰
）
」
な
い
し
「
太
宰
治
」
と
署
名
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
作
品
群
の
前
に
あ
る
序
文
の
自
己
宣
伝
機
能
を
分
析
し
、
随
筆
集
の

場
合
を
考
察
す
る
。

『
思
ひ
出
』
の
無
題
序
文
群
に
は
作
品
の
初
出
や
単
行
本
収
録
に
関

す
る
書
誌
情
報
、
作
品
の
短
い
説
明
文
が
あ
る
。
単
行
本
収
録
に
関
す
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る
説
明
は
「
〜
の
中
に
編
入
さ
れ
て
在
る
」
と
あ
り
、
第
一
収
録
や
出

版
に
関
す
る
短
い
逸
話
な
い
し
思
い
出
話
も
あ
る
。
こ
の
第
一
収
録
へ

の
言
及
は
自
著
を
宣
伝
し
、
自
己
宣
伝
と
い
う
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。

作
品
『
思
ひ
出
』
の
序
文
に
は
初
出
や
第
一
収
録
に
関
す
る
情
報
が
あ

る
が
、
注
目
す
べ
き
は
次
の
言
説
で
あ
る
。

「
思
ひ
出
」
は
、
昭
和
七
年
に
書
い
た
。
二
十
四
歳
で
あ
る
。

自
分
を
、「
い
い
子
」
に
し
な
い
や
う
に
気
を
つ
け
て
書
い
た
。

そ
の
翌
年
、「
海
豹
」
と
い
ふ
同
人
雑
誌
に
三
回
に
わ
け
て
連
載

し
た
。

こ
れ
は
、
砂
子
屋
書
房
版
「
晩
年
」
の
中
に
編
入
さ
れ
て
在
る
。

「
晩
年
」
は
、
私
の
第
一
創
作
集
で
あ
る
。
な
る
べ
く
、
併
読
し

て
い
た
だ
き
た
い
。

前
半
の
内
容
は
成
立
情
報
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
特
に
見
た
い
の
は
後

半
部
に
あ
る
収
録
情
報
で
あ
る
。
作
品
集
の
収
録
作
品
は
全
て
以
前
に

収
録
さ
れ
た
の
で
、
各
序
文
に
そ
の
収
録
先
が
書
か
れ
て
い
る
。
一
方

で
、
他
の
序
文
に
な
い
表
現
が
「
な
る
べ
く
、
併
読
し
て
い
た
だ
き
た

い
」
で
あ
る
。「
併
読
」
と
は
何
だ
ろ
う
か
。『
思
ひ
出
』
の
序
文
の
内

容
か
ら
す
れ
ば
、
作
品
『
思
ひ
出
』
と
第
一
作
品
集
『
晩
年
』
の
収
録

作
品
群
の
文
脈
で
の
「
併
読
」
、
あ
る
い
は
作
品
集
『
思
ひ
出
』
と

『
晩
年
』
と
い
う
二
冊
を
「
併
読
」
す
る
こ
と
を
促
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

他
の
序
文
の
収
録
情
報
に
関
す
る
表
現
が
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

・
こ
れ
は
、
新
潮
社
版
「
虚
構
の
彷
徨
」
の
中
に
編
入
さ
れ
て
在

る
。
あ
ま
り
売
れ
な
か
つ
た
や
う
で
あ
る
。
出
版
部
の
長
沼
さ

ん
も
、
気
の
毒
が
つ
て
居
ら
れ
た
。（
『
ダ
ス
・
ゲ
マ
イ
ネ
』）

・
こ
れ
は
、
版
画
荘
版
「
二
十
世
紀
旗
手
」
の
中
に
編
入
さ
れ
て

在
る
。
当
時
、
私
に
就
い
て
の
悪
評
を
意
と
せ
ず
、
私
の
創
作

集
を
黙
つ
て
出
版
し
て
く
れ
た
版
画
荘
主
人
の
厚
意
は
、
い
ま

も
忘
れ
て
ゐ
な
い
。（
『
二
十
世
紀
旗
手
』）

・
こ
れ
は
、
竹
村
書
房
版
「
愛
と
美
に
つ
い
て
」
の
中
に
編
入
さ

れ
て
在
る
。「
愛
と
美
に
つ
い
て
」
に
は
、
五
つ
の
創
作
が
収
め

ら
れ
て
ゐ
る
が
、
五
篇
と
も
、
ど
の
雑
誌
に
も
発
表
し
な
い
で
、

い
き
な
り
単
行
本
と
し
て
出
版
し
た
の
で
あ
る
。
前
例
の
少
い

事
と
思
ふ
。
私
の
わ
が
ま
ま
を
許
容
し
て
、
そ
の
や
う
な
冒
険

を
敢
へ
て
し
て
く
れ
た
竹
村
書
房
主
に
、
あ
ら
た
め
て
礼
を
言

ひ
た
い
。（
『
新
樹
の
言
葉
』）

・
こ
れ
は
、
砂
子
屋
書
房
版
「
女
生
徒
」
の
中
に
編
入
さ
れ
て
在

る
。
砂
子
屋
書
房
の
山
崎
さ
ん
に
は
、
第
一
創
作
集
の
時
か
ら
、

実
に
世
話
に
な
つ
た
。
こ
れ
か
ら
も
、
世
話
に
な
る
か
も
知
れ

な
い
。（
『
富
嶽
百
景
』）

こ
の
よ
う
に
、
各
作
品
の
最
初
に
収
録
し
た
書
物
に
関
す
る
言
説
は

あ
る
が
、
「
な
る
べ
く
、
併
読
し
て
い
た
だ
き
た
い
」
と
い
う
よ
う
な

自
己
宣
伝
の
表
現
が
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
無
題
序
文
に
は
第
一
収
録
が
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明
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
自
著
へ
の
言
及
で
あ
り
自
己
宣
伝
と
な
る
。

特
に
第
一
収
録
が
示
さ
れ
て
か
ら
、
短
い
思
い
出
話
が
あ
る
こ
と
は
そ

の
書
物
へ
の
関
心
を
持
た
せ
る
工
夫
で
あ
ろ
う
。
こ
の
作
品
集
は
自
伝

的
作
品
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
、
以
前
の
収
録
の
回
想
を
示
す
こ

と
で
、
そ
の
書
物
に
は
ど
う
い
う
も
の
が
収
録
さ
れ
て
い
る
の
か
を
考

え
さ
せ
る
工
夫
と
な
り
、
こ
れ
が
自
己
宣
伝
と
同
様
の
機
能
を
し
て
い

る
。こ

れ
ら
の
序
文
に
お
け
る
自
己
宣
伝
と
し
て
の
機
能
は
、
人
文
書
院

「
作
家
自
選
」
シ
リ
ー
ズ
の
他
の
作
品
集
に
も
存
在
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

中
谷
孝
雄
『
春
』
を
は
じ
め
、
寺
崎
浩
『
森
の
中
の
結
婚
』、
丸
岡
明

『
或
る
生
涯
』、
徳
田
一
穂
『
花
影
』
の
四
冊
の
場
合
、
序
跋
文
に
お

い
て
以
前
に
発
表
し
た
作
品
や
作
品
集
、
書
物
に
関
す
る
言
及
が
あ
る
。

例
え
ば
、
中
谷
は
「
跋
」
に
お
い
て
「
文
学
に
志
し
て
か
ら
、
十
年
あ

ま
り
に
な
る
が
、
作
品
の
数
は
極
め
て
少
な
く
、
著
書
も
「
春
の
絵

巻
」
「
く
ろ
土
」「
滬
杭
日
記
」
「
む
か
し
の
歌
」
及
び
こ
の
集
の
五
冊

で
あ
る
」
と
自
著
を
指
す
。
寺
崎
は
作
品
『
森
の
中
の
結
婚
』
の
前
に

あ
る
序
文
で
「
こ
れ
以
後
、
長
篇
「
愛
匂
ふ
」
と
私
小
説
的
短
篇
が
あ

る
」
と
他
の
自
作
に
言
及
す
る
。
丸
岡
は
「
序
に
か
へ
て
」
で
「
こ
の

短
篇
集
は
、「
生
も
の
の
記
憶
」「
柘
榴
の
芽
」「
悲
劇
喜
劇
」
に
次
ぐ
、

私
の
四
冊
目
の
本
に
当
る
が
、
短
篇
集
と
し
て
は
二
冊
目
に
な
る
」
と

自
著
を
紹
介
す
る
。
徳
田
は
作
品
『
年
賀
状
』
の
序
文
で
「
「
夜
の

庭
」、「
瑕
あ
る
海
」、「
余
韻
」
と
云
つ
た
一
聯
の
作
品
を
幾
つ
か
書
い

て
ゐ
て
」
い
た
と
述
べ
、
以
前
に
出
版
さ
れ
た
自
作
に
言
及
す
る
。
確

か
に
、
自
著
な
い
し
自
作
が
言
及
さ
れ
る
が
、「
併
読
」
す
る
よ
う
に

促
す
自
己
宣
伝
は
い
ず
れ
の
序
跋
文
に
も
見
当
た
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
よ
う
に
直
接
序
文
で
自
己
宣
伝
を
行
っ
て
い
る
の
は
太
宰
だ
け
で

あ
る
。

太
宰
治
の
他
の
作
品
集
の
序
文
に
も
自
己
宣
伝
と
し
て
捉
え
ら
れ
る

内
容
が
あ
る
。
例
え
ば
、
一
九
四
二
年
五
月
に
刊
行
さ
れ
た
、
竹
村
書

房
版
『
老
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ヒ
』
と
い
う
作
品
集
が
あ
る
。
「
序
」
の
一

部
に
「
い
ま
だ
両
書
を
読
ま
ぬ
人
だ
け
が
、
買
ふ
と
よ
い
。
両
書
を
読

ん
だ
人
も
、
こ
の
新
し
い
編
輯
に
依
つ
て
読
み
直
し
た
い
と
思
つ
た
ら
、

買
ふ
が
よ
い
」（

）

と
書
い
て
あ
る
。
確
か
に
、
こ
の
書
き
方
か
ら
す

28

る
と
、
既
に
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
人
は
以
前
の
書
物
を
買
わ
な
く
て
い

い
と
い
う
意
味
に
解
釈
で
き
る
。
し
か
し
、
自
己
宣
伝
と
い
う
機
能
を

考
慮
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
以
前
の
書
物
へ
の
言
及
は
、
併
読
を
促
す

自
己
宣
伝
に
合
致
す
る
書
き
方
と
な
っ
て
い
る
（

）
。
ま
た
、
一
九
四

29

六
年
八
月
刊
行
の
あ
づ
み
文
庫
版
『
玩
具
』
の
「
あ
と
が
き
」
に
は

「
「
晩
年
」
の
初
版
は
一
九
三
六
年
に
砂
子
屋
書
房
と
い
ふ
と
こ
ろ
か

ら
出
版
せ
ら
れ
た
。
い
ま
か
ら
十
年
前
で
あ
る
。
の
ち
に
縮
刷
版
も
上

梓
せ
ら
れ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
『
晩
年
』
へ
の
言
及
が
あ
る
。
こ
れ
も

自
己
宣
伝
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
序
跋
文
に
併
読
や
購

入
と
い
う
表
現
が
露
骨
に
出
て
く
る
の
は
『
思
ひ
出
』
と
『
老
ハ
イ
デ

ル
ベ
ル
ヒ
』
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。

結
果
的
、『
思
ひ
出
』
の
無
題
序
文
に
お
け
る
自
己
宣
伝
と
い
う
機

能
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
。
太
宰
は
い
わ
ゆ
る
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「
私
小
説
家
」
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
る
が
、

こ
の
無
題
序
文
の
内
容
を
見
る
と
、
自
己
宣
伝
を
し
て
い
る
こ
と
が
う

か
が
え
る
。
無
題
序
文
に
は
丸
括
弧
つ
き
の
「
（
太
宰
）」
の
「
三
十
年

の
生
涯
の
、
冗
談
で
な
い
思
い
出
に
な
つ
て
ゐ
る
」
と
あ
り
、
更
に
、

随
筆
集
の
無
題
序
文
は
丸
括
弧
な
し
で
「
太
宰
治
」
と
署
名
さ
れ
、

「
以
上
の
五
篇
の
創
作
に
て
、
私
の
こ
れ
ま
で
歩
い
て
来
た
経
過
の
、

だ
い
た
い
は
、
推
察
し
て
い
た
だ
け
る
事
と
思
ふ
」
と
あ
る
こ
と
で
、

作
家
の
人
生
と
併
読
す
る
こ
と
が
促
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
作
家
像
が
作

品
像
と
重
ね
ら
れ
、
『
思
ひ
出
』
の
収
録
作
品
が
太
宰
治
の
自
伝
的
な

作
風
を
持
つ
、
す
な
わ
ち
自
伝
的
作
品
群
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

７
、
お
わ
り
に

本
稿
で
は
太
宰
治
の
作
品
集
『
思
ひ
出
』
を
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
的
な
観

点
か
ら
分
析
し
た
。
特
に
作
品
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
六
つ
の
無
題
序

文
に
お
け
る
自
伝
性
と
自
己
宣
伝
と
い
う
機
能
を
論
考
し
、
そ
の
意
味

を
解
釈
し
た
。
作
品
集
『
思
ひ
出
』
の
特
徴
は
無
題
序
文
だ
け
で
は
な

く
、
本
書
が
人
文
書
院
の
シ
リ
ー
ズ
の
一
部
で
あ
っ
た
と
い
う
点
に
見

出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
従
来
の
研
究
に
お
い
て

は
無
題
序
文
だ
け
で
な
く
、
本
書
が
シ
リ
ー
ズ
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
も
ま
た
、
意
味
が
分
析
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
本
稿
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
太
宰
治
の
単
行
本
は
単
独
に
出
版
さ

れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
他
の
作
家
た
ち
の
書
物
と
共
に
出
版
さ
れ
た
こ

と
が
多
く
、
太
宰
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
一
員
と
い
う
意
味
も
考
え
直
す

必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
本
稿
で
、
単
行
本
の
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
的
要
素
を
意
識
す
る
こ

と
で
、
そ
の
形
に
し
か
な
い
事
柄
を
見
出
せ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
作

品
集
『
思
ひ
出
』
の
無
題
序
文
と
作
品
と
が
相
互
関
係
を
持
ち
、
こ
の

無
題
序
文
に
お
け
る
自
己
宣
伝
が
作
品
『
思
ひ
出
』
と
第
一
作
品
集

『
晩
年
』
を
特
に
強
く
結
び
つ
け
て
い
る
。
無
題
序
文
の
中
に
も
自
己

宣
伝
と
し
て
機
能
す
る
言
説
が
見
ら
れ
、
以
前
に
出
版
し
た
作
品
集
を

読
む
よ
う
に
直
接
促
す
言
葉
作
品
『
思
ひ
出
』
の
無
題
序
文
の
み
で
あ

る
が
、
他
の
序
文
で
は
以
前
に
出
版
し
た
書
物
に
関
心
を
持
た
せ
る
工

夫
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
自
己
宣
伝
の
機
能
に
つ
い
て
は
更
な
る

分
析
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
論
考
は
改
め
て
序
跋
文
を
解
釈

す
る
た
め
の
方
法
論
と
し
て
貢
献
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注
（

）『
作
品
倶
楽
部
』
一
九
三
九
・
七

1
（

）『
現
代
作
家
卅
人
論
』
竹
村
書
房
、
一
九
四
〇
・
十

2
（

）『
文
学
界
』
一
九
四
一
・
九

3
（

）『
わ
れ
わ
れ
の
科
学
』
一
九
四
六
・
六

4
（

）
ち
く
ま
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
二

5
（

）
安
藤
宏
編
『
太
宰
治

展
望
』
ぎ
ょ
う
せ
い
、
二
〇
〇
九

6
（

）『ii
chi

ko

』
二
〇
一
〇
・
十

7
（

）
秀
明
出
版
会
、
二
〇
一
五

8
（

）
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
著
、
和
泉
涼
一
訳
『
ス
イ
ユ
』（
水
声
社
、

9
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二
〇
〇
一
）
の
「
第
八
章

オ
リ
ジ
ナ
ル
な
序
文
の
機
能
」
を
参
照
。

（

）
前
掲
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
『
ス
イ
ユ
』
の
「
第
八
章

オ
リ
ジ
ナ
ル
な
序
文

10の
機
能
」
及
び
「
第
九
章

そ
の
他
の
序
文
、
そ
の
他
の
機
能
」
を
参
照
。

な
お
、
序
跋
文
の
機
能
は
非
常
に
多
く
存
在
し
、
簡
潔
に
説
明
で
き
な
い

た
め
、
本
稿
に
お
い
て
作
品
像
と
作
家
像
が
ど
の
よ
う
に
「
自
己
宣
伝
」

と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
か
を
考
察
す
る
。

（

）
山
内
祥
史
「
太
宰
治
「
思
ひ
出
」
の
書
誌

―
「
餘
瀝

近
事
片

11々
」
に
関
す
る
全
集
逸
文
の
紹
介
を
兼
ね
て

―
」
（
『
日
本
文
芸
研
究
』

一
九
六
七
・
十
二
）

（

）「
太
宰
治
文
学
館

解
説
書
」
日
本
近
代
文
学
館
、
一
九
九
二

12
（

）
奥
野
健
男
「
解
説
」
、
太
宰
治
著
『
晩
年
』
（
新
潮
文
庫
、
一
九
四

13七
・
十
二
〜
、
改
訂
版
は
一
九
六
八
年
四
月
以
降
で
、
引
用
は
二
〇
一
三

年
六
月
版
に
拠
る
）

（

）
例
え
ば
松
本
和
也
「
自
伝
的
受
容
の
形
成
／
虚
構
の
物
語
の
現

14出

―
「
思
ひ
出
」
Ｉ

―
」（
同
著
『
太
宰
治
の
自
伝
的
小
説
を
読
み
ひ

ら
く

―
「
思
ひ
出
」
か
ら
『
人
間
失
格
』
ま
で
』
立
教
大
学
出
版
会
、

二
〇
一
〇
）
で
は
『
思
ひ
出
』
収
録
作
品
は
「
自
伝
的
小
説
」
と
し
て
ジ

ャ
ン
ル
化
さ
れ
て
い
る
。

（

）
花
田
俊
典
『
太
宰
治
の
レ
ク
チ
ュ
ー
ル
』
（
双
文
社
出
版
、
二
〇
〇

15一
）

（

）
例
え
ば
前
掲
著
書
を
は
じ
め
、
「
『
愛
と
美
に
つ
い
て
』
の
書
誌

16

(

一)

」（
『
日
本
文
芸
研
究
』
一
九
六
九
・
十
二
）
、「
『
愛
と
美
に
つ
い
て
』

の
書
誌(

二)

」（
『
日
本
文
芸
研
究
』
一
九
七
〇
・
四
）
、
『
人
物
書
誌
大
系

７

―
太
宰
治
』（
日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
、
一
九
八
三
）
等
。

（

）
山
内
祥
史
（
一
九
六
七
）
前
掲

17
（

）
例
え
ば
、
新
潮
社
版
『
虚
構
の
彷
徨
、
ダ
ス
・
ゲ
マ
イ
ネ
』（
一
九
三

18七
・
六
）
は
「
新
選
純
文
学
叢
書
」
に
所
属
し
て
い
る
。
他
に
版
画
荘
版

『
二
十
世
紀
旗
手
』（
一
九
三
七
・
七
）
は
、
富
澤
有
為
男
『
地
中
海
・
法

延
』
（
一
九
三
七
・
六
）
や
大
鹿
卓
『
潜
水
夫
』
（
一
九
三
七
・
六
）
と
共

に
「
版
画
荘
文
庫
」
に
所
属
す
る
。
こ
れ
が
ま
さ
に
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
文
壇
の
作
家
た
ち
の
つ
な
が
り
ほ
ど
と
は
言
い
難

い
が
、
同
じ
時
期
に
デ
ビ
ュ
ー
し
た
仲
間
で
活
動
し
、
同
シ
リ
ー
ズ
に
書

物
を
出
す
こ
と
を
指
す
。

（

）
大
槻
憲
二
・
宮
田
戊
子
編
著
『
近
代
日
本
文
学
の
分
析
』（
霞
ヶ
関
書

19房
、
一
九
四
一
）

（

）『
東
京
八
景
』
の
文
脈
と
『
思
ひ
出
』
の
「
遺
書
」
に
つ
い
て
、
拙
論

20「
太
宰
治
の
初
期
作
品
『
思
ひ
出
』
の
リ
パ
ッ
ケ
ー
ジ

―
自
作
引
用
・

言
及
の
方
法
」（
『F

u
t
u
r
e

J
a
p
a
n
o
l
o
g
y

』
第
一
巻
、B

r
o
w
n

P
r
e
s
s

、
二

〇
二
〇
・
五
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（

）
な
お
、
近
年
に
出
版
さ
れ
た
柏
艪
舎
版
『
心
の
王
者

太
宰
治
随
想

21集
』（
二
〇
一
八
）
が
あ
り
、
こ
の
随
想
集
は
筑
摩
書
房
版
の
本
文
を
使
用

し
て
い
る
。
た
だ
、
目
次
等
に
「
序
跋
・
後
記
」
の
よ
う
な
言
説
が
な
い
。

（

）
滝
口
明
祥
『
太
宰
治
ブ
ー
ム
の
系
譜
』（
ひ
つ
じ
書
房
、
二
〇
一
六
）

22な
ど
を
参
照
。

（

）
松
本
和
也
（
二
〇
一
〇
）
前
掲

23
（

）『
文
学
者
』
一
九
四
〇
・
八

24
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（

）
こ
の
評
価
に
は
作
品
集
『
思
ひ
出
』
が
直
接
言
及
さ
れ
な
い
が
、「
氏

25の
眼
は
意
地
悪
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
も
の
ご
と
に
つ
き
す
ぎ
て
ゐ
な
い

が
、
自
ら
卑
下
す
る
態
度
が
、
生
地
の
ま
ゝ
で
美
し
く
、
こ
の
作
品
を
う

つ
く
し
く
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
無
題
序
文
の
内
容
が

反
映
さ
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

（

）『
著
者
と
編
集
者
の
間

―
出
版
史
の
森
を
歩
く
』
武
蔵
野
書
房
、
一

26九
九
六

（

）『
初
版
本

―
現
代
文
学
書
百
科
』
桃
源
社
、
一
九
七
一

27
（

）「
両
書
」
と
は
、
竹
村
書
房
刊
行
『
愛
と
美
に
つ
い
て
』
と
『
皮
膚
と

28心
』
で
あ
る
。

（

）
な
お
『
老
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ヒ
』
に
は
、
無
署
名
「
「
老
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル

29

ヒ
」（
小
説
集
）
太
宰
治
著
」（
『
三
田
文
学
』
一
九
四
二
・
九
）
と
い
う
書

評
が
あ
る
が
、
収
録
作
品
を
改
め
て
別
の
作
品
集
に
収
録
す
る
こ
と
が
批

評
さ
れ
て
い
る
。

付
記

な
お
、
本
稿
は
二
〇
二
〇
年
度
十
二
月
に
大
阪
大
学
に
提
出
し
た
博

士
学
位
申
請
論
文
の
一
部
に
修
正
と
加
筆
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
お
だ
ぎ
り
じ
ぇ
い
く
／
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）
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