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太
宰
治
作
品
に
お
け
る
、
く
る
く
る
ま
わ
る
傘
／
花
の
形
象

｢

断
崖
の
錯
覚｣

｢

道
化
の
華｣

｢

め
く
ら
草
紙｣

｢

サ
タ
ン
の
愛｣
｢

満
願｣

｢

秋
風
記｣

大

國

眞

希

昭
和
一
四
年
に
太
宰
文
学
は
あ
る
転
換
期
を
迎
え
る
、
と
一
般
的
に
は
考
え

ら
れ
て
い
る
。
昭
和
一
二
年
、
一
三
年
に
発
表
さ
れ
た
小
説
が
数
え
る
ほ
ど
し

か
な
い

(

昭
和
一
二
年

｢

二
十
世
紀
旗
手｣

、｢

あ
さ
ま
し
き
も
の｣

、｢

Ｈ
Ｕ
Ｍ

Ａ
Ｎ
Ｌ
Ｏ
Ｓ
Ｔ｣

｢

燈
籠｣

昭
和
一
三
年

｢

満
願｣

｢

姥
捨｣)

の
に
対
し
、
昭

和
一
四
年
を
迎
え
る
と
、｢

女
生
徒｣

や

｢

富
獄
百
景｣

な
ど
発
表
さ
れ
た
小

説
だ
け
で
も
一
九
編
を
数
え
、
そ
の
後
多
く
の
作
品
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
こ

と
も
、
そ
う
し
た
認
識
を
与
え
る
一
因
と
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
ま
た

｢
姥

捨｣
｢

富
獄
百
景｣

の
素
材
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
結
婚
と
い
う
生
活
上
の

転
換
期
も
重
ね
ら
れ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
外
的
な
文
脈
に

お
い
て
で
は
な
く
、
作
品
そ
の
も
の
を
比
較
し
た
時
に
も
、
転
換
の
要
素
は
見

出
せ
る
の
だ
ろ
う
か
。
読
者
に
転
換
し
て
い
る
と
感
じ
さ
せ
る
の
は
、
作
品
の

ど
の
よ
う
な
点
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
か
。
描
か
れ
て
い
る
物
語
内
容

ス

ト

ー

リ

ー

で
は
な
く
、

小
説
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
言
葉
に
注
目
し
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な
点
を
転
換

と
考
え
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
如
上
の
問
題
意
識
を
も
っ
て
、
特

に

｢

く
る
く
る
ま
わ
る
傘
／
花
の
形
象｣

に
注
目
し
て
太
宰
作
品
の
変
遷
の
一

端
を
考
察
し
て
み
た
い
。

何
故
に

｢

く
る
く
る
ま
わ
る
傘
／
花
の
形
象｣

に
注
目
す
る
の
か
と
言
え
ば
、

こ
の
形
象
が
昭
和
一
四
年
前
後
の
作
品
に
頻
出
す
る
か
ら
だ
。

｢

満
願｣

(

昭
13)

で
は
、
末
尾
に
お
い
て
く
る
く
る
と
ま
わ
る
白
い
パ
ラ
ソ

ル
が
迫
り
く
る
。
そ
れ
を

｢

私｣

は

｢

美
し
い｣

と
規
定
す
る
。
作
品
は
以
下

の
よ
う
に
結
ば
れ
る
。

三
年
、
と
一
口
に
い
つ
て
も
、

胸
が
い
つ
ぱ
い
に
な
つ
た
。

年
つ
き
が
経
つ
ほ
ど
、
私
に
は
、
あ
の
女
性
の
姿
が
美
し
く
思
は
れ

る
。
あ
れ
は
、
お
医
者
さ
ん
の
奥
さ
ん
の
さ
し
が
ね
か
も
知
れ
な
い
。
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本
作
の
冒
頭
は

｢

こ
れ
は
、
い
ま
か
ら
、
四
年
ほ
ど
ま
へ
の
話
で
あ
る｣

と

始
ま
る
の
で
、
回
想
形
式
で
語
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
引
用
し
た
末

尾
は

｢
年
つ
き
が
経
つ
ほ
ど｣

｢

思
は
れ
る｣

｢

知
れ
な
い｣

と
現
在
形
を
も
っ

て
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。
題
名
に
あ
る
満
願
と
は
、
願
が
満
ち
る
こ
と
で
あ
り
、

三
年
間
で
よ
う
や
く
満
願
成
就
し
た
女
性
に
よ
っ
て
ま
わ
さ
れ
る
白
い
パ
ラ
ソ

ル
は
、
そ
れ
を
表
現
す
る
。
満
願
の

｢

満｣

は
、｢

満
月｣

の
よ
う
に
、
白
い

パ
ラ
ソ
ル
の
丸
い
形
と
響
き
、
ま
た

｢

胸
が
い
つ
ぱ
い｣

と
あ
る
、
水
が
器
を

満
た
す
と
い
う
よ
う
な
、
何
か
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
る
事
態
と
も
響
い
て
い
る

だ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
く
る
く
る
ま
わ
る
白
い
パ
ラ
ソ
ル
は
、
作
品
全
体
を

象
徴
し
、
現
在
の

｢

私｣

の
眼
に
も

｢

美
し
く｣
浮
か
ぶ

(

１)

。
そ
れ
以
前
の
作
品
、

例
え
ば

｢

め
く
ら
草
紙｣

(

昭
11)

で
は
、
水
は
器
に
満
た
さ
れ
る
こ
と
は
な

く
、
白
く
丸
い
形
の
輝
き
が

｢

私｣

の
眼
に

｢

美
し
く｣
迫
る
こ
と
も
な
い
。

｢

め
く
ら
草
紙｣

は
以
下
の
よ
う
に
閉
じ
ら
れ
る
。

い
ま
、
読
者
と
別
れ
る
に
当
り
、
こ
の
十
八
枚
の
小
説
に
於
い
て

十
指
に
あ
ま
る
自
然
の
草
木
の
名
前
を
挙
げ
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
姿

態
に
つ
い
て
、
心
に
も
な
き
ふ
や
け
た
描
写
を
一
行
、
否
、
一
句
だ

に
し
な
か
つ
た
こ
と
を
、
高
い
誇
り
を
以
つ
て
言
ひ
得
る
。
さ
ら
ば
、

行
け
！

｢

こ
の
水
や
、
君
の
器
に
し
た
が
ふ
だ
ら
う
。｣

確
か
に
、
本
作
で
は

｢

十
指
に
あ
ま
る
自
然
の
草
木
の
名
前｣

が
羅
列
さ
れ

て
い
る
。
正
確
に
は
、
一
八
種
類
の
花
の
名
前
が
括
弧
に
く
く
っ
て
提
示
さ
れ

る
。
そ
の

｢

草
花
の
名
ま
へ
を
書
い
た
ボ
オ
ル
紙
の
白
い
札
は
ま
ぶ
し
い
く
ら

ゐ
に
林
立
し
て
ゐ
る｣

。
し
か
し
、
そ
の
眩
し
さ
は
美
し
さ
へ
と
は
つ
な
が
ら

な
い
。｢

私｣

は
、
そ
の

｢

草
花
の
名
ま
へ｣

を

｢

原
稿
用
紙｣

に
書
き
し
る

し
な
が
ら
、
涙
を
流
す
。
そ
の
涙
は
、｢

こ
の
小
説
を
当
然
の
存
在
に
ま
で
漕

ぎ
つ
け
る
た
め
、
泣
い
た
の
だ｣

と
さ
れ
、
結
末
の

｢

こ
の
水
や｣

に
接
続
さ

れ
る
。
水
が
器
を
満
た
す
様
態
は
描
か
れ
な
い
ま
ま
、
流
れ
て
い
く
。

｢

め
く
ら
草
紙｣

に
お
い
て
も
、
光
を
放
つ
丸
い
形
の
萌
芽
が
な
い
訳
で
は

な
い
。｢

私｣

は
、｢

自
然
の
草
木
の｣

｢

姿
態
に
つ
い
て｣

｢

描
写
を
一
行
、
否
、

一
句
だ
に
し
な
か
つ
た｣

と
言
っ
て
お
き
な
が
ら
、
本
文
に
は

｢

草
木
の
名
称｣

の

｢

姿
態｣

に
か
か
わ
る
表
現
が
あ
る
。
そ
れ
は
、｢

私
の
眼
に
は
、
隣
村
の

森
ち
か
く
の
電
燈
の
光
が
薊
の
花
に
似
て
ゐ
た
の
を
記
憶
し
て
居
る｣

と
い
う

一
文
だ
。
し
か
し
、｢

自
然
の
草
木
の｣

｢

姿
態
に
つ
い
て｣

｢

描
写
を
一
行
、

否
、
一
句
だ
に
し
な
か
つ
た｣

と
言
い
切
る

｢

私｣

は
、
こ
の
輝
く
、
丸
い

｢

薊
の
花｣

を

｢

美
し
い｣

も
の
と
し
て
、
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

(

２)

。

｢

満
願｣

に
出
現
し
た
白
い
パ
ラ
ソ
ル
の
形
象
は
、｢

満
願｣

以
前
に
も
見
ら

れ
る
。
一
例
と
し
て
、｢

道
化
の
華｣

(

昭
10)

を
挙
げ
る
。｢

道
化
の
華｣

の

語
り
は
複
雑
だ
。
こ
の
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
韜
晦
に
満
ち
た
語
り
に
つ
い
て
、

長
野
隆
氏
は

｢
太
宰
の

『

私
は
嘘
つ
き
だ』

と
い
う
よ
う
な
身
振
り
に
は
、
自

己
言
及
に
ま
つ
わ
る

『

語
り』

と
い
う
も
の
が
、
そ
の
裏
で
宿
命
的
に

『

騙
り』
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な
る
も
の
を
背
に
負
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う

『

こ
と
ば』

の
限
界
へ
負
的
に
も

た
れ
か
か
ろ
う
と
い
う
力
学
の
提
示
が
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
パ
ラ
ド

ク
ス
に
対
す
る
更
な
る
パ
ラ

(

反)

の
突
き
つ
け
で
あ
る
と
も
言
え
る

(

３)｣

。｢

プ

ラ
ス
、
マ
イ
ナ
ス
、
イ
コ
ー
ル
、
ゼ
ロ

た
し
か
に
、
足
し
て
引
い
た
こ
の

｢

０｣

は
、
確
信
あ
る
新
た
な

｢

０｣

と
い
う
べ
き
で
、
足
し
も
せ
ず
引
き
も

し
な
い
ま
ま
元
な
る

｢
０｣

と
は
わ
け
が
違
う
。
無
言
と
い
う

�零
�、
空
白

と
し
て
の

�零
�
が
、
あ
る
真
理
を
含
ん
だ
虚
無
と
し
て
、
あ
る
大
な
る
絶
対

値
と
し
て
差
し
出
さ
れ
る

(

４)｣

と
指
摘
す
る
。
長
野
氏
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
、

プ
ラ
ス
そ
し
て
マ
イ
ナ
ス
、
新
た
な
ゼ
ロ
、
プ
ラ
ス
、
マ
イ
ナ
ス
、
新
た
な
ゼ

ロ
を
く
る
く
る
ま
わ
る
語
り
の
軌
跡
。
そ
の

�零
�
地
点
に
咲
く

�虚
無
�
の

花
こ
そ
が
、
題
名
の
示
す

｢

道
化
の
華｣

で
あ
る
。

物
語
の
基
本
線
は
、
女
性
と
共
に
海
に
身
を
投
げ
た
大
庭
葉
蔵
が
、
女
性
は

海
に
沈
ん
で
死
ん
で
し
ま
っ
た
け
れ
ど
も
、
彼
の
方
は
療
養
院
に
収
容
さ
れ
、

そ
こ
で
恢
復
し
て
い
き
、
退
院
す
る
ま
で
の
顛
末
だ
。
恢
復
の
物
語
で
あ
る
こ

と
を
示
す
よ
う
に
、
収
容
さ
れ
る
療
養
院
は

｢

東
―
西｣

の
基
軸
を
有
す
る
建

物
と
し
て
詳
細
な
位
置
関
係
を
も
っ
て
語
ら
れ
、
恢
復
の
動
き
は
日
の
光
と
照

応
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
な
か
で
、｢

ま
ひ
る
の
日
を
受
け
て
、
白
く
光
つ

て｣

い
る
パ
ラ
ソ
ル
が
描
き
だ
さ
れ
て
い
る
の
が
以
下
の
場
面
だ
。

海
は
凪
い
で
ゐ
た
。
ま
ひ
る
の
日
を
受
け
て
白
く
光
つ
て
ゐ
た
。

(

中
略)

季
節
は
づ
れ
の
白
い
パ
ラ
ソ
ル
を
さ
し
て
、
二
人
の
娘
が

こ
つ
ち
へ
そ
ろ
そ
ろ
歩
い
て
来
た
。

｢

発
見
だ
な
。｣

葉
蔵
も
蘇
生
の
思
ひ
で
あ
つ
た
。(

中
略)

三
人
は
、
ほ
の
温
い
海
風
に
吹
か
れ
、
遠
く
の
パ
ラ
ソ
ル
を
眺
め

つ
つ
あ
る
い
た
。

は
る
か
療
養
院
の
白
い
建
物
の
し
た
に
は
、
真
野
が
彼
等
の
帰
り

を
待
つ
て
立
つ
て
ゐ
る
。
ひ
く
い
門
柱
に
よ
り
か
か
り
、
ま
ぶ
し
さ

う
に
右
手
を
額
へ
か
ざ
し
て
ゐ
る
。

物
語
の
基
本
線
に
沿
っ
て
言
う
な
ら
ば
、
こ
の
箇
所
は
葉
蔵
の
恢
復
を
表
現

し
て
い
る
。
実
際
に
、
物
語
は
こ
の
後
、
退
院
前
の

｢

最
後
の
夜｣

と
そ
の
翌

朝
、
つ
ま
り
は

｢

最
後
の
朝｣

の
出
来
事
が
描
か
れ
て
、
幕
を
閉
じ
る
。
先
の

引
用
箇
所
で
は
、
海
が
光
を
う
け
て
白
く
光
り
、
パ
ラ
ソ
ル
が
咲
き
、
そ
れ
に

導
か
れ
る
か
の
よ
う
に
歩
い
て
い
く
と
、
白
い
療
養
院
の
下
に
、
日
の
光
を
う

け
て

｢

ま
ぶ
し
さ
う｣

に
す
る
真
野
が
い
る
。

｢

白｣
｢

パ
ラ
ソ
ル｣

｢

光｣

…
そ
れ
は

｢

私｣

に
と
っ
て
の
満
願
を
意
味
し
、

｢

蘇
生｣

を
告
知
す
る
光
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
が
、｢

満
願｣

の

｢

白
い
パ
ラ

ソ
ル｣

の
よ
う
に
は

｢

美
し
く｣

光
り
輝
い
て
は
い
な
い
。
そ
の
理
由
の
ひ
と

つ
を
考
え
る
手
が
か
り
と
し
て
、
ほ
た
る
と
綽
名
さ
れ
る
真
野
の
存
在
が
あ
る
。

ほ
た
る
は
光
を
放
つ
存
在
で
は
あ
る
が
、
日
の
光
の
も
と
で
で
は
な
い
。
闇
の

中
だ
。
彼
女
が
ほ
た
る
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
ラ
ン
プ
に
よ
っ
て

決
し
て
癒
え
な
い
傷
を
も
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
。
真
野
と
い
う
存
在
に
つ
い
て

考
え
る
と
き
、
こ
の
癒
え
な
い
傷
と
、
彼
女
が
夜
に
植
物
の
描
か
れ
た
屏
風
の

か
げ
か
ら
語
る

｢
秘
密｣

の

｢

怪
談｣

を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
真
野
の
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語
る
、
自
殺
を
図
っ
た
青
年
が
死
ん
だ
と
き
に
海
か
ら
や
っ
て
く
る
、
生
き
な

が
ら
に
赤
い
蟹
の

｢

怪
談｣

話
は
、
葉
蔵
を
し
て
、
海
に
沈
ん
だ
相
手
の
女
性
、

｢

園
の
幽
霊｣

を
思
わ
せ
る
。

園
の
幽
霊
を
思
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
美
し
い
姿
を
胸
に
画
い
て
ゐ
た
。

海
に
は
園
の
幽
霊
が
い
る
。
そ
も
そ
も
、
真
野
が
そ
の
怪
談
を
し
た
き
っ
か

け
は
、
葉
蔵
が

｢

波
の
音
が
耳
に
つ
い
て｣

寝
苦
し
い
か
ら
だ
っ
た
。
怪
談
に

登
場
す
る
垣
根
か
ら
這
い
出
て
く
る
、
死
ん
で
い
る
は
ず
の
赤
い
蟹
が
、
生
き

な
が
ら
に
垣
根
か
ら
這
い
出
て
く
る
映
像
は
、
海
か
ら
響
い
て
く
る
死
者
た
ち

の
声
を
視
覚
的
に
捉
え
た
も
の
で
は
な
い
の
か
。

本
作
で
は
、
そ
こ
こ
こ
に
か
よ
う
な
波
の
音
が
響
い
て
い
る
。
物
語
は
葉
蔵

の
恢
復
へ
と
進
行
し
な
が
ら
、
そ
の
語
り
の
重
心
点
に
は
、
癒
え
ぬ
傷
、
死
者

の
声
が
あ
る
。

恢
復
が
日
の
光
、
ま
ひ
る
に
向
か
い
昇
っ
て
い
く
太
陽
と
共
に
語
ら
れ
る
一

方
で

(

葉
蔵
の
い
た
は
ず
の
場
所
は

｢

朝
日
を
受
け
て
光
つ
て
ゐ
る
白
い
藤
椅

子
が
ひ
と
つ
の
こ
さ
れ
て
あ
る
き
り
で
、
誰
も
ゐ
な
か
つ
た｣

と
書
か
れ
る)
、

｢

白｣

や

｢

光｣

は
、
死
体
の
描
写
に
も
使
用
さ
れ
て
い
た
。

女
の
死
体
が
袂
ケ
浦
の
浪
打
際
で
発
見
さ
れ
た
。
短
く
刈
り
あ
げ

た
髪
が
つ
や
つ
や
光
つ
て
、
顔
は
白
く
む
く
ん
で
い
た
。

と
い
う
よ
う
に
。｢

朝
日
を
受
け
て
光
つ
て
ゐ
る
藤
椅
子｣

を
見
る
の
は
、

い
号
室
の
患
者
で
あ
り
、
い
号
室
と
は
、
真
野
の

｢

怪
談｣

で
、
青
年
が
死
に
、

赤
い
蟹
が
出
現
し
た
舞
台
と
な
っ
た
病
室
だ
。

語
り
手
で
あ
る

｢

僕｣

は
言
う
。
生
き
残
っ
て
い
る
真
野
や
葉
蔵
が

｢

な
に

を
案
じ
つ
つ
あ
る
か
は
、
言
へ
ぬ
。
僕
た
ち
は
そ
れ
よ
り
、
浪
や
�
の
声
に
耳

傾
け
よ
う｣

と
。

葉
蔵
の
描
く
海
の
木
炭
画
は

｢

た
だ
海
と
島
の
景
色
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
ふ

つ
う
の
海
と
島
で
あ
る｣

と
い
う
よ
う
な

｢

が
つ
か
り｣

す
る
代
物
で
あ
っ
た

と
さ
れ
る
。
彼
は

｢

空
と
海
が
ま
つ
く
ろ
で
島
だ
け
が
白
い｣

景
色
を
画
こ
う

と
し
て
よ
す
。
あ
る
い
は
、
語
り
手
の

｢

僕｣

の
書
い
て
い
る
小
説
も
、｢

僕

こ
そ
、
混
沌
と
自
尊
心
の
か
た
ま
り
で
な
か
つ
た
ら
う
か
。
こ
の
小
説
も
、
た

だ
そ
れ
だ
け
の
も
の
で
な
か
つ
た
ら
う
か｣

と
自
問
さ
れ
る
。｢

僕｣

も

｢

水

平
線
の
上
に
白
く｣

け
む
り
の
た
ち
の
ぼ
る
海
の
景
色
を
書
こ
う
と
し
て
、

｢

よ
く
な
い｣

と
よ
す
。
そ
し
て
、
先
の
よ
う
な
問
い
か
け
は
、｢

混
沌
と
自
尊

心
の
か
た
ま
り｣

だ
け
で
な
い
、｢

そ
れ
だ
け
の
も
の｣

で
な
い
、｢

ふ
つ
う｣

で
な
い
小
説
の
存
在
の
可
能
性
を
措
定
さ
せ
る
。

語
り
手
は
し
き
り
に
自
分
の
書
い
て
い
る
小
説
が

｢

通
俗
小
説
で
は
な
い
の

か｣

と
失
敗
に
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
気
に
し
、｢

道
化
の
華
と
や
ら
も
、
ど

う
や
ら
こ
こ
で
し
ぼ
ん
だ
や
う
だ｣

と
書
く
が
、
実
際
に

｢

道
化
の
華｣

と
題

さ
れ
た
作
品
は
こ
こ
に
存
在
す
る
。

本
作
の
結
末
は
、｢

そ
こ
に
何
か
が
あ
る
。
何
か
が
あ
ら
う｣

と

｢

期
待｣

を
か
け
て

｢

頂
上｣
に
の
ぼ
る
葉
蔵
そ
し
て
、｢

僕｣
｢

僕
た
ち｣

の
姿
が
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描
か
れ
、
葉
蔵
が

｢

は
る
か
海
を
見
お
ろ｣

す
と
こ
ろ
で
幕
を
閉
じ
る
。

葉
蔵
は
、
は
る
か
に
海
を
見
お
ろ
し
た
。
す
ぐ
足
も
と
か
ら
三
十

丈
も
の
断
崖
に
な
つ
て
ゐ
て
、
江
の
島
が
真
下
に
小
さ
く
見
え
た
。

ふ
か
い
朝
霧
の
奥
底
に
、
海
水
が
ゆ
ら
ゆ
ら
う
ご
い
て
ゐ
た
。

そ
し
て
、
否
、
そ
れ
だ
け
の
話
で
あ
る
。

引
用
箇
所
で
は
、
実
在
の
鎌
倉
の
景
色
よ
り
も

｢

真
下｣

の
感
覚
が
強
調
さ

れ
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
感
じ
ら
れ
る
垂
直
の
ベ
ク
ト
ル
。
こ
の
下
へ
の

重
心
力
こ
そ
、
く
る
く
る
ま
わ
る

｢

混
沌
と
自
尊
心
の
か
た
ま
り｣

｢

そ
れ
だ

け
の
も
の｣

で
あ
る
小
説
を

｢

道
化
の
華｣
と
し
て
成
立
さ
せ
て
い
る
。
く
る

く
る
ま
わ
る
語
り
に
よ
っ
て
、
死
者
が
沈
む
海
を
根
に
浮
か
び
あ
が
る
、｢

虚

無｣

的
な
道
化
の
華
。

｢

道
化
の
華｣

の
結
末
に
お
い
て
は
、
先
行
研
究
で
そ
こ
に
心
中
の
再
現
が

読
ま
れ
な
が
ら

(

５)

も
、
ふ
た
り
は
海
に
は
飛
び
込
ま
な
い
。
そ
こ
に
は
真
下
の
、

更
に
奥
底
の
海
を
眺
め
る
ま
な
ざ
し
と
そ
れ
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
下
へ
の
重
心

力
が
示
唆
さ
れ
る
だ
け
だ

(

６)

。

こ
の
結
末
に
酷
似
し
た
表
現
を
も
つ
作
品
が
あ
る
。

私
た
ち
は
、
山
の
頂
き
に
た
ど
り
つ
い
た
。
す
ぐ
足
も
と
か
ら
百

丈
も
の
断
崖
に
な
つ
て
ゐ
て
、
深
い
朝
霧
の
奥
底
に
海
が
ゆ
ら
ゆ
ら

う
ご
い
て
ゐ
た
。

こ
れ
は

｢

断
崖
の
錯
覚｣

(

昭
9)

の
結
末
近
く
の
一
節
で
あ
る
。｢

道
化
の

華｣

の
結
末
部
分
と
の
類
似
は
一
目
瞭
然
だ
が
、
相
違
と
し
て
、
真
下
を
眺
め

る
だ
け
の

｢

道
化
の
華｣

に
対
し
て
、｢

断
崖
の
錯
覚｣

で
は
引
用
箇
所
直

後
に
一
緒
に
頂
上
に
あ
が
っ
た
女
性
を
突
き
飛
ば
す
。｢

断
崖
の
錯
覚｣

の

話
ス
ト
ー
リ
ー

を
確
認
し
て
お
く
と
、
�大
作
家
�
に
な
り
た
い
と
渇
望
し
て
い
た

｢

僕｣

が
、
熱
海
に
き
て
、
あ
る
新
進
作
家
の
名
前
を
騙
っ
て
宿
泊
す
る
。
女
性
に
声

を
か
け
る
こ
と
さ
え
で
き
な
か
っ
た

｢

僕｣

が
、
喫
茶
店
で
働
く
女
性

｢

雪｣

と
懇
意
に
な
る
。
し
か
し
、
事
実
の
発
覚
を
恐
れ
た

｢

僕｣

は

｢

雪｣

を
海
に

突
き
落
と
し
、
殺
し
て
し
ま
う
。
犯
罪
は
発
覚
せ
ず
、｢

僕｣

が
名
前
を
騙
っ

た
だ
け
で
事
件
と
は
無
関
係
の
新
進
作
家
は

�大
作
家
�
に
な
っ
て
い
る
と
い

う
内
容
を
含
む
。｢

雪｣

は

｢

僕｣

に
突
き
飛
ば
さ
れ
る
前
に
、｢

僕｣

が
名
前

を
騙
っ
て
い
る
新
進
作
家
の
作
品

｢

花
物
語｣

か
ら
の
一
節
を
引
用
す
る
。

｢

ど
う
な
す
っ
た
の
？

私
、
判
る
わ
。
い
や
に
な
つ
た
の
ね
え
。

あ
な
た
の
花
物
語
と
い
ふ
小
説
に
、
こ
ん
な
言
葉
が
あ
っ
た
の
ね
え
。

一
目
見
て
死
ぬ
ほ
ど
惚
れ
て
、
二
度
目
は
顔
を
見
る
さ
へ
い
や
に
な

る
、
そ
ん
な
情
熱
こ
そ
は
ほ
ん
と
う
に
高
雅
な
情
熱
だ
つ
て
書
か
れ

て
ゐ
た
わ
ね
え
。
判
つ
た
わ
よ
。｣

こ
の
台
詞
を
き
っ
か
け
と
し
て

｢

花
物
語｣

に
書
か
れ
た
言
葉
を
証
明
す
る
か

の
よ
う
に

｢
僕｣

は

｢

雪｣

を
突
き
落
と
す
。
い
わ
ば

｢

雪｣

は

｢

花
物
語｣

に
殺
さ
れ
た
の
だ

(
７)

。

太宰治作品における､ くるくるまわる傘／花の形象180
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｢

断
崖
の
錯
覚｣

の
傘
／
花
の
形
象
を
見
る
前
に
、
も
う
ひ
と
つ
の
分
岐
的

な
作
品

｢

秋
風
記｣

(

昭
14)

を
見
て
お
き
た
い
。
本
作
は
、
昭
和
一
二
年
に

執
筆
さ
れ
た

｢

サ
タ
ン
の
愛｣

を
改
作
し
た
と
推
定
さ
れ
、
第
四
創
作
集

『

愛

と
美
に
つ
い
て』

(

竹
林
書
房
、
昭
14)

に
書
き
下
ろ
し
の
小
説
と
し
て
収
め

ら
れ
た
。
昭
和
一
二
年
か
ら
昭
和
一
四
年
と
言
う
と
、
ち
ょ
う
ど
作
品
が
寡
少

と
な
っ
た
時
期
を
挟
ん
で
お
り
、｢

サ
タ
ン
の
愛｣

か
ら

｢

秋
風
記｣

へ
の
改

変
に
は
、
太
宰
作
品
の
転
換
を
解
く
鍵
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
、｢

サ
タ
ン
の
愛｣

の
残
存
が
確
認
さ
れ
な
い
こ
と
が
悔
や
ま
れ
る
。

｢

秋
風
記｣

は

｢

私｣

と
Ｋ
と
の

｢
情
死
行

(

８)｣

を
想
起
さ
せ
る
旅
の
模
様
を

語
っ
た
小
説
だ
。｢

情
死
行｣

と
言
っ
て
も
ふ
た
り
が
心
中
す
る
こ
と
は
な
く
、

｢

�事
件
�
ら
し
い
事
件
が
何
も
起
こ
ら
な
い

(

９)｣
。
旅
先
で
起
こ
る
唯
一
の
事
件

は
、
Ｋ
が
バ
ス
に
呑
み
込
ま
れ
る
事
故
だ
。

ば
り
ば
り
と
音
た
て
て
Ｋ
の
傘
が
、
バ
ス
の
車
輪
に
ひ
つ
た
く
ら

れ
て
、
つ
づ
い
て
Ｋ
の
か
ら
だ
が
、
水
泳
の
ダ
イ
ヴ
イ
ン
グ
の
や
う

に
す
ら
つ
と
白
く
一
直
線
に
車
輪
の
下
に
引
き
ず
り
こ
ま
れ
、
く
る

く
る
つ
と
花
の
車
。

｢

と
ま
れ
！

と
ま
れ
！｣

私
は
丸
太
棒
で
ぐ
わ
ん
と
脳
天
を
殴
ら
れ
た
思
ひ
で
、
激
怒
し
た
。

や
う
や
く
と
ま
つ
た
バ
ス
の
横
腹
を
力
ま
せ
に
蹴
上
げ
た
。
Ｋ
は
バ

ス
の
下
で
、
雨
に
た
た
か
れ
た
桔
梗
の
花
の
や
う
に
美
し
く
伏
し
て

ゐ
た
。
こ
の
女
は
不
仕
合
せ
な
人
だ
。

｢

誰
も
さ
は
る
な
！｣

私
は
、
氣
を
失
つ
て
ゐ
る
Ｋ
を
抱
き
あ
げ
、
聲
を
放
つ
て
泣
い
た
。

ち
か
く
の
病
院
ま
で
、
Ｋ
を
背
負
つ
て
い
つ
た
。
Ｋ
は
小
さ
い
聲

で
、
い
た
い
、
い
た
い
、
と
言
つ
て
泣
い
て
ゐ
た
。

こ
こ
で
傘
を
も
つ
Ｋ
は
、｢

花
の
車｣

と

｢

花｣

に
譬
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に

｢

雨
に
た
た
か
れ
た
桔
梗
の
花
の
や
う
に
美
し
く
伏
し
て
ゐ
た｣

と
、
と
て
も

｢

美
し
く｣

描
か
れ
て
い
る
。
Ｋ
の
死
の
感
触
を
味
わ
っ
た

｢

私｣

は
、
そ
の

場
面
で
生
命
の
息
吹
を
感
じ
る
。｢

い
た
い
、
い
た
い｣

と
あ
る
よ
う
な
痛
々

し
さ
や
、｢

不
仕
合
せ｣

と
あ
る
よ
う
な
生
き
て
い
る
こ
と
の
み
じ
め
さ
、
生
々

し
さ
が
、｢

私｣

の
中
に
沁
み
こ
ん
で
く
る
。

こ
れ
以
前
の

｢

私｣

は
、
ま
る
で
常
に
演
戯
を
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
振
る

舞
い
、
現
実
感
が
希
薄
だ
っ
た
。
現
実
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
死
の
空
間
、

そ
れ
は
降
り
続
く
雨
な
ど
を
利
用
し
た
、
水
中
に
い
る
か
の
よ
う
な
表
現
に
よ
っ

て
示
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
死
の
空
間
か
ら
、
水
面
か
ら
顔
を
出
す
よ
う

に
、｢

私｣

は
こ
の
場
面
で
生
生
し
く
感
じ
る
世
界
へ
と
戻
っ
て
く
る

(

�)

。

先
述
の

｢

断
崖
の
錯
覚｣

で

｢

雪｣

を

｢

僕｣

が
落
と
す
場
面
は
、｢

す
つ

と
落
ち
た
。
足
を
下
に
し
て
ま
つ
す
ぐ
落
ち
た
。
ぱ
つ
と
裾
が
ひ
ろ
が
つ
た｣

と
描
か
れ
る
。
花
の
よ
う
に
裾
が
広
が
り
、
海
へ
と
ま
っ
す
ぐ
に
落
ち
て
い
く

｢

雪｣
の
形
は
、｢

秋
風
記｣

の
ダ
イ
ヴ
ィ
ン
グ
の
よ
う
に
一
直
線
に
バ
ス
に
引

き
ず
り
こ
ま
れ
る
Ｋ
の
姿
と
似
通
っ
て
い
る
。
だ
が
、｢

断
崖
の
錯
覚｣

で
は
、

突
き
落
と
さ
れ
た

｢
雪｣

は
、
象
徴
的
に
言
え
ば
、
海
に
溶
け
て
消
え
て
し
ま
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い
、｢

私｣

に
現
実
の
生
々
し
さ
を
も
っ
て
迫
っ
て
く
る
こ
と
は
な
い
。
そ
し

て
、｢

僕｣

は

�大
作
家
�
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
代
わ
り
に

｢

僕｣

に
名
前

を
騙
れ
た
だ
け
で
、｢

雪｣

殺
人
事
件
に
つ
い
て
は
何
も
あ
ず
か
り
知
ら
ぬ
、

一
切
関
係
の
な
い
新
進
作
家
が
〈
大
作
家
〉
と
成
り
果
す
。｢

雪｣

は
、
い
わ

ば

�大
作
家
�
へ
の
供
物
と
さ
れ
、
海
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
不
気
味
な

�大
作

家
�
の
欲
望
へ
と
呑
み
こ
ま
れ
る
の
だ
。
本
作
は
、｢

僕｣

で
は
な
い
、
�大
作

家
�
と
い
う
主
体
と
そ
の
不
気
味
な
欲
望
を
描
出
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。

一
方
で
、｢

秋
風
記｣

で
は
、｢
断
崖
の
錯
覚｣

で
海
に
よ
っ
て
表
さ
れ
て
い

た

�大
作
家
�
が

｢

雪｣

を
呑
み
こ
む
際
に
味
わ
っ
た
で
あ
ろ
う
感
触
を
、

｢

私｣

が
味
わ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
小
説
は
語
り
得
ら
れ
、｢

秋
風
記｣

は
成
立

す
る
。

本
稿
は
、
太
宰
文
学
に
お
い
て
、
作
品
が
寡
少
と
な
る
、
い
わ
ば

�沈
黙
�

の
時
期
を
越
え
て
、
多
く
の
物
語
を
生
み
出
す
こ
と
が
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
っ

た
か
を
、
作
品
分
析
を
通
し
て
考
察
す
る
試
み
だ
。
そ
の
目
的
の
た
め
に

｢

く

る
く
る
ま
わ
る
傘
／
花
の
形
象｣

に
特
に
留
意
し
て
、
太
宰
文
学
の
変
遷
を
眺

め
て
み
た
。

｢

道
化
の
華｣

で
は
、｢

蘇
生｣

を
表
象
す
る
、
ま
ひ
る
の
光
を
受
け
る

｢

白

い
パ
ラ
ソ
ル｣

が
登
場
す
る
。
し
か
し
、
そ
の

｢

白
い
パ
ラ
ソ
ル｣

の
光
は
、

葉
蔵
に

｢

蘇
生
の
思
ひ｣

は
さ
せ
て
も
、
作
品
全
体
を

｢

蘇
生｣

さ
せ
る
に
は

至
ら
ず
、
語
り
手

｢

僕｣

の
、
死
者
の
沈
む
真
下
の
海
を
眺
め
る
視
線
と
と
も

に
無
言
が
示
さ
れ
る
。

同
じ
よ
う
な
海
へ
の
視
線
を
描
写
し
な
が
ら
、
海
に
よ
っ
て
不
気
味
な

�大

作
家
�
の
主
体
と
欲
望
を
表
象
し
た
の
が
、｢

断
崖
の
錯
覚｣

で
あ
る
。
本
作

で
は
、
白
い
パ
ラ
ソ
ル
の
変
奏
が
、
断
崖
か
ら
突
き
飛
ば
さ
れ
、
海
に
呑
み
こ

ま
れ
る
女
性
の
描
写
に
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
女
性
は
雪
と
い
う
白

を
体
現
す
る
名
前
で
あ
り
、
足
を
下
に
し
て
、
ま
っ
す
ぐ
に
裾
を
拡
げ
て
落
ち

る
。
彼
女
は
、｢

僕｣

で
は
な
く
、
�大
作
家
�
へ
の
供
物
と
さ
れ
る
。

｢

道
化
の
華｣

に
お
い
て
も
、
雪
は
描
き
こ
ま
れ
て
い
る
。｢

夜
が
明
け
た｣

｢

き
の
ふ
の
雪
は
あ
ら
か
た
消
え
て｣

｢

海
に
は
霧
が
い
つ
ぱ
い
立
ち
こ
め｣

と

い
う
ふ
う
に
。
雪
が
消
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
霧
が
出
る
さ
ま
が
描
き
こ
ま
れ
て

お
り
、
作
品
内
で
〈
水
〉
が
循
環
し
て
い
る
。
雪
も
そ
の
一
要
素
だ
。

そ
れ
に
対
し
て
、｢

秋
風
記｣

で
は
Ｋ
が
バ
ス
に
呑
み
こ
ま
れ
る
場
面
が
、

く
る
く
る
ま
わ
る
パ
ラ
ソ
ル
の
変
奏
と
し
て
登
場
す
る
。
そ
れ
は
光
輝
く
白
と

し
て
描
か
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、｢

美
し
い｣

も
の
と
し
て
、｢

僕｣

の
眼
に
映

る
。
自
己
言
及
的
な
世
界
が
崩
壊
し
、
風
が
吹
き
込
む
。
こ
の
風
こ
そ
が
、

｢

秋
風
記｣

の
題
名
が
示
す

｢

風｣

で
あ
ろ
う
。｢

私｣

は

�声
�
を
獲
得
し
、

｢

作
家｣

と
い
う

｢

サ
タ
ン｣

と
し
て
小
説
を
書
い
て
い
く
だ
ろ
う
。

｢

満
願｣

で
は
、
作
品
全
体
を
象
徴
す
る

｢

美
し
く｣

輝
く
白
い
パ
ラ
ソ
ル

が
く
る
く
る
と
浮
か
び
あ
が
り
、
眼
前
に
迫
り
く
る
。

文
学
作
品
に
お
け
る
植
物
の
形
象
を
考
え
る
の
は
、
難
し
い
。
川
崎
寿
彦
氏

も
例
え
ば

｢
富
獄
百
景｣

の
な
か
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
の
態
度
が
、
そ
れ
ぞ

れ
、
植
物
の
イ
メ
ー
ジ
を
と
お
し
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
関
連
さ
せ
て
描
き
出
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さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る

(

�)

。

｢
月
見
草｣

｢

つ
ま
ら
ぬ
草
花｣

｢

罌
栗
の
花
ふ
た
つ｣

。
そ
れ
ぞ
れ
、

そ
の
態
度
の
持
ち
主
の
年
齢
、
人
品
、
身
分
、
職
業
、
そ
し
て
お
そ

ら
く
は
人
生
に
対
す
る
態
度
に
ま
で
、
暗
示
的
効
果
が
お
よ
ん
で
、

す
ぐ
れ
た
メ
タ
フ
ァ
ー
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
。

ま
た
、
こ
れ
ら
一
つ
一
つ
に
対
す
る
作
者
の
態
度
も
、
性
格
に
呈

示
さ
れ
て
い
る
。

｢

睡
蓮
の
花｣

の
富
士
は
、
そ
の
娘
の
う
い
う
い
し
い
印
象
に
か

よ
い
、｢

ほ
ほ
づ
き｣

の
富
士
は
、
あ
の
巨
大
で
端
然
と
し
た
富
士

を
、
と
に
か
く
一
旦
は
遠
く
に
置
い
た
作
者
の
安
堵
を
伝
え
て
、
作

品
を
し
め
く
く
っ
て
い
る
。

�イ
メ
ジ
ャ
リ
ー
の
論
理
�
と
は
、
け
っ
し
て

�後
期
象
徴
派
�

の
詩
人
・
批
評
家
た
ち
が
信
じ
た
よ
う
な
唯
一
絶
対
の
詩
的
論
理
で

あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
作
品
の
論
述
の
効
果
的

に
あ
ず
か
っ
て
い
る
イ
メ
ジ
ャ
リ
ー
な
ら
、
こ
と
ご
と
く
、
な
ん
ら

か
の
統
一
性
を
示
す
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
が

｢

富
嶽
百
景｣

の
植
物

の
は
た
す
機
能
で
あ
ろ
う
。

作
品
の
登
場
す
る
植
物
の
イ
メ
ジ
ャ
リ
ー
を
正
確
に
指
摘
し
な
が
ら
、
印

象
批
評
風
に

(

し
か
も
、
そ
の
原
因
が
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
限
界
、
も
し

く
は

｢

富
嶽
百
景｣

と
い
う
作
品
の
限
界
、
に
あ
る
か
の
如
く
に
し
か)

論
を

展
開
で
き
な
い
の
は
至
極
残
念
な
事
態
で
あ
る
。
殊
に
文
学
を
通
し
て
、
何
か

を

｢

教
育｣

す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

｢

羞
恥
の
感

覚｣

を
伴
う

｢

私
秘｣

的
な
文
脈
形
成
行
為

(

読
書
行
為)

を
、
そ
れ
ぞ
れ
の

体
験
に
無
条
件
に
依
拠
す
る
こ
と
な
く
、
い
か
に
論
理
化
し
、
説
明
す
る
こ
と

が
で
き
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

(

�)

。
そ
の
た
め
に
も
、
作

品
を
詳
細
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
内
的
な
文
脈
を

と
ら
え
て
呈
示
す
る
方
法
は
、
ひ
と
つ
の
効
果
と
意
義
を
有
す
る
だ
ろ
う
。

太
宰
文
学
に
お
け
る
花
も
し
く
は
植
物
の
形
象
に
つ
い
て
も
、
一
つ
ひ
と
つ

の
作
品
に
あ
た
り
、
詳
細
に
そ
の
機
能
を
把
握
す
る
こ
と
を
積
み
重
ね
て
い
く

こ
と
で
明
ら
か
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
本
稿
が
そ
の
た
め
の
捨
石
と
な
れ
ば
幸

い
で
あ
る
。

(

1)
｢

満
願｣

に
つ
い
て
は
、
拙
稿

｢

言
葉
と
水

絵
画
的
方
法
か
ら
見
る
太
宰

文
学
の
変
遷｣

(『

学
芸
国
語
国
文
学』

四
〇
号)

の
ち

『

水
と
水
平
線』

(

お
う

ふ
う
、
二
〇
〇
九
・
一
二)

所
収
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(

２)
｢

め
く
ら
草
紙｣

に
つ
い
て
は
、
拙
稿

｢

め
く
ら
草
紙｣

(『

解
釈
と
鑑
賞』

六

六
巻
九
号)

の
ち

『

水
と
水
平
線』

(

お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
九
・
一
二)

所
収
を

参
照
さ
れ
た
い
。

(
３)

長
野
隆

｢

�う
た
�
と

�か
た
り
�
の
思
想

太
宰
治
と
中
原
中
也

｣

(『
芸
術
至
上
主
義
文
芸』

二
三
号
、
一
九
九
七)

(

４)
｢

詩
に
お
け
る

�か
た
り
�

太
宰
治
か
ら
中
原
中
也
へ｣

(『

昭
和
文
学
研
究』

二
六
集)

(

５)

鈴
木
雄
史
氏
は

｢『

道
化
の
華』

の
仕
組
み
に
つ
い
て｣

(『

語
文
論
叢』

一
六

177
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号
、
一
九
八
八
・
一
〇)

の
な
か
で
、
結
末
に
つ
い
て

｢

心
中
の
擬
似
的
再
現｣

と
指
摘
し
て
い
る
。

(
６)

｢

道
化
の
華｣

に
つ
い
て
は
、
拙
稿

｢

虹
と
水
平
線
以
前

天
国
と
地
獄
の
接

触
点

『

道
化
の
華』

(『

太
宰
治
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ』

三
号
、
二
〇
一
〇
・
六)

参
照
さ
れ
た
い
。

(

７)
｢

断
崖
の
錯
覚｣

に
つ
い
て
は
、
拙
稿

｢

生
贄
を
求
め
て
、
ぽ
っ
か
り
と
口
を

開
け
る

�作
家
�

黒
木
舜
平

(

太
宰
治)

『

断
崖
の
錯
覚』

ほ
か｣

(『

現
代
文

学
史
研
究』

一
六
集
、
二
〇
一
一
・
六)

を
参
照
さ
れ
た
い
。

(

８)

加
瀬
健
治

｢

秋
風
記｣

(『

太
宰
治
大
事
典』

勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
五)

(

９)

安
藤
宏

｢

太
宰
治

『
愛
と
美
に
つ
い
て』｣

(『

東
京
大
学
国
文
論
集』

三
号
、

二
〇
〇
八
・
五)

(

10)
｢

秋
風
記｣

に
つ
い
て
は
、
拙
稿

｢
水
中
の
ミ
ュ
ー
ト
と
ブ
レ
ス

太
宰
治

『

秋
風
記』

｣
(『

iic
h

ik
o
』

二
〇
一
一
・
一
〇)

を
参
照
さ
れ
た
い
。

(

11)
『

分
析
批
評
入
門』

(

至
文
堂
、
昭
四
八
・
四)

(

12)

山
�
正
純

｢

文
脈
形
成
行
為
の
公
私
の
再
編
成｣
(『

日
本
文
学』

六
〇
号
、
二

〇
一
一
・
八)

。
同
氏
は
、｢

文
脈
は
人
間
の
思
念
と
言
葉
の
結
び
つ
き
を
、
一
回

限
り
の
響
き
と
し
て
生
成
す
る
秘
法
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
効
果
を
十
全
に
知
る
た

め
に
は
、
公
私
の
再
編
成
と
い
う
近
代
の
ア
ポ
リ
ア
に
立
ち
向
か
う
読
者
で
あ
る

こ
と
。
そ
れ
が
必
要
な
こ
と
で
あ
る｣

と
す
る
。

(

平
成
二
三
年
九
月
二
八
日

提
出)
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