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太
宰
治
「
葉
桜
と
魔
笛
」
論

―
反
転
す
る
〈
美
談
〉
／
姉
妹
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
―

川 

那 

邉　

依 

奈

キ
ー
ワ
ー
ド
：
太
宰
治
／
葉
桜
と
魔
笛
／
美
談
／
手
紙
／
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル

一
、
先
行
研
究
と
問
題
の
所
在

「
葉
桜
と
魔
笛
」
は
、
一
九
三
九
年
六
月
発
行
の
『
若
草
』（
寶
文
館
）
第
一
五
巻
第
六
号
の
小
説
欄
に
発
表
さ
れ
、
後
に
、『
皮
膚
と

心
』（
一
九
四
〇
年
四
月
、
竹
村
書
房
）
に
収
録
、
創
作
集
『
女
性
』（
一
九
四
二
年
六
月
、
博
文
館
）
に
再
録
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。

梗
概
と
し
て
は
、
あ
る
老
夫
人
に
よ
っ
て
、
三
五
年
前
の
出
来
事
が
語
ら
れ
る
。
当
時
二
〇
歳
だ
っ
た
「
私
」（
＝
現
在
の
老
夫
人
）

は
、
中
学
校
長
の
父
と
、
一
八
歳
の
妹
と
暮
ら
し
て
い
た
が
、
妹
が
腎
臓
結
核
に
冒
さ
れ
、
余
命
百
日
以
内
と
宣
告
さ
れ
る
。
そ
う
し

た
あ
る
日
、「
私
」
は
、
妹
に
届
い
た
三
〇
通
ほ
ど
の
恋
文
を
発
見
し
、
妹
が
病
の
た
め
に
恋
人
か
ら
別
れ
を
告
げ
ら
れ
た
こ
と
を
知
る
。

不
憫
に
思
っ
た
「
私
」
は
、
妹
の
恋
人
を
装
っ
て
、
変
わ
ら
ぬ
愛
の
証
明
と
し
て
、
夕
方
六
時
に
塀
の
外
か
ら
「
軍
艦
マ
ア
チ
」
の
口
笛

を
吹
く
こ
と
を
約
束
し
た
手
紙
を
書
く
。
し
か
し
、
実
は
恋
文
は
妹
が
淋
し
さ
を
紛
ら
す
た
め
に
自
分
宛
て
に
書
い
て
い
た
こ
と
が
明
か
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さ
れ
る
。
妹
は
、
姉
も
自
分
も
厳
格
な
父
の
も
と
で
「
お
悧
巧
す
ぎ
た
」
た
め
に
青
春
を
謳
歌
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
悔
い
、
姉
妹
は
同

じ
無
念
さ
を
共
有
し
て
抱
き
合
う
。
そ
の
時
、
手
紙
で
約
束
し
た
通
り
に
口
笛
が
聞
こ
え
、
三
日
後
、
妹
は
静
か
に
亡
く
な
る
。「
私
」

は
、
口
笛
を
「
神
さ
ま
の
お
恵
み
」
と
信
じ
て
い
た
が
、
年
を
と
り
信
仰
が
薄
れ
て
き
た
た
め
か
、
隣
室
に
い
た
父
の
仕
業
で
は
な
か
っ

た
か
と
疑
い
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
告
白
し
、
作
品
は
閉
じ
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
本
作
品
は
、
老
夫
人
の
回
想
の
語
り
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
そ
の
回
想
の
中
心
は
妹
で
あ
る
と
言
え
る
。
井
原
あ
や

氏
）
1
（

は
、「
結
核
に
よ
っ
て
夭
折
す
る
美
少
女
」
と
い
う
妹
の
イ
メ
ー
ジ
と
、
日
露
戦
争
を
示
す
コ
ー
ド
が
接
続
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
で
、

妹
が
、
徳
富
蘆
花
『
不
如
帰
』（『
国
民
新
聞
』
一
八
九
八
年
一
一
月
二
九
日
〜
一
八
九
九
年
五
月
二
四
日
）
の
系
譜
に
連
な
る
〈
結
核
〉

の
ヒ
ロ
イ
ン
と
し
て
造
型
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
述
べ
て
い
る
。
他
方
で
、
姉
で
あ
る
「
私
」
の
語
り
も
重
要
な
も
の
で
あ
り
、

「
姉
は
妹
を
回
想
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
妹
同
様
に
、「
恋
愛
」
も
「
青
春
」
も
知
ら
ぬ
ま
ま
通
り
過
ぎ
た
自
身
の
若
き
日
を
「
い
ま
」
ロ

マ
ン
の
中
に
再
構
成
し
て
い
る
の
だ
。」
と
い
う
井
原
氏
の
指
摘
は
示
唆
に
富
む
。

老
夫
人
の
語
り
は
、
妹
を
美
化
す
る
だ
け
で
な
く
、
自
分
自
身
に
つ
い
て
も
〈
妹
思
い
の
姉
〉
と
い
う
自
画
像
を
形
成
し
て
い
る
。
そ

こ
か
ら
は
、
三
五
年
前
の
出
来
事
を
〈
美
談
〉
へ
と
昇
華
さ
せ
よ
う
と
い
う
語
り
手
の
意
図
が
読
み
取
れ
る
。
だ
が
、「
私
」
の
語
り
を

仔
細
に
検
討
す
る
と
、
そ
の
端
々
に
は
〈
美
談
〉
か
ら
の
逸
脱
も
散
見
さ
れ
、
物
語
の
細
部
に
は
、〈
美
談
〉
へ
の
志
向
と
、
そ
こ
に
収

斂
し
き
れ
な
い
も
の
と
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

ま
た
、
老
夫
人
の
語
る
物
語
は
、
姉
妹
が
執
筆
し
た
手
紙
を
軸
に
展
開
し
て
お
り
、
本
作
品
に
お
い
て
手
紙
と
い
う
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル

は
無
視
で
き
な
い
。
妹
が
書
い
た
手
紙
に
つ
い
て
、
木
村
小
夜
氏
）
2
（

は
、「
少
女
の
感
傷
が
書
か
せ
て
い
た
も
の
」
で
あ
り
、「
自
分
の
虚
構

の
恋
を
現
実
の
も
の
と
し
て
残
し
た
い
と
い
う
願
望
」
の
表
れ
と
捉
え
て
い
る
。
ま
た
、
櫻
田
俊
子
氏
）
3
（

は
、「
妹
が
書
く
こ
と
に
よ
っ
て

叶
わ
な
い
自
身
の
欲
望
を
昇
華
し
て
い
た
」
と
い
う
意
味
で
、「
手
紙
の
創
作
は
、
自
己
充
足
の
意
味
合
い
が
強
い
。」
と
述
べ
て
い
る
。

20



太宰治「葉桜と魔笛」論

他
方
で
、
花
﨑
育
代
氏
）
4
（

は
、
妹
の
手
紙
を
、
姉
に
読
ま
れ
る
こ
と
を
想
定
し
て
書
か
れ
た
も
の
と
捉
え
、
姉
を
翻
弄
す
る
「
邪
悪
」
と
も

言
え
る
妹
の
一
面
と
共
に
、
姉
が
男
性
を
装
っ
て
恋
文
を
書
い
て
く
れ
る
こ
と
へ
の
期
待
を
読
み
取
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
妹
の
手

紙
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
様
な
読
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
姉
で
あ
る
「
私
」
が
男
性
を
装
っ
て
書
い
た
手
紙
は
、
全
文
が
引

用
さ
れ
て
お
り
、
作
品
全
体
の
構
成
上
、
大
き
な
比
重
を
持
つ
も
の
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
十
分
に
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ

た
。本

論
で
は
、「
私
」
の
語
り
が
〈
美
談
〉
を
構
築
す
る
一
方
で
、
そ
こ
か
ら
逸
脱
し
て
い
く
様
相
を
明
ら
か
に
す
る
と
共
に
、
そ
う
し

て
紡
が
れ
た
物
語
の
中
で
、
手
紙
と
い
う
姉
妹
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
が
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
か
、
考
察
を
試
み
た
い
。

二
、〈
美
談
〉
の
成
立
と
揺
ら
ぎ

「
桜
が
散
つ
て
、
こ
の
や
う
に
葉
桜
の
こ
ろ
に
な
れ
ば
、
私
は
、
き
つ
と
思
ひ
出
し
ま
す
。
―
―
と
、
そ
の
老
夫
人
は
物
語
る
。」
と
い

う
叙
述
か
ら
、
一
篇
は
始
ま
っ
て
い
る
。
以
下
、「
葉
桜
」
を
回
想
の
契
機
と
し
て
、
三
五
年
前
の
妹
の
死
を
め
ぐ
る
出
来
事
が
、
老
夫

人
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
。
当
時
の
自
ら
の
境
遇
に
つ
い
て
、
語
り
手
は
、
次
の
よ
う
に
振
り
返
っ
て
い
る
。

私
が
結
婚
致
し
ま
し
た
の
は
、
松
江
に
来
て
か
ら
の
こ
と
で
、
二
十
四
の
秋
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
当
時
と
し
て
は
ず
ゐ
ぶ
ん
遅
い

結
婚
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
早
く
か
ら
母
に
死
な
れ
、
父
は
頑
固
一
徹
の
学
者
気
質
で
、
世
俗
の
こ
と
に
は
、
と
ん
と
、
う
と
く
、
私

が
ゐ
な
く
な
れ
ば
、
一
家
の
切
り
ま
は
し
が
、
ま
る
で
駄
目
に
な
る
こ
と
が
、
わ
か
つ
て
ゐ
ま
し
た
の
で
、
私
も
、
そ
れ
ま
で
に
い

く
ら
も
話
が
あ
つ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
家
を
捨
て
て
ま
で
、
よ
そ
へ
お
嫁
に
行
く
気
が
起
ら
な
か
つ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
せ
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め
て
、
妹
さ
へ
丈
夫
で
ご
ざ
い
ま
し
た
な
ら
ば
、
私
も
、
少
し
気
楽
だ
つ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
妹
は
、
私
に
似
な
い
で
、
た
い
へ

ん
美
し
く
、
髪
も
長
く
、
と
て
も
よ
く
で
き
る
、
可
愛
い
子
で
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
か
ら
だ
が
弱
く
、
そ
の
城
下
ま
ち
へ
赴
任
し

て
、
二
年
目
の
春
、
私
二
十
、
妹
十
八
で
、
妹
は
、
死
に
ま
し
た
。

早
く
に
母
を
亡
く
し
た
「
私
」
は
、
世
事
に
疎
い
父
と
、
病
弱
な
妹
を
気
遣
っ
て
、
お
嫁
に
行
か
ず
に
一
家
を
支
え
て
い
た
。「
妹
は
、

私
に
似
な
い
で
、
た
い
へ
ん
美
し
」
か
っ
た
と
い
う
「
私
」
の
言
葉
が
、
単
な
る
謙
遜
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
傍
線
部
の
述
懐
か
ら
は
、

母
代
り
の
姉
と
し
て
、
同
時
に
一
人
の
若
い
女
性
と
し
て
、「
私
」
が
妹
に
対
し
て
抱
い
て
い
た
複
雑
な
思
い
が
垣
間
見
え
る
。
妹
が
、

自
分
に
代
わ
っ
て
父
を
支
え
て
く
れ
る
存
在
で
あ
れ
ば
、「
私
」
も
安
心
し
て
嫁
ぐ
こ
と
が
で
き
た
も
の
の
、
実
際
は
、
美
人
だ
が
体
の

弱
い
妹
の
世
話
も
、
自
分
が
引
き
受
け
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
、
普
段
は
抑
え
て
い
た
「
私
」
の
感
情
は
、「
Ｍ
・
Ｔ
」
と
い
う
男
性
か
ら
妹
に
届
い
た
手
紙
を
発
見
し
、
無
断
で
読
ん

で
し
ま
う
場
面
に
お
い
て
、
表
出
し
て
い
る
。

私
も
、
ま
だ
そ
の
こ
ろ
は
二
十
に
な
つ
た
ば
か
り
で
、
若
い
女
と
し
て
の
口
に
は
言
へ
ぬ
苦
し
み
も
、
い
ろ
い
ろ
あ
つ
た
の
で
ご
ざ

い
ま
す
。
三
十
通
あ
ま
り
の
、
そ
の
手
紙
を
、
ま
る
で
谷
川
が
流
れ
走
る
や
う
な
感
じ
で
、
ぐ
ん
ぐ
ん
読
ん
で
い
つ
て
、
去
年
の
秋

の
、
最
後
の
一
通
の
手
紙
を
、
読
み
か
け
て
、
思
は
ず
立
ち
あ
が
つ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
雷
電
に
打
た
れ
た
と
き
の
気
持
つ
て
、
あ

ん
な
も
の
か
も
知
れ
ま
せ
ぬ
。
の
け
ぞ
る
ほ
ど
に
、
ぎ
よ
つ
と
致
し
ま
し
た
。
妹
た
ち
の
恋
愛
は
、
心
だ
け
の
も
の
で
は
な
か
つ
た

の
で
す
。
も
つ
と
醜
く
す
す
ん
で
ゐ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
は
、
手
紙
を
焼
き
ま
し
た
。
一
通
の
こ
ら
ず
焼
き
ま
し
た
。
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「
厳
格
な
父
」
と
妹
の
世
話
に
明
け
暮
れ
る
日
々
の
な
か
、「
私
」
は
、「
若
い
女
と
し
て
の
口
に
は
言
へ
ぬ
苦
し
み
」、
す
な
わ
ち
恋
愛

や
性
的
な
も
の
に
対
す
る
憧
れ
や
欲
求
を
抱
え
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
妹
に
届
い
た
恋
文
を
読
む
う
ち
に
、「
私
」
は
、
自
分
自
身
に
も

「
広
い
大
き
な
世
界
」
が
開
け
て
き
た
か
の
よ
う
な
解
放
感
を
味
わ
う
。
し
か
し
、
妹
た
ち
の
恋
愛
が
「
心
だ
け
の
も
の
」
で
は
な
か
っ

た
、
つ
ま
り
、
身
体
的
、
性
的
な
関
係
に
ま
で
到
っ
て
い
た
こ
と
を
知
っ
て
衝
撃
を
受
け
た
「
私
」
は
、
手
紙
を
す
べ
て
燃
や
し
て
し
ま

う
。「

私
」
が
手
紙
を
焼
い
た
の
は
、
妹
が
恋
人
に
「
捨
て
」
ら
れ
た
こ
と
を
知
り
、「
私
さ
へ
黙
つ
て
一
生
ひ
と
に
語
ら
な
け
れ
ば
、
妹

は
、
き
れ
い
な
少
女
の
ま
ま
死
ん
で
ゆ
け
る
」
と
考
え
た
た
め
だ
と
い
う
。
そ
こ
に
は
、
妹
が
結
核
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
一
方
的
に
別

れ
を
告
げ
た
、「
卑
怯
」
で
「
残
酷
」
な
「
Ｍ
・
Ｔ
」
へ
の
怒
り
や
、
そ
う
し
た
不
実
な
男
性
と
妹
が
交
際
し
て
い
た
事
実
そ
の
も
の
を

消
し
去
り
た
い
と
い
う
思
い
も
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
妹
が
、
清
純
無
垢
の
「
き
れ
い
な
少
女
」
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
知
っ
て

激
し
く
動
揺
し
た
「
私
」
に
よ
る
、
衝
動
的
な
行
動
と
い
う
側
面
も
あ
る
の
だ
。

実
際
に
、
妹
の
秘
密
を
知
っ
た
後
、「
私
」
が
、
性
的
な
も
の
に
ま
つ
わ
る
「
奇
怪
な
空
想
」
に
苦
し
め
ら
れ
た
こ
と
が
明
か
さ
れ
、

語
り
手
は
、「
あ
の
こ
ろ
は
、
私
自
身
も
、
ほ
ん
と
に
、
少
し
、
を
か
し
か
つ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。」
と
、
当
時
の
自
分
が
、
平
常
の

状
態
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。
余
命
わ
ず
か
な
妹
に
と
っ
て
は
、
か
け
が
え
の
な
い
「
青
春
」
の
記
録
と
も
言
え
る
手
紙

を
、
無
断
で
「
一
通
の
こ
ら
ず
」
燃
や
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
、
い
さ
さ
か
思
慮
を
欠
い
た
行
動
で
も
あ
る
。
妹
が
、
手
紙
を
処
分
す
る

こ
と
な
く
、
ひ
そ
か
に
保
管
し
て
い
た
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、「
私
」
の
し
た
こ
と
は
、
独
善
的
）
5
（

な
印
象
が
拭
え
な
い
。

こ
こ
か
ら
、「
私
」
の
行
動
は
、
妹
の
悲
恋
を
永
久
に
闇
に
葬
り
、「
き
れ
い
な
少
女
」
と
し
て
死
な
せ
て
や
り
た
い
と
い
う
思
い
の
み

に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
訳
で
は
な
か
っ
た
可
能
性
が
浮
上
す
る
。
す
な
わ
ち
、
自
分
に
隠
れ
て
恋
人
を
得
て
、「
青
春
」
を
謳
歌
し
て
い
た

妹
に
対
す
る
、
嫉
妬
や
憤
り
と
い
っ
た
感
情
や
、
そ
こ
か
ら
生
じ
た
、
ひ
そ
か
な
悪
意
を
読
み
取
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
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そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
後
に
、
妹
を
励
ま
す
た
め
に
偽
の
恋
文
を
書
い
た
こ
と
を
、
妹
に
看
破
さ
れ
た
際
の
「
私
」
の
反
応
も
、
再

考
の
余
地
が
あ
る
。

私
は
、
あ
ま
り
の
恥
づ
か
し
さ
に
、
そ
の
手
紙
、
千
々
に
引
き
裂
い
て
、
自
分
の
髪
を
く
し
や
く
し
や
引
き
毟
つ
て
し
ま
ひ
た
く
思

ひ
ま
し
た
。
ゐ
て
も
立
つ
て
も
を
ら
れ
ぬ
、
と
は
あ
ん
な
思
ひ
を
指
し
て
言
ふ
の
で
せ
う
。
私
が
書
い
た
の
だ
。（
中
略
）
恥
か
し

か
つ
た
。
下
手
な
歌
み
た
い
な
も
の
ま
で
書
い
て
、
恥
づ
か
し
ゆ
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
身
も
世
も
、
あ
ら
ぬ
思
ひ
で
、
私
は
、
す
ぐ

に
は
返
事
も
、
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

「
私
」
を
襲
っ
た
激
し
い
羞
恥
は
、
無
断
で
妹
宛
て
の
手
紙
を
読
ん
で
「
心
だ
け
の
も
の
」
で
は
な
い
恋
の
顛
末
を
知
っ
た
こ
と
、
さ

ら
に
は
、
煩
悶
の
あ
ま
り
、
恋
を
知
ら
な
い
自
分
が
偽
の
恋
文
ま
で
書
い
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
。
と
り
わ
け
、
自
ら
が
書
い
た

手
紙
を
「
千
々
に
引
き
裂
い
て
」、「
自
分
の
髪
を
く
し
や
く
し
や
引
き
毟
つ
て
し
ま
ひ
た
く
思
ひ
ま
し
た
」
と
い
う
箇
所
か
ら
は
、
手
紙

の
内
容
そ
の
も
の
も
、「
私
」
の
「
恥
」
の
意
識
に
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
仮
に
「
私
」
が
、
妹
を
救
い
た
い
一
心
で
手
紙
を
書
い
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
こ
こ
ま
で
激
し
く
取
り
乱
す
必
要
は
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
確
か
に
、「
私
」
の
し
た
こ
と
は
、
妹
を
欺
く
だ
け
で
な
く
、
虚
構
を
用
い
て
妹
た
ち
の
恋
愛
に
介
入
す
る
こ
と
で
も
あ

り
、「
私
」
が
、
拭
い
難
い
罪
悪
感
を
抱
い
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
だ
が
、
妹
は
、
姉
が
自
分
の
た
め
に
「
狂
言
」
を
し

て
く
れ
た
こ
と
を
理
解
し
て
、「
あ
り
が
た
う
、
姉
さ
ん
、
こ
れ
、
姉
さ
ん
が
書
い
た
の
ね
。」
と
感
謝
の
言
葉
を
伝
え
て
い
る
。
に
も
関

わ
ら
ず
、「
私
」
が
猛
烈
な
羞
恥
に
苛
ま
れ
た
背
景
に
は
、「
Ｍ
・
Ｔ
」
か
ら
の
手
紙
を
読
ん
で
「
私
」
が
抱
い
た
、
妹
へ
の
複
雑
な
思
い

ま
で
も
、「
と
て
も
よ
く
で
き
る
」
聡
明
な
妹
に
見
透
か
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
潜
在
的
な
恐
れ
が
あ
っ
た
と
考
え
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ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
私
」
の
「
若
い
女
」
と
し
て
の
一
面
が
仄
め
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、「
私
」
の
様
々
な
行
動
の
裏
側
に
は
、
妹
に

対
す
る
屈
折
し
た
感
情
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。「
私
」
の
、
姉
と
い
う
側
面
の
み
に
焦
点
を
当
て
る
と
、「
Ｍ
・
Ｔ
」
を
装
っ
た

「
私
」
が
手
紙
に
綴
っ
た
、
病
で
苦
し
む
妹
を
「
ど
う
し
て
あ
げ
る
こ
と
も
で
き
な
い
」
と
い
う
「
つ
ら
さ
」
や
「
無
力
」
感
は
、「
私
」

自
身
の
思
い
を
投
影
し
た
も
の
で
あ
り
、
妹
の
た
め
に
、
毎
日
、
和
歌
を
詠
ん
で
手
紙
を
送
り
、
夕
方
六
時
に
「
軍
艦
マ
ア
チ
」
の
口
笛

を
吹
く
と
い
う
「
Ｍ
・
Ｔ
」
の
「
奉
仕
」
と
は
、
ま
さ
に
「
私
」
自
身
の
「
奉
仕
」
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
若
い
女
」
と
し
て

の
「
私
」
の
相
貌
を
視
野
に
入
れ
る
と
、
妹
に
対
す
る
「
私
」
の
「
奉
仕
」
の
純
粋
さ
に
、
疑
問
が
呈
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

そ
れ
で
も
、
語
り
手
が
、「
若
い
女
」
と
し
て
の
当
時
の
内
面
を
吐
露
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
母
代
り
の
姉
と
し
て
、
一
人
の
若

い
女
性
と
し
て
、
葛
藤
を
抱
き
な
が
ら
も
、
妹
を
愛
し
、「
奉
仕
」
す
る
〈
妹
思
い
の
姉
〉
と
い
う
自
画
像
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。

自
ら
を
〈
妹
思
い
の
姉
〉
と
し
て
語
ろ
う
と
す
る
「
老
夫
人
」
の
意
図
は
、
妹
の
死
期
が
迫
る
な
か
、「
総
身
を
縫
針
で
突
き
刺
さ
れ

る
や
う
に
苦
し
く
、
私
は
、
気
が
狂
ふ
や
う
に
な
つ
て
し
ま
ひ
ま
す
。」
と
い
う
箇
所
や
、
妹
が
「
Ｍ
・
Ｔ
」
に
「
捨
て
」
ら
れ
た
こ
と

を
知
っ
て
「
た
だ
も
う
妹
の
こ
と
で
一
ぱ
い
で
、
半
気
違
ひ
の
有
様
だ
つ
た
」
と
い
う
箇
所
か
ら
も
看
取
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
、
自
分
が

い
か
に
献
身
的
に
妹
を
愛
し
て
い
た
か
を
強
調
す
る
、
誇
張
さ
れ
た
表
現
で
あ
る
と
言
え
る
が
、
そ
の
過
剰
さ
は
、〈
妹
思
い
の
姉
〉
と

い
う
範
疇
か
ら
も
逸
脱
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

さ
ら
に
、
井
原
氏
）
6
（

も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
末
期
の
腎
臓
結
核
で
あ
っ
た
妹
の
具
体
的
な
病
状
が
、
ほ
と
ん
ど
語
ら
れ
て
い
な
い

点
も
注
目
に
値
す
る
。
妹
は
、「
痩
せ
衰
へ
て
、
ち
か
ら
無
く
、
自
分
で
も
、
う
す
う
す
、
も
う
そ
ん
な
に
永
く
な
い
こ
と
を
知
つ
て
来

て
ゐ
る
様
子
」
で
あ
っ
た
が
、「
白
く
美
し
く
笑
つ
て
」、
自
分
の
た
め
に
偽
の
恋
文
を
書
い
て
く
れ
た
姉
に
「
澄
ん
だ
声
」
で
感
謝
を
伝

え
た
。
そ
し
て
、「
不
思
議
に
落
ち
つ
い
て
、
崇
高
な
く
ら
ゐ
に
美
し
く
微
笑
」
し
、
三
〇
通
に
も
及
ぶ
手
紙
の
真
相
を
告
白
し
た
と
い
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う
。
こ
の
よ
う
に
、「
私
」
は
、
妹
の
病
状
を
詳
ら
か
に
す
る
こ
と
は
避
け
、
む
し
ろ
、
病
を
得
て
も
な
お
、
美
し
い
印
象
を
残
し
て
亡

く
な
っ
た
存
在
と
し
て
妹
を
語
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
箇
所
は
、
妹
に
対
す
る
語
り
手
の
愛
情
や
思
い
や
り
を
示
す
一
方
で
、
不
自
然
な

ま
で
に
妹
が
美
化
さ
れ
て
い
る
感
も
否
め
な
い
。

物
語
の
最
後
に
、
今
と
な
っ
て
は
、
口
笛
が
、
娘
た
ち
を
不
憫
に
思
っ
た
父
の
「
一
世
一
代
の
狂
言
」
で
は
な
か
っ
た
か
と
疑
う
こ
と

も
あ
る
、
と
現
在
の
「
私
」
が
告
白
し
て
い
る
箇
所
で
は
、
若
く
し
て
亡
く
な
っ
た
妹
と
、「
老
夫
人
」
と
な
っ
た
自
ら
と
の
対
比
が
鮮

明
に
な
っ
て
い
る
。

　

い
ま
は
、
―
―
年
と
つ
て
、
も
ろ
も
ろ
の
物
欲
が
出
て
来
て
、
お
恥
か
し
ゆ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
信
仰
と
や
ら
も
少
し
薄
ら
い
で
ま

ゐ
つ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
か
、
あ
の
口
笛
も
、
ひ
よ
つ
と
し
た
ら
、
父
の
仕
業
で
は
な
か
つ
た
ら
う
か
と
、
な
ん
だ
か
そ
ん
な
疑

ひ
を
持
つ
こ
と
も
ご
ざ
い
ま
す
。（
中
略
）
父
が
在
世
中
な
れ
ば
、
問
ひ
た
だ
す
こ
と
も
で
き
る
の
で
す
が
、
父
が
な
く
な
つ
て
、

も
う
、
か
れ
こ
れ
十
五
年
に
も
な
り
ま
す
も
の
ね
。
い
や
、
や
つ
ぱ
り
神
さ
ま
の
お
恵
み
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
。

　

私
は
、
さ
う
信
じ
て
安
心
し
て
を
り
た
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
ど
う
も
、
年
と
つ
て
来
る
と
、
物
欲
が
起
り
、
信
仰
も

薄
ら
い
で
ま
ゐ
つ
て
、
い
け
な
い
と
存
じ
ま
す
。

父
が
す
で
に
他
界
し
て
い
る
以
上
、
真
相
は
分
か
ら
ず
じ
ま
い
で
あ
り
、
語
り
手
は
、「
い
や
、
や
つ
ぱ
り
神
さ
ま
の
お
恵
み
で
ご
ざ

い
ま
せ
う
。」
と
、
疑
い
を
い
っ
た
ん
は
打
ち
消
す
も
の
の
、「
神
さ
ま
は
、
在
る
。
き
つ
と
、
ゐ
る
。」
と
純
粋
に
信
じ
て
い
た
か
つ
て

の
自
分
に
は
戻
れ
な
い
こ
と
を
明
か
し
、
物
語
を
閉
じ
て
い
る
。
長
く
世
俗
で
生
き
る
う
ち
に
、
純
粋
さ
を
失
っ
た
者
と
し
て
自
ら
を
卑

下
す
る
「
私
」
の
言
葉
は
、
純
粋
な
ま
ま
こ
の
世
を
去
っ
た
存
在
と
し
て
、
妹
を
い
っ
そ
う
美
化
す
る
こ
と
に
繋
が
っ
て
い
る
。
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そ
し
て
、
口
笛
が
父
の
「
狂
言
」
で
あ
っ
た
可
能
性
に
思
い
当
た
っ
て
も
、
や
は
り
、「
神
さ
ま
の
お
恵
み
」
と
信
じ
て
い
た
い
、
と

い
う
「
私
」
の
言
葉
は
、
自
分
が
構
築
し
た
、
い
わ
ば
姉
妹
愛
の
物
語
が
、
家
族
愛
の
物
語
へ
と
広
が
る
可
能
性
を
提
示
し
な
が
ら
も
、

「
父
の
仕
業
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
積
極
的
に
は
肯
定
し
て
い
な
い
。
そ
こ
か
ら
、
妹
が
「
神
さ
ま
」
に
よ
っ
て
苦
し
み
か
ら
救
済
さ
れ
、

安
ら
か
な
死
を
迎
え
た
こ
と
を
願
う
「
私
」
の
思
い
が
読
み
取
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
老
夫
人
の
語
り
は
、
三
五
年
前
か
ら
現
在
に
至

る
ま
で
、〈
妹
思
い
の
姉
〉
と
い
う
一
貫
し
た
自
画
像
を
形
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
だ
が
、
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
そ
の
過
剰
な
語

り
は
、
結
果
的
に
は
〈
美
談
〉
か
ら
も
逸
脱
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
夭
折
し
た
妹
を
美
化
す
る
一
方
で
、
語
り
手
は
、
妹
が
秘
め
て
い
た
「
若
い
女
」
と
し
て
の
生
々
し
い
姿
を
露
呈
し
て
し
ま
っ

て
い
る
。「
ひ
と
り
で
、
自
分
あ
て
の
手
紙
な
ん
か
書
い
て
る
な
ん
て
、
汚
い
。
あ
さ
ま
し
い
。
ば
か
だ
。」
と
恥
じ
て
い
た
妹
が
、
そ
れ

を
姉
以
外
の
人
間
に
知
ら
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。

さ
ら
に
、
本
論
で
は
詳
し
く
検
討
す
る
余
裕
は
持
た
な
い
も
の
の
、
一
家
は
町
は
ず
れ
の
お
寺
の
離
れ
座
敷
と
い
う
寂
れ
た
場
所
に
暮

ら
し
て
お
り
、「
私
」
が
外
出
先
で
「
不
吉
な
地
獄
の
太
鼓
」
の
よ
う
な
「
軍
艦
の
大
砲
の
音
」
を
耳
に
し
、
帰
宅
後
、「
軍
艦
マ
ア
チ
」

の
口
笛
が
何
者
か
に
よ
っ
て
吹
か
れ
る
、
と
い
う
物
語
の
展
開
か
ら
す
る
と
、「
軍
艦
の
大
砲
の
音
」
と
「
軍
艦
マ
ア
チ
」
を
、
妹
の
死

を
予
兆
す
る
不
吉
な
連
鎖
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
老
夫
人
の
語
る
一
連
の
出
来
事
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
怪

異
譚
に
も
転
じ
か
ね
な
い
要
素
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
葉
桜
と
魔
笛
」
は
、
過
去
を
回
想
し
て
「
物
語
」
を
紡
ぐ
と
い
う
人
間
の
営
為
に
焦
点
を
当
て
た
作
品
と
も
言
え
る

が
、「
私
」
の
語
り
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
〈
美
談
〉
は
、
そ
の
枠
組
み
に
収
ま
り
き
ら
な
い
多
義
性
や
、〈
美
談
〉
を
内
部
か
ら
崩
壊
さ

せ
か
ね
な
い
揺
ら
ぎ
を
も
内
包
す
る
も
の
で
あ
る
。
次
章
で
は
、
そ
う
し
た
問
題
を
踏
ま
え
た
上
で
、
姉
妹
が
書
い
た
手
紙
に
つ
い
て
、

検
討
を
加
え
た
い
。
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三
、
姉
妹
の
手
紙
―
反
転
す
る
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル

本
作
品
に
お
け
る
物
語
全
体
の
構
造
と
し
て
、
異
性
か
ら
届
い
た
手
紙
が
姉
に
発
見
さ
れ
る
こ
と
が
事
件
の
発
端
と
な
っ
て
い
る
点

や
、
姉
に
よ
る
手
紙
の
代
筆
と
い
う
モ
チ
ー
フ
等
に
、
先
行
作
品
と
の
類
縁
性
が
看
取
さ
れ
る
こ
と
が
、
近
年
、
木
村
小
夜
氏
）
7
（

に
よ
っ

て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
本
論
で
は
、「
葉
桜
と
魔
笛
」
に
お
け
る
手
紙
が
、
実
際
は
、
男
性
か
ら
の
も
の
で
は
な
く
、
い
ず
れ
も
姉
妹
に

よ
っ
て
創
作
さ
れ
た
虚
構
で
あ
っ
た
点
に
着
目
し
て
、
考
察
を
深
め
た
い
。

妹
が
書
い
た
「
お
よ
そ
三
十
通
ほ
ど
」
の
手
紙
は
、「
私
」
に
よ
っ
て
焼
か
れ
た
た
め
に
、
い
わ
ば
、
テ
ク
ス
ト
表
面
に
は
開
示
さ
れ

な
い
、
焼
失
し
た
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、「
そ
の
城
下
ま
ち
に
住
む
、
ま
づ
し
い
歌
人
」
と
の
恋
を
、
彼
か
ら
届
い

た
手
紙
と
い
う
体
裁
で
綴
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
私
」
が
「
Ｍ
・
Ｔ
の
筆
跡
を
真
似
て
」
手
紙
を
書
い
た
こ
と
か
ら
、
妹
が
、
男

性
の
筆
跡
を
装
っ
て
手
紙
を
書
い
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
よ
っ
て
、
実
質
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
り
な
が
ら
、
体
裁
は
あ
く
ま
で
も
、

男
性
か
ら
の
恋
文
と
い
う
現
実
の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
を
装
っ
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
意
味
で
は
、
約
三
〇
通
の
手
紙
で
構
成
さ
れ
た

書
簡
体
小
説
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

妹
は
、
そ
れ
ら
の
手
紙
を
、
た
だ
執
筆
す
る
だ
け
で
な
く
、
自
分
の
友
人
か
ら
の
手
紙
に
偽
装
し
た
上
で
投
函
し
、
自
ら
の
手
で
受
け

取
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
手
紙
を
開
封
し
、
実
際
は
自
分
が
書
い
た
手
紙
を
、
恋
人
か
ら
の
も
の
と
し
て
読
む
こ
と
で
、「
淋
し
」
さ
を

慰
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
妹
は
、
虚
構
の
ロ
マ
ン
ス
の
作
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
を
自
分
ひ
と
り
で
受
容
す
る
、
読

者
で
も
あ
っ
た
。

そ
う
し
た
ロ
マ
ン
ス
は
、
姉
で
あ
る
「
私
」
に
も
読
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
た
恋
愛
は
、
そ
れ
を
現
実
の
も
の
と
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し
て
受
け
取
っ
た
「
私
」
ま
で
が
「
な
ん
だ
か
楽
し
く
浮
き
浮
き
し
て
来
て
、
と
き
ど
き
は
、
あ
ま
り
の
他
愛
な
さ
に
、
ひ
と
り
で
く

す
く
す
笑
つ
て
し
ま
つ
」
た
ほ
ど
に
無
邪
気
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、「
ひ
と
り
で
、
自
分
あ
て
の
手
紙
な
ん
か
書
い
て
る
な
ん
て
、

汚
い
。
あ
さ
ま
し
い
。
ば
か
だ
。」
と
い
う
、
妹
の
激
し
い
自
己
嫌
悪
か
ら
す
る
と
、
一
見
他
愛
な
い
恋
文
の
奥
底
に
は
、
彼
女
の
「
若

い
女
」
と
し
て
の
、
恋
愛
や
性
的
な
も
の
に
対
す
る
希
求
が
秘
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
し
て
、「
去
年
の
秋
」
の
最
後
の
一

通
は
、
ま
さ
に
、
そ
う
い
っ
た
妹
の
欲
求
が
発
露
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

最
後
の
一
通
に
お
い
て
、
妹
が
恋
人
と
の
「
心
だ
け
の
も
の
」
で
は
な
い
関
係
を
仄
め
か
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
木
村
氏
）
8
（

は
、「
病
気

の
自
分
に
本
当
の
恋
は
つ
い
に
訪
れ
な
い
」
と
い
う
現
実
を
受
け
容
れ
る
こ
と
を
決
意
し
た
妹
が
、
現
実
へ
の
回
帰
と
引
き
換
え
に
、

「
あ
た
し
の
か
ら
だ
を
、
し
つ
か
り
抱
い
て
も
ら
ひ
た
か
つ
た
」
と
い
う
願
望
を
虚
構
の
な
か
で
成
就
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
す
る

見
方
を
示
し
て
い
る
。

木
村
氏
の
見
解
は
、
首
肯
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
い
え
ば
、
虚
構
に
お
け
る
妹
た
ち
の
恋
愛
が
「
心
だ
け
の
も
の
」
で
は
な

く
な
っ
た
、
つ
ま
り
、
身
体
的
、
性
的
な
関
係
が
結
ば
れ
た
時
点
で
、
妹
の
物
語
は
、
必
然
的
に
破
綻
す
る
し
か
な
か
っ
た
の
で
は
な
い

か
。妹

が
抱
え
て
い
た
「
若
い
女
」
と
し
て
の
苦
し
み
は
、
架
空
の
恋
人
を
介
在
さ
せ
た
、
自
作
自
演
の
「
文
通
」
だ
け
で
は
、
決
し
て
昇

華
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
妹
は
、
自
ら
が
創
作
し
た
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
な
「
愛
」
の
物
語
か
ら
逸
脱
し
、
虚
構
に
お
い
て

恋
人
と
自
分
と
の
逢
瀬
を
実
現
さ
せ
た
。
し
か
し
、
所
詮
は
そ
れ
も
、
虚
構
の
な
か
の
出
来
事
に
過
ぎ
ず
、「
あ
た
し
の
か
ら
だ
を
、
し

つ
か
り
抱
い
て
も
ら
ひ
た
か
つ
た
。」
と
い
う
妹
の
願
い
が
現
実
に
叶
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
む
し
ろ
、
自
分
自
身
の
孤
独
や
惨
め
さ

を
、
い
っ
そ
う
痛
感
す
る
結
果
を
招
い
た
。

同
時
に
、
実
際
は
、「
今
ま
で
い
ち
ど
も
、
恋
人
ど
こ
ろ
か
、
よ
そ
の
男
の
か
た
と
話
し
て
み
た
こ
と
も
な
か
つ
た
」
妹
は
、
物
語
の
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作
者
・
執
筆
者
と
し
て
の
限
界
に
も
突
き
当
た
る
こ
と
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
虚
構
の
世
界
に
お
い
て
、
他
愛
な
い
恋
文
を
や
り
と
り
す

る
「
文
通
」
と
い
う
枠
組
み
の
な
か
で
成
立
し
て
い
た
妹
た
ち
の
恋
愛
は
、
そ
れ
が
「
心
だ
け
の
も
の
」
を
超
え
て
し
ま
っ
た
時
点
で
、

変
質
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。
想
像
力
だ
け
を
頼
り
に
、
物
語
を
書
き
続
け
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、「
ひ
と
り
で
、
自
分
あ

て
の
手
紙
な
ん
か
書
い
て
る
な
ん
て
、
汚
い
。
あ
さ
ま
し
い
。
ば
か
だ
。」
と
い
う
自
己
嫌
悪
を
喚
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
も

勝
る
強
い
執
筆
意
欲
を
維
持
す
る
こ
と
は
、
妹
に
と
っ
て
、
も
は
や
困
難
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
虚
構
の
恋
の
限
界
と
、
ロ
マ
ン
ス
の
作
者
と
し
て
の
妹
の
限
界
と
い
う
二
重
の
意
味
で
、
妹
の
物
語
は
終
局
を
迎
え
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
。

妹
は
、
彼
女
が
結
核
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
恋
人
が
、「
も
う
お
互
ひ
忘
れ
て
し
ま
い
ま
せ
う
」
と
別
れ
を
告
げ
る
と
い
う
、
あ
る
意

味
で
は
、
き
わ
め
て
現
実
的
な
結
末
を
も
っ
て
物
語
に
幕
を
下
ろ
し
た
。
と
い
う
の
も
、
妹
は
、
架
空
の
恋
人
か
ら
自
分
宛
て
の
恋
文
を

書
い
て
い
た
た
め
、
虚
構
の
恋
を
終
わ
ら
せ
る
と
す
れ
ば
、
恋
人
が
自
分
に
別
れ
を
告
げ
る
と
い
う
体
裁
を
取
る
の
が
自
然
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
同
時
に
そ
れ
は
、
病
魔
に
よ
っ
て
恋
人
と
引
き
裂
か
れ
る
悲
劇
の
ヒ
ロ
イ
ン
と
し
て
、
虚
構
に
お
け
る
自
分
自
身
を
描
く
も
の

で
も
あ
っ
た
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
事
情
を
全
く
知
ら
ず
に
手
紙
を
読
ん
だ
「
私
」
は
、
妹
が
病
気
を
理
由
に
恋
人
に
「
捨
て
」
ら
れ
た
と
い
う
「
残

酷
」
な
事
実
に
直
面
す
る
。
そ
こ
で
、「
私
」
は
、
妹
の
恋
の
悲
惨
な
結
末
を
変
容
さ
せ
る
べ
く
、「
Ｍ
・
Ｔ
」
を
装
っ
て
手
紙
を
書
く

こ
と
で
、
自
分
な
り
の
新
た
な
物
語
を
構
築
し
た
。
つ
ま
り
、
妹
の
創
作
し
た
物
語
が
、
作
者
で
あ
る
妹
自
身
の
意
図
と
は
異
な
っ
た
形

で
、
姉
に
受
容
さ
れ
、
そ
の
上
に
、
今
度
は
姉
に
よ
っ
て
新
た
な
物
語
が
創
作
さ
れ
た
、
と
い
う
構
図
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
私
」
が
妹
の
た
め
に
創
り
上
げ
た
虚
構
は
、「
Ｍ
・
Ｔ
」
が
妹
に
別
れ
を
告
げ
た
の
は
、
病
に
苦
し
む
彼
女
を
救
う
こ
と
が
で
き
な
い

自
分
の
「
無
力
」
さ
が
嫌
に
な
っ
た
た
め
で
あ
り
、
妹
へ
の
「
愛
」
は
変
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
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の
は
、「
私
」
が
「
Ｍ
・
Ｔ
」
を
装
っ
て
書
い
た
手
紙
に
お
い
て
、「
言
葉
」
に
よ
っ
て
「
愛
」
を
表
現
す
る
こ
と
が
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ

て
い
る
点
で
あ
る
。

僕
は
、
貧
し
く
、
無
能
で
あ
り
ま
す
。
あ
な
た
ひ
と
り
を
、
ど
う
し
て
あ
げ
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
す
。
た
だ
言
葉
で
、
そ
の
言

葉
に
は
、
み
ぢ
ん
も
嘘
が
無
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
た
だ
言
葉
で
、
あ
な
た
へ
の
愛
の
証
明
を
す
る
よ
り
ほ
か
に
は
、
何
ひ
と
つ
で

き
ぬ
僕
自
身
の
無
力
が
、
い
や
に
な
つ
た
の
で
す
。（
中
略
）
僕
た
ち
、
さ
び
し
く
無
力
な
の
だ
か
ら
、
他
に
な
ん
に
も
で
き
な
い

の
だ
か
ら
、
せ
め
て
言
葉
だ
け
で
も
、
誠
実
こ
め
て
お
贈
り
す
る
の
が
、
ま
こ
と
の
、
謙
譲
の
美
し
い
生
き
か
た
で
あ
る
、
と
僕
は

い
ま
で
は
信
じ
て
ゐ
ま
す
。（
中
略
）
僕
は
、
も
う
逃
げ
ま
せ
ん
。
僕
は
、
あ
な
た
を
愛
し
て
ゐ
ま
す
。
毎
日
、
毎
日
、
歌
を
つ
く

つ
て
お
送
り
し
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
毎
日
、
毎
日
、
あ
な
た
の
お
庭
の
塀
の
そ
と
で
、
口
笛
吹
い
て
、
お
聞
か
せ
し
ま
せ
う
。
あ
し

た
の
晩
の
六
時
に
は
、
さ
つ
そ
く
口
笛
、
軍
艦
マ
ア
チ
吹
い
て
あ
げ
ま
す
。
僕
の
口
笛
は
、
う
ま
い
で
す
よ
。
い
ま
の
と
こ
ろ
、
そ

れ
だ
け
が
、
僕
の
力
で
、
わ
け
な
く
で
き
る
奉
仕
で
す
。

現
実
問
題
と
し
て
、
仮
に
「
Ｍ
・
Ｔ
」
が
実
在
の
人
物
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
彼
が
姉
妹
の
家
を
訪
れ
、
病
床
の
妹
と
面
会
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る
た
め
、「
愛
」
を
伝
え
る
の
に
、
手
紙
と
い
う
手
段
が
選
ば
れ
る
こ
と
は
不
自
然
で
は
な
い
。
同
様
に
、「
私
」
が
彼

を
演
じ
る
に
あ
た
っ
て
も
、
妹
に
姿
を
見
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
以
上
、
手
紙
を
書
い
て
送
る
こ
と
や
、
口
笛
を
吹
く
こ
と
は
、
文
字
通
り

「
私
」
の
「
力
」
で
も
可
能
な
、
数
少
な
い
「
奉
仕
」
で
あ
っ
た
。

だ
が
、
前
章
で
も
述
べ
た
通
り
、
手
紙
を
書
い
た
時
点
で
の
「
私
」
は
、
妹
の
死
期
が
迫
っ
て
き
た
こ
と
に
加
え
て
、
妹
が
「
き
れ
い

な
少
女
」
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
衝
撃
を
受
け
、「
奇
怪
な
空
想
」
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
た
。「
あ
の
こ
ろ
は
、
私
自
身
も
、
ほ
ん
と
に
、
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少
し
、
を
か
し
か
つ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。」、「
た
だ
も
う
妹
の
こ
と
で
一
ぱ
い
で
、
半
気
違
ひ
の
有
様
だ
つ
た
」
と
語
り
手
は
、
当
時

の
自
分
の
切
迫
し
た
状
態
を
振
り
返
っ
て
い
る
。

ゆ
え
に
、〈
美
談
〉
と
い
う
枠
組
み
で
読
め
ば
、〈
妹
思
い
の
姉
〉
で
あ
っ
た
「
私
」
が
、
窮
余
の
一
策
と
し
て
書
い
た
手
紙
と
し
て
読

め
る
も
の
の
、
そ
の
内
容
は
、「
を
か
し
か
つ
た
」
自
分
が
書
い
た
も
の
と
し
て
、
語
り
手
自
身
に
よ
っ
て
相
対
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
。
そ
う
し
た
視
点
か
ら
眺
め
れ
ば
、「
私
」
が
書
い
た
手
紙
は
、
美
し
い
「
愛
」
の
「
言
葉
」
が
綴
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
同
時

に
、
通
俗
的
で
、
稚
拙
と
さ
え
言
え
る
も
の
で
あ
る
。

性
的
な
煩
悶
の
な
か
で
書
か
れ
た
は
ず
の
手
紙
で
、「
言
葉
」
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
、
大
平
剛
氏
）
9
（

は
、「
心
だ
け
の
も

の
」
で
は
な
い
恋
愛
を
楽
し
ん
で
い
た
妹
へ
の
皮
肉
や
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
を
読
み
取
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
私
」
が
歌
人
で
あ
る
「
Ｍ
・

Ｔ
」
を
装
っ
て
詠
ん
だ
「
待
ち
待
ち
て　

こ
と
し
咲
き
け
り　

桃
の
花　

白
と
聞
き
つ
つ　

花
は
紅
な
り
」
と
い
う
和
歌
に
つ
い
て
も
、

大
平
氏
は
、「
純
潔
」
の
「
白
」
で
は
な
く
、「
成
熟
」
や
「
情
熱
」
を
表
す
「
紅
」
で
あ
っ
た
妹
へ
の
皮
肉
が
込
め
ら
れ
た
も
の
と
し
て

解
釈
し
て
い
る
。

大
平
氏
の
見
解
に
、
論
者
も
賛
同
し
た
い
が
、
同
時
に
、「
私
」
が
妹
の
た
め
に
「
Ｍ
・
Ｔ
」
の
身
体
を
提
供
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

以
上
、「
言
葉
」
に
よ
る
「
愛
」
が
強
調
さ
れ
る
の
は
、
必
然
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
さ
ら
に
、
妹
が
恋
人
に
見
捨
て
ら
れ
た

ま
ま
死
を
迎
え
る
こ
と
や
、
そ
れ
で
も
な
お
妹
に
嫉
妬
し
て
し
ま
い
、「
奇
怪
な
空
想
」
に
悩
ま
さ
れ
る
自
分
と
い
う
、
忌
ま
わ
し
い
現

実
か
ら
目
を
背
け
、
自
ら
が
創
り
出
し
た
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
な
恋
愛
と
い
う
虚
構
へ
と
逃
避
す
る
「
私
」
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

よ
っ
て
、
前
章
で
も
取
り
上
げ
た
、
妹
に
「
こ
れ
、
姉
さ
ん
が
書
い
た
の
ね
」
と
看
破
さ
れ
た
際
の
、「
私
」
の
激
し
い
羞
恥
の
背
景

に
は
、「
心
だ
け
の
も
の
」
で
は
な
い
恋
を
知
っ
た
妹
に
、
嫉
妬
や
羨
望
を
抱
い
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
加
え
て
、
自
分
が
書
い
た
手
紙
に

対
す
る
「
私
」
の
慚
愧
の
念
も
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
自
ら
が
苦
し
み
か
ら
逃
れ
た
い
が
た
め
に
、
拙
い
虚
構
を
用
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い
て
妹
の
恋
の
結
末
を
歪
め
、
さ
ら
に
、
自
分
は
妹
に
精
一
杯
の
「
奉
仕
」
を
し
た
の
だ
と
い
う
自
己
満
足
ま
で
も
得
よ
う
と
し
て
い
た

自
分
の
浅
ま
し
さ
に
気
付
い
た
の
で
は
な
い
か
。

だ
と
す
れ
ば
、「
私
」
の
手
紙
は
、
妹
へ
の
「
奉
仕
」
に
と
ど
ま
ら
ず
、
様
々
な
意
味
が
内
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
「
私
」
の

現
実
逃
避
を
読
み
取
る
と
、「
僕
は
、
も
う
逃
げ
ま
せ
ん
。
僕
は
、
あ
な
た
を
愛
し
て
ゐ
ま
す
。」
と
い
っ
た
、
妹
の
病
と
い
う
厳
し
い
現

実
と
対
峙
す
る
宣
言
は
、
皮
肉
に
も
反
転
し
、
空
虚
に
響
か
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、
物
語
の
終
盤
に
お
い
て
、
手
紙
を
書
い
た
の
は
自

分
で
あ
る
と
い
う
妹
の
告
白
は
、「
お
よ
そ
三
十
通
ほ
ど
」
の
手
紙
の
持
つ
意
味
合
い
を
反
転
さ
せ
、
妹
が
人
知
れ
ず
抱
え
て
い
た
苦
し

み
が
顕
在
化
す
る
こ
と
と
な
る
。
姉
妹
の
手
紙
は
、
い
ず
れ
も
、
他
者
へ
の
「
愛
」
を
伝
え
る
は
ず
の
「
言
葉
」
が
、
本
来
の
意
味
や
機

能
を
失
い
、
自
ら
の
淋
し
さ
や
苦
し
み
を
慰
め
る
た
め
に
空
費
さ
れ
る
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

だ
が
、
た
だ
空
費
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
妹
の
「
言
葉
」
は
、
姉
に
よ
っ
て
読
ま
れ
、
さ
ら
に
新
た
な
「
言
葉
」
が
紡
が
れ
た
こ
と

で
、
そ
の
意
味
が
大
き
く
変
容
し
た
。
姉
を
様
々
に
悩
ま
せ
た
妹
の
手
紙
は
、
そ
れ
ら
が
全
て
虚
構
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、「
あ
た
し

は
、
ほ
ん
た
う
に
男
の
か
た
と
、
大
胆
に
遊
べ
ば
、
よ
か
つ
た
。
あ
た
し
の
か
ら
だ
を
、
し
つ
か
り
抱
い
て
も
ら
ひ
た
か
つ
た
。」
と
い

う
妹
の
悔
恨
を
姉
に
伝
え
る
。
そ
し
て
、
同
じ
く
「
若
い
女
と
し
て
の
口
に
は
言
へ
ぬ
苦
し
み
」
を
抱
え
て
い
た
姉
は
、
妹
の
思
い
を
受

け
止
め
て
、「
そ
つ
と
妹
を
抱
い
て
あ
げ
」、
姉
妹
は
、
虚
構
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
を
通
し
て
、
同
じ
苦
し
み
を
分
か
ち
合
う
こ
と
が
可
能

と
な
っ
た
。

そ
の
上
で
、
庭
の
葉
桜
の
奥
か
ら
「
不
思
議
な
マ
ア
チ
」
が
聞
こ
え
て
く
る
。
姉
は
、
自
ら
が
「
Ｍ
・
Ｔ
」
を
装
っ
て
吹
く
つ
も
り

で
あ
っ
た
「
軍
艦
マ
ア
チ
」
の
口
笛
が
、
別
の
何
者
か
に
よ
っ
て
吹
か
れ
た
こ
と
に
戦
慄
す
る
が
、
妹
は
、「
Ｍ
・
Ｔ
」
が
虚
構
を
抜
け

出
し
、
自
分
へ
の
「
愛
の
証
明
」
に
口
笛
を
吹
い
て
く
れ
た
か
の
よ
う
に
受
け
と
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
に
は
、
約
束
通
り
「
晩
の

六
時
」
に
「
軍
艦
マ
ア
チ
」
が
聞
こ
え
て
き
た
こ
と
は
、
偶
然
の
産
物
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
妹
に
と
っ
て
は
、
架
空
の
恋
人
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「
Ｍ
・
Ｔ
」
を
、
実
体
を
持
つ
存
在
と
し
て
感
知
す
る
こ
と
が
で
き
た
、
最
初
で
最
後
の
一
瞬
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
文
脈
の
な
か
で
、

「
不
思
議
な
マ
ア
チ
」
は
、
妹
に
と
っ
て
一
つ
の
救
い
と
な
り
え
た
。
そ
し
て
、「
そ
れ
か
ら
三
日
目
」
に
、
妹
が
静
か
に
息
を
引
き
取
っ

た
こ
と
で
、「
私
」
は
、
口
笛
を
、
妹
を
苦
し
み
か
ら
救
済
し
た
「
神
さ
ま
の
お
恵
み
」
で
あ
っ
た
と
解
釈
す
る
。
そ
う
信
じ
る
こ
と
で
、

「
私
」
は
、
早
す
ぎ
る
妹
の
死
を
受
け
容
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
の
よ
う
に
、「
不
思
議
な
マ
ア
チ
」
と
い
う
〈
音
〉
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
で
、
虚
構
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
お
け
る
「
私
」
の

「
言
葉
」
は
現
実
の
も
の
と
な
る
。
そ
れ
は
、「
姉
さ
ん
、
読
ん
で
ご
ら
ん
な
さ
い
。」
と
妹
に
促
さ
れ
た
「
私
」
が
、「
声
立
て
て
」、
自

ら
の
〈
声
〉
で
手
紙
を
音
読
し
た
事
と
も
呼
応
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

花
﨑
育
代
氏
）
10
（

は
、
妹
が
恋
文
を
書
い
た
動
機
と
し
て
、〈
声
〉
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
だ
け
で
な
く
、〈
書
く
こ
と
〉
に
よ
る

〈
文
字
〉
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
姉
と
行
い
た
い
と
い
う
妹
の
希
求
を
挙
げ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
、
本
作
品
に
お
い
て
は
、〈
文
字
〉

に
よ
っ
て
書
か
れ
た
内
容
が
、〈
声
〉
に
出
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
で
現
実
化
す
る
と
い
う
点
も
看
過
で
き
な
い
。

四
、
反
転
す
る
〈
美
談
〉
―
「
言
葉
」
の
宿
命

「
葉
桜
と
魔
笛
」
に
お
け
る
老
夫
人
の
物
語
は
、
語
り
と
い
う
人
間
の
〈
声
〉
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
姉
妹
の
手
紙

と
い
う
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
着
目
す
る
と
、
手
紙
を
書
く
行
為
の
意
味
合
い
や
、
そ
こ
に
綴
ら
れ
た
「
言
葉
」
の
意
味
が
反
転
し
て
い
く

と
い
う
物
語
の
構
造
が
明
ら
か
に
な
る
。

姉
妹
の
手
紙
は
、
様
々
な
揺
ら
ぎ
を
内
包
し
た
〈
美
談
〉
の
、
根
幹
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
そ
れ
ら
が
反
転
し
、
た
と
え
ば

姉
の
手
紙
が
、
妹
へ
の
皮
肉
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、〈
美
談
〉
そ
の
も
の
を
反
転
さ
せ
る
可
能
性
を
孕
ん
で
い
る
。
だ
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太宰治「葉桜と魔笛」論

が
、
た
と
え
〈
美
談
〉
が
覆
さ
れ
た
と
し
て
も
、
二
人
が
そ
れ
ぞ
れ
抱
え
て
い
た
苦
し
み
は
偽
り
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
虚

構
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
を
通
し
て
初
め
て
顕
在
化
し
、
姉
妹
で
共
有
し
合
う
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

「
僕
た
ち
、
さ
び
し
く
無
力
な
の
だ
か
ら
、
他
に
な
ん
に
も
で
き
な
い
の
だ
か
ら
、
せ
め
て
言
葉
だ
け
で
も
、
誠
実
こ
め
て
お
贈
り
す

る
の
が
、
ま
こ
と
の
、
謙
譲
の
美
し
い
生
き
か
た
で
あ
る
、
と
僕
は
い
ま
で
は
信
じ
て
ゐ
ま
す
。
）
11
（

」
と
い
う
姉
が
綴
っ
た
言
葉
は
、
不
確

か
で
容
易
に
反
転
し
う
る
「
言
葉
」
の
宿
命
に
抗
い
、
最
後
の
希
望
を
「
言
葉
」
に
託
そ
う
と
す
る
人
間
の
姿
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ

る
。

﹇
注
﹈

（
1
） 

井
原
あ
や「
姉
が
編
み
上
げ
た
ロ
マ
ン
―
太
宰
治『
葉
桜
と
魔
笛
』を
読
む
―
」（『
相
模
国
文
』第
三
四
号
、
二
〇
〇
七
年
三
月
、
八
一
〜
九
三
頁
）

（
2
） 

木
村
小
夜「
太
宰
治『
葉
桜
と
魔
笛
』論
」（『
叙
説
』第
一
七
号
、
一
九
九
〇
年
一
〇
月
、
五
五
〜
七
二
頁
）

（
3
） 

櫻
田
俊
子「
太
宰
治『
葉
桜
と
魔
笛
』論
―
自
己
充
足
と
し
て
の
創
作
と
父
へ
の
郷
愁
の
物
語
」（『
郷
土
作
家
研
究
』第
三
五
号
、
二
〇
一
二
年
三

月
、
六
〜
一
五
頁
）

（
4
） 

花
﨑
育
代「『
葉
桜
と
魔
笛
』論
―
ロ
マ
ネ
ス
ク
の
外
／
追
想
の
家
族
―
」（『
太
宰
治
研
究
』第
四
輯
、
和
泉
書
院
、
一
九
九
七
年
七
月
、
一
四
七
〜

一
六
〇
頁
）

（
5
） 

木
村
小
夜
氏（
前
掲
、
注
2
）は
、
手
紙
を
焼
く
だ
け
で
あ
れ
ば
、
姉
の
行
動
は「
独
善
」で
あ
る
が
、「
そ
こ
で
と
ど
ま
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
」

姉
は
、「
妹
の
傷
心
を
救
い
同
時
に
自
分
の
悩
ま
し
さ
を
慰
め
る
た
め
に
」偽
の
恋
文
を
書
い
た
、
と
し
て
い
る
。

（
6
） 

前
掲
、
注
1
に
同
じ
。

（
7
） 

木
村
小
夜「『
葉
桜
と
魔
笛
』と
尾
崎
一
雄『
さ
さ
や
か
な
事
件
』」（『
太
宰
治
研
究
』第
二
一
輯
、
和
泉
書
院
、
二
〇
一
三
年
六
月
、
一
〜
一
〇
頁
）

（
8
） 

前
掲
、
注
2
に
同
じ
。
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（
9
） 

大
平
剛「
太
宰
治『
葉
桜
と
魔
笛
』論
」（『
帯
広
大
谷
短
期
大
学
紀
要
』第
四
四
号
、
二
〇
〇
七
年
三
月
、
一
〜
一
〇
頁
）

（
10
） 

前
掲
、
注
4
に
同
じ
。

（
11
） 

神
谷
忠
孝
氏
は
、
こ
の
箇
所
に
着
目
し
、「
妹
は
自
分
を
慰
め
る
た
め
に
言
葉
を
利
用
し
た
が
、
姉
は
言
葉
を
信
頼
し
て
懸
命
に
書
い
た
こ
と
が
奇

蹟
に
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
る
。〈
神
さ
ま
は
、
在
る
〉と
い
う
と
き
、
こ
の「
神
」に
は
言
葉
の
力
へ
の
作
者
の
信
頼
が
あ
っ
た
。」と
述
べ
て
い
る
。

（
神
谷
忠
孝
・
安
藤
宏 

編『
太
宰
治
全
作
品
研
究
事
典
』勉
誠
社
、
一
九
九
五
年
一
一
月
、
二
二
八
頁
）

※「
葉
桜
と
魔
笛
」の
引
用
は
、『
太
宰
治
全
集　

第
三
巻
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
八
年
六
月
）に
拠
る
。
漢
字
は
適
宜
通
行
の
字
体
に
改
め
、
ル
ビ
は
省

略
し
た
。
ま
た
、
傍
線
は
全
て
論
者
の
付
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
大
学
院
博
士
後
期
課
程
学
生
）
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SUMMARY

A Discussion of Osamu Dazai’s Hazakura to Mateki
̶A “touching tale” reversed；Sisters’ écriture̶

Yorina Kawanabe

Hazakura to Mateki（1939）is a work by Osamu Dazai, featuring an elderly 
woman’s reminiscences delivered in the form of a monologue. �is monologue 
forms a “touching tale,” but at the same time, includes an instability that could 
ruin the touching tale from within.

In addition, if we focus on the matter of écriture, the �ctional love letters 
that two sisters write in the story, we can clarify the structure of the story, in 
which the meanings of the letters will be reversed and the sisters’ distress will 
come out. In this sense, the tale told by the elderly woman can be interpreted as 
an allegory on love and words.

The letters symbolize what we can call the “fate of words,” for instance 
their uncertainty or untruthfulness. However, inane as the content of the letters 
might be when they are considered as documents or a written record, the act of 
writing the letters, which encapsulated the sisters’ earnest feelings, was far from 
meaningless. �e sisters can share their distress by the letters for the �rst time. 
�e elder sister wrote in her letter, “I now believe that because we are lonely and 
powerless and we cannot do anything else, it is an honest, humble, and beautiful 
way to live to at least send words to you in all sincerity.” �is message symbolizes 
the attitude of a human being who tries to pin his or her last hope on words in 
de�ance of the “fate of words.”
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