
死
を
生
き
る

－
　
辞
世
の
日
本
文
学
　
－

坂

　

野

　

信

　

彦

あ
る
ひ
と
び
と
に
は
、
死
は
突
如
と
し
て
お
と
ず
れ
る
。
ま
た
あ
る
ひ
と
び
と
に
は
、
目
前
に
さ
し
せ
ま
っ
た
死
が
宣
告

さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
あ
る
一
部
の
ひ
と
び
と
は
、
自
分
の
死
の
時
期
と
死
因
と
を
み
ず
か
ら
に
選
び
と
る
。

目
前
に
具
体
的
に
自
分
の
死
が
せ
ま
っ
た
と
き
、
ひ
と
は
み
ず
か
ら
の
死
を
意
識
的
に
生
き
は
じ
め
る
。
そ
の
と
き
、
死

は
生
の
最
大
の
内
実
と
な
る
。
こ
の
ば
あ
い
、
「
死
」
は
当
人
の
思
想
、
信
仰
、
人
生
観
の
集
約
さ
れ
た
観
念
と
し
て
、
感
性

や
行
動
を
統
御
す
る
。
死
を
生
き
る
こ
と
に
、
ひ
と
は
み
ず
か
ら
の
実
存
を
賭
け
る
の
で
あ
る
。

み
ず
か
ら
の
死
を
ま
え
に
し
て
、
古
来
、
文
芸
に
た
ず
さ
わ
る
ひ
と
た
ち
は
辞
世
の
作
品
を
遺
し
て
き
た
。
辞
世
の
作
品

－
　
そ
れ
は
文
字
ど
お
り
最
後
を
か
ざ
る
作
品
で
あ
る
と
と
も
に
、
生
き
て
き
た
こ
の
世
へ
の
訣
別
の
こ
と
ば
で
も
あ
る
。

そ
こ
に
は
、
お
の
れ
の
人
生
に
た
い
す
る
感
慨
が
あ
り
、
死
の
の
ち
の
こ
の
世
　
（
ま
た
は
あ
の
世
）
　
へ
の
思
い
が
あ
る
。
そ

こ
に
は
お
の
ず
か
ら
作
者
の
人
生
観
、
世
界
観
が
反
映
す
る
。

死
を
生
き
る



生
き
る

＊

手
始
め
に
、
神
話
時
代
の
英
雄
、
倭
　
建
　
命
を
と
り
あ
げ
て
み
る
。
神
話
は
、
も
ち
ろ
ん
現
実
の
事
実
そ
の
ま
ま
で
は
な

い
。
し
か
し
す
く
な
く
と
も
、
そ
れ
は
現
実
の
反
映
で
は
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
は
、
神
話
の
な
か
に
古
い
時
代
の
ひ
と
び
と

の
心
理
を
か
い
ま
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

倭
建
命
は
、
そ
の
名
の
示
す
と
お
り
、
ほ
ん
ら
い
強
く
た
け
だ
け
し
い
性
格
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
物
語
の

展
開
に
つ
れ
て
、
か
な
ら
ず
し
も
そ
う
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
、
倭
建
命
が
　
（
貴
種
）
と
し
て
流
離
す
る
こ
と

に
な
る
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
非
常
に
す
ぐ
れ
た
貴
い
人
が
へ
ん
ぴ
な
地
方
を
わ
た
り
歩
く
、
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
日
本
の

物
語
に
は
さ
か
ん
に
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
。
折
口
信
夫
は
こ
れ
を
「
貴
種
流
離
詳
」
と
名
づ
け
た
。
こ
の
パ
タ
ー
ン
に
お
い

て
、
流
離
す
る
貴
人
は
単
独
で
は
む
し
ろ
た
い
へ
ん
無
力
の
人
と
さ
れ
る
。
伝
説
上
の
源
義
経
に
は
そ
れ
が
典
型
的
に
あ
ら

わ
れ
て
い
る
。
貴
種
流
離
澤
で
は
、
そ
の
無
力
な
貴
人
を
さ
さ
え
る
庇
護
者
の
存
在
が
み
と
め
ら
れ
る
。
義
経
に
は
、
い
う

ま
で
も
な
く
弁
慶
が
つ
き
そ
っ
て
い
た
。
で
は
、
倭
建
命
の
ば
あ
い
は
だ
れ
が
庇
護
者
で
あ
っ
た
の
か
。
お
ば
の
倭
媛
と
も

考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
媛
は
伊
勢
神
宮
に
い
て
、
行
動
を
と
も
に
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
行
動
を
と
も
に
し
た
の
は
、
じ
つ

は
一
本
の
剣
　
－
　
「
草
な
ぎ
の
剣
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
剣
に
は
霊
的
な
威
力
が
こ
も
っ
て
い
た
。
こ
の
剣
を
新
妻
の
も
と
に

置
い
て
き
て
し
ま
っ
た
命
は
、
も
は
や
何
の
能
力
も
な
く
な
っ
て
病
み
お
と
ろ
え
、
死
ん
で
し
ま
う
。

死
ぬ
直
前
に
う
た
っ
た
と
い
う
歌
。

を
と
め
の
　
床
の
辺
に
我
が
置
き
し
　
つ
る
ぎ
の
太
刀
　
そ
の
太
刀
は
や



こ
の
「
太
刀
」
　
（
草
な
ざ
の
剣
）
は
、
命
の
守
護
霊
で
あ
っ
た
。
死
を
目
前
に
し
て
、
み
ず
か
ら
の
守
護
霊
に
万
感
の
思
い

を
こ
め
て
、
歌
を
詠
ん
だ
わ
け
で
あ
る
。

英
雄
倭
建
命
は
、
霊
的
な
世
界
に
生
き
て
い
た
。
霊
の
加
護
を
得
て
活
躍
し
、
霊
の
加
護
を
う
し
な
っ
て
あ
っ
け
な
く
死

ん
だ
。
命
は
死
後
、
白
い
大
き
な
千
鳥
と
な
っ
て
天
へ
舞
い
の
ぼ
っ
て
行
っ
た
。

二
四
歳
に
し
て
謀
反
の
か
ど
で
処
刑
さ
れ
た
大
津
皇
子
。

も
も
づ
た
ふ
磐
余
の
池
に
鳴
く
鴨
を
今
日
の
み
見
て
や
雲
隠
り
な
む

か
ぎ
り
な
く
遠
く
ま
で
伝
い
わ
た
る
、
磐
余
の
池
に
鳴
い
て
い
る
霊
鳥
の
鴨
。
そ
れ
を
見
お
さ
め
と
し
て
見
な
が
ら
、
今

日
か
ぎ
り
の
い
の
ち
と
死
後
の
ゆ
く
え
を
思
っ
て
詠
嘆
し
て
い
る
。

臨
終

金
烏
臨
西
舎

鼓
馨
催
短
命

泉
路
無
賓
主

此
夕
離
家
向

死
出
の
旅
路
に
は
客
も
主
人
も
な
く
、
自
分
ひ
と
り
き
り
だ
。
こ
の
夕
べ
に
、
私
は
家
を
離
れ
て
黄
泉
の
国
へ
む
か
お
う

と
し
て
い
る
。

詩
と
歌
を
あ
わ
せ
て
読
む
と
、
い
っ
そ
う
真
実
味
が
で
て
く
る
。
こ
こ
で
は
、
死
後
に
お
け
る
霊
魂
の
存
続
　
－
　
霊
魂
の

死

を

生

き

る
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二

〇

不
滅
　
－
　
が
当
然
の
こ
と
と
し
て
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
死
後
へ
の
思
い
が
こ
れ
ら
の
詩
歌
に
切
実
さ
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

古
代
に
お
け
る
辞
世
の
詩
歌
と
し
て
、
も
っ
と
も
き
わ
だ
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

い
き
な
り
近
代
に
移
る
。
近
代
の
俳
句
、
短
歌
の
草
分
け
的
存
在
と
な
っ
た
正
岡
子
規
。
不
治
の
病
に
お
か
さ
れ
、
病
床

で
身
動
き
も
で
き
な
い
苦
痛
の
な
か
で
、
子
規
は
文
筆
活
動
を
つ
づ
け
た
。
い
つ
死
ぬ
か
わ
か
ら
な
い
。
死
ぬ
こ
と
は
運
命

だ
か
ら
そ
れ
で
い
い
と
し
て
、
い
つ
死
ぬ
か
わ
か
ら
な
い
の
は
困
る
。
あ
と
三
カ
月
の
命
と
で
も
医
者
に
言
わ
れ
れ
ば
、
そ

れ
な
り
に
い
ろ
い
ろ
ぜ
い
た
く
も
い
え
る
の
に
1
な
ど
と
書
い
て
い
る
。
ま
た
、
悟
り
と
い
う
の
は
、
い
か
な
る
ば
あ
い

で
も
平
気
で
死
ぬ
こ
と
か
と
思
っ
て
い
た
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
悟
り
と
い
う
の
は
、
い
か
な
る
ば
あ
い
に
も
平
気
で
生
き

て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
、
と
も
書
い
て
い
る
。
「
病
気
を
楽
し
む
」
と
い
う
言
い
か
た
も
し
て
い
る
。

死
ぬ
と
き
ま
で
は
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
生
き
る
の
な
ら
、
た
だ
苦
し
む
だ
け
で
は
生
き
る
価
値
が
な
い
。
病
気
で

あ
る
こ
と
、
苦
し
む
こ
と
、
そ
れ
じ
た
い
を
楽
し
む
と
い
う
境
地
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
子
規
は
そ
う
い
う
境
地
に

ま
で
達
し
て
い
た
。
そ
う
い
う
境
地
に
達
し
な
け
れ
ば
生
き
ぬ
い
て
ゆ
け
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

絶
筆
と
な
っ
た
の
は
、
三
句
の
俳
句
で
あ
る
。

糸
瓜
咲
て
燐
の
つ
ま
り
し
彿
か
な

疾
一
斗
糸
瓜
の
水
も
間
に
合
は
ず

を
と
ゝ
ひ
の
へ
ち
ま
の
水
も
取
ら
ざ
り
き

自
分
の
死
を
た
ん
た
ん
と
み
つ
め
て
い
る
。
子
規
は
ま
ざ
れ
も
な
く
「
近
代
人
」
で
あ
っ
た
。
病
床
に
あ
っ
て
日
常
的
に



目
に
ふ
れ
耳
に
き
こ
え
る
も
の
が
存
在
の
す
べ
て
で
あ
っ
た
。
子
規
と
い
う
個
人
も
そ
う
し
た
存
在
の
ひ
と
つ
に
す
ぎ
な
い

の
だ
っ
た
。

小
説
家
の
有
島
武
郎
。
『
惜
み
な
く
愛
は
奪
ふ
』
の
な
か
で
、
武
郎
は
人
の
生
活
を
「
習
性
的
生
活
」
「
智
的
生
活
」
「
本
能

的
生
活
」
　
の
三
つ
に
分
け
て
い
る
。
そ
の
う
ち
彼
は
　
「
本
能
的
生
活
」
を
最
上
位
に
置
い
た
。
本
能
的
生
活
に
お
い
て
は
、

自
己
の
必
然
の
衝
動
に
よ
っ
て
す
べ
て
が
統
御
さ
れ
る
。
そ
の
も
っ
と
も
純
粋
な
あ
ら
わ
れ
が
　
「
愛
」
な
の
だ
、
と
い
う
。

外
界
を
愛
で
同
化
し
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
自
己
は
成
長
す
る
の
だ
、
と
い
う
。

い
わ
ば
本
能
的
人
間
主
義
と
で
も
よ
ぶ
べ
き
思
想
で
あ
る
。
こ
れ
が
社
会
へ
む
け
ら
れ
る
と
、
一
種
の
無
政
府
主
義
的
な

共
産
主
義
へ
と
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
。
し
か
し
、
小
説
家
で
あ
る
武
郎
じ
し
ん
の
実
生
活
は
、
そ
う
し
た
思
想
の
実
践
者
と
は

い
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
武
郎
の
苦
悩
が
あ
っ
た
。
や
が
て
小
説
も
ゆ
き
づ
ま
る
。

そ
こ
に
あ
ら
わ
れ
た
の
が
、
『
婦
人
公
論
』
記
者
波
多
野
秋
子
で
あ
っ
た
。
秋
子
は
す
で
に
人
の
妻
で
あ
っ
た
。
い
っ
た
ん

は
双
方
と
も
交
際
を
断
つ
決
心
を
し
た
も
の
の
、
け
つ
き
ょ
く
は
逆
に
ま
す
ま
す
深
入
り
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
愛
の

絶
頂
で
死
に
た
い
と
い
う
理
想
が
、
二
人
に
は
共
通
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
武
郎
は
さ
き
の
『
情
み
な
く
愛
は
奪
ふ
』
　
の
な

か
で
「
愛
が
完
う
せ
ら
れ
た
時
に
死
ぬ
」
と
書
い
て
い
た
。
そ
う
し
て
と
う
と
う
、
二
人
の
情
事
を
秋
子
の
夫
に
知
ら
れ
て

し
ま
う
。
こ
の
と
き
か
ら
、
二
人
は
現
実
に
死
を
思
い
は
じ
め
る
。
大
正
二
一
年
六
月
八
日
、
武
郎
と
秋
子
は
軽
井
沢
へ
む

か
っ
た
。命

絶
つ
苔
し
あ
ら
ば
手
に
と
り
て
世
の
見
る
前
に
我
を
打
た
ま
し

死
を
生
き
る

一

一

一
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二

二

人
格
高
潔
な
人
道
主
義
者
有
島
武
郎
が
、
い
ま
姦
通
罪
を
犯
し
て
世
間
の
さ
ら
し
者
に
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
「
世
の
見

る
前
に
」
彼
は
死
な
ぬ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

「
私
達
は
最
も
自
由
に
歓
喜
し
て
死
を
迎
へ
る
の
で
す
」
「
愛
の
前
に
死
が
か
く
ま
で
無
力
な
も
の
だ
と
は
此
瞬
間
ま
で
思

ハ
な
か
っ
た
」
。
遺
書
の
な
か
に
武
郎
は
こ
う
書
き
記
し
て
い
る
。
こ
こ
に
み
ら
れ
る
の
は
、
一
種
剃
那
的
な
情
念
で
あ
る
。

こ
の
世
で
結
ば
れ
ぬ
二
人
な
ら
死
ん
で
あ
の
世
で
一
緒
に
な
ろ
う
、
と
い
う
の
が
正
続
的
な
心
中
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
相
手
で
な
け
れ
ば
無
意
味
な
心
中
で
あ
っ
た
。
し
か
し
近
代
人
の
心
中
に
は
″
あ
の
世
〟
が
欠
落
し
て
い
る
。
″
あ
の
世
〟

の
欠
落
し
た
心
中
で
は
、
相
手
と
の
心
理
的
結
び
つ
き
は
二
義
的
な
も
の
に
な
る
傾
向
が
で
て
く
る
。
武
郎
と
秋
子
の
心
中

は
、
ま
さ
に
そ
う
い
う
心
中
で
あ
っ
た
。

宮
沢
賢
治
は
、
ほ
と
ん
ど
無
名
の
ま
ま
に
死
ん
だ
。
賢
治
が
も
っ
と
も
熱
心
に
と
り
く
ん
で
い
た
作
品
が
、
『
銀
河
鉄
道
の

夜
』
で
あ
っ
た
。
彼
の
唯
一
の
理
解
者
と
い
う
べ
き
妹
の
ト
シ
が
死
ん
で
か
ら
、
彼
は
こ
の
作
品
を
書
き
は
じ
め
た
。
こ
の

物
語
は
、
主
人
公
の
ジ
ョ
バ
ン
二
が
銀
河
鉄
道
に
乗
っ
て
霊
界
を
旅
し
て
く
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
の
カ

ン
パ
ネ
ル
ラ
は
、
友
人
を
助
け
よ
う
と
し
て
溺
れ
死
ん
で
、
銀
河
鉄
道
に
乗
っ
て
天
国
へ
む
か
う
。
同
じ
列
車
に
ジ
ョ
バ
ン

二
が
一
種
の
幽
体
離
脱
を
し
て
乗
り
こ
ん
で
、
一
緒
に
霊
界
を
旅
行
す
る
。
そ
の
旅
行
に
よ
っ
て
ジ
ョ
バ
ン
二
は
人
間
的
に

成
長
す
る
。
人
間
の
霊
的
な
真
実
を
知
り
、
人
間
の
ほ
ん
と
う
の
生
き
か
た
　
－
　
み
ん
な
の
幸
せ
の
た
め
に
自
分
を
犠
牲
に

す
る
と
い
う
生
き
か
た
　
－
　
を
悟
る
。

こ
こ
に
は
、
霊
的
な
観
点
か
ら
み
た
生
と
死
の
あ
り
か
た
が
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
物
語
こ
そ
、



富
沢
賢
治
一
世
一
代
の
究
極
の
作
品
で
あ
る
と
い
え
る
。

昭
和
八
年
九
月
、
肺
を
病
ん
で
い
た
賢
治
の
容
態
が
急
変
す
る
。
辞
世
の
短
歌
二
首
。

方
十
里
稗
貫
の
み
か
も
稲
熟
れ
て
み
察
三
日
そ
ら
は
れ
わ
た
る

病
の
ゆ
ゑ
に
も
く
ち
ん
い
の
ち
な
り
み
の
り
に
棄
て
れ
ば
う
れ
し
か
ら
ま
し

「
み
の
り
」
　
は
穀
物
の
み
の
り
で
あ
る
と
と
も
に
、
仏
の
遺
　
（
仏
法
）
　
の
み
の
り
で
も
あ
る
。
詩
の
ノ
ー
ト
の
な
か
に
、

彼
は
「
さ
び
し
く
死
し
て
、
さ
び
し
く
生
れ
ん
」
と
書
い
て
い
た
。
転
生
し
て
、
ま
た
こ
の
地
上
に
も
ど
っ
て
く
る
こ
と
を

信
じ
て
死
ん
で
い
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

小
説
家
高
見
順
。
詩
人
と
し
て
も
、
と
く
に
死
を
テ
ー
マ
と
し
た
作
品
を
多
く
書
き
の
こ
し
た
。
『
わ
が
埋
葬
』
と
題
す
る

詩
集
を
刊
行
し
た
年
に
、
食
道
ガ
ン
を
宣
告
さ
れ
た
。
以
後
、
死
に
い
た
る
二
年
間
の
あ
い
だ
、
迫
り
く
る
死
と
直
面
し
っ

つ
日
記
を
書
き
、
詩
を
書
き
つ
づ
け
た
。
死
後
に
出
版
さ
れ
た
詩
集
『
重
量
喪
失
』
　
の
最
後
の
作
品
は
「
川
」
と
い
う
詩
。

僕
は
大
き
く
あ
ふ
れ
た
い
と
思
ふ

僕
は
近
く
海
へ
入
る

見
た
ま
へ

も
う
海
は
近
い

死
を
生
き
る



生
き
る

海
に
落
ち
た
水
滴
は

そ
れ
が
川
か
ら
の
も
の
で
も

も
う
区
別
は
つ
か
な
い

自
分
を
失
っ
て

海
に
の
ま
れ
る
の
で
あ
る

山
か
ら
降
り
て
き
て
海
に
入
る
前
に

僕
は
陸
に
氾
濫
し
た
い

死
に
ゆ
く
自
分
を
「
川
」
に
見
立
て
て
い
る
。
で
き
る
こ
と
な
ら
、
陸
に
あ
ふ
れ
で
て
、
陸
地
に
あ
ま
ね
く
遍
在
し
た
い
。

「
陸
」
、
す
な
わ
ち
生
き
て
き
た
こ
の
世
界
へ
の
愛
着
が
感
じ
ら
れ
る
。
「
僕
は
陸
に
氾
濫
し
た
い
」
　
－
　
こ
の
最
後
の
一
行

に
、
死
へ
の
ぞ
む
作
者
の
意
気
ご
み
の
よ
う
な
も
の
が
感
じ
と
れ
る
。
高
見
順
は
、
″
こ
の
世
″
が
す
べ
て
だ
と
す
る
近
代
人

で
あ
っ
た
。
そ
の
近
代
人
が
苦
悩
の
は
て
に
獲
得
す
る
に
い
た
っ
た
、
こ
れ
は
せ
め
て
も
の
積
極
的
な
死
後
の
イ
メ
ー
ジ
な

の
で
あ
っ
た
。

最
後
は
小
説
家
三
島
由
紀
夫
。
三
島
は
、
昭
和
四
〇
年
か
ら
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
　
『
豊
餞
の
海
』
を
書
き
は
じ
め
る
。
そ
の
最



終
原
稿
を
出
版
社
の
人
に
渡
し
た
そ
の
日
、
昭
和
四
五
年
二
月
二
五
日
、
陸
上
自
衛
隊
市
ヶ
谷
駐
屯
地
に
て
切
腹
。
事
実

上
、
『
豊
餞
の
海
』
　
が
辞
世
の
作
品
と
な
っ
た
。

『
豊
餞
の
海
』
　
は
四
部
作
。
そ
の
全
巻
を
輪
廻
転
生
と
い
う
摂
理
が
つ
ら
ぬ
い
て
い
る
。
第
四
巻
『
天
人
五
裏
』
　
の
巻
末

に
は
、
「
『
豊
能
の
海
』
完
。
／
昭
和
四
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
「
十
一
月
二
十
五
日
」
と
は
ど
う
い

う
日
な
の
か
。
そ
れ
は
、
吉
田
桧
陰
の
命
日
な
の
で
あ
る
。
三
島
は
、
み
ず
か
ら
を
吉
田
桧
陰
の
生
れ
か
わ
り
だ
と
ひ
そ
か

に
信
じ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

三
島
に
は
、
死
後
に
出
版
さ
れ
た
　
『
小
説
と
は
何
か
』
と
い
う
評
論
集
が
あ
る
。
こ
の
な
か
で
彼
は
、
小
説
の
世
界
と
現

実
の
世
界
の
あ
い
だ
で
ゆ
れ
う
ご
く
自
分
、
と
い
う
こ
と
を
書
い
て
い
る
。
小
説
が
ひ
と
つ
完
結
す
る
た
び
に
、
自
己
の
存

在
が
小
説
の
な
か
に
生
き
は
じ
め
る
。
そ
の
と
き
現
実
の
自
分
は
ほ
と
ん
ど
存
在
感
を
う
し
な
っ
て
し
ま
う
。
『
豊
餞
の
海
』

の
一
巻
ず
つ
が
完
成
す
る
た
び
に
、
そ
う
い
う
事
態
が
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
ゆ
く
。
四
巻
全
部
が
完
結
し
た
あ
と
の
自
分
と

い
う
の
は
、
も
う
と
て
も
考
え
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
。
そ
う
記
し
て
い
る
。
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
の
完
結
と
同
時
に
、
生
身
の

肉
体
は
消
滅
し
て
し
ま
う
ほ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

三
島
は
生
前
、
「
私
は
大
事
な
ん
だ
よ
」
と
語
っ
て
い
た
。
自
分
は
太
宰
治
と
お
な
じ
な
ん
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

太
宰
は
自
殺
し
た
。
そ
の
こ
と
で
太
宰
の
作
品
は
い
っ
そ
う
の
か
が
や
き
を
加
え
た
。
三
島
も
ま
た
、
そ
う
し
た
効
果
を
ひ

そ
か
に
計
算
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
三
島
の
死
も
、
じ
つ
は
太
宰
と
同
じ
く
中
心
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
も
に
近
代
人
と
し
て

の
心
中
で
あ
る
。
た
だ
し
三
島
は
い
わ
ゆ
る
男
色
家
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
楯
の
会
の
隊
長
た
る
森
田
必
勝
と
情
死
し
た
の
で

死

を

生

き

る
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生
き
る

あ
る
。
形
式
的
に
は
、
壮
絶
な
武
士
の
自
決
で
あ
っ
た
の
だ
が
。

益
荒
男
が
た
ば
さ
む
太
刀
の
鞘
鳴
り
に
幾
年
耐
へ
て
今
日
の
初
霜

こ
の
辞
世
の
歌
に
も
、
三
島
の
サ
ム
ラ
イ
と
し
て
の
形
式
的
な
演
技
が
み
て
と
れ
る
。
彼
は
、
近
代
的
な
精
神
を
も
ち
な

が
ら
、
「
七
生
報
国
」
と
い
う
過
去
の
儀
式
に
殉
じ
た
の
で
あ
る
。

お
の
れ
の
死
を
ど
う
生
き
る
か
。
基
本
的
に
、
こ
れ
は
大
き
く
ふ
た
と
お
り
に
分
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
霊
魂
の
不
滅
を

信
じ
て
生
き
る
の
か
、
信
じ
な
い
で
生
き
る
の
か
、
で
あ
る
。
転
生
を
信
じ
て
死
を
む
か
え
る
者
に
と
つ
て
は
、
死
は
た
ん

に
ひ
と
つ
の
区
切
り
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
死
ん
だ
ら
そ
れ
で
終
わ
り
と
信
じ
て
い
る
者
に
と
つ
て
は
、
死
は
完
全
な
破

局
を
意
味
す
る
。
（
奇
妙
な
）
科
学
主
義
を
信
奉
す
る
近
代
人
の
多
く
は
、
後
者
の
死
を
生
き
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
に

ふ
か
い
苦
悩
が
あ
り
、
苦
悩
を
克
服
す
る
栄
光
が
あ
っ
た
。


