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強
敵
と
し
て
の
〈
太
宰
治
〉

ー
『
親
友
交
歓
』
を
読
む

さ
ま
ざ
ま
な
伝
記
や
回
想
記
、
あ
る
い
は
書
簡

集
を
ひ
も
と
く
と
、
現
実
の
太
宰
治
と
友
情
を
保

つ
た
め
に
は
結
構
な
労
力
や
忍
耐
が
求
め
ら
れ
た

こ
と
が
う
か
が
い
知
れ
る
。
し
か
し
あ
く
ま
で
小

説
の
創
作
主
体
と
し
て
の
、
虚
構
の
〈
太
宰
治
〉

と
仲
良
く
な
る
こ
と
は
、
逆
に
ひ
ど
く
易
し
い
こ

と
の
よ
う
だ
。
そ
の
小
説
を
読
む
と
、
「
選
ば
れ

た
た
だ
ひ
と
り
の
読
者
、
太
宰
の
苦
悩
と
真
実
の

唯
一
の
理
解
者
と
い
う
気
持
に
さ
せ
ら
れ
る
」

（注
1
）
と
い
う
感
想
は
、
し
ば
し
ば
耳
に
す
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

む
ろ
ん
、
読
み
手
に
そ
う
し
た
錯
覚
を
起
こ
さ

せ
る
源
は
、
作
家
の
性
格
や
才
能
に
求
め
る
前

に
、
ま
ず
小
説
の
方
法
と
し
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。
没
後
六
O
年
以
上
を
経
た
現
在
も
、
多

E 山間町田町即日陶時

く
の
読
者
が
私
的
に
語
り
か
け
ら
れ
て
い
る
印
象

を
抱
く
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
相
応
の
仕
掛
け

が
働
い
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
近
年
の
研
究
で

は
、
作
中
に
「
読
者
」
を
登
場
さ
せ
、
そ
の
「
読

者
」
に
現
実
の
読
み
手
を
近
づ
け
て
ゆ
く
語
り
の

手
法
を
綴
密
に
分
析
し
た
論
考
が
相
次
い
で
発
表

さ
れ
て
い
る
（
注
2
）。

た
だ
し
太
宰
に
は
、
そ
う
し
て
作
り
あ
げ
た
現

実
の
読
み
手
と
の
蜜
月
と
も
言
う
べ
き
関
係
を
、

根
底
か
ら
問
い
直
す
小
説
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

ペ
一
「
親
友
」
と
し
て
の
「
読
者
」

『親
友
交
歓
』（
「
新
潮
」
昭
和
二
一
年

一一一
月）

は
、
敗
戦
直
後
、
故
郷
の
津
軽
に
疎
開
し
て
い
た

058 

「
私
」
が
、
旧
友
を
自
称
す
る
平
田
と
い
う
男
の

来
訪
を
受
け
、
さ
ん
ざ
ん
不
快
な
目
に
あ
わ
さ
れ

た
あ
げ
く
、
去
り
際
に
「
威
張
る
な
！
・
」
と
言
わ

れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
筋
の
小
説
で
あ
る
。

「
作
者
」
を
名
乗
る
語
り
手
の
「
私
」
は
、
こ

の
と
き
平
田
に
ど
れ
ほ
ど
の
迷
惑
を
か
け
ら
れ
た

か
を
「
読
者
」
に
訴
え
る
。
秘
蔵
の
ウ
イ
ス
キ
ー

を
鯨
飲
し
、
妻
に
酌
を
強
要
す
る
平
田
の
勝
手
な

ふ
る
ま
い
が
、
当
時
の
「
私
」
の
心
情
と
共
に
「
読

者
」
に
伝
え
ら
れ
て
ゆ
く
。
そ
こ
に
浮
か
び
あ
が

る
の
は
、
平
田
H
加
害
者
／

「私」

H
被
害
者
、

と
い
う
実
に
わ
か
り
や
す
い
構
図
で
あ
る
。

そ
の
構
図
は
、
「
読
者
」
を
「
私
」
の
「
親
友
」

に
位
置
づ
け
る
役
割
も
果
た
す
。
疎
開
者
と
し
て

周
囲
に
気
遣
い
、
妻
に
も
遠
慮
し
、
木
村
重
成
や
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神
崎
与
五
郎
や
韓
信
を
想
起
し
て
「
孤
独
」
と
い

う
テ
l
マ
を
見
出
し
た
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
る
こ

と
で
、
「
読
者
」
は
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
理
解
者
の

立
場
へ
と
押
し
あ
げ
ら
れ
て
ゆ
く
の
だ
が
、
何
よ

り
も
友
情
を
踊
ら
れ
た
話
が
打
ち
明
け
ら
れ
て
い

る
事
実
が
「
作
者
」
の
強
い
信
頼
を
示
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
「
作
者
」
は
平
田
に
ま
つ
わ
る
愚
痴

を
こ
ぼ
す
こ
と
で
、
「
読
者
」
を
胸
襟
の
開
け
る

特
別
な
存
在
に
仕
立
て
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

ま
た
、
「
作
者
」
は
「
読
者
」
と
の
距
離
を
縮

め
る
た
め
に
、
あ
え
て
口
調
を
崩
し
て
み
せ
る
。

私
は
昨
年
擢
災
し
て
、
こ
の
津
軽
の
生
家
に

避
難
し
て
来
て
、
ほ
と
ん
ど
毎
日
、
神
妙
ら
し

く
奥
の
部
屋
に
閉
ぢ
こ
も
り
（
中
略
）
や
や
贋
隠

者
の
あ
け
く
れ
に
も
似
た
る
生
活
を
し
て
ゐ
る

の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
前
の
十
五
年
間
の
東

京
生
活
に
於
い
て
は
、
最
下
等
の
居
酒
屋
に
出

入
り
し
て
最
下
等
の
酒
を
飲
み
、
所
謂
最
下
等

の
人
物
た
ち
と
語
り
合
っ
て
ゐ
た
も
の
で
あ
っ

て
、
た
い
て
い
の
無
頼
漢
に
は
驚
か
な
く
な
っ

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
の
男
に
は
呆

れ
た
。
と
に
か
く
、
、
ず
ば
抜
け
て
ゐ
や
が
っ
た
。

（
傍
線
は
筆
者
）

唐
突
に
挿
入
さ
れ
る
傍
線
部
の
よ
う
な
く
だ
け

た
フ
レ
ー
ズ
が
、
「
作
者
」
の
内
面
を
垣
間
見
さ

せ
る
。
そ
の
た
め
「
読
者
」
と
の
聞
に
打
ち
解
け

た
関
係
が
仮
構
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

九
二

喜
劇
と
し
て
の
『
親
友
交
歓
』

現
実
の
読
み
手
は
、
作
中
で
「
読
者
」
と
呼
び

か
け
ら
れ
る
対
象
に
身
を
な
ぞ
ら
え
つ
つ
読
む
の

が
自
然
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
『
親
友
交
歓
』
を
、

「
作
者
」
の
「
親
友
」
と
し
て
読
む
こ
と
に
近
い
。

が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
た
だ
「
私
」
に
同
情
し
て

読
む
だ
け
で
は
、
「
親
友
」
と
し
て
い
さ
さ
か
物

足
り
な
い
し
、
一
篇
の
魅
力
も
十
分
に
引
き
出
せ

ま
い
。
と
い
う
の
も
、
次
の
よ
う
な
部
分
に
注
目

す
る
と
、
被
害
者
と
加
害
者
と
を
前
述
の
よ
う
に

簡
単
に
整
理
で
き
る
の
か
疑
わ
し
い
か
ら
だ
。

彼
は
実
に
複
雑
な
男
で
あ
っ
た
。
と
に
か
く
私

は
、
あ
ん
な
男
は
、
は
じ
め
て
見
た
。
不
可
解

と
い
っ
て
も
い
い
く
ら
ゐ
で
あ
っ
た
。
私
は
そ

こ
に
、
人
間
の
新
し
い
タ
イ
プ
を
さ
へ
予
感
し

た
。
善
い
悪
い
と
い
ふ
道
徳
的
な
審
判
を
私
は

そ
れ
に
対
し
て
試
み
よ
う
と
し
て
ゐ
る
の
で
な

く
、
そ
の
や
う
な
新
し
い
タ
イ
プ
の
予
感
を
、

読
者
に
提
供
し
得
た
な
ら
ば
、
そ
れ
で
私
は
満

足
な
の
で
あ
る
。

「
作
者
」
は
平
田
を
裁
こ
う
と
し
て
は
い
な
い
。

ま
た
、
当
時
の
「
私
」
の
側
に
も
問
題
は
あ
っ
た
。

彼
が
平
田
の
横
暴
に
「
心
得
顔
」
で
付
き
合
い
、

「
軽
薄
」
か
っ
「
上
品
な
る
社
交
家
」
と
し
て
応

対
し
た
た
め
に
事
態
が
悪
化
し
た
こ
と
も
確
か
な

の
だ
。
い
ま
「
私
」
は
そ
の
こ
と
を
痛
感
し
て
い

る
。
だ
か
ら
「
作
者
」
と
な
っ
て
当
時
の
自
分
か

ら
距
離
を
置
い
て
語
る
こ
と
で
、
一
連
の
出
来
事

を
見
つ
め
直
そ
う
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
や
っ
ぱ
り
、
事
件
と
い
っ
て
は
大
袈

裟
か
も
知
れ
な
い
。
私
は
或
る
男
と
二
人
で
酒

を
飲
み
、
別
段
、
喧
嘩
も
何
も
無
く
、
さ
う
し

て
少
く
と
も
外
見
に
於
い
て
は
和
気
藷
々
裡
に

別
れ
た
と
い
ふ
だ
け
の
出
来
事
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
、
私
に
は
ど
う
し
て
も
、
ゆ
る
が
せ

に
出
来
ぬ
重
大
事
の
や
う
な
気
が
し
て
な
ら
ぬ

の
で
あ
る
。

平
田
と
「
私
」
と
の
関
係
を
、
加
害
者
と
被
害

者
と
い
う
単
純
な
図
式
に
落
と
し
こ
む
手
前
で
立

ち
止
ま
る
こ
と
。
そ
の
よ
う
な
ス
タ
ン
ス
で
読
む

と
、
平
田
も
「
私
」
同
様
、
本
音
を
隠
し
持
っ
て

い
た
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
平
田
も
「
抜
け
め
の

な
い
社
交
家
」
の
貌
を
見
せ
る
し
、
彼
は
や
り
た

い
放
題
や
っ
て
い
る
よ
う
で
、
最
後
に
「
威
張
る

な
！
」
と
言
い
た
く
な
る
だ
け
の
欝
屈
を
た
め
こ

ん
で
い
た
の
だ
。
つ
ま
り
、
二
人
は
相
似
形
と
し

国企ロ
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て
捉
え
ら
れ
る
。
虐
げ
ら
れ
る
存
在
が
、
虐
げ
る

存
在
と
奇
妙
に
似
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
気
づ
け

ば
、
『
親
友
交
歓
』
は
悲
劇
や
弾
劾
で
は
な
く
、

喜
劇
の
よ
う
に
見
え
て
く
る
は
ず
だ
。

一
見
こ
の
小
説
は
、
当
時
の
「
私
」
に
深
く
同

情
し
て
、
平
田
の
横
暴
に
憤
っ
て
読
ま
れ
る
こ
と

を
欲
し
て
い
る
よ
う
に
映
る
。
「
強
姦
」
と
い
う

言
葉
を
持
ち
出
し
て
感
情
を
煽
る
こ
と
さ
え
あ
る

ゆ
え
に
、
そ
う
し
た
直
線
的
な
読
み
は
十
分
に
想

定
さ
れ
る
。
が
、
そ
の
と
き
先
に
引
用
し
た
よ
う

な
、
平
田
と
い
う
存
在
の
位
置
づ
け
に
迷
う
「
作

者
」
の
態
度
は
背
景
に
退
け
ら
れ
て
し
ま
う
。

そ
れ
に
対
し
て
、
「
作
者
」
が
過
去
の
自
分
を
相

対
化
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
彼
が
「
私
」

と
平
田
と
の
類
似
性
を
ち
ら
つ
か
せ
る
こ
と
で
、

喜
劇
的
状
況
を
「
読
者
」
に
示
し
て
い
る
の
が
わ

か
る
。
双
方
が
被
害
者
で
あ
り
、
加
害
者
で
も
あ

る
世
界
。
理
解
を
超
え
た
性
格
に
つ
い
て
振
り
返

っ
て
い
た
ら
自
分
に
似
た
表
情
が
浮
か
ん
で
き
た

と
い
う
皮
肉
。
そ
う
し
た
構
造
の
読
み
と
り
は
、

素
朴
に
感
情
移
入
す
る
よ
り
も
ハ
ー
ド
ル
が
高

い
。
そ
れ
だ
け
に
見
抜
け
た
と
き
、
現
実
の
読
み

手
は
「
作
者
」
の
理
解
者
と
し
て
、
い
っ
そ
う
「
親

友
」
め
い
た
結
び
つ
き
を
覚
え
ら
れ
る
。

が
、
右
の
よ
う
な
読
解
を
経
て
末
尾
に
い
た
る

と
、
読
み
手
は
「
作
者
」
の
苦
笑
に
付
き
合
う
「
親

友
」
と
い
う
特
別
な
地
位
を
保
ち
続
け
ら
れ
な
く

な
る
よ
う
な
の
だ
。

九
三

「
威
張
る
な
！
」
の
射
程

け
れ
ど
も
、
ま
だ
ま
だ
こ
れ
で
お
し
ま
ひ
で

は
無
か
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
有
終
の
美
一

点
が
附
加
せ
ら
れ
た
。
ま
こ
と
に
痛
快
と
も
、

小
気
味
よ
し
と
も
言
は
ん
か
た
無
い
男
で
あ
っ

た
。
玄
関
ま
で
彼
を
送
っ
て
行
き
、
い
よ
い
よ

わ
か
れ
る
時
に
、
彼
は
私
の
耳
元
で
烈
し
く
、

か
う
畷
い
た
。

「
威
張
る
な
！
」

平
田
の
傍
若
無
人
な
態
度
に
は
明
ら
か
に
「
音
川

識
的
な
努
力
」
が
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
別

れ
際
に
発
し
た
噴
き
に
は
、
か
え
っ
て
本
心
が
に

じ
み
出
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。
し
か
も
こ
こ
で

小
説
が
終
わ
る
。
威
張
っ
て
い
た
は
ず
の
平
田
が

威
張
ら
れ
た
と
感
じ
た
理
由
の
解
釈
は
、
読
み
手

に
委
ね
ら
れ
て
し
ま
う
の
だ
（
注
3
）。

平
田
は
な
ぜ
「
威
張
る
な
！
」
と
言
っ
た
の
だ

ろ
、
っ
か
？

第
一
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
と
き
の
「
私
」

の
「
社
交
家
」
ぶ
り
が
鼻
に
つ
い
た
と
い
う
理
由

で
あ
る
。
あ
え
て
挑
発
を
し
て
も
暖
簾
に
腕
押
し

で
、
幼
い
こ
ろ
の
喧
嘩
相
手
と
口
論
さ
え
し
て
く

れ
な
い
「
贋
隠
者
」
ぶ
り
が
不
満
だ
っ
た
と
い
う

解
釈
で
あ
る
。

し
か
し
、
平
田
の
発
言
を
も
っ
て
小
説
が
終
わ

っ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
烈
し
い
畷
き
が
、
語
り

手
を
絶
句
さ
せ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
も
考

え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
平
田
の
発
言
は
、
「
私
」
の

そ
の
場
に
お
け
る
ふ
る
ま
い
の
み
な
ら
ず
、
後
に

小
説
化
す
る
こ
と
を
も
批
判
し
て
い
た
と
み
る
解

釈
で
あ
る
（
注
4
）。
旧
友
が
「
文
学
者
」
で
あ
る

こ
と
に
ひ
ど
く
こ
だ
わ
り
、
「
敏
感
に
、
ふ
っ
と

何
か
察
す
る
ら
し
い
」
平
田
は
、
後
で
一
方
的
に

小
説
の
ネ
タ
に
さ
れ
て
し
ま
う
怖
れ
を
感
じ
て
い

た
の
で
は
な
い
か
。
実
際
、
津
軽
で
の
幼
な
じ
み

の
趨
遁
は
、
方
言
を
用
い
ず
に
綴
ら
れ
て
い
る
（
注

5
）。
「
作
者
」
は
、
全
国
に
住
ま
う
「
読
者
」
に

配
慮
し
て
標
準
語
に
翻
訳
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ

る
。
な
る
ほ
ど
そ
れ
は
、
平
田
個
人
で
は
な
く
「
新

し
い
タ
イ
プ
」
を
描
こ
う
と
し
て
い
た
「
作
者
」

に
と
っ
て
自
然
な
手
続
き
で
あ
っ
た
。
し
か
し
代

償
と
し
て
平
田
の
〈
声
〉
は
抑
圧
さ
れ
た
こ
と
に

な
る
。「

作
者
」
は
当
時
の
み
な
ら
ず
、
現
在
の
ふ
る

ま
い
も
批
判
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
言
葉

を
失
う
。
も
っ
と
も
、
衝
撃
を
受
け
て
い
る
に
せ

よ
、
平
田
の
発
言
を
以
て
一
篇
の
幕
を
下
ろ
し
た

の
も
彼
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
批
判
は
「
読
者
」
に

も
向
け
ら
れ
て
い
る
、
と
解
釈
す
る
余
地
は
あ

る
。
花
田
俊
典
は
「
威
張
る
な
1
・
」
が
、
「
「
私
」
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の
巧
み
な
語
り
口
に
の
せ
ら
れ
て
こ
の
男
を
と
き

ど
き
見
か
け
る
困
り
者
く
ら
い
に
あ
し
ら
っ
て

（中
略
）
や
っ
か
い
者
払
い
を
は
や
く
す
ま
せ
た

い
と
願
っ
て
い
る
読
者
の
優
越
的
で
不
遜
な
対
人

関
係
意
識
を
撃
っ
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
注

6
）。
か
つ
て
平
田
が
「
私
」
に
放
っ
た
言
葉
が
、

い
ま
「
作
者
」
に
よ
っ
て
「
読
者
」
に
差
し
出
さ

れ
て
い
る
こ
と
。
そ
の
連
鎖
は
、
「
読
者
」
も
平

田
と
「
私
」
と
の
関
係
に
巻
き
こ
ま
れ
、
「
作
者
」

の
よ
き
理
解
者
と
い
う
第
三
者
的
立
場
に
安
住
し

て
い
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。

重
要
な
の
は
、
ど
の
解
釈
が
正
し
い
か
と
い
う

判
定
で
は
な
い
。
「
威
張
る
な
1
」
の
宛
先
が
不

明
で
、
「
作
者
」
も
口
を
閉
ざ
す
が
ゆ
え
に
、
そ

の
烈
し
い
頃
き
の
余
韻
に
耳
を
す
ま
せ
ば
す
ま
す

ほ
ど
、
読
み
手
は
複
数
の
解
釈
の
た
だ
中
に
放
り

こ
ま
れ
る
構
造
に
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
。
冒
頭
か

ら
明
確
に
設
定
さ
れ
て
い
た
現
在
の
「
私
」
H

「作

者
」
と
「
読
者
」

／
当
時
の
「
私
」
と
平
田
、
と

い
う
次
元
の
区
別
が
、
末
尾
で
不
明
瞭
に
な
る
。

そ
の
た
め
「
作
者
」
も
「
読
者
」
も
、
当
時
の
「
私
」

や
平
田
と
地
続
き
の
場
所
に
導
か
れ
る
。
す
る

と
、
語
っ
て
き
た
次
元
に
語
ら
れ
て
き
た
次
元
と

同
じ
問
題
が
見
え
隠
れ
す
る
。
「
作
者
」
が
語
っ

て
き
た
こ
と
は
、
裏
を
返
せ
ば
威
張
っ
て
い
た
こ

と
に
他
な
ら
な
い
。
一

方
、
「
読
者
」
お
よ
び
そ

の
位
置
に
身
を
寄
せ
て
き
た
現
実
の
読
み
手
は
、

「
私
」
に
も
て
な
さ
れ
て
「
親
友
」
を
気
取
っ
て

い
た
点
で
、
自
分
と
平
田
が
意
外
に
近
い
こ
と
を

思
い
知
ら
さ
れ
る
。
い
わ
ば
喜
劇
の
観
客
か
ら
、

登
場
人
物
の

一
人
に
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

没
後
六

O
年
、
さ
ら
に
生
誕
一

O
O
年
を
迎

え
、
同
時
代
的
共
感
を
も
っ
て
人
と
し
て
の
太
宰

と
つ
な
が
ろ
う
と
す
る
か
つ
て
の
よ
う
な
読
み
方

は
、
今
後
は
難
し
く
な
っ
て
ゆ
く
と
予
想
さ
れ

る
。
し
か
し
時
間
的
な
へ
だ
た
り
は
、
小
説
を
対

象
化
し
や
す
く
す
る
と
い
う
利
点
も
あ
る
。
語
り

に
誘
わ
れ
つ
つ
そ
の
誘
い
の
手
つ
き
を
見
極
め
た

り
、
微
細
な
表
現
の
奥
行
き
に
目
を
凝
ら
し
た

り
、
構
造
や
方
法
を
意
識
し
た
読
み
を
す
る
こ
と

で
、
親
し
げ
に
呼
び
か
け
て
く
る
類
の
小
説
が
、

意
外
に
し
た
た
か
で
手
強
い
、
複
雑
な
仕
組
み
を

持
つ
こ
と
も
明
ら
か
に
な
る
は
ず
だ
。
そ
れ
は
馴

れ
合
い
の
対
象
で
は
な
く
、
強
敵
と
書
い
て
「
と

も
」
と
ル
ピ
を
振
り
た
く
な
る
よ
う
な
、
入
り
組

ん
だ
小
説
の
創
作
主
体
と
し
て
の

〈太
宰
治
〉
に

出
会
う
読
書
な
の
で
あ
る
。

［注］
1

奥
野
健
男

「太
宰
治
論
」
（
新
潮
文
庫
、
昭
和
五
九

年
六
月
）

2

小
森
陽
一
氏
「
人
称
性
の
ゆ
ら
ぎ
｜
太
宰
治
と
諮
り

｜」

（「
文
学
」
平
成

一
O
年
四
月
）、
松
本
和
也
氏
「
語

り
か
け
る
テ
ク
ス
ト
1

太
宰
治
「
カ
チ
カ
チ
山
」
」
（「図

文
学
」
平
成
二
O
年
三
月
）
、
平
浩
一
氏
「
生
成
す
る

〈読
者
〉
表
象
｜
太
宰
治
「
道
化
の
華
」
の
位
置
」

（「日

本
文
学
」
平
成
二
O
年一

二
月
）
な
ど
。

3

末
尾
の
解
釈
に
つ
い
て
は
以
下
の
論
も
参
照
さ
れ
た

ぃ
。
大
園
長
希
氏

「太
宰
治
「
親
友
交
歓
」
論
」

（「昭

和
女
子
大
学
大
学
院
日
本
文
学
紀
要
」
平
成
一

O
年
三

月
）
お
よ
び
「
不
完
全
な
合
わ
せ
鋭
太
宰
治
「
親
友

交
歓
」
論
l
芥
川
龍
之
介
「
袈
裟
と
盛
遠
」
を
視
座
と

し
て
｜
」
（
「
日
本
文
芸
学
」
平
成
一

O
年
三
月
）
、
細

谷
博
氏
「
〈招
か
れ
ざ
る
客
〉
の
造
形
l
太
宰
治
「
親

友
交
歓
」
と
「
黄
金
風
景
」
そ
し
て
「
饗
応
夫
人
」
｜
」

（「
南
山
大
学
日
本
文
化
学
科
論
集
」
平
成
二一

年
三

月
）

4

「
威
張
る
な
1

」
と
作
家
が
書
く
こ
と
の
罪
と
の
関

係
は
、
高
橋
源
一
郎
氏
「
威
張
る
な
1

」（
『文
学
じ
ゃ

な
い
か
も
し
れ
な
い
症
候
群
』
朝
日
文
芸
文
庫
、
平
成

七
年
一

O
月
）
に
示
唆
を
得
た
。

5

津
軽
弁
の
消
去
に
関
し
て
は
、
井
上
諭
一
氏
「
『親

友
交
歓
」
｛
研
究
展
望
｝
」
（
『太
宰
治
全
作
品
研
究
事

典
』
勉
誠
社
、
平
成
七
年
一
一
月
）
お
よ
び
細
谷
氏
前

掲
論
も
参
照
さ
れ
た
い
。

6

花
田
俊
典
「
太
宰
治
の
弁
証
法
」（
山
内
鮮
史
・
笠

井
秋
生

・
木
村

一
信
・
浅
野
洋
一編

『二
十
世
紀
旗
手
・

太
宰
治
そ
の
悦
惚
と
不
安
と

l
』
和
泉
議
院
、
平
成

一
七
年
三
月
）

太宰治生誕100年特別企画回

さ
い
と
う
・
ま
さ
お

一
九
七
五
年
生
ま
れ
。
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科

修
了
。
博
士
（
文
学
）
。
太
宰
治
の
小
説
の
研
究
を
続

け
て
い
る
。
二
O
O
九
年
六
月
に
松
本
和
也
氏
と
共
編

で

『新
世
紀
太
宰
治
』（
双
文
社
出
版
）
な
る
研
究

品編
集
を
刊
行
。
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