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太
宰
治
の
作
品
を
読
む
時
、
誰
も
が
感
じ
た
こ
と
が
あ
る
で
あ
ろ
う
「
太
宰
治
が
自
分
に
語
り
か
け
て
い
る
」
と
い
う
感
覚
。
私

が
太
宰
治
の
虜
に
な
っ
た
の
も
、
彼
の
こ
の
言
葉
の
ト
リ
ッ
ク
に
見
事
引
っ
掛
か
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
だ
。
ま
る
で
太
宰
治
が
自
分

に
だ
け
打
ち
明
け
話
を
し
て
い
る
よ
う
な
あ
の
語
り
は
、
私
た
ち
を
一
瞬
で
物
語
に
引
き
込
ん
で
い
き
、
離
さ
な
い
。
私
た
ち
読
者

は
太
宰
治
が
語
る
作
品
た
ち
を
太
宰
治
の
実
体
験
だ
と
信
じ
て
疑
わ
な
い
の
だ
。
本
書
で
は
そ
の
よ
う
に
、
太
宰
治
の
作
品
に
つ
い

て
「
こ
れ
は
太
宰
治
の
実
体
験
に
即
し
て
い
る
」
と
感
じ
て
し
ま
う
読
書
体
験
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、「
千
代

女
」、「
カ
チ
カ
チ
山
」、「
女
の
決
闘
」、「
春
の
盗
賊
」
を
取
り
上
げ
小
説
表
現
に
よ
る
工
夫
や
仕
掛
け
、
効
果
に
つ
い
て
分
析
す
る

こ
と
で
、
読
者
の
感
じ
て
い
る
印
象
に
つ
い
て
の
要
因
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　

は
じ
め
に
「
千
代
女
」
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
い
る
。
本
書
で
は
「『
千
代
女
』
は
太
宰
治
の
書
く
こ
と
を
め
ぐ
る
自
意
識
が
凝

縮
さ
れ
た
一
編
」
だ
と
述
べ
て
お
り
、
太
宰
治
が
「
な
ぜ
書
く
の
か
」
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
「
こ
た
え
」
て
い
る
「
太
宰
治
の
小



84

説
論
」
で
あ
る
と
考
察
し
て
い
る
。
作
中
の
語
り
手
が
太
宰
治
ら
し
さ
を
帯
び
る
こ
と
で
、
太
宰
治
と
語
り
手
が
同
化
し
、
現
実
世

界
の
読
者
は
作
中
読
者
と
同
化
す
る
と
い
う
の
が
本
書
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
小
説
表
現
の
ひ
と
つ
だ
。
し
か
し
私
は
、
太
宰
治
に
語

り
か
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
感
覚
は
、
小
説
表
現
の
ト
リ
ッ
ク
だ
け
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
と
感
じ
た
。「
千
代
女
」
に
お
い
て
は

表
現
だ
け
に
着
目
し
て
い
て
は
、
太
宰
治
と
語
り
手
を
同
化
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。「
千
代
女
」
か
ら
太
宰
治

に
語
り
か
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
、
と
感
じ
る
に
は
太
宰
治
の
こ
と
を
理
解
し
よ
う
と
読
者
が
太
宰
治
に
直
接
ア
ク
セ
ス
す
る
と
い

う
プ
ロ
セ
ス
が
必
要
と
な
る
。
現
に
本
書
で
も
、
太
宰
治
の
他
の
作
品
や
「
千
代
女
」
の
発
表
な
ど
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
根
拠
と
し
て
、

「
千
代
女
」
は
「
太
宰
治
の
書
く
こ
と
を
め
ぐ
る
自
意
識
が
凝
縮
さ
れ
た
一
編
で
あ
る
」
と
考
察
し
て
い
る
。
太
宰
治
の
こ
と
を
理

解
し
た
人
だ
け
が
、
太
宰
治
の
語
り
の
ト
リ
ッ
ク
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、「
千
代
女
」
に
関
し
て

は
太
宰
治
に
直
接
ア
ク
セ
ス
し
な
け
れ
ば
、
私
た
ち
が
作
中
読
者
に
同
化
す
る
こ
と
も
、
太
宰
治
が
「
和
子
」
に
同
化
す
る
こ
と
も

難
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。
太
宰
治
の
背
景
を
知
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
私
た
ち
は
作
中
の
「
和
子
」
を
太
宰
治
に
同
化
さ
せ
、
太
宰

治
自
身
の
言
葉
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
私
た
ち
は
「
和
子
」
か
ら
太
宰
治
を
感
じ
て
し
ま
う
の
だ
。

　

さ
て
「
千
代
女
」
か
ら
太
宰
治
の
小
説
論
に
関
す
る
自
意
識
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
ま
と
め
た
が
、「
春
の
盗
賊
」
で
も

太
宰
治
の
「
小
説
の
筋
」
に
つ
い
て
の
考
え
が
語
ら
れ
て
い
る
。「
春
の
盗
賊
」
に
お
け
る
「
ど
ろ
ぼ
う
に
見
舞
は
れ
た
」
と
い
う

出
来
事
は
、
書
く
こ
と
に
対
し
て
語
る
た
め
の
装
置
で
あ
る
。「
ど
ろ
ぼ
う
に
見
舞
は
れ
た
」
と
い
う
出
来
事
は
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」

で
は
あ
る
も
の
の
「
リ
ア
リ
テ
ィ
を
付
与
」
さ
せ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
私
」
と
い
う
一
人
称
を
作
中
で
用
い
る
こ
と

に
つ
い
て
の
リ
ス
ク
に
触
れ
な
が
ら
も
「
私
」
と
い
う
一
人
称
を
用
い
て
語
り
は
続
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
完
全
な
る
「
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
」
と
読
者
が
思
わ
な
い
よ
う
に
す
る
工
夫
な
の
で
は
な
い
か
。
語
り
手
「
私
」
や
「
ど
ろ
ぼ
う
」、「
家
内
」
ま
で
も
使
い
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語
っ
て
き
た
書
く
こ
と
に
対
す
る
自
意
識
、
こ
れ
自
体
は
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、「
千
代
女
」

と
「
春
の
盗
賊
」
に
お
け
る
「
私
」
と
「
作
中
読
者
」
の
関
係
性
は
類
似
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。
ど
ち
ら
の
作
品
か
ら
も
語
る

た
め
の
工
夫
が
感
じ
ら
れ
る
小
説
表
現
に
は
本
当
に
感
服
さ
せ
ら
れ
る
。

　

本
書
を
拝
読
し
、
小
説
表
現
で
特
に
私
が
啓
発
さ
れ
た
の
が
「
カ
チ
カ
チ
山
」
だ
。
表
現
の
工
夫
に
着
目
す
る
こ
と
で
「
カ
チ
カ

チ
山
」
全
体
の
構
造
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
本
書
で
は
、「
カ
チ
カ
チ
山
」
の
語
り
は
二
重
構
造
に
な
っ
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
て

い
た
。
二
重
と
い
う
の
は
、「
父
」
と
「
娘
」
の
会
話
を
語
る
「
私
」
の
語
り
を
指
し
、
二
重
の
構
造
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ

て
、「
父
」
と
「
娘
」
の
会
話
に
つ
い
て
語
る
「
私
」
と
会
話
し
て
い
る
よ
う
な
気
分
に
な
る
。「
私
」
は
メ
タ
・
レ
ベ
ル
に
位
置
す

る
こ
と
で
「
よ
り
現
実
世
界
に
近
く
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
効
果
」
が
あ
り
、「
語
り
か
け
る
」
こ
と
と
「
パ
ロ
デ
ィ
の
展
開
」
を
同

時
に
可
能
に
し
た
の
は
、
メ
タ
・
レ
ベ
ル
に
位
置
し
て
い
る
語
り
手
が
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
私
」
は
パ
ロ
デ
ィ
の
物
語

を
展
開
し
、
そ
れ
に
読
者
を
引
き
込
む
た
め
の
重
要
な
装
置
で
あ
っ
た
の
だ
。
本
書
で
は
、「
私
」
が
読
者
に
対
し
て
小
説
外
に
ア

ク
セ
ス
す
る
よ
う
に
促
し
た
り
、
読
者
自
身
の
経
歴
を
振
り
返
る
よ
う
に
促
し
た
り
と
、
読
者
が
参
加
す
る
よ
う
な
仕
組
み
に
な
っ

て
い
る
と
も
述
べ
た
。
会
話
と
い
う
の
は
本
来
、
相
手
が
聞
い
て
返
事
を
す
る
こ
と
で
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
。
小
説
に
は
作
中
の

世
界
が
あ
り
、
私
た
ち
は
あ
く
ま
で
読
者
で
あ
る
た
め
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
が
交
わ
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
、
そ
れ
を
太
宰
治
は

小
説
の
中
で
可
能
と
さ
せ
た
の
だ
。

　
「
作
中
読
者
は
語
り
手
「
私
」
の
語
り
を
促
し
、
聞
き
、
持
続
・
展
開
さ
せ
る
」
と
い
う
小
説
に
お
い
て
「
重
要
な
装
置
で
あ

る
。」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
だ
け
聞
く
と
、「
カ
チ
カ
チ
山
」
に
お
け
る
読
者
と
「
女
の
決
闘
」
に
お
け
る
読
者
は
似
て
い
る
た
め
、

「
私
」
の
語
り
も
似
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、「
カ
チ
カ
チ
山
」
と
「
女
の
決
闘
」
に
お
け
る
読
者
を
比
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較
し
て
み
た
。「
カ
チ
カ
チ
山
」
の
場
合
は
、
読
者
に
「
カ
チ
カ
チ
山
」
を
思
い
起
こ
さ
せ
た
上
で
、
太
宰
治
な
り
の
「
カ
チ
カ
チ

山
」
を
展
開
さ
せ
て
い
っ
た
の
に
対
し
、「
女
の
決
闘
」
は
あ
る
程
度
の
説
明
を
し
た
上
で
「
本
来
の
文
脈
に
関
す
る
知
識
に
依
存

し
た
パ
ロ
デ
ィ
で
は
な
い
旨
を
言
明
し
」
て
か
ら
展
開
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
、「
カ
チ
カ
チ
山
」
は
「
私
」
の
誘
導
し
た
い
展
開
に

持
っ
て
い
く
た
め
に
、
読
者
に
対
し
て
小
説
外
に
ア
ク
セ
ス
す
る
よ
う
に
促
し
た
り
、
読
者
自
身
の
経
歴
を
振
り
返
る
よ
う
に
促
し

た
り
し
て
い
た
が
、「
女
の
決
闘
」
で
は
読
者
に
「
解
釈=

充
塡
を
促
し
」、
読
書
の
中
に
も
ま
た
新
た
な
「
女
の
決
闘
」
を
創
り

出
そ
う
と
し
て
い
る
。「
パ
ロ
デ
ィ
」「
語
り
」
と
い
う
共
通
点
が
あ
り
な
が
ら
も
、
読
者
に
も
た
ら
す
効
果
が
大
き
く
異
な
っ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
語
り
に
よ
っ
て
読
者
の
在
り
方
も
大
き
く
左
右
さ
れ
て
い
た
の
だ
。

　

本
書
を
読
む
こ
と
で
太
宰
治
は
目
的
に
よ
っ
て
語
り
を
使
い
分
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
受
け
る
読
者
の
印
象
を
左
右
し
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
た
。
作
中
の
語
り
手
を
使
っ
て
自
ら
の
考
え
、
思
い
を
読
者
に
伝
え
て
い
く
場
合
に

は
、
読
者
の
太
宰
治
を
彷
彿
さ
せ
る
よ
う
な
語
り
を
す
る
。
物
語
を
展
開
さ
せ
た
い
場
合
に
は
、
作
中
の
語
り
手
を
展
開
の
た
め
の

ス
イ
ッ
チ
と
し
て
利
用
し
、
読
者
も
語
り
に
よ
っ
て
物
語
に
引
き
込
ん
で
い
く
。
そ
し
て
、
語
り
に
よ
っ
て
読
者
に
「
解
釈=

充

塡
を
促
し
」、
読
者
の
中
に
新
し
い
形
で
ま
た
別
の
作
品
を
作
る
よ
う
に
促
し
て
い
く
よ
う
な
作
品
も
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
ど
れ
も
語
り
の
工
夫
が
素
晴
ら
し
く
、
私
た
ち
は
作
中
読
者
と
同
化
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
気
付
け
ば
作
中
の
語
り

手
に
対
し
て
つ
い
声
に
出
し
て
返
事
を
し
そ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
。
太
宰
治
の
語
り
に
は
、
相
手
へ
の
理
解
を
促
し
、
そ
し
て
そ
れ

に
対
し
て
相
手
が
心
の
中
で
返
事
を
し
、
次
の
語
り
へ
と
繫
げ
て
い
る
よ
う
な
工
夫
も
感
じ
ら
れ
た
。
語
り
に
よ
っ
て
読
点
の
数
や

タ
イ
ミ
ン
グ
な
ど
も
異
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
ひ
と
つ
ひ
と
つ
を
読
者
に
落
と
し
込
む
た
め
の
『
間
』
の
工
夫
と
も
言
え
る
か
も
し

れ
な
い
。
読
点
の
数
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
語
り
を
脳
内
再
生
す
る
上
で
の
リ
ズ
ム
を
左
右
さ
れ
、
印
象
も
異
な
る
。
ひ
と
つ
ひ
と
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つ
丁
寧
に
語
る
の
か
、
切
羽
詰
ま
っ
た
よ
う
に
語
る
の
か
、
物
語
調
の
よ
う
に
語
る
の
か
。
読
点
の
工
夫
か
ら
、
私
た
ち
は
よ
り
太

宰
治
の
語
り
の
息
継
ぎ
ま
で
鮮
明
に
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
、
語
り
か
け
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
た
読
書
体
験
は
よ
り
強
く
な
る
だ
ろ

う
。
私
自
身
も
本
書
を
読
む
こ
と
で
、
太
宰
治
の
小
説
表
現
に
つ
い
て
よ
り
興
味
が
湧
き
、
も
っ
と
調
べ
て
み
た
い
と
い
う
気
持
ち

に
な
っ
た
。
た
だ
漠
然
と
感
じ
て
い
た
「
語
り
か
け
ら
れ
る
」
と
い
う
小
説
体
験
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
仕
組
み
に
よ
っ
て
感
じ
る
よ
う

に
仕
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
私
が
太
宰
治
を
読
む
上
で
新
し
い
視
点
で
あ
り
、
か
な
り
の
発
見
で
あ
っ
た
。

太
宰
治
を
ど
こ
か
で
身
近
に
感
じ
て
し
ま
っ
て
い
た
私
は
、
そ
の
ト
リ
ッ
ク
が
明
か
さ
れ
た
こ
と
で
少
し
の
寂
し
さ
を
感
じ
た
の
だ

が
、
そ
れ
以
上
に
小
説
表
現
の
面
白
さ
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
卒
業
論
文
を
書
く
前
に
出
会
っ
て
い
た
ら
、
テ
ー
マ
が
変
わ
っ
て

し
ま
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
き
っ
と
本
書
を
手
に
取
っ
た
人
は
、
読
書
体
験
だ
け
で
な
く
、
太
宰
治
の
小
説
そ
の
も
の
を
違
っ

た
視
点
で
楽
し
め
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
私
の
よ
う
に
。
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