
他
人
の
言
葉
で
「
私
」
を
語
る

|
|
太
宰
治
「
盲
人
独
笑
」

の
コ
ラ
ー
ジ

ュ
と
そ
の
告
白
ー
ー
ー

岡
崎
倫
子

「
盲
人
独
笑
」
と
『
葛
原
勾
当
日
記
』

太
宰
治
「
盲
人
独
笑
」

は

一
九
四

O
年
七
月
『
新
風
』
に
発
表
さ

れ
た
風
変
わ
り
な
作
品
で
あ
る
。
本
文
は
エ
ピ
グ
ラ
フ
と

き
」
「
葛
原
勾
当
日
記
。
天
保
八
酉
年
。
」
「
あ
と
か
き
」
か
ら
成
り
、

「
は
し
か

作
品
の
大
部
分
は
実
在
の
人
物
で
あ
る
等
曲
家
・
葛
原
勾
当
の
日
記

と
し
て
提
示
さ
れ
る
『
葛
原
勾
当
日
記
』
天
保
八
年
部
分
の
抜
粋
が

占
め
て
い
る
。
太
宰
は
作
品
中
に
語
り
手
「
私
」

「
(
太
宰
ご
と

し
て
登
場
し
、

「ひ
ど
く
も
の
珍
し
い
」
「
そ
の
日
記
の
ほ
ん
の
一
部

分
を
読
ん
で
い
た
だ
け
た
ら

そ
れ
で
よ
い
の
で
あ
る
」
と
し
て
読

者
に
日
記
を
紹
介
す
る
。
太
宰
の
書
い
た
文
章
と
し
て
提
示
さ
れ
る

の
は
「
は
し
か
き
」
「
あ
と
か
き
」
の
み
で
、
極
め
て
少
な
い
。

ま
ず
、
実
際
に
「
盲
人
独
笑
」
テ
ク
ス
ト
内
に
引
用
さ
れ
て
い
る

『
葛
原
勾
当
日
記
』
の
概
要
を
整
理
し
た
い
。
こ
の
本
を
太
宰
治
が

手
に
し
た
の
は
一
九
四

O
年
五
月
の
こ
と
だ
っ
た
。
「
は
し
か
き
」
に

書
か
れ
た
と
お
り
、
友
人
で
あ
っ
た
劇
作
家
の
伊
馬
鵜
平
(
伊
馬
春

部
と
し
て
知
ら
れ
る
)
が
彼
に
そ
の
存
在
を
伝
え
た
こ
と
が
き
っ
か
け

で
あ
る
。
伊
馬
は
そ
れ
を
古
本
屋
で
発
見
し
、
「
こ
れ
を
材
料
に
し
て

何
か
小
説
を
書
か
な
い
か
と
少
し
輿
蜜
の
色
を
見
せ
て
」
当
初
は
井
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伏
鱒
二
の
所
へ
駆
け
込
ん
だ
。
し
か
し
井
伏
は
葛
原
勾
当
と
同
郷
の

出
身
で
あ
っ
た

こ
と
も
あ
り
辞
退
を
し
た
結
果
、
そ
の
役
目
が
太
宰

の
所
へ
回
っ
て
き
た
の
で
あ

っ
た
。
五
月
二

日
、
太
宰
は
「
お
話
の

「
盲
人
日
記
」

せ
う
か
、

お
ひ
ま
の
折
、
こ
ち
ら
へ
送
っ
て
い
た
だ
け
な
い
で

ぜ
ひ
読
ん
で
み
た
い
と
思
ひ
ま
す
」
と
い
う
内
容
の
手
紙

を
伊
馬
へ
宛
て
て
い
る
。
「
盲
人
独
笑
」
の
発
表
は
、
そ
の
わ
ず
か
二

ヶ
月
後
で
あ
る
。

こ
の
『
葛
原
勾
当
日
記
』
は
一
九
二
五

(大
正
四
)
年
一
一

月
二

五
日
、
非
売
品
と
し
て
世
に
出
た
も
の
で
あ
っ
た
。
発
行
者
は
葛
原



勾
当
の
孫
で
あ
る
童
謡
作
家
の
葛
原
菌
で
、
日
記
本
文
の
他
に
葛
原

勾
当
の
年
譜
、

日
記
や
筆
記
用
具
の
写
真
、
多
く
の
著
名
人

・
専
門

家
(
佐
々
木
信
綱
、
三
上
参
次
、
巌
谷
小
波
、
東
京
亡
国
学
校
校
長
・
町
田
則

文
ら
)

に
よ
る
序
文
な
ど
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
葛
原
勾
当
に
つ
い

て
は
太
宰
が
「
人
名
辞
典
や
ら
、
「
葛
原
勾
当
日
記
」
の
諸
家
の
序
や

ら
政
や
ら
、

ま
た
は
編
者
の
筆
に
な
る
と
こ
ろ
の
年
譜
、
逸
話
集
、

写
真
説
明
の
文
な
ど
」
か
ら
「
少
し
づ
っ
無
断
盗
用
」
し
た
と
前
置

き
を
し
て
「
は
し
か
き
」
に
紹
介
文
を
示
し
て
い
る
が
、
実
際
に
そ

れ
ら
の
資
料
の
内
容
か
ら
逸
脱
し
た
情
報
は
見
当
た
ら
ず
、
ほ
ぽ
事

実
ど
お
り
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
葛
原
勾
当
の
人
生
が
こ
の
「
は

し
か
き
」
ど
お
り
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
な
お
さ
ら
こ
の
日
記
の
存
在

は
驚
異
的
な
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
盲
人
が

「
一
{
子
一
{
子
、

手
探

り
に
て
押
し
印
し
、

死
に
至
る
ま
で
四
十
余
年
間
つ
ひ
に
中
止
せ
ず

克
明
に
し
る
し
続
け
た
」

の
だ
か
ら
。

二
歳
と
い
う
年
齢
で
両
目
を
失
明
し
た
葛
原
勾
当
が

そ
れ
ま
で

に
識
字
能
力
を
身
に
つ
け
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
九
歳
で
等
曲

の
修
行
を
始
め
て
一
五
歳
か
ら
近
隣
の
町
村
で
等
曲
教
授
を
始
め
た

彼
は
、

一
六
歳
に
な
る
一
八
二
五

(
文
政
一

O
)
年
か
ら
の
稽
古
日

誌
を
弟
子
に
代
筆
さ
せ
て
い
た
。

し
か
し
二
六
歳
の
正
月
、
彼
は
木

製
活
字
を
用
い
て
自
ら
の
手
で
日
記
を
つ
け
始
め
る
。
こ
の
木
製
活

字
と
は
、
桃
山
時
代
に
日
本
へ
流
入
し
た
文
字
印
刷
器
具
で
あ
る
。

江
戸
時
代
に
お
け
る
印
刷
技
術
の
発
達
に
よ
っ
て
製
版
印
刷
が
主
流

と
な
り
木
製
活
字
印
刷
は
下
火
に
な
る
が
、
一
七
二
二
(
享
保
七
)

年
の
出
版
条
例
発
効
以
後
、
出
版
の
許
可
を
得
た
上
で
版
木
を
専
門

の
彫
師
に
作
ら
せ
大
量
印
刷
を
す
る
製
版
印
刷
に
対
し
、
木
製
活
字

は
許
可
も
版
木
も
要
ら
な
い
手
軽
さ
か
ら
藩
版
や
私
家
版
な
ど
小
規

模
な
出
版
物
を
作
成
す
る
方
法
と
し
て
人
々
の
身
近
な
も
の
と
な
っ

て
い
っ
た
。
葛
原
勾
当
が
こ
の
器
具
を
入
手
し
た
経
緯
は
明
ら
か
に

な
っ
て
い
な
い
が
、
当
時
の
出
版
物
発
行
の
中
心
を
江
戸
や
大
坂
と

共
に
担
っ
て
い
た
京
都
で
修
行
を
度
々
経
験
し
、

「八
雲
琴
」
の
考
案
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や
折
り
紙
や
琉
球
時
計
の
修
繕
な
ど
を
行
っ
た
好
奇
心
の
強
さ
と
手

先
の
器
用
さ
と
教
養
を
持
つ
彼
が
、
書
か
ず
に
文
字
を
記
す
こ
と
が

で
き
る
手
軽
な
木
製
活
字
に
興
味
を
示
し
た
こ
と
に
は
納
得
が
い
く
。

彼
が
実
際
に
使
用
し
た
木
製
活
字
は
、
現
在
も
広
島
県
の
重
要
文

化
財
と
し
て
日
記
や
楽
器
と
共
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
平

仮
名
の
「
い
ろ
は
」
四
七
音
に
「
ん
」
と
変
体
仮
名
の

「志」、

漢
数

字
の
一
か
ら
十
、
「
正
」
「
月
」
「
日
」
「
同
」
「
奉
」
「
御
」
「
候
」
「
申
」
、

そ
の
ほ
か
濁
点
等
の
記
号
の
計
七
八
種
が
そ
ろ
っ
た

名
前
と
雅
号
、



木
製
ス
タ
ン
プ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
真
つ
直
ぐ
印
字

で
き
る
よ
う
に
枠
に
は
め
て
紙
に
押
す
。

し
か
し
葛
原
勾
当
は
目
で

そ
れ
ら
の
活
字
の
識
別
を
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ

の
活
字
の
側
面
に
は
本
数
や
位
置
の
異
な
る
溝
が
彫
ら
れ
て
い
た
。

そ
の
本
数
を
手
で
触
っ
て
確
か
め
、
活
字
を
選
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
。

活
字
の
精
巧
な
作
り
に
対
し
ゴ
ツ
ゴ
ツ
と
歪
な
形
を
し
た
構
は
、
木

製
活
字
を
入
手
し
た
葛
原
勾
当
も
し
く
は
彼
の
周
囲
の
人
物
が
後
か

ら
彫
り
つ
け
た
も
の
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
視
覚

で
は
活
字
を
識
別
で
き
ず
触
覚
の
み
で
一
つ
一
つ
を
選
び
取
る
と
い

ぅ
、
皮
膚
感
覚
へ
の
す
さ
ま
じ
い
集
中
を
要
す
る
こ
の
作
業
を
、
彼

は
死
の
前
年
の
七

O
歳
ま
で
続
け
た
。
そ
こ
に
は
時
に
ユ

ー
モ
ア
を

も
に
じ
ま
せ
る
内
容
と
は
裏
腹
な
、
困
難
を
越
え
た

へ
の
激
し
い
執
着
が
う
か
が
え
る
。

「
書
く
」
こ
と

こ
の
葛
原
勾
当
と
い
う
人
物
と
そ
の
書
き
続
け
た
日
記
は
、
存
在

だ
け
で
も
す
で
に
衝
撃
的
で
あ
る
。
何
が
彼
に
そ
う
さ
せ
た
の
か
、

と
い
う
思
い
は
「
は
し
か
き
」
か
ら
「
葛
原
勾
当
日
記
。
天
保
八
酉

年。

」
へ
と
読
み
進
め
る
読
者
の
胸
に
沸
々
と
湧
き
上
が
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
冒
頭
で
も
示
し
た
と
お
り
、

こ
の
作
品
は
奇
妙
な
構
成
を
持

っ
。
作
品
は
葛
原
勾
当
の
生
涯
と
日
記
を
紹
介
す
る
と
い
う
意
図
を

明
確
に
「
は
し
か
き
」
に
て
示
し
て
始
ま
っ
た
も
の
の
、

そ
の
目
的

ど
お
り
に
葛
原
勾
当
へ
の
興
味
と
感
銘
が
読
者
の
中
で
頂
点
に
達
し

た
時
、
太
宰
は
今
ま
で
紹
介
し
て
き
た
日
記
に
自
ら
の
「
細
工
」
が

施
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
突
如
告
白
す
る
の
で
あ
る
。
本
稿
は
そ
の

「細

工
」
の
手
法
と
そ
れ
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
新
た
な
日
記
の
主
旨

を
考
察
し
、
「
細
工
」
の
中
に
見
ら
れ
る
作
品
の
創
作
性
を
追
う
こ
と

日
記
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
の
性
質
も
鑑
み
な
が
ら
、

を
目
的
と
す
る
。

他
人
の
文
章
の
引
用
に
よ
っ
て
自
作
を
つ
く
り
上
げ
て
い
く
こ
と
の

意
味
を
考
え
て
い
き
た
い
。
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「
盲
人
独
笑
」
テ
ク
ス
卜
と
「
細
工
」

「
盲
人
独
笑
」
内
で
「
葛
原
勾
当
日
記
。
天
保
八
申
年
。
」
(
以
下

「
盲
人
独
笑
」
日
記
部
分
と
す
る
)

と
し
て
提
示
さ
れ
る
一
年
分
の
日

記
は
、
実
は
『
葛
原
勾
当
日
記
』
(
以
下
『
日
記
』
と
す
る
)
約
四
四

年
分
の
記
述
を
一
年
間
の
も
の
と
し
て
再
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
構
成
方
法
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
の
具
体
的
な
異
同

を
明
ら
か
に
し
た
山
崎
正
純
・
藤
原
耕
作
同
名
の
先
行
研
究
に
詳
し

ぃ
。
中
で
も
藤
原
は
「
盲
人
独
笑
」

日
記
部
分
を
一

O
箇
所
に
区
分



し
、
そ
の
引
用
元
の
詳
細
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

そ
の
論
に
従
え

ば
、
実
際
の
『
日
記
』
の
天
保
八
年
の
日
記
を
下
敷
き
に
し

そ

へ
天
保
九
・
一

0
・
一
一
・
一
三
年
、
弘
化
一

1
三
年
、
嘉
永
三
・

-
五
年
の
内
容
の
引
用
を
付
け
加

え
る
形
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
計
算
し
た
と
こ
ろ
、
引

五
年
、
安
政
一
・
五
年
、

明
治
一

用
さ
れ
た
回
数
が
最
も
多
い
の
は
天
保
九
年
、
続
い
て
嘉
永
五
年

天
保

一
年
で
あ
り
、
こ
れ
以
外
の
年
は
ほ
と
ん
ど

二
度
の
み

の
登
場
で
あ
っ
た
。
引
用
元
が
原
典
に
確
認
で
き
ず
太
宰
の
加
筆
で

は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
部
分
も
同
様
に
数
え
た
が
、
そ
れ
に

至
つ
て
は
わ
ず
か
二

O
文
程
度
で
あ
っ
た
。

引
用
方
法
の
特
徴
に
つ
い
て
、
山
崎
は
以
下
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

引
用
も
、
幾
日
分
か
を
そ
っ
く
り
緩
め
て
切
り
取
っ
て
き
た
も

の
や
、
逆
に
異
な
る
箇
所
か
ら
切
り
取
っ
て
き
た
断
片
を
幾
つ
も

集
め
て

一
日
分
の
文
章
と
し
て
纏
め
あ
げ
た
も
の
な
ど
さ
ま
ざ

ま
で
あ
る
が

そ
う
し
て
寄
せ
集
め
ら
れ
た
文
章
が
極
め
て
緊
密

な
文
脈
の
な
か
に
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
、
作
者
の
周
到
徽
密

な
計
算
が
働
い
て
い
る
の
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
盲
人
独
笑
」

日
記
部
分
に
お
い
て
『
日
記
』

一
日
分
の
記
録
の

中
か
ら
抜
き
出
さ
れ
る
の
は

一
、
二
文
で
あ
る
こ
と
が
多
く、

そ
れ

ら
の
断
片
的
に
引
用
さ
れ
た
素
材
は
配
列
に
よ
っ
て
新
た
な
文
脈
を

形
成
し
、

ひ
と
つ
の
言
葉
が
ま
っ
た
く
異
な
る
意
味
で
使
用
さ
れ
て

い
る
箇
所
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
例
え
ば

「
盲
人
独
笑
」

四
月

O
日
の

「
こ
よ
ひ
わ
、
な
ぜ
こ
の
や
う
に
、

ね
ら
れ
ぬ
こ
と
か
な
。

わ
け
も
な
い
、
こ
と
ば
か
り
、

は
や
、
う
し
の
こ
く
に

な
る
ら
ん
」
は
、
藤
原
の
指
摘
に
も
あ
る
と
お
り
、
引
用
元
で
あ
る

お
も
ひ
て
、

『
日
記
』
天
保
八
年
一
一
月
二
二
日
で
は
そ
の
後
に
「
こ
よ
ひ
す
こ

し
ね
む
っ
た
が
わ
る
い
か
」
と
い
う
文
章
が
続
く
。
そ
れ
を
削
り
、

「
あ
す
わ
、
ふ
ね
な
り
」
と
い
う
太
宰
の
加
筆
と
思
わ
れ
る

一
文
に

繋
ぎ
、
さ
ら
に
『
日
記
』
天
保
一

O
年
七
月
二
八
日
に
書
か
れ
た
不

) 5) 

安
な
心
持
の
和
歌
を
続
け
て
配
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
寝
過
ぎ
に

よ
る
寝
つ
き
の
悪
さ
の
記
録
が
旅
行
へ
の
不
安
の
記
録
に
書
き
換
え

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

異
な
る
年
に
書
か
れ
た
文
章
を
ま
と
め
上
げ
て
い
る
こ
れ
ら
の
手

法
が
「
盲
人
独
笑
」
の
前
年
に
発
表
し
て
高
評
価
を
得
た
「
女
生
徒
」

の
そ
れ
と
極
め
て
似
通
っ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
は
、
高
橋
広
満
が
指
摘
し
て
い
る
。
「女
生
徒
」
は
太
宰
の

(
『
文
学
界
』
、

一
九
三
九
・
四
)



愛
読
者
で
あ
っ
た
女
学
生
・
有
明
淑
の
約
三
ヶ
月
分
の
日
記
か
ら
引

用
し
た
文
章
を
凝
縮
し
、

一
日
の
う
ち
に
起
こ
っ
た
出
来
事
と
し
て

再
構
成
す
る
形
で
成
り
立
っ
て
い
た
。

そ
し
て

「
盲
人
独
笑
」
も
、

約
四
四
年
間
を
一
年
に
再
構
成
し
て
い
る
。
高
織
は
そ
の

「
発
想
」

の
類
似
を
指
摘
し

そ
れ
ら
を
「
時
間
の
極
端
な
凝
縮
に
よ
っ
て
物

語
の
カ
を
拡
大
し
よ
う
と
い
う
野
心
」
と
す
る
。
そ
の
ほ
か
に
も
「
盲

人
独
笑
」
と
「
女
生
徒
」
は
そ
の
構
成
に
つ
い
て
多
く
の
共
通
点
を

持
つ
。
「
女
生
徒
」
に
お
け
る
日
記
引
用
部
分
は
全
体
の
「
九
割
近
く
」

に
上
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
が
、
「
盲
人
独
笑
」
も
加
筆
箇
所
が
極
め

て
少
な
い
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
女
生

徒
」
で
も
太
宰
は
文
章
を
一
日
の
日
記
の
中
か
ら
一
、

二
文
の
み
と

い
う
極
め
て
短
い
形
で
抜
き
出
し
、
異
な
る
日
付
か
ら
抜
き
出
し
た

記
録
を
順
不
同
に
繋
ぎ
合
わ
せ
て
引
用
元
と
は
異
な
る
意
味
を
持
つ

文
脈
を
形
成
さ
せ
る
方
法
を
採
っ
て
い
た
。
例
え
ば
有
明
淑
の
奏
で

る
あ
ま
り
上
手
で
な
い
ウ
ク
レ
レ
の
音
色
を
叔
母
が
か
ら
か
う

「お

ゃ
、
雨
か
な
?
雨
だ
れ
の
音
が
聞
こ
え
る
ね
」
と
い
う
言
葉
は
、

「女

生
徒
」

で
は
母
親
の
言
葉
と
な
り
彼
女
の
母
親
へ
の
日
頃
の
不
満
を

述
べ
る
文
脈
の
中
へ
挿
入
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

母
親
が
自
分
を

子
供
扱
い
し
て
い
る
様
子
を
表
す
言
葉
へ
と
変
化
し
て
い
る
。
こ
れ

は

「
こ
よ
ひ
わ
、
な
ぜ
こ
の
や
う
に
、
ね
ら
れ
ぬ
こ
と
か
な
」
で
用

い
ら
れ
て
い
た
方
法
と
全
く
同
じ
も
の
で
あ
る
。
原
典
の
文
章
を
細

か
な
断
片
に
分
節
し
て
再
構
成
す
る
こ
と
で
新
た
な
像
を
結
ぶ
と
い

う
こ
の
手
法
は
絵
画
の
コ
ラ
ー
ジ
ュ
に
通
じ
る
も
の
で
あ
り
、
呂
田
人

独
笑
」

の
執
筆
に
お
い
て
体
得
し
た
こ
の
コ

は
前
年
の

「
女
生
徒
」

一フ

l
ジ
ユ
的
手
法
を
再
び
存
分
に
使
用
し
て
書
き
上
げ
た
作
品
で
あ

る
と
言
え
る
。

再
構
成
さ
れ
た
配
列
に
よ
っ
て
素
材
本
来
の
意
味
を
変
え
て
い
く

コ
ラ
ー
ジ
ュ
的
手
法
は
、
太
宰
に
よ
る
加
筆
部
分
が
ほ
と
ん
ど
存
在

し
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
「
女
生
徒
」
と
同
様
に
原
典
に
は
な
い
新
た
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な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
「
盲
人
独
笑
」

の
中
に
生
み
出
す
こ
と
に
成
功
し

て
い
る
。
そ
れ
は
先
行
研
究
が
示
す
と
お
り

一
月
一
九
日
に
「
い

で
は
ら
九
一
ろ
う
」
に
会
う
場
面
、

そ
し
て
「
こ
ま
つ
や
の
、

お
fJ' 

や
」
と
の

「
秘
め
た
る
交
情
」

の
二
つ
で
あ
る
。
し
か
し
天
保
八
年

一
月
二
九
日
に
「
い
で
は
ら
九
一
ろ
う
」
に
会
っ
た
こ
と
は
事
実
、

和
歌
も
実
際
に
葛
原
勾
当
の
作
で
天
保
二
二
年
一
二
月
二
日
の

『
日

記
』
に
記
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
「
し
ん
が
ん
(
心
眼
)
な
る
べ

し
」
と
感
嘆
さ
れ
る
言
葉
と
そ
れ
に
対
す
る
葛
原
勾
当
の

「
を
か
し

な
こ
と
ぢ
や
」
と
い
う
感
想
が
付
け
加
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
晴



限
者
に
は
理
解
で
き
な
い
盲
人
の
感
受
性
が
印
象
づ
け
ら
れ
て
い
る

が
、
そ
の
他
の
コ
ラ
ー
ジ
ュ
部
分
か
ら
大
き
く
外
れ
た
創
作
上
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
と
ま
で
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
す
る
と
太
宰
の
全
く
の
創

作
と
言
え
る
部
分
は
「
お
か
や
」

の
話
だ
け
で
あ
り
、
太
宰
が

『日

記
』
と
の
間
で
最
も
大
き
く
変
化
さ
せ
た
部
分
、

「
盲
人
独

つ
ま
り

笑
」
に
お
け
る
太
宰
の
創
作
性
の
核
は
そ
こ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
。前

述
の
と
お
り
、
太
宰
は
自
ら
の
施
し
た
こ
れ
ら
の

「
あ
と
か
き
」
に
て
突
如
告
白
す
る
。
彼
は

「
不
還
の
私
の
、
虚
構
」

を
「
ゆ
る
し
て
、
い
た
だ
き
た
い
」
「
美
し
け
れ
ば
こ
そ
、
手
も
、
つ

「
細
工
」
を

け
た
く
な
っ
た
の
だ
。
た
だ
な
ら
ぬ
共
感
を
覚
え
た
か
ら
、
こ
そ

細
工
を
ほ
ど
こ
し
て
み
た
く
な
っ
た
の
だ
」
と
い
う
不
自
然
な
箇
所

に
読
点
が
打
た
れ
た
し
ど
ろ
も
ど
ろ
の
言
葉
で
弁
明
す
る
。
し
か
し
、

謝
り
な
が
ら
も
こ
れ
は
「
原
本
に
於
て
は
、

必
ず
し
も
、
事
実
で
無

い
」
が

「
私
に
於
て
は
、
ゆ
る
が
ぬ
真
実
」
で
あ
り
「
四
十
余
年
間

の
日
記
の
全
生
命
を
伝
え
得
た
つ
も
り
」
だ
と
言
う
。
こ
れ
ら
の

「細

工
」
は
な
ぜ
「
全
生
命
を
伝
え
得
」
る
と
い
え
る
の
か
。
こ
れ
を
も

っ

て
太
宰
が
伝
え
た
か
っ
た
「
全
生
命
」
と
は
何
な
の
か
。

ま
た
、
こ
の
告
白
の
存
在
は
同
様
の
手
法
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
て

い
た
「
女
生
徒
」
と
の
差
異
を
決
定
的
な
も
の
に
も
し
て
い
る
。
ヱ
亡

人
独
笑
」
が

「
細
工
」

の
事
実
を
本
文
中
に
明
記
し
て
い
る
の
に
対

し
、
「
女
生
徒
」
の
引
用
元
の
日
記
の
存
在
は
太
宰
の
夫
人
・
津
島
美

知
子
が
太
宰
の
死
後
に
出
版
し
た
『
回
想
の
太
宰
治
』
(
一
九
七
八

玉
、
人
文
書
院
)
に
「
S
子
さ
ん
の
日
記
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
た

の
み
で
あ
り
、
初
出
当
時
は
公
表
さ
れ
ず
、
膨
大
な
引
用
の
事
実
は

『資
料
集
第
一
緒

有
明
淑
の
日
記
』
(
二
0
0
0
・二
、
青
森
県
文
学

協
会
)
が
発
行
さ
れ
る
ま
で
明
ら
か
に
さ
れ
な
か
っ
た
。

つ
ま
り
二

つ
の
作
品
は
、
「
細
工
」
の
告
白
の
有
無
に
お
い
て
全
く
異
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
両
者
に
お
け
る
違
い
は
、
単
純
に
一
方
の

日
記
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の
書
き
手
が
あ
る
程
度
の
著
名
人
で
既
に
臼
記
が
出
版
さ
れ
て
お
り
、

も
う
一
方
は
全
く
の
無
名
の
人
物
で
あ
っ
た
た
め
に
生
じ
た
も
の
で

あ
ろ
う
か
。
無
論
そ
れ
も
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
だ

け
と
は
考
え
に
く
い
。
な
ぜ
な
ら
「
盲
人
独
笑
」
に
お
い
て
、
「
細
工
」

が
あ
る
こ
と
は
関
係
者
に
断
っ
て
お
く
必
要
が
あ
っ
て
も
、

そ
の
一

つ
が
「
こ
ま
つ
や
の
、

の
物
語
で
あ
る
こ
と
ま
で
は
指
摘

お
か
や
」

し
て
お
く
必
要
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
具
体
的
な
箇
所
は
明
か
さ
な

い
も
の
の
若
干
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
含
ま
れ
て
い
る
、
と
い
う
文
章

を
添
え
る
ほ
う
が
、

ト
リ
ッ
ク
を
暴
く
と
い
う
意
味
で
の
読
者
の
輿



味
は
増
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
太
宰
は

「
あ
と
か
き
」
と
い
う

作
品
の
最
後
の
部
分
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
告
白
を
し
た
の
だ
ろ
う

，カ

こ
こ
か
ら
は
太
宰
の
読
ん
だ
『
日
記
』
本
文
の
考
察
か
ら
そ
の
「
全

生
命
」

の
本
質
を
探
り
、

「
細
工
」
が
ど
の
よ
う

そ
れ
ら
を
太
宰
の

に
扱
っ
て
い
る
の
か
、
そ
の
方
法
の
必
然
性
を
追
う
こ
と
に
し
た
い
。

盲
人
が
な
ぜ
日
記
を
書
く
か

「
盲
人
独
笑
」

日
記
部
分
と
『
日
記
』
の
内
容
は
、
両
者
と
も
葛

原
勾
当
の
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
平
凡
な
日
常
が
中
心
と
な
る
。
訪
ね

て
く
る
弟
子
に
稽
古
を
つ
け
、
時
に
は
遠
方
へ
足
を
延
ば
し
て
地
方

の
弟
子
の
出
稽
古
を
す
る
。
雨
が
降
れ
ば
歯
を
痛
み
、
暑
く
な
れ
ば

不
平
を
言
い
、
寒
く
な
れ
ば
風
邪
を
引
き
、
時
に
は
遊
び
過
ぎ
て
か

え

っ
て
「
た
い
く

つ
」
な
ど
と
言
う
。
劇
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
加
筆

が
新
た
に
い
く
ら
で
も
可
能
で
あ
っ
た
は
ず
の

「
盲
人
独
笑
」

で
も

大
き
な
出
来
事
と
い
え
ば
「
お
か
や
」

の
こ
と
程
度
で
あ
り
、
記
録

し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
重
要
な
事
件
等
は
見
当
た
ら
な
い
と

い
う
古
川
で
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
は
共
通
し
て
い
る
。
ど
の
弟
子
に
何
の

曲
を
指
導
し
た
か
と
い
う
記
録
を
除
い
て
は

記
憶
を
目
的
と
し
た

文
章
が
見
当
た
ら
な
い
の
も
特
徴
で
あ
る
。
自
分
の
書
い
た
文
章
を

読
む
こ
と
が
で
き
な
い
葛
原
勾
当
に
と
っ
て
日
記
が
記
憶
の
た
め
の

記
録
で
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
自
ら
は
日
記
の
読
者
に
は
な
り

国
守
ヤ
ふ
パ
O

J
Y
4
1

可
J

・，、

そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
日
記
を
書
く
目
的
は
何
だ
っ
た
の
か

と
い
う
疑
問
は
、
『
日
記
』
を
前
に
し
た
全
て
の
人
の
胸
に
必
ず
浮
か

び
上
が
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

自
分
で
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
『
日
記
』
は
第

三
者
を
読
者
と
し
て
想
定
し
て
書
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

般
的

に
は
個
人
的
な
記
録
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
日
記
と
い
う
媒
体
も
、

時
に
第
三
者
の
閲
覧
を
想
定
し
て
書
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
特
に
作
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家
の
日
記
は
そ
の
傾
向
が
強
く
、
自
分
の
死
後
に
出
版
さ
れ
る
こ
と

を
想
定
し
た
筆
者
に
よ
っ
て
多
く
の
切
り
取
り
ゃ
補
記
の
挿
入
を
施

さ
れ
た
永
井
荷
風
の
『
断
腸
亭
日
乗
』
は
最
も
有
名
な
そ
の
例
で
あ

る
。
ま
た
、
作
品
の
素
材
と
す
る
た
め
に
日
記
を
つ
け
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
作
家
も
あ
る
よ
う
で
、
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
や
そ
ン
ゴ
メ
リ

は
自
伝
小
説
の
テ
ク
ス
ト
に
日
記
か
ら
の
引
用
が
多
く
確
認
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
直
接
的
・
間
接
的
問
わ
ず
、

い
ず
れ
公
表
す
る

こ
と
を
想
定
し
て
書
か
れ
た
日
記
の
多
く
は
説
明
的
内
容
に
偏
り
が



ち
で
あ
る
と
い
う
傾
向
を
持
つ
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
目
的
は
、
書
き
手

の
生
活
と
関
わ
り
を
持
た
な
い
読
者
が
読
ん
で
も
因
ら
な
い
よ
う
に

す
る
た
め
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
『
日
記
』
は
、
読
者
に
対
し
て
親
切
な
読
み
物
と
は

言
い
難
い
。
例
え
ば
「
盲
人
独
笑
」

の
七
月
一

O
日
に
は

「
ネ
土
り
。

て
り
も
せ
ず
、
ふ
り
も
せ
ず
。
そ
し
て
、
わ
し
わ
、
す
ま

ぬ
こ
と
を
し
た
わ

い
。
あ
や
ま
り
、
あ
や
ま
り
」
と
一
言
う
記
述
が
あ

あ
し
く
。

る
。
句
読
点
等
の
修
正
は
あ
る
が
、
こ
れ
は
『
日
記
』
天
保
八
年
八

月
二
八
日
か
ら
引
用
し
た
文
章
で
あ
る
。

「す
ま
ぬ
こ
と
」
の
内
容
は

引
用
の
際
に
外
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
原
典
の
『
日
記
』
に
も
書
か

れ
て
い
な
い
。
葛
原
勾
当
が
何
を
し
た
の
か
は
元
々
説
明
が
な
さ
れ

て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
記
述
は
、
『
日
記
』
の
持
つ
あ
る

種
の
性
質
を
表
し
て
い
る
。
も
し
第
三
者
に
『
日
記
』

を
読
ま
せ
る

予
定
や
、
第
三
者
か
ら
理
解
を
得
た
い
と
い
う
目
的
が
あ
る
の
だ
と

す
れ
ば
、
彼
は
も
っ
と
詳
細
な
事
情
の
説
明
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

し
か
し
彼
は
こ
こ
で
記
述
を
終
え
て
い
る
。
こ
れ
は
彼
が
第

t

、O

J
J
E
I
V
 

三
者
に
よ
る
『
日
記
』

の
閲
覧
を
想
定
し
て
い
な
い
こ
と
、
『
日
記
』

が
第
三
者
に
情
報
を
提
供
す
る
媒
体
で
は
な
い
こ
と
の
表
れ
で
あ
ろ

ぅ
。
も
ち
ろ
ん
多
く
の
日
記
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
葛
原
勾
当
も

思
う
こ
と
全
て
を

『
日
記
』
に
印
字
し
て
い
た
と
は
思
え
な
い
。
彼

の
場
合
は
特
に
、
自
分
に
は
読
め
な
い
が
周
囲
に
は
読
め
る
文
字
と

い
う
手
段
を
用
い
て
記
録
を
つ
け
て
い
る
以
上
、
読
ま
れ
て
し
ま
っ

た
場
合
を
想
定
し
、
あ
る
種
の
自
己
規
制
を
行
い
な
が
ら
書
い
て
い

た
可
能
性
は
あ
る
だ
ろ
う
。
「
す
ま
ぬ

こ
と
」

の
内
実
は
、
記
さ
な
か

っ
た
の
で
は
な
く
記
せ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
し
て

も
、
葛
原
勾
当
が
読
者
の
存
在
を
意
識
し
て
い
た
な
ら
ば
も
っ
と
詳

細
な
説
明
を
施
す
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
せ
る
よ

う
な
説
明
不
足
の
箇
所
が
『
日
記
』
全
体
に
多
く
存
在
す
る
。
そ
し

て
こ
れ
ら
に
は
補
足
説
明
と
し
て
多
く
の
注
釈
が
編
者
に
よ
っ
て
加

え
ら
れ
て
い
る
。
『
日
記
』
が
彼
に
と
っ
て
読
み
返
し
て
推
敵
す
る
こ
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と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
『
日
記
』
の
第
三
者
に
不

親
切
な
記
述
の
多
さ
は
そ
れ
を
彼
が
他
人
に
読
ま
せ
よ
う
と
は
し
て

い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て

「
盲
人
独
笑
」

と
し
て
太
宰
に
加
工
を
施
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
に
も
、
太
宰
は
そ
の
作

そ
れ
ら
の
部
分
に
補
足
的
な

文
章
を
付
け
加
え
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
太
宰
は
個
人
的

業
が
可
能
で
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、

な
記
録
と
し
て
の
『
日
記
』
の
性
質
、

そ
の
よ
う
な
『
日
記
』
を
書

い
た
葛
原
勾
当
の
姿
勢
を
尊
重
し
て
い
る
。



で
は
読
者
の
い
な
い
文
章
を
延
々
と
書
き
続
け
る
目
的
と
は
何
な

の
か
。

そ
れ
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
手
が
か
り
に
し
た
い
の
は
さ
目

人
に
と
っ
て

「書
く
」
と
は
何
な
の
か
》
と
い
う
聞
い
で
あ
る
。

九
四

0
年
代
と
い
う
盲
学
校
教
育
の
草
分
け
の
時
代
か
ら
三

O
年
以

上
に
わ
た
り
県
立
山
形
盲
学
校
に
勤
務
し
て
い
た
鈴
木
栄
助
は
、

の
著
書
『
あ
る
盲
学
校
教
諭
の
三
十
年
』
(
一
九
七
八
・
六
、
岩
波
書
庖
)

に
て
以
下
の
よ
う
に
語
る
。

視
覚
刺
激
が
断
ち
切
ら
れ
て
い
る
盲
児
た
ち
は
、
所
在
な
い
ま

ま
に
、
眼
に
指
を
つ
っ
こ
ん
だ
り
、
貧
乏
ゆ
す
り
を
し
た
り
、
視

力
の
多
少
残
っ
て
い
る
子
は
眼
前
で
手
を
振
る
な
ど
盲
児
特
有
の

し
ぐ
さ
に
時
間
を
も
て
あ
ま
し
て
い
る
。
こ
れ
は
意
識
の
内
面
化

現
象
と
も
考
え
ら
れ
る
し
、
心
的
機
能
か
ら
み
れ
ば
退
行
現
象
と

も
見
倣
さ
れ
よ
う
。
さ
ら
に
極
端
に
な
る
と
、
あ
た
か
も
起
き
て

い
る
の
か
眠
っ
て
い
る
の
か
も
分
か
ら
な
い
白
昼
夢
を
見
て
い
る

か
の
よ
う
な
表
情
に
出
会
う
こ
と
が
あ
る
。
精
神
医
学
で
傾
眠
と

い
っ
て
い
る
状
態
、
す
な
わ
ち
強
い
刺
激
を
与
え
ら
れ
た
時
だ
け

精
神
反
応
が
あ
っ
て
、
放
置
す
る
と
す
ぐ
眠
っ
て
し
ま
う
意
識
水

準
を
思
わ
せ
る
場
合
さ
え
あ
る
。

中
途
失
明
の
場
合
も
、
そ
の
形
は
異
な
っ
て
い
て
も
自
己
喪
失

と
い
う
点
で
は
共
通
点
が
あ
る
。
人
生
半
ば
に
し
て
失
明
す
る
と

そ

い
う
こ
と
は
、
視
覚
的
に
文
化
へ
の
道
を
閉
ざ
さ
れ
た
こ
と
を
意

味
す
る
。
こ
の
悲
し
い
事
態
に
自
己
の
姿
を
見
失
い
、
無
為
無
策

の
中
に
傷
心
を
募
ら
せ
る
。
傷
心
は
焦
心
を
呼
ん
で
、
自
己
喪
失

は
自
己
否
定
へ
と
エ
ス
カ
レ
ー
ト
す
る
こ
と
が
あ
る
。
無
意
識
と

意
識
の
差
は
あ
っ
て
も
、
自
己
の
存
在
を
見
失
っ
て
い
る
こ
と
に

変
わ
り
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
状
態
に
陥
っ
た
盲
児
に
「
人
間
存
在
の
美
し
さ
」
に

156 

気
づ
か
せ

「
人
間
存
在
を
肯
定
し
、
人
間
性
を
回
復
さ
せ
る
」

の
カ2

盲
児
教
育
の
基
盤
で
あ
る
と
著
者
は
続
け
る
。
そ
の
教
育
ス
テ
ッ
プ

は
次
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
る
。
第
一
段
階
「
(
1
)
外
界
に
目
覚
め
た

人
間
へ
の
道
」

で
は
、

野
山
の
散
策
な
ど
、
無
意
識
に
避
け
て
い
た

外
界
に
あ
え
て
身
を
置
く
。
外
界
に
ふ
れ
る
こ
と
で
そ
の
存
在
を
認

識
し
、
逆
に
抵
抗
も
受
け
る
こ
と
で
自
己
の
存
在
に
も
気
づ
く
。
続

い
て
第
二
段
階
「
(
2
)
社
会
的
関
連
づ
け
へ
の
道
」
で
は
日
常
の
中

で

「さ
わ
る
」
(
能
動
)
と
「
さ
わ
ら
れ
た
」
(
受
動
)
と
い
う
活
動

を
繰
り
返
し
、
物
体
の
客
観
性
を
知
覚
し
社
会
構
成
を
学
ん
で
い
く
。



そ
し
て
第
三
段
階
「
(
3
)

対
人
関
連
づ
け
へ
の
道
」
で
、
亡
園
児
は
初

め
て
点
字
等
の
言
語
活
動
の
機
能
に
目
を
向
け
る
。
時
間
は
要
す
る

が
、
そ
の
活
動
を
通
し
て
児
童
は
「
言
葉
は
人
が
お
互
い
に
意
思
を

伝
達
し
あ
う
反
応
体
系
と
し
て
の
機
能
H

対
人
間
と
の
伝
達
機
能
」

と
「
個
人
の
思
想
や
動
作
を
助
け
る
意
思
反
応
体
と
し
て
の
機
能
H

個
人
内
に
お
け
る
伝
達
機
能
と
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
」
。

こ
こ
で
盲
児
が
「
痛
い
ほ
ど
」
感
じ
る
の
は
「
主
体
は
自
己
だ
と
い

で
あ
る
と
い
う
。

-
フ
こ
と
」

著
者
の
言
う
「
対
人
間
と
の
伝
達
機
能
」
と
は
、
言
語
の
役
割
と

し
て
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
機
能
を
示
す
も

の
だ
ろ
う
。
彼
ら
は
点
字
を
読
む
こ
と
を
学
び
、
触
覚
や
音
声
等
で

は
物
理
的
に
届
か
な
い
場
所
か
ら
の
細
か
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
け
取

る
衝
撃
を
体
験
す
る
。
さ
ら
に
書
く
こ
と
を
学
び
、
声
よ
り
も
細
か

さ
と
永
続
性
を
帯
び
た
機
能
的
な
方
法
で
相
手
に
考
え
を
伝
え
る
能

カ
を
身
に
つ
け
る
。
で
は
も
う
一
方
の

「
個
人
内
に
お
け
る
伝
達
機

能
」
と
は
何
か
。
こ
れ
は
、
あ
る
意
思
を
持
ち
特
定
の
行
動
を
取
り

た
い
と
思
う
自
己
を
「
反
応
体
」
と
し
て
客
観
的
に
発
見
す
る
機
能

の
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
。
自
己
の
内
部
に
あ
る
も
の
が
言
語
と
い

う
社
会
化
さ
れ
た
形
式
に
変
換
さ
れ
る
時
、

そ
れ
ら
は
主
体
側
か
ら

も
客
観
的
に
捉
え
な
お
す
こ
と
の
で
き
る
存
在
と
し
て
自
己
か
ら
切

り
離
さ
れ
て
自
立
す
る
。

つ
ま
り
盲
児
は
、
言
葉
を
通
し
て
改
め
て

自
ら
が
伝
え
よ
う
と
し
た
内
面
を
客
観
視
し
、
さ
ら
に
は
社
会
に
そ

の
一
言
葉
を
投
げ
出
し
た

「
反
応
体
」
と
し
て
の
自
己
の
客
観
的
な
姿

を
も
認
識
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
文
字
を
獲
得
す
る
こ
と
で

「
主
体
的
に
生
き
る
社
会
的
責
任
」
を
自
覚
し
た
と
き
、
盲
児
た
ち

は
「
自
己
確
立
川
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
し
た
も
同
然
」
と
著
者
は
語

る

こ
の
第
三
段
階
で
盲
児
た
ち
が
獲
得
し
て
い
く
も
の
は
、
葛
原
勾

当
が
日
記
を
書
き
続
け
る
理
由
と
通
じ
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
文
章
を
「
書
く
」
能
力
の
取
得
と
精
神
的
な
自
立
の
関
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係
は
、

た
と
え
読
む
こ
と
が
で
き
な
く
て
も

「書
く
」
こ
と
に
熱
中

す
る
葛
原
勾
当
の
目
的
を
一
示
す
よ
う
に
思
え
る
。

日
本
語
の
点
字
が

ま
だ
誕
生
し
て
い
な
い
時
代
に
生
き
た
彼
の
印
字
は
自
分
で
は
読
み

返
す
こ
と
の
で
き
な
い
不
完
全
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
彼
は
あ
の
木

製
活
字
を
手
に
し
た
時
、

言
葉
を
刻
み
込
む
主
体
と
し
て
の
自
己
を

手
に
し
た
と
言
え
る
。
肉
体
的
困
難
を
伴
い
な
が
ら
も
記
し
続
け
る

日
々
の
作
業
は
、
彼
に
と
っ
て
は
刻
印
者
と
し
て
の
自
己
の
主
体
性

を
毎
日
確
認
す
る
作
業
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
記
録



が
絶
対
に
書
き
残
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
は
思
え
な
い
よ
う

な
平
凡
な
内
容
で
あ
る
こ
と
が
、
「
書
く
」
こ
と
そ
の
も
の
が
彼
の
目

的
で
あ
っ
た
こ
と
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。
こ
の
記
録
の
積
み
重

ね
こ
そ
が
彼
の
生
き
た
証
で
あ
り
、
そ
の
彼
の
姿
こ
そ
が
日
記
の
「
全

生
命
」
な
の
で
あ
る
。
太
宰
が

「
盲
人
独
笑
」

日
記
部
分
を
葛
原
勾

当
の
極
め
て
個
人
的
な
記
録
で
あ
る
と
い
う
性
質
か
ら
逸
脱
さ
せ
な

か
っ
た
こ
と
が
、
「
四
十
余
年
」
の
葛
原
勾
当
の
姿
勢
を
そ
の
ま
ま
「
盲

人
独
笑
」
に
生
か
し
て
い
る
。
そ
の
単
調
な
文
章
の
背
後
で
自
身
を

見
つ
め
る
葛
原
勾
当
の
切
実
な
視
線
を
、
読
者
は
感
じ
取
ら
ず
に
は

い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

四

恋
の
記
述
と
「
真
実
」

し
か
し
、
『
日
記
』
の
個
人
的
で
な
お
か
つ
葛
原
勾
当
の
険
し
い
白

意
識
の
見
え
隠
れ
す
る
性
質
を
そ
の
ま
ま
に
し
た
も
の
の
、
太
宰
は

一
つ
の
恋
を
担
造
し
て
い
る
。
「
四
十
余
年
間
の
全
生
命
を
伝
え
」
る

た
め
の
加
工
に
な
ぜ
恋
の
担
造
と
い
う
「
虚
構
」
が
入
っ
た
の
か
。

そ
し
て
そ
れ
は
な
ぜ
恋
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

「
盲
人
独
笑
」

日
記
部
分
の

「
お
か
や
」
と
の
交
情
が
太
宰
の
創

作
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
葛
原
勾
当
の

恋
の
記
録
そ
の
も
の
が
『
日
記
』
中
に
全
く
存
在
し
な
い
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
。
実
は
天
保
八
年
か
ら
一

O
年
頃
ま
で
の
『
日
記
』
に

は
、
「
あ
る
ひ
と
」
と
い
う
人
物
に
関
す
る
記
述
や
そ
の
人
物
に
宛
て

る
恋
歌
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
「
あ
る
ひ
と
」
が
何
者
で
あ
る
の
か

は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、

そ
の
人
物
が
「
お
か
や
」

で
あ
る
か
否
か
に

つ
い
て
は
断
定
不
能
で
あ
る
が
、
太
宰
が
こ
こ
に
「
お
か
や
」

の
物

語
の
着
想
を
得
た
可
能
性
は
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の

「
あ
る
ひ
と
」
に

関
す
る
記
述
を
見
る
限
り
、

二
人
の
関
係
が
始
ま
っ
た
の
は
天
保
八

年
以
前
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
。
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
こ
の
天
保
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八
年
の
時
点
で
葛
原
勾
当
は
す
で
に
結
婚
し
て
い
た
と
い
う
事
実
で

あ
る
。
天
保
七
年
、
彼
は
近
隣
に
住
む
庄
屋
田
中
彦
左
衛
門
(
母
親

の
実
父
の
長
男
)
の
娘
ア
サ
と
結
婚
し
、
以
後
二
男
一
女
を
も
w

つ
け
て

い
る
。
だ
が
妻
の
名
は
『
日
記
』
全
体
を
通
し
て
一
度
も
登
場
し
な

い
。
一

夫
一
婦
制
が
確
立
し
て
い
る
時
代
で
な
い
と
は
い
え
、
盲
人

の
彼
が
結
婚
し
た
背
景
に
彼
の
生
家
の
血
縁
関
係
が
影
響
し
て
い
る

こ
と
は
ア
サ
の
出
身
家
か
ら
も
明
確
で
あ
り
、
記
録
か
ら
う
か
が
え

る
葛
原
勾
当
と
「
あ
る
ひ
と
」

の
間
に
あ
る
様
子
が

し
か
し
本
稿
で
こ
の
恋

〈
秘
め
た
恋
〉

そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
納
得
が
い
く
。



を
取
り
上
げ
る
の
は
二
人
の
間
柄
を
糾
弾
す
る
こ
と
が
目
的
な
の
で

は
な
い
。
こ
の
恋
は
、
『
日
記
』
が
弟
子
に
よ
る
代
筆
で
あ
っ
た
天
保

八
年
以
前
と
葛
原
勾
当
の
手
に
よ
る
記
録
と
な
っ
た
天
保
八
年
以
降

を
ま
た
ぐ
存
在
で
あ
る
。
代
筆
期
と
自
筆
期
の
二
種
類
の
日
記
に
お

け
る
記
述
の
対
比
は
、

日
記
に
恋
を
記
す
こ
と
の
意
味
を
明
確
に
し

て
い
る
。

天
保
七
年

丙
申
正
月
よ
り

琴
・
三
味
線
稽
古
覚

正
月
六
日
。
井
原
行
。

同
十
四
日
。
八
尋
戻
ル
。

同
十
五
日
。
服
部
永
谷
行
。
さ
ら
へ

。

同
廿
二
日
。
百
谷
、

一
ノ
井
出
行
。
稽
古
。
友
千
鳥
。

同
廿
七
日
。
八
尋
帰
宅
。

一
一
月
二
日
。
大
江
、

田
郷
へ
行
。
琴
、
夕
顔
。

あ
ヤ
キ
ぬ
。
稲
木
、
倉
沼
一
内
稽

〆
。
問
、
鳥
追
。

〆
。
三
味
線
、
袖
の
露
。
琴
、

古
。
六
段
。

以
上
は
天
保
七
年
、
代
筆
期
の
『
日
記
』
で
あ
る
。
外
出
先
や
稽

古
内
容
の
み
が
記
さ
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
代
筆
期
の
記
録
に
は

全
体
を
通
し
て
歌
は
挿
入
さ
れ
ず
、
葛
原
勾
当
の
雑
感
も
記
さ
れ
て

い
な
い
。
す
で
に
始
ま
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

「
あ
る
ひ
と
」
と

の
関
係
も
当
然
な
が
ら
登
場
し
な
い
。

他
人
を
媒
介
と
す
る
代
筆
は

楽
で
あ
る
が
、
他
人
の
視
線
を
想
定
し
た
上
で
記
す
内
容
は
制
限
を

免
れ
な
い
。

一
方
で
困
難
を
伴
い
な
が
ら
も
木
製
活
字
を
用
い
る

と
で
、
葛
原
勾
当
は
他
人
の
視
線
を
避
け
て
内
容
上
の
制
限
を
取
り

払
う
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
こ
の
恋
の
記
述
の
登
場
に
は
、
自
力
で

の
印
字
に
よ
っ
て
葛
原
勾
当
が
自
己
解
放
の
場
を
獲
得
し
た
こ
と
が

最
も
端
的
に
表
わ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
「
盲
人
独
笑
」
で
は
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さ
ら
に
そ
の
恋
を
臓
な
も
の
か
ら
「
お
か
や
」
と
い
う
対
象
や
そ
の

交
情
の
経
緯
が
決
定
さ
れ
た
明
確
な
も
の
に
加
工
す
る
こ
と
で

そ

の
存
在
を
強
調
し
て
い
る
。

太
宰
は

「お
か
や
」
と
の
関
係
を
コ
葛
原
勾
当
日
記
」
原
本
に
於

て
は
、
必
ず
し
も
、
事
実
で
無
い
」
と
し
な
が
ら
も
、
「
私
に
於
て
は
、

ゆ
る
が
ぬ
真
実
」
と
す
る
。
確
か
に
弟
子
と
師
匠
の
恋
を
担
造
で
あ

り
、
「
事
実
」
で
は
な
い
。
し
か
し
、
恋
と
い
う
秘
め
事
を
日
記
に
綴

る
こ
と
の
で
き
る
自
立
し
た
盲
人
の
姿
は
ま
ぎ
れ
も
な
い

「
世
具
申
尖
」

で
な
の
で
あ
る
。
〈
秘
め
た
恋
〉
に
焦
点
化
す
る
こ
と
に
は
、
盲
人
が



「
書
く
」
力
を
得
て
自
立
し
、
変
化
し
た
こ
と
を
明
確
に
す
る
効
果

が
あ
っ
た
。

の
葛
原
勾
当
は
「
お
か
や
」
と
の
関
係
性
が
不
吉

な
方
向
に
傾
い
た
こ
と
を
恩
わ
せ
る
「
お
か
や
、
ひ
と
り
寝
。
さ
み

「
盲
人
独
笑
」

せ
ん
に
て
」
と
い
う
記
述
の
翌
日
、
こ
の
よ
う
に
記
す
。
「
け
い
こ
、

つ
ら
き
め
に

あ
い
た
る
こ
と
か
。

つ
カ

あ
い
す
み
。

判
剖
。
四
そ
く
(
足
)
か
な
わ
ず
。
い
わ
れ
ず
。
き
こ
ゑ
ず
。
た
だ
、

た
だ
、
見
ゆ
る
ば
か
り
で
。
ふ
ふ
」
(
傍
線
は
引
用
者
。
太
宰
に
よ
る
加

筆
部
分
を
一
ホ
す
)
。
ほ
と
ん
ど
が
『
日
記
』
か
ら
の
引
用
で
成
り
立
つ

っ
か
れ
た
」
と
、
印
象
的
な
笑
い
声
「
ふ

ふ
つ
ふ
つ
、

て
い
る
が
、
「
ふ
つ
ふ
つ
、

ふ
」
だ
け
は
『
日
記
』
に
見
当
た
ら
な
い
。
何
も
か
も
が
思
う
よ
う

に
な
ら
な
い
辛
い
状
況
に
疲
れ
切
っ
た
人
の
唇
か
ら
漏
れ
る
低
い
笑

い
声
は
、
何
か
異
様
な
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
。
苦
し
み
の
中
で
涙
で

は
な
く
笑
い
が
漏
れ
る
時
、
そ
れ
は
悶
え
る
自
分
へ
の
自
虐
の
状
態

だ
ろ
う
。
題
名
と
も
関
連
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
の

独
笑
」

は
、
〈
秘
め
た
恋
〉
を
誰
に
も
言
え
な
い
自
分
自
身
を
噺
笑
う
声
の
よ

う
に
響
く
。〈
秘
め
た
恋
〉
に
苦
し
む
自
己
を
「
書
く
」
力
の
獲
得
は
、

誰
に
も
侵
さ
れ
な
い
自
立
し
た
立
場
で
恋
の
苦
し
み
を
密
か
に
吐
き

出
し
、

そ
ん
な
惨
め
な
姿
の
客
観
視
し
自
虐
し

「
独
笑
」
す
る
空
間

の
獲
得
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
独
笑
」
す
る
声
こ
そ
が
、
「
書
く
」
力
に

よ
っ
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ァ
イ
し
た
葛
原
勾
当
の
姿
そ
の
も
の
な
の

で
あ
る
。

以
上
を
ふ
ま
え
た
時
、
改
め
て
太
宰
が
そ
の

「
虚
構
」
を
隠
す
こ

と
な
く
示
し
た
理
由
も
自
ず
か
ら
わ
か
る
よ
う
で
も
あ
る
。
「
細
工
」

を
施
し
た
箇
所
を
太
宰
が
明
ら
か
に
し
た
の
は
そ
れ
が
露
見
し
た
時

で
あ
る
か
否
か
は

の
言
い
訳
だ
け
で
は
な
く
、

そ
も
そ
も
「
虚
構
」

太
宰
に
と
っ
て
問
題
で
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
「
虚
構
」
の
内

実
で
は
な
く
「
虚
構
」
に
よ
っ
て
照
ら
し
出
さ
れ
た
葛
原
勾
当
の
姿

こ
そ
が
『
日
記
』
の
本
質
で
あ
り
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そ
れ
こ
そ
が
太
宰
が

「
細
工
」

に
よ
っ
て
伝
え
た

「
全
生
命
」
な
の
で
あ
る
。

五

他
人
の
言
葉
で
自
己
を
語
る

「
盲
人
独
笑
」

日
記
部
分
は
、
原
典
の
『
日
記
』
の
性
質
を
そ
の

ま
ま
に
残
し
て
各
要
素
を
強
調
す
る
形
で
再
構
成
さ
れ
た
。

し
か
し

こ
の
精
密
な
コ
ラ
ー
ジ
ュ
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
葛
原
勾
当
の

像
に
、
最
後
に
太
宰
は
ひ
と
つ
の
名
前
を
つ
け
る
。
「
そ
こ
に
記
さ
れ

て
あ
る
日
々
の
思
ひ
は
、
他
な
ら
ぬ
私
の
姿
だ
」
。
自
ら
は
ほ
と
ん
ど



加
筆
せ
ず
、
他
人
の
言
葉
の
再
構
成
の
み
で
作
り
上
げ
た
像
を
、
太

宰
は

「
私
の
姿
」
と
呼
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
。
他
人
の
書
い
た
文
章

を
大
量
に
引
用
し
た
罪
を
隠
蔽
し
て
正
当
化
す
る
言
葉
と
も
受
け
取

れ
る
が
、

そ
の
真
意
は
何
だ
ろ
う
か
。

そ
の
頃
の
太
宰
自
身
は
ど
の
よ
う
な
生
活
を
送
っ
て
い
た

ま
ず
、

か
。
「
盲
人
独
笑
」
発
表
の
前
々
年
、
彼
は
前
述
の
津
島
(
旧
姓
石
原
)

美
知
子
と
結
婚
し
て
い
る
。
そ
れ
以
前
は
自
殺
未
遂
や
芥
川
賞
事
件
、

パ
ビ
ナ

l
ル
中
毒
、
精
神
病
院
へ
の
入
院
、
離
婚
な
ど
、
私
生
活
の

ス
キ
ャ
ン
、
ダ
ラ
ス
な
側
面
が
文
壇
で
の
彼
の
評
価
を
暖
め
て
い
た
分

結
婚
以
後
の
健
康
的
な
生
活
は
精
力
的
な
活
動
を
開
始
す
る
大
き
な

き
っ
か
け
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
彼
は
そ
こ
か
ら
す
さ
ま
じ
い
数

一
九
四

O
年
だ
け
で
も
「
盲
人
独
笑
」
を
含
む

一
八
作
品
を
発
表
し
た
。
随
筆
等
を
含
め
た
原
稿
の
執
筆
依
頼
が
急

激
に
増
え
た
の
も
こ
の
頃
で
、
美
知
子
夫
人
は
「
予
定
表
を
作
っ
て

調
整
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
ほ
ど
」
の
注
文
が
来
た
の
は
一
九
三
九

の
作
品
の
執
筆
し

年
の
一
一
、

一
二
月
頃
が
初
め
て
で
あ
っ
た
と
回
想
し
て
い
る
。

し
か
し
猛
烈
な
執
筆
活
動
の
背
後
に
あ
る
の
が
心
身
の
充
実
だ
け

で
は
な
い
と
考
え
る
説
も
当
然
な
が
ら
多
い
。
太
宰
は
結
婚
の
媒
酌

人
で
あ
っ
た
井
伏
鱒
二
に
「
私
も
き
っ
と
い
い
作
家
に
な
り
ま
す
。

お
名
を
は
ず
か
し
め
な
い
や
う
、
高
く
精
進
い
た
し
ま
す
。
(
中
略
)

仕
事
し
ま
す
。
/
遊
び
ま
せ
ぬ
/
う
ん
と
永
生
き
し
て
、
世
の
人
た

ち
か
ら
も
、
立
派
な
男
と
言
は
れ
る
や
う
、
忍
ん
で
忍
ん
で
努
力
い

た
し
ま
す
。
/
(
中
略
)
も
う
十
年

く
る
し
さ
、
制
御
し

少
し

で
も
明
る
い
世
の
中
を
つ
く
る
こ
と
に
、
努
力
す
る
つ
も
り
で
ご
ざ

一
O
)
と
い
う
手
紙
を
宛
て
て
い
る
。

い
ま
す
」
(
一
九
三
九

彼
に
と
っ
て
、
こ
の
結
婚
は
小
説
家
と
し
て
の
師
で
あ
る
井
伏
と
い

う
思
人
に
仲
立
ち
さ
れ
た
、
社
会
的
信
頼
を
失
わ
な
い
た
め
の
最
後

の
手
段
で
も
あ
っ
た
。
安
定
し
た
生
活
を
送
り
作
品
を
確
実
に
書
い

て
い
く
こ
と
を
今
始
め
な
け
れ
ば
、
作
家
と
し
て
の
社
会
的
自
立
は
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不
可
能
で
あ
っ
た
。
当
時
の
太
宰
に
と
っ
て
も
「
書
く
」
力
は
自
立

の
力
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
中
に
も
葛
原
勾
当
と
同
様
に
、
当
時

の
作
品
の
特
徴
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
「
明
る
さ
」
「
か
る
み
」
と
は
裏

腹
な
苦
し
み
、

そ
れ
を
超
え
る
「
書
く
」
こ
と
へ
の
す
さ
ま
じ
い
執

着
が
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
「
書
く
」
力
だ
け
が
両
者
を
社
会
の

中
に
よ
う
や
く
位
置
づ
け
て
い
た
。
そ
し
て
二
人
の
中
に
は
困
難
を

越
え
て
執
着
す
る
だ
け
の
喜
び
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
を
踏

ま
え
た
時
、
初
め
て
葛
原
勾
当
と
太
宰
の
記
す
言
葉
は
重
な
り
、
盲

人
に
共
鳴
し
た
「
そ
こ
に
記
さ
れ
て
あ
る
日
々
の
恩
ひ
は
、
他
な
ら



ぬ
私
の
姿
だ
」
と
い
う
言
葉
の
真
意
が
理
解
さ
れ
る
よ
う
で
も
あ
る
。

ち
な
み
に

「
盲
人
独
笑
」

発
表
の
翌
年
、
太
宰
は

「文
盲
自
噺
」

(
『
琴
』
、

一
九
四
二
・

一
O
)
と
い
う
随
筆
を
発
表
し
て
い
る
。
こ
れ

は

「
盲
人
独
笑
」
を
読
ん
だ
葛
原
十
幽
か
ら
「
え
ち
ご
じ
し
。
九
十
へ

ん
」
の
部
分
を

「
そ
れ
は
聞
き
あ
え
ま
せ
ぬ
太
宰
く
ん
」
と
指
摘
す

る
手
紙
を
も
ら
っ
て
自
ら
の
無
知
を
恥
じ
、
創
作
集
に
編
入
す
る
際

こ
十
品

「
四
き
の
な
が
め
。
琴
に
て
。
三
十
二
へ
ん
」
に
訂
正
す
る
こ

と
に
し
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
「
文
盲
」
と
は
太
宰

の
こ
と
を
指
す
の
だ
ろ
う
。
「
盲
人
独
笑
」
と
「
文
盲
自
噺
」
、
こ

の

二
つ
の
タ
イ
ト
ル
は
単
な
る
言
葉
遊
び
で
は
な
く
、

手
探
り
で
活
字

を
探
す
盲
人

・
葛
原
勾
当
の
独
笑
と
、
文
学
に
対
し
て
依
然
手
探
り

で
あ
る
太
宰
の
自
噺
の
対
比
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
太
宰
は
こ

こ
で
も
執
筆
に
苦
闘
す
る
自
分
を
葛
原
勾
当
に
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
。

さ
ら
に
こ
の

「
盲
人
独
笑」

の
構
成
は

コ
ラ
ー
ジ
ュ
に
よ
っ
て

浮
き
彫
り
に
し
た
盲
人
の
姿
を
最
終
的
に
全
て

「私」

つ
ま
り
太
宰

自
身
の
も
の
と
し
て
回
収
し
て
し
ま
う
効
果
を
持
っ
て
い
る
。
当
初

は
非
売
品
と
し
て
発
行
さ
れ
た
こ
の
『
日
記
』
の
よ
う
に
読
者
が
簡

単
に
手
に
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
文
章
を
原
典
と
し
た
コ
ラ
ー
ジ
ュ

は、

引
用
部
分
と
加
筆
部
分
と
の
境
界
の
区
別
が
不
可
能
で
あ
る
。

そ
こ
に
「
細
工
」
の
事
実
の
告
白
の
み
が
加
え
ら
れ
た
場
合
、
原
典

の
存
在
そ
の
も
の
が
疑
わ
し
く
な
り
、
逆
に
全
て
が
引
用
者
の
創
作

に
す
ら
思
え
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
『
日
記
』
と
そ
の
書
き

手
の
存
在
が
評
伝
と
と
も
に
史
実
と
し
て
最
初
に
提
示
さ
れ
、
実
際

の
日
記
が
作
品
の
大
半
の
紙
面
を
割
い
て
提
示
さ
れ
る
も
の
の
、
最

後
で
行
わ
れ
る
告
白
に
よ
っ
て
今
ま
で
の
記
述
の
信
想
性
が
全
て
奪

い
取
ら
れ
る
。
む
し
ろ
葛
原
勾
当
の
評
伝
が
詳
細
で
あ
っ
た
こ
と
が

な
お
さ
ら
精
巧
な
畏
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の

告
白
を
読
ん
だ
途
端
、
読
者
は
そ
れ
ま
で
の
文
章
全
て
が
太
宰
に
よ

る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
る
だ
ろ
う
。
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丁
寧

な
細
工
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
葛
原
勾
当
、

そ
の

「
書
く
」
こ
と
で

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ァ
イ
す
る
姿
は
、
最
終
的
に
葛
原
勾
当
の
も
の
で

は
な
く
太
宰
の

「
私
」
語
り
に
回
収
さ
れ
、
結
果
と
し
て
太
宰
が
自

身
の
言
葉
を
ほ
と
ん
ど
用
い
ず
に
太
宰
自
身
を
映
し
出
し
て
い
く
も

の
と
な
る
の
で
あ
る
。
「
虚
構
」
が
露
見
し
た
時
の
た
め
の
言
い
訳
や

「虚
構
」
を
超
え
た
真
実
の
存
在
と
し
て
だ
け
で
は
な
い
、
「
告
白
」

が
最
後
に
行
わ
れ
た
理
由
が
こ
こ
に
も
あ
る
。
紹
介
や
盗
作
に
留
ま

ら
ず
原
典
の
執
筆
者
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
を
凌
駕
し
て
い
く
コ
ラ

ー
ジ
ュ
芸
術
の
創
作
性
が
、
こ
の
作
品
の
奇
妙
な
構
成
に
現
れ
て
い



る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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注
2

本
稿
に
お
け
る
「
盲
人
独
笑
」
の
引
用
は
全
て
『
太
宰
治
全
集
』
第
三
巻

(
一
九
七
五
・
九
、
筑
摩
書
一
一
房
)
に
拠
っ
た
。
な
お
、
旧
字
体
は
適
宜
新
字
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体
に
改
め
た
。


