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紹

介
斎
藤
理
生
著
『
太
宰
治
の
小
説
の
〈
笑
い
〉』

川
那
邉

依
奈

本
書
は
、
斎
藤
理
生
氏
が
、
二
〇
〇
三
年
度
に
本
学
に
提
出
さ
れ
た
博
士

論
文
「
太
宰
治
作
品
の
〈
笑
い
〉」
を
下
敷
き
に
、
新
た
に
執
筆
さ
れ
た
論

文
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

斎
藤
氏
は
、
従
来
の
論
考
で
は
「
道
化
」「
戯
画
化
」
と
し
て
、
あ
く
ま

で
表
層
的
な
も
の
と
見
な
さ
れ
て
き
た
〈
笑
い
〉
を
、
小
説
全
体
の
し
く
み

を
読
み
解
く
重
要
な
手
掛
か
り
と
し
て
捉
え
、
個
々
の
作
品
の
精
緻
な
分
析
、

検
討
を
通
し
て
、
太
宰
の
小
説
の
新
た
な
面
に
光
を
当
て
て
い
る
。
本
書
は
、

第
一
部
「
方
法
と
し
て
の
〈
笑
い
〉」
と
、
第
二
部
「
視
座
と
し
て
の
〈
笑

い
〉」
の
二
部
構
成
で
あ
る
。

第
一
部
「
方
法
と
し
て
の
〈
笑
い
〉」
で
は
、
七
つ
の
論
を
集
め
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
太
宰
が
初
め
て
「
ユ
ー
モ
ア
作
家
」
と
し
て
の
才
能
を
評
価
さ

れ
た
『
畜
犬
談
』
を
筆
頭
に
、
こ
れ
ま
で
〈
笑
い
〉
の
要
素
が
指
摘
さ
れ
な

が
ら
も
、
部
分
的
な
言
及
に
と
ど
ま
っ
て
き
た
作
品
を
取
り
上
げ
、〈
笑
い
〉

の
働
き
に
注
目
し
つ
つ
、
個
々
の
小
説
を
分
析
し
て
い
る
。
具
体
的
に
見
て

い
く
と
、「〈
笑
い
〉
と
深
刻
―
『
畜
犬
談
』
論
」
で
は
、
語
り
の
構
造
に
着

目
す
る
こ
と
で
、
犬
ぎ
ら
い
の
「
私
」
に
よ
る
過
剰
な
語
り
や
、「
家
内
」

に
よ
る
相
対
化
と
い
っ
た
〈
笑
い
〉
を
醸
し
出
す
効
果
が
、
一
篇
に
不
可
欠

な
要
素
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。「
太
宰
治
の
『
ド
ン
・
キ

ホ
ー
テ
』
―
『
デ
カ
ダ
ン
抗
議
』『
恥
』
論
」
で
は
、『
デ
カ
ダ
ン
抗
議
』
と

『
恥
』
が
、〈
誤
読
〉
に
よ
る
〈
物
語
〉
の
生
成
と
挫
折
と
い
う
、
セ
ル
バ
ン

テ
ス
『
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
』
と
通
底
す
る
モ
チ
ー
フ
を
有
し
て
い
る
こ
と
を

指
摘
し
、『
デ
カ
ダ
ン
抗
議
』
と
『
恥
』
に
お
け
る
〈
笑
い
〉
の
し
く
み
を

解
き
明
か
し
て
い
る
。「
豹
変
す
る
者
た
ち
―
『
破
産
』
論
」
で
は
、
中
心

人
物
で
あ
る
万
屋
の
二
代
目
の
言
動
を
語
り
手
が
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
て

い
る
か
検
討
し
、
嫁
や
周
囲
の
人
々
と
の
相
似
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、

嫁
の
罵
詈
雑
言
や
、『
徒
然
草
』
を
破
っ
て
羽
織
紐
に
し
た
初
代
の
行
動
な

ど
、
読
者
の
〈
笑
い
〉
を
誘
う
言
動
は
、
実
は
隠
れ
た
意
味
を
持
ち
、
作
品

に
奥
行
き
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。「
本
音
の
露
呈
―
『
吉
野

山
』
論
」
で
は
、『
吉
野
山
』
の
語
り
が
、
失
言
や
矛
盾
に
よ
っ
て
、
直
接

的
に
は
語
ら
れ
て
い
な
い
内
容
を
暗
示
す
る
し
か
け
を
持
ち
、
典
拠
で
あ
る

西
鶴
作
品
の
筋
や
設
定
だ
け
で
な
く
、
滑
稽
な
語
り
の
構
造
を
も
摂
取
し
て

い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。「
ぶ
つ
け
あ
う
言
葉
―
『
浦
島
さ
ん
』

論
」
で
は
、「
私
」
の
語
り
や
、
浦
島
と
亀
の
会
話
を
精
細
に
分
析
し
て
い

る
。
言
葉
の
い
ら
な
い
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
あ
る
竜
宮
に
身
を
置
い
て
、
自
分
が

言
葉
か
ら
逃
れ
が
た
い
こ
と
に
気
付
い
た
浦
島
と
同
じ
く
、
語
り
手
も
ま
た
、

時
に
〈
笑
い
〉
を
誘
う
ほ
ど
に
言
葉
に
こ
だ
わ
り
、
読
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
実
現
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。「
諷
刺
の
方

法
―
『
男
女
同
権
』
論
」
で
は
、
老
詩
人
に
よ
る
講
演
と
、
戦
後
社
会
に
流

行
し
て
い
た
「
民
主
主
義
踊
り
」
の
言
説
と
の
類
似
性
に
焦
点
を
当
て
、

『
男
女
同
権
』
を
、「
民
主
主
義
の
黎
明
」
に
浮
か
れ
て
語
る
人
々
を
諷
刺
し

た
作
品
と
し
て
捉
え
て
い
る
。「
田
島
周
二
の
遁
走
―
『
グ
ッ
ド
・
バ
イ
』

論
」
で
は
、
そ
の
題
名
に
よ
っ
て
、
太
宰
の
死
に
よ
る
中
断
と
い
う
文
脈
が
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強
調
さ
れ
て
き
た
『
グ
ッ
ド
・
バ
イ
』
を
、
作
者
か
ら
い
っ
た
ん
距
離
を
置

い
て
分
析
し
て
い
る
。
当
初
の
目
的
を
忘
れ
て
「
色
気
」
と
「
欲
気
」
で
行

動
し
て
し
ま
う
主
人
公
を
相
対
化
し
、
読
者
を
〈
笑
い
〉
へ
と
誘
う
語
り
の

効
果
や
、
物
語
の
舞
台
で
あ
る
一
九
四
八
年
の
新
宿
の
闇
市
の
実
態
に
つ
い

て
述
べ
て
い
る
。

第
二
部
「
視
座
と
し
て
の
〈
笑
い
〉」
で
は
、
六
つ
の
論
を
集
め
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
従
来
〈
笑
い
〉
か
ら
程
遠
い
読
み
方
を
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ

た
作
品
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
〈
笑
い
〉
に
繋
が
る
表
現

構
造
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
構
造
を
手
掛
か
り
に
新
た
な
読
み
を
提

示
し
て
い
る
。
具
体
的
に
見
て
い
く
と
、「
宙
づ
り
の
「
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
」

―
『
八
十
八
夜
』
論
」
で
は
、
こ
れ
ま
で
独
立
し
た
作
品
と
し
て
読
み
解
か

れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
『
八
十
八
夜
』
の
構
成
と
語
り
の
構
造
を
分
析
し
、

ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
対
リ
ア
リ
ズ
ム
と
い
っ
た
単
純
な
二
項
対
立
が
、〈
笑
い
〉

に
よ
っ
て
相
対
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。「
虚
と
実
の
あ
い
だ

―
『
春
の
盗
賊
』
論
」
で
は
、
物
語
の
本
筋
と
の
関
わ
り
が
分
か
り
づ
ら
い
、

と
も
す
れ
ば
枝
葉
末
節
に
見
ら
れ
が
ち
な
叙
述
に
着
目
し
、
虚
構
と
事
実
と

の
間
を
め
ま
ぐ
る
し
く
往
来
す
る
「
私
」
の
語
り
と
、
そ
れ
に
応
じ
た
読
者

の
視
座
の
転
換
が
〈
笑
い
〉
を
誘
う
、『
春
の
盗
賊
』
の
表
現
構
造
に
つ
い

て
考
察
し
て
い
る
。「
組
み
あ
わ
さ
る
言
葉
―
『
女
の
決
闘
』
論
」
で
は
、

鷗
外
の
翻
訳
小
説
『
女
の
決
闘
』
か
ら
の
引
用
と
、「
私
（
D
A
ZA
I）」
の

「
説
明
」
と
「
空
想
」
と
い
う
錯
綜
し
た
言
説
の
関
係
を
検
討
し
、『
女
の
決

闘
』
が
、
性
質
の
異
な
る
言
説
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
読
み
が
変
容
す

る
効
果
を
巧
み
に
活
か
し
た
小
説
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

「
強と

敵も

と
し
て
の
太
宰
治
―
『
親
友
交
歓
』
論
」
で
は
、『
親
友
交
歓
』
を
例

に
、
一
見
、
親
し
げ
に
読
者
に
語
り
か
け
て
く
る
よ
う
な
太
宰
の
小
説
が
、

実
は
複
雑
な
構
造
を
持
ち
、
入
り
組
ん
だ
小
説
の
創
作
主
体
と
し
て
の
太
宰

の
一
面
を
窺
わ
せ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。「
す
れ
ち
が
う
〈
奉
仕
〉
―

『
眉
山
』
論
」
で
は
、
読
者
に
〈
奉
仕
〉
す
る
小
説
家
が
、
そ
れ
を
理
解
し

て
く
れ
な
い
読
者
の
一
人
で
あ
る
「
ト
シ
ち
ゃ
ん
」
に
、
自
分
も
ま
た
〈
奉

仕
〉
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
気
付
く
と
い
う
「
す
れ
ち
が
い
の
構
造
」
を
明
示

し
、
さ
ら
に
、〈
奉
仕
〉
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
か
ら
、
太
宰
の
他
作
品
と
の

関
連
に
も
言
及
し
て
い
る
。「
大
庭
葉
蔵
の
饒
舌
―
『
人
間
失
格
』
論
」
で

は
、
こ
れ
ま
で
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
細
部
の
言
葉
づ
か
い
を
検
討
し
、
手
記

の
書
き
手
と
し
て
の
大
庭
葉
蔵
が
、
一
貫
性
を
も
つ
〈
自
画
像
〉
を
構
築
し

よ
う
と
努
め
な
が
ら
、
そ
う
し
た
一
貫
性
へ
の
固
執
が
、
か
え
っ
て
手
記
が

内
包
す
る
齟
齬
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の

点
に
留
意
し
て
読
め
ば
、
書
き
手
と
し
て
の
葉
蔵
は
、
い
さ
さ
か
滑
稽
な
存

在
で
も
あ
り
、『
人
間
失
格
』
の
細
部
に
は
、
中
心
と
な
る
物
語
を
覆
し
か

ね
な
い
効
果
を
も
つ
表
現
が
み
ち
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

い
ず
れ
の
論
考
も
創
見
に
富
み
、
太
宰
の
小
説
の
〈
笑
い
〉
が
、
き
わ
め

て
戦
略
的
に
導
入
さ
れ
た
方
法
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
近
代
文
学
に
限
ら

ず
、
文
学
作
品
に
お
け
る
〈
笑
い
〉
の
機
能
を
考
え
る
上
で
、
本
書
は
、
貴

重
な
視
座
を
提
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

（
双
文
社
出
版
、
二
〇
一
三
年
五
月
、
二
八
〇
頁
、
四
，
四
一
〇
円
）

（
か
わ
な
べ
・
よ
り
な

本
学
大
学
院
博
士
前
期
課
程
）
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