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は
じ
め
に

太
宰
治
「
お
さ
ん
」（『
改
造
』
一
九
四
七
年
一
〇
月
）
は
妻
の
一
人
称
語
り

に
よ
る
作
品
で
あ
り
、「
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
妻
」（『
展
望
』
同
年
三
月
）
と
同
様
に
、

放
蕩
す
る
夫
を
持
つ
妻
の
視
点
か
ら
語
ら
れ
る
女
性
独
白
体
小
説
で
あ
る
。
太

宰
に
お
け
る
女
語
り
に
つ
い
て
関
谷
一
郎
は
「
他
の
作
家
の
追
随
を
許
さ
な
い

〈
女
語
り
〉
の
達
成
は
、
太
宰
文
学
の
特
質
の
ひ
と
つ
で
あ
る
〈
憑
依
〉（
同
一

化
）
の
強
度
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。」（

注
１
）と
指
摘
し
て
い
る
。「
日
本
語
と
い
う

も
の
を
ま
る
で
蛇
つ
か
い
の
よ
う
に
踊
ら
せ
、
腹
話
術
の
よ
う
な
呼
吸
で
、
そ

の
女
た
ち
に
な
り
す
ま
す
こ
と
を
知
っ
て
い
た
」

（
注
２
）と

い
う
見
方
も
あ
る
。
憑
依
、

な
り
す
ま
し
に
よ
る
一
人
称
語
り
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
真
実
と
虚
構
の
両

面
性
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
太
宰
に
と
っ
て
、
作
中
人
物
の
女
性
と
同
一
化
す

る
と
い
う
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
。

「
お
さ
ん
」
は
十
六
編
書
か
れ
た
女
性
独
白
体
小
説
の
う
ち
の
十
五
編
目
の
作

品
で
あ
る
。「
斜
陽
」（『
新
潮
』
一
九
四
七
年
七
～
一
〇
月
）
の
直
後
に
発
表

さ
れ
て
お
り
「
斜
陽
」
と
の
関
係
性
も
極
め
て
重
要
に
思
わ
れ
る
。「
斜
陽
」

と
の
関
わ
り
等
も
確
認
し
な
が
ら
、「
た
ま
し
ゐ
の
、
抜
け
た
ひ
と
の
や
う
に

足
音
も
無
く
玄
関
か
ら
出
て
ゆ
く
」、
手
応
え
の
な
い
夫
を
語
る
妻
の
「
語
り
」

に
耳
を
傾
け
、
な
ぜ
太
宰
が
作
中
人
物
の
女
性
と
同
一
化
し
て
女
性
独
白
体
小

説
を
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
考
察
を
進
め
た
い
。

一
、一
人
称
小
説
と
し
て
の
語
り

そ
も
そ
も
太
宰
は
女
性
独
白
体
小
説
を
い
つ
頃
か
ら
書
き
始
め
た
の
で
あ
ろ

う
か
。「
女
人
創
造
」（
初
出
『
日
本
文
学
』
一
九
三
八
（
昭
和
一
三
）
年
十
一

月
）
で
女
性
の
描
き
方
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

男
と
女
は
、
ち
が
う
も
の
で
あ
る
。（
略
）
日
本
の
作
家
で
、
ほ
ん
た

う
の
女
を
描
い
て
ゐ
る
の
は
、秋
江
で
あ
ら
う
。
秋
江
に
出
て
く
る
女
は
、
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甚
だ
つ
ま
ら
な
い
。「
へ
え
。」
と
か
、「
さ
う
ね
え
。」
と
か
呟
い
て
ゐ
る

ば
か
り
で
、
思
索
的
で
な
い
こ
と
、
お
び
た
だ
し
い
。
け
れ
ど
も
、
あ
れ

は
、
正
確
な
の
で
あ
る
。
謂
は
ば
、
な
つ
か
し
い
現
実
で
あ
る
。（
略
）

女
が
描
け
て
い
な
い
、
と
い
ふ
こ
と
は
、
何
も
、
そ
の
作
品
の
決
定
的
な

不
名
誉
で
は
な
い
。
女
を
描
け
な
い
の
で
は
な
く
て
、
女
を
描
か
な
い
の

で
あ
る
。
そ
こ
に
理
想
主
義
の
獅
子
奮
迅
が
在
る
。
美
し
い
無
知
が
あ
る
。

私
は
、
し
ば
ら
く
、
こ
の
態
度
に
拠
ら
う
と
思
つ
て
ゐ
る
。（
略
）
私
は
、

ひ
と
り
に
な
つ
て
も
、や
は
り
、観
念
の
女
を
描
い
て
ゆ
く
だ
ら
う
。（
略
）

こ
の
ご
ろ
ま
た
、
小
説
を
書
き
は
じ
め
て
、
女
性
を
描
く
の
に
、
多
少
、

秘
法
に
気
が
つ
い
た
。（
略
）
そ
れ
は
、ち
よ
つ
と
、へ
ん
な
作
法
で
あ
る
。

太
宰
は
「
観
念
の
女
を
描
い
て
ゆ
く
」
と
宣
言
し
、
さ
ら
に
「
女
性
を
描
く

の
に
多
少
、秘
法
に
気
が
つ
い
た
。」
と
も
言
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
言
う
「
秘
法
」

と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
太
宰
は
一
九
三
七
年
四
月
に

「H
U

M
A

N

　

LO
ST

」
を
発
表
、
そ
の
後
一
年
半
の
沈
黙
の
後
に
創
作
を
再

開
し
て
い
る
。
再
開
と
は
一
九
三
八
年
九
月
「
満
願
」、
一
〇
月
「
姨
捨
」
を

さ
す
が
、「
燈
籠
」
は
そ
れ
に
先
立
つ
一
年
前
の
一
九
三
七
年
一
〇
月
に
発
表

さ
れ
て
い
る
。「
女
人
創
造
」
の
前
に
発
表
さ
れ
た
の
は
「
燈
籠
」（
一
九
三
七

年
一
〇
月
）、「
満
願
」（
一
九
三
八
年
九
月
）「
姨
捨
」（
一
九
三
八
年
一
〇
月
）

の
三
作
品
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
女
性
を
描
く
「
秘
法
」
を
方
法
と
い
う
言
葉

に
置
き
換
え
る
と
、
作
品
の
一
部
始
終
が
弱
者
の
心
の
表
白
と
し
て
感
情
の
ま

ま
に
語
り
続
け
ら
れ
て
い
く
「
燈
籠
」
の
創
作
〝
方
法
〟
に
辿
り
着
く
。「
燈
籠
」

は
女
性
独
白
体
と
さ
れ
る
文
体
が
最
初
に
用
い
ら
れ
た
作
品
で
あ
る
。
太
宰
が

「
燈
籠
」
に
お
い
て
「
内
的
独
白
」
を
駆
使
し
た
文
体
を
見
出
し
た
こ
と
は
、

大
き
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「
お
さ
ん
」
の
冒
頭
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

た
ま
し
ひ
の
、
抜
け
た
ひ
と
の
や
う
に
、
足
音
も
無
く
玄
関
か
ら
出
て

ゆ
き
ま
す
。
私
は
お
勝
手
で
夕
食
の
後
始
末
を
し
な
が
ら
、
す
つ
と
そ
の

気
配
を
背
中
に
感
じ
、
お
皿
を
取
落
す
ほ
ど
淋
し
く
、
思
は
ず
溜
息
を
つ

い
て
、
す
こ
し
伸
び
あ
が
つ
て
お
勝
手
の
格
子
窓
か
ら
外
を
見
ま
す
と
、

か
ぼ
ち
ゃ
の
蔓
の
う
ね
り
く
ね
つ
て
か
ら
み
つ
い
て
ゐ
る
生
垣
に
沿
っ
た

小
路
を
夫
が
、
洗
ひ
ざ
ら
し
の
白
浴
衣
に
細
い
兵
児
帯
を
ぐ
る
ぐ
る
巻
き

に
し
て
、
夏
の
夕
闇
に
浮
い
て
ふ
は
ふ
は
、
ほ
と
ん
ど
幽
霊
の
や
う
な
、

と
て
も
こ
の
世
に
生
き
て
い
る
も
の
で
は
な
い
や
う
な
、
情
無
い
悲
し
い

う
し
ろ
姿
を
見
せ
て
歩
い
て
行
き
ま
す
。（「
お
さ
ん
」）

冒
頭
の
部
分
は
、
二
文
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
主
語
で
あ
る
「
夫
」
は
、

な
か
な
か
現
れ
な
い
。
二
文
目
の
中
ご
ろ
で
よ
う
や
く
「
ほ
と
ん
ど
幽
霊
の
や

う
な
」
姿
で
登
場
す
る
。
読
者
は
太
宰
の
「
語
り
」
の
妙
に
導
か
れ
、
作
品
の

内
部
へ
と
引
き
込
ま
れ
て
ゆ
く
。
語
り
物
の
呼
吸
と
で
も
い
う
の
だ
ろ
う
か
、

虚
構
だ
と
思
い
な
が
ら
も
「
語
り
」
の
巧
妙
な
仕
組
み
に
は
ま
っ
て
し
ま
う
。

一
人
称
小
説
を
際
立
た
せ
る
「
語
り
」
に
つ
い
て
坂
部
恵
は
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。
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〈
は
な
す
〉
が
、
素
朴
な
、
し
ば
し
ば
内
容
の
真
偽
や
話
者
の
意
図
の
誠

実
不
誠
実
に
無
記
な
行
為
で
あ
る
の
に
引
き
比
べ
て
、〈
か
た
る
〉
が
、

す
で
に
、
意
識
の
屈
折
を
は
ら
み
、
誤
り
、
隠
蔽
、
欺
瞞
さ
ら
に
は
自
己

欺
瞞
に
さ
え
通
じ
る
可
能
性
を
そ
の
う
ち
に
は
ら
ん
だ
、
複
雑
で
、
ま
た

意
識
的
な
統
合
の
度
合
い
の
高
い
、
ひ
と
レ
ベ
ル
上
の
言
語
行
為
で
あ
る

こ
と
を
示
す
も
の
と
み
な
す
。（

注
３
）

さ
ら
に
坂
部
は
〈
騙
る
〉
こ
と
に
つ
い
て
「「
誰
某
を
か
た
る
」
と
い
う
表

現
に
お
い
て
は
、
そ
の
言
語
行
為
の
主
体
は
、
あ
き
ら
か
に
意
図
的
、
意
識
的

に
二
重
化
さ
れ
て
い
る
。「
誰
某
を
か
た
る
」
と
は
、
み
ず
か
ら
の
舌
先
三
寸

の
〈
か
た
り
〉
に
よ
っ
て
、（
本
当
は
そ
う
で
は
な
い
）
誰
某
と
し
て
み
ず
か

ら
を
相
手
に
信
じ
こ
ま
せ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
」「〈
か
た
り
〉
が
、〈
ふ
り
〉

の
一
種
で
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
よ
り
く
わ
し
く
い
え
ば
〈
か
た
り
〉
が
言

語
行
為
と
い
う
象
徴
的
意
味
を
帯
び
た
人
間
の
〈
ふ
る
ま
い
〉
の
レ
ベ
ル
の
系

列
に
お
け
る
一
種
の
、〈
ふ
り
〉
に
ほ
か
な
ら
ぬ
」（

注
４
）と

述
べ
る
。

　
　

 

言
語
行
為
あ
る
い
は
〈
ふ
る
ま
い
〉
一
般
は
、
日
常
の
そ
れ
か
ら
よ
り
演

技
化
さ
れ
あ
る
い
は
儀
式
化
さ
れ
た
次
元
へ
、
あ
る
い
は
、
と
き
に
は
さ

ら
に
俗
な
る
も
の
か
ら
聖
な
る
も
の
の
次
元
に
近
づ
く
。（
略
）
ひ
と
は
、

一
旦
、
日
常
効
用
の
水
平
の
世
界
と
直
交
す
る
記
憶
や
想
像
力
の
垂
直
の

次
元
に
参
入
す
れ
ば
、
そ
こ
で
は
、
す
べ
て
の
形
象
は
、
す
で
に
な
に
ほ

ど
か
神
話
的
色
合
を
帯
び
、
反
対
に
、
遠
い
記
憶
の
底
に
沈
ん
だ
あ
れ
こ

れ
の
神
話
的
形
象
や
元
型
（archetype

）
は
、
日
常
の
記
憶
や
知
恵
の

世
界
に
還
流
す
る
思
い
が
け
な
い
ほ
ど
に
身
近
な
直
接
の
回
路
を
わ
れ
わ

れ
の
心
性
の
う
ち
に
そ
な
え
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
注
５
）

「
お
さ
ん
」の
冒
頭
の
部
分
が
舞
台
の
演
出
を
思
わ
せ
る
よ
う
に
芝
居
が
か
っ

て
み
え
る
の
は
、
妻
の
言
語
行
為
〈
ふ
る
ま
い
〉
が
「
日
常
の
そ
れ
か
ら
よ
り

演
技
化
さ
れ
」て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
な
ど
は
ま
さ
に「
語

り
」
の
効
果
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

近
代
文
学
に
お
け
る
「
語
り
」
に
つ
い
て
は
小
森
陽
一
の
次
の
よ
う
な
発
言

が
あ
る
。「
そ
の
物
語
が
い
か
に
語
ら
れ
て
い
る
の
か
、
い
か
に
書
か
れ
て
い

る
の
か
、い
か
に
提
示
さ
れ
て
い
る
の
か
だ
け
で
は
な
く
て
、ど
う
い
う
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
回
路
の
中
で
語
ら
れ
受
容
さ
れ
て
い
る
の
か
が
「
意
味
の
生

産
」
と
深
い
か
か
わ
り
が
あ
る
。」
こ
れ
は
「
語
り
手
と
聞
き
手
あ
る
い
は
書

き
手
と
読
者
の
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
し
て
、
は
じ
め
て
物
語
り
が

そ
れ
自
身
と
し
て
生
み
出
さ
れ
て
ゆ
く
」

（
注
６
）と

い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。「
語
り
」

が
意
識
の
屈
折
を
は
ら
み
、「
誤
り
、
隠
蔽
、
自
己
欺
瞞
」
に
通
じ
る
言
語
行

為
で
あ
り
な
が
ら
、
一
人
称
小
説
に
お
け
る
語
り
は
書
き
手
と
読
者
の
間
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
し
て
物
語
を
作
り
上
げ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

ま
た
安
藤
宏
は
、
一
人
称
小
説
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

一
人
称
の
小
説
と
い
う
と
、
ど
う
し
て
も
自
己
語
り
だ
と
い
う
先
入
観
か

ら
抜
け
出
せ
な
い
よ
う
な
所
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
あ
ら
か
じ
め
「
自
己
」
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が
あ
っ
て
そ
れ
に
そ
っ
て
小
説
が
つ
く
ら
れ
て
い
く
わ
け
で
は
な
い
。
逆

に
一
人
称
と
い
う
装
置
を
通
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
立
ち
上

げ
て
き
て
し
ま
っ
た
歴
史
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。（

注
７
）

「
お
さ
ん
」
と
い
う
作
品
は
ど
の
よ
う
に
立
ち
上
げ
ら
れ
、
読
者
に
騙
り
か

け
る
こ
と
が
出
来
た
の
か
、
小
森
、
安
藤
両
氏
の
論
を
ふ
ま
え
て
「
お
さ
ん
」

に
お
け
る
「
語
り
」
を
物
語
に
沿
っ
て
み
て
み
よ
う
。
妻
は
ど
の
よ
う
に
夫
を

語
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

二
、
妻
と
夫
の
心
の
内

「
お
さ
ん
」
は
三
章
か
ら
成
っ
て
い
る
。「
一
」
で
は
「
た
ま
し
ゐ
の
、
抜
け

た
ひ
と
の
や
う
に
、
足
音
も
無
く
玄
関
か
ら
出
て
行
く
夫
」
に
つ
い
て
妻
は
愛

人
の
元
へ
行
く
と
決
め
つ
け
て
い
る
。「
よ
い
夫
、
や
さ
し
い
夫
」
で
あ
っ
た

の
が
、
妻
子
が
疎
開
先
か
ら
引
き
上
げ
て
「
四
箇
月
振
り
で
夫
と
逢
っ
た
時
、

夫
の
笑
顔
が
ど
こ
や
ら
卑
屈
で
、
さ
う
し
て
、
私
の
視
線
を
避
け
る
や
う
な
、

お
ど
お
ど
し
た
お
態
度
で
、・
・
・
」
そ
れ
が
「
こ
の
世
の
ひ
と
の
妻
と
し
て
、

何
よ
り
も
つ
ら
い
或
る
事
な
の
で
す
。」と
明
か
す
。こ
の
よ
う
な
文
脈
の
中
で
、

夫
の
女
性
関
係
は
具
体
的
に
は
な
に
も
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
読
者
は
愛
人
の

存
在
を
推
測
す
る
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
書
き
手
と
読
者
の
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
成
立
し
た
こ
と
を
物
語
る
。
勤
め
て
い
た
雑
誌
社
の
解
散
後
、
新
し

く
出
版
社
を
起
こ
し
た
が
、
こ
れ
も
失
敗
し
て
気
力
を
な
く
し
た
夫
が
夜
帰
ら

な
い
か
ら
と
い
っ
て
愛
人
が
い
る
と
は
限
ら
な
い
。

「
ど
う
せ
お
帰
り
に
な
ら
な
い
夫
の
蒲
団
を
、
マ
サ
子
の
蒲
団
と
並
べ
て
敷

い
て
、
そ
れ
か
ら
蚊
帳
を
吊
り
な
が
ら
、
私
は
悲
し
く
、
く
る
し
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。」
と
夫
の
不
在
の
事
実
を
「
何
よ
り
も
つ
ら
い
或
る
事
」
に
結
び
つ
け
、

「
二
」
へ
と
続
く
。
妻
の
「
語
り
」
は
、
一
方
的
に
思
い
の
た
け
、
悲
嘆
が
饒

舌
に
語
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
夫
は
と
い
え
ば
玄
関
か
ら
そ
っ
と
出
て
ゆ
く
姿

だ
け
が
語
ら
れ
る
。

「
二
」
に
お
い
て
、
翌
日
の
昼
少
し
前
、「
ど
ろ
ぼ
う
の
や
う
な
日
蔭
者
く
さ

い
」
夫
が
帰
っ
て
き
て
、
妻
に
思
わ
ず
頭
を
さ
げ
る
の
を
「
あ
あ
、
夫
も
、
く

る
し
い
の
だ
ら
う
、
と
思
つ
た
ら
、
い
ぢ
ら
し
さ
に
胸
が
一
ぱ
い
に
な
り
」
と

い
う
く
だ
り
に
は
夫
を
待
ち
わ
び
て
い
た
妻
の
す
が
た
を
よ
り
明
瞭
に
読
み
取

る
こ
と
が
出
来
る
。
三
畳
間
の
茶
の
間
で
表
面
的
に
は
平
和
な
一
家
団
欒
が
始

ま
る
が
、「
や
は
り
気
ま
づ
く
、
夫
は
私
の
視
線
を
避
け
て
」
い
る
。
さ
ら
に

妻
は
濡
れ
手
拭
い
で
不
器
用
に
か
く
さ
れ
た
夫
の
顎
の
下
の
む
ら
さ
き
色
の
蛾

の
形
の
あ
ざ
に
反
応
し
、
あ
ざ
の
原
因
を
「
何
よ
り
も
つ
ら
い
或
る
事
」
に
つ

な
げ
よ
う
と
す
る
。お
隣
の
ラ
ジ
オ
か
ら
フ
ラ
ン
ス
の
国
歌
が
流
れ
て
き
た
時
、

初
め
て
夫
の
心
の
内
が
語
ら
れ
る
。

「
バ
ス
チ
ー
ユ
の
ね
、
牢
獄
を
攻
撃
し
て
ね
、
民
衆
が
ね
、
あ
ち
ら
か
ら

も
こ
ち
ら
か
ら
も
立
ち
上
が
つ
て
、
そ
れ
以
来
、
フ
ラ
ン
ス
の
、
春
か
う

ろ
う
の
花
の
宴
が
永
遠
に
、
永
遠
に
だ
よ
、
永
遠
に
失
は
れ
る
事
に
な
つ

た
の
だ
け
ど
ね
、
で
も
、
破
壊
し
な
け
れ
ば
い
け
な
か
つ
た
ん
だ
、
永
遠
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に
新
秩
序
の
、
新
道
徳
の
、
再
建
が
出
来
な
い
事
が
わ
か
つ
て
ゐ
な
が
ら

も
、
そ
れ
で
も
破
壊
し
な
け
れ
ば
い
け
な
か
つ
た
ん
だ
、（
略
）
革
命
の

完
成
と
い
ふ
も
の
は
、
永
遠
に
出
来
な
い
事
か
も
し
れ
な
い
、
し
か
し
、

そ
れ
で
も
革
命
を
起
こ
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
ん
だ
、
革
命
の
本
質
と
い

ふ
も
の
は
そ
ん
な
具
合
ひ
に
、
か
な
し
く
て
、
美
し
い
も
の
な
ん
だ
、
そ

ん
な
事
を
し
た
つ
て
何
に
な
る
と
言
つ
た
っ
て
、
そ
の
か
な
し
さ
と
、
美

し
さ
と
、
そ
れ
か
ら
、
愛
、・
・
・
・
・
・
」

と
言
い
な
が
ら
夫
は
泣
い
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
妻
の
「
語
り
」
は
夫
の
言

葉
を
引
き
継
い
で
次
の
よ
う
に
続
く
。

夫
は
、
革
命
の
た
め
に
泣
い
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
い
え
、
で
も
、

フ
ラ
ン
ス
に
於
け
る
革
命
は
、
家
庭
に
於
け
る
恋
と
、
よ
く
似
て
ゐ
る
の

か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
か
な
し
く
て
美
し
い
も
の
の
為
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
ロ

マ
ン
チ
ッ
ク
な
王
朝
を
も
、
ま
た
平
和
な
家
庭
を
も
、
破
壊
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
つ
ら
さ
、
そ
の
夫
の
つ
ら
さ
は
、
よ
く
わ
か
る
け
れ
ど
も
、
し

か
し
、
私
だ
っ
て
夫
に
恋
を
し
て
い
る
の
だ
、
あ
の
、
昔
の
紙
治
の
お
さ

ん
で
は
な
い
け
れ
ど
も
・
・
・

「
革
命
の
本
質
と
い
ふ
も
の
は
そ
ん
な
具
合
い
に
、
か
な
し
く
て
、
美
し
い

も
の
な
ん
だ
」
と
言
う
夫
に
対
し
て
妻
は
「
フ
ラ
ン
ス
に
於
け
る
革
命
は
、
家

庭
に
於
け
る
恋
と
、
よ
く
似
て
ゐ
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
か
な
し
く
て
美
し

い
も
の
の
為
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
王
朝
も
、
ま
た
平
和
な
家
庭

を
も
、
破
壊
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
つ
ら
さ
、
そ
の
夫
の
つ
ら
さ
は
、
よ
く
わ

か
る
け
れ
ど
も
」
と
続
け
る
。

妻
は
「
フ
ラ
ン
ス
に
於
け
る
革
命
」
を
「
家
庭
に
於
け
る
恋
」
に
な
ぞ
っ
て
、

そ
の
結
果
「
平
和
な
家
庭
を
も
、
破
壊
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
語
る
が
、

そ
れ
は
「
夫
は
浮
気
を
し
て
い
て
私
を
捨
て
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
自
分

の
推
論
に
引
き
付
け
て
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。妻
の
そ
の
態
度
は
、「
誤
り
、

隠
蔽
、
自
己
欺
瞞
」
を
地
で
行
っ
て
る
か
の
よ
う
だ
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
つ
い

て
は
夫
の
恣
意
的
な
解
釈
も
あ
り
夫
婦
間
の
齟
齬
は
広
が
っ
て
ゆ
く
ば
か
り
で

あ
る
。
夫
と
妻
の
や
り
と
り
の
ち
ぐ
は
ぐ
さ
の
中
に
演
じ
て
い
る
言
葉
が
虚
し

く
行
き
交
い
、真
実
が
ま
る
で
見
え
て
こ
な
い
。
し
か
し
、「
運
を
天
に
ゆ
だ
ね
、

た
だ
夫
の
恋
の
風
の
向
き
の
変
る
の
を
祈
つ
て
、
忍
従
し
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
事
な
の
で
せ
う
か
。」
と
言
い
な
が
ら
、「
子
供
が
三
人
も
あ
る
の
で
す
。
子

供
の
た
め
に
も
、
い
ま
さ
ら
夫
と
、
わ
か
れ
る
こ
と
も
な
り
ま
せ
ぬ
。」
と
本

心
が
露
呈
さ
れ
る
。
ど
う
あ
が
い
て
も
自
ら
の
現
実
に
向
き
合
う
し
か
な
い
妻

の
こ
と
ば
は
、
敗
戦
後
を
受
け
止
め
、
折
り
合
い
を
つ
け
て
生
き
て
ゆ
く
し
か

な
か
っ
た
太
宰
に
も
重
な
る
も
の
が
あ
る
。
太
宰
が
戦
後
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の

節
操
の
な
さ
に
批
判
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、「
パ
ン
ド

ラ
の
匣
」
の
一
文
と
「
苦
悩
の
年
鑑
」
に
戦
後
の
太
宰
の
心
の
揺
れ
を
み
る
こ

と
が
で
き
る
。

日
本
に
於
い
て
今
さ
ら
昨
日
の
軍
閥
官
僚
を
攻
撃
し
た
つ
て
、
そ
れ
は
自

由
思
想
で
は
な
い
。
便
乗
思
想
で
あ
る
。
真
の
自
由
思
想
家
な
ら
、
い
ま
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こ
そ
何
を
置
い
て
も
叫
ば
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
事
が
あ
る
。（
略
）「
天
皇
陛

下
万
歳
！
こ
の
叫
び
だ
。
昨
日
ま
で
は
古
か
つ
た
。
し
か
し
、
今
日
に
お

い
て
は
最
も
新
し
い
自
由
思
想
だ
。「
パ
ン
ド
ラ
の
匣
」（『
河
北
新
報
』

一
九
四
五
年
一
〇
月
～
一
九
四
六
年
一
月
）

ど
う
な
る
の
だ
。
私
は
そ
れ
ま
で
既
に
、
四
度
も
自
殺
未
遂
を
行
つ
て

ゐ
た
。
さ
う
し
て
や
は
り
、
三
日
に
一
度
は
死
ぬ
こ
と
を
考
え
た
。「
苦

悩
の
年
鑑
」（『
新
文
藝
』
一
九
四
六
年
六
月
）

山
崎
正
純
は
一
九
四
六
年
前
半
の
太
宰
の
戦
後
思
想
の
変
化
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「
王
の
処
刑
を
ふ
く
む
革
命
の
実
行
」
と
い
う
主
体
的
決
断
を
な
し
得
な

い
ま
ま
「
配
給
さ
れ
た
自
由
」
に
あ
り
つ
き
生
き
な
が
ら
え
る
こ
と
へ
の

自
己
処
罰
が
、
彼
等
に
共
通
の
認
識
で
あ
る
か
ら
だ
。「
王
の
処
刑
」
を

な
し
得
な
い
者
は
、
生
き
な
が
ら
え
た
そ
の
生
に
お
い
て
、
自
ら
を
不
断

に
「
処
刑
」
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
倫
理
性
の
重
さ
そ

の
も
の
か
ら
逃
れ
切
る
、ど
こ
ま
で
も
軽
薄
な
生
き
ざ
ま
を
通
じ
て
、失
っ

た
も
の
の
大
き
さ
を
訴
え
続
け
る
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
。

昭
和
二
十
一
年
前
半
期
を
境
界
領
域
と
し
て
、
太
宰
の
戦
後
思
想
が
変
化

す
る
の
は
、
こ
の
屈
折
を
含
ん
だ
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
受
け
手
の
不
在
、
言
い

か
え
れ
ば
、
決
定
的
な
無
力
感
を
強
烈
な
倫
理
性
へ
と
読
み
替
え
る
ま
な

ざ
し
の
社
会
的
規
模
で
の
消
滅
と
い
う
事
態
に
相
即
し
て
い
る
。

（
注
８
）

太
宰
の
戦
後
思
想
に
お
け
る
認
識
は
、
押
し
付
け
ら
れ
た
民
主
主
義
つ
ま
り

「
配
給
さ
れ
た
自
由
」
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
自
己
処
罰
か
ら

ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
ど
こ
ま
で
も
軽
薄
な
生
き
ざ
ま
を
通
じ
て
、

失
っ
た
も
の
の
大
き
さ
を
訴
え
続
け
る
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
を
発
し
な
が
ら

も
受
け
手
の
不
在
に
よ
り
無
力
感
の
深
淵
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た

と
い
う
結
果
に
繋
が
る
。
こ
れ
は
ま
た
「
た
ま
し
ゐ
の
、
抜
け
た
ひ
と
」
の
よ

う
な
「
お
さ
ん
」
の
夫
の
生
き
方
に
重
ね
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

三
、「
お
さ
ん
」
と
「
斜
陽
」

山
内
祥
史
の
解
題
に
よ
る
と
「
お
さ
ん
」
は
、「
斜
陽
」（『
新
潮
』

一
九
四
七
年
七
～
一
〇
月
）
の
直
後
に
発
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

「
お
さ
ん
」は「
斜
陽
」脱
稿
の
あ
と
執
筆
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
よ
う
。「
お

さ
ん
」
の
な
か
に
、「
夏
の
夕
闇
」「
お
盆
」「
お
盆
の
特
配
」「
け
ふ
は
巴

里
祭
」「
七
月
十
四
日
」「
毎
日
、
毎
日
、
暑
い
日
が
続
き
ま
し
た
」「
夏

の
月
」「
暑
気
に
負
け
た
」「
炎
天
つ
づ
き
」
と
い
っ
た
記
述
が
散
見
す
る
。

こ
の
作
中
の
季
節
感
か
ら
い
え
ば
、「
お
さ
ん
」
三
十
枚
は
、
七
月
中
旬

か
ら
下
旬
ま
で
の
頃
に
、
執
筆
脱
稿
し
た
の
で
は
な
い
か
。

（
注
９
）
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「
斜
陽
」
脱
稿
の
あ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
何
ら
か
の
形
で
「
斜
陽
」
の
陰

を
引
き
ず
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。「
二
」
で
は
「
革
命
」「
蛇
」、
と
い

う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
登
場
す
る
。「
革
命
」
と
は
「
斜
陽
」
を
想
起
さ
せ
、「
蛇
」

も
「
斜
陽
」
に
と
っ
て
意
味
深
い
言
葉
で
あ
る
。

先
の
山
崎
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
王
の
処
刑
を
ふ
く
む
革
命
の
実
行
」
を
自
由
の
主
体
化
の
課
題
と
一

体
的
に
実
現
す
る
こ
と
が
、GH

Q
支
配
の
配
給
自
由
主
義
の
も
と
で
実

現
不
可
能
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
深
い
無
力
感
す
ら
失
わ
れ
て
い

く
と
い
う
の
が
、
戦
後
民
主
主
義
的
言
説
の
形
成
期
に
入
っ
た
昭
和

二
十
一
年
前
半
期
以
降
の
太
宰
の
認
識
で
あ
っ
た
。）

（（

（
注

失
っ
た
も
の
の
大
き
さ
を
訴
え
続
け
る
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
持
ち
な
が

ら
、
受
け
手
の
不
在
に
よ
り
「
そ
の
深
い
無
力
感
す
ら
失
わ
れ
て
」
い
っ
た
太

宰
は
革
命
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
太
宰
は
昭
和
二
十
二
年

六
月
二
日
発
行
の
「
人
民
し
ん
ぶ
ん
」
第
百
九
十
号
に
「
恋
と
革
命
を
語
る
人

気
作
家
ダ
ザ
イ
氏
訪
問
記
」
の
見
出
し
で
発
表
さ
れ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
次
の

よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「
恋
ほ
ど
お
い
し
い
も
の
は
な
い
ん
で
す
ね
、
そ
し
て
恋
を
し
て
い
る
と
、

革
命
を
考
え
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
る
、
恋
と
革
命
は
非
常
に
密
接

な
関
係
を
持
つ
て
い
て
、
き
り
は
な
せ
な
い
も
ん
な
ん
で
す
。」

）
（（

（
注

こ
の
中
で
太
宰
は
「
恋
と
革
命
」
が
切
り
離
せ
な
い
と
答
え
て
い
る
。
革
命

の
本
質
を
恣
意
的
に
解
釈
し
た
「
お
さ
ん
」
の
夫
と
同
様
に
、
深
い
無
力
感
の

後
の
開
き
直
り
と
も
と
れ
る
一
言
と
い
え
る
。「
斜
陽
」、「
お
さ
ん
」
か
ら
「
恋

と
革
命
」
の
記
述
の
あ
る
部
分
を
抽
出
し
て
み
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

・
・
・
敗
戦
後
、
私
た
ち
は
世
間
の
お
と
な
を
信
頼
し
な
く
な
つ
て
何
で

も
あ
の
ひ
と
た
ち
の
言
ふ
事
の
反
対
の
は
う
に
本
当
の
生
き
る
道
が
あ
る

や
う
な
気
が
し
て
き
て
、
革
命
も
恋
も
、
実
は
こ
の
世
で
最
も
よ
く
て
、

お
い
し
い
事
で
、
あ
ま
り
い
い
事
だ
か
ら
、
お
と
な
の
ひ
と
た
ち
は
意
地

わ
る
く
私
た
ち
に
青
い
葡
萄
だ
と
嘘
つ
い
て
教
え
て
い
た
の
に
違
い
な
い

と
思
ふ
や
う
に
な
つ
た
の
だ
。
私
は
確
信
し
た
い
。
人
間
は
恋
と
革
命
の

た
め
に
生
ま
れ
て
来
た
の
だ
。（「
斜
陽
」）

フ
ラ
ン
ス
に
於
け
る
革
命
は
、
家
庭
に
於
け
る
恋
と
、
よ
く
似
て
ゐ
る
の

か
も
知
れ
ま
せ
ん
。（「
お
さ
ん
」）

「
斜
陽
」
で
「
人
間
は
恋
と
革
命
の
た
め
に
生
ま
れ
て
来
た
の
だ
。」
と
語
る

か
ず
子
に
と
っ
て
「
恋
と
革
命
」
は
、「
こ
の
世
で
最
も
よ
く
て
、
お
い
し
い

事
で
、
あ
ま
り
に
い
い
事
だ
か
ら
、
お
と
な
の
ひ
と
た
ち
は
意
地
わ
る
く
私
た

ち
に
青
い
葡
萄
だ
と
嘘
つ
い
て
教
え
て
い
た
の
に
違
い
な
い
」
と
言
う
。「
お

さ
ん
」
の
「
革
命
」
の
認
識
と
は
明
ら
か
に
相
違
す
る
。
し
か
し
、「
お
さ
ん
」

の
作
中
に
は
「
革
命
」
と
い
う
言
葉
が
、
十
六
回
も
現
れ
る
。「
革
命
」
と
い
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う
言
葉
の
指
示
性
、
暗
示
性
と
も
と
れ
る
が
、
こ
こ
に
は
「
配
給
さ
れ
た
自
由
」

に
囚
わ
れ
た
太
宰
に
お
け
る
戦
後
思
想
へ
の
強
い
こ
だ
わ
り
が
あ
る
と
み
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。「
お
さ
ん
」
の
「
蛇
」、「
斜
陽
」
の
「
蝮
」
に
つ
い
て
の
記
述

は
次
の
通
り
で
あ
る
。

ね
む
れ
な
い
の
で
す
。
隣
室
の
夫
も
、
ね
む
れ
な
い
様
子
で
、
溜
息
が
聞

え
、
私
も
思
は
ず
溜
息
を
つ
き
、
ま
た
、
あ
の
お
さ
ん
の
、

女
房
の
ふ
と
こ
ろ
に
は

鬼
が
棲
む
か

あ
あ
あ

蛇
が
棲
む
か

と
か
い
ふ
嘆
き
の
歌
が
思
い
出
さ
れ
、
夫
が
起
き
て
私
の
部
屋
へ
や
つ
て

来
て
、
私
は
か
ら
だ
を
固
く
し
ま
し
た
が
・
・
・（「
お
さ
ん
」）

さ
う
し
て
私
の
胸
に
は
蝮
が
宿
り
、お
母
さ
ま
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
太
り
、

自
分
で
お
さ
へ
て
も
お
さ
へ
て
も
太
り
、
あ
あ
、
こ
れ
が
た
だ
季
節
の
せ

ゐ
だ
け
の
も
の
で
あ
つ
て
く
れ
た
ら
よ
い
、・
・
・（「
斜
陽
」）

「
お
さ
ん
」の
嘆
き
の
歌
に
出
て
く
る
女
房
の
ふ
と
こ
ろ
に
棲
む「
蛇
」と「
斜

陽
」の
か
ず
子
の
胸
に
宿
る「
蝮
」と
は
同
一
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。「
お
さ
ん
」

の
夫
は
妻
の
「
懐
の
蛇
」
に
気
づ
か
な
い
。「
二
」
で
は
「
夫
が
起
き
て
私
の

部
屋
へ
や
っ
て
来
て
」、「
か
ら
だ
を
固
く
し
」
た
私
は
、
自
分
の
見
当
違
い
に

気
づ
か
さ
れ
、「
三
」で
は
夫
の
蚊
帳
に
は
い
っ
て
行
っ
た
妻
に
対
し
て
夫
は「
エ

ク
ス
キ
ュ
ウ
ズ
、
ミ
イ
」
と
は
ぐ
ら
か
す
。
文
脈
か
ら
み
て
も
夫
は
妻
の
「
懐

の
蛇
」
に
気
づ
か
な
い
は
ず
は
な
い
の
だ
が
。
し
か
し
、
そ
の
す
ぐ
後
で
、
懐

に
蛇
を
抱
え
た
妻
は
い
と
も
簡
単
に
「
道
徳
な
ん
て
ど
う
だ
っ
て
い
い
、
た
だ

少
し
で
も
、
し
ば
ら
く
で
も
、
気
持
ち
の
楽
な
生
き
方
を
し
た
い
」
と
方
向
を

転
換
し
よ
う
と
す
る
。

 〈
懐
に
棲
む
蛇
〉
と
は
何
の
謂
い
で
あ
ろ
う
か
。（
略
）
鬼
も
蛇
も
い
な
い
の

に
夫
は
近
づ
か
な
い
と
い
う
悲
嘆
で
あ
る
。「
蛇
」
と
は
夫
へ
の
恨
み
辛
み

な
ど
、
諸
々
の
マ
イ
ナ
ス
感
情
の
謂
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
状
態
を
、
妻
を
肌

身
近
く
寄
せ
る
気
の
失
せ
た
夫
の
側
か
ら
推
し
量
る
な
ら
、
外
の
女
に
対
す

る
妻
の
嫉
妬
が
、
懐
に
あ
る
と
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

）
（（

（
注

辻
本
千
鶴
は
、「
蛇
」
と
は
「
夫
へ
の
恨
み
辛
み
な
ど
、
諸
々
の
マ
イ
ナ
ス

感
情
の
謂
い
」
で
あ
り
、「
妻
の
嫉
妬
」
が
懐
に
あ
る
と
述
べ
る
。
し
か
し
、

本
当
に
そ
れ
だ
け
だ
ろ
う
か
。
常
に
待
ち
受
け
る
位
置
し
か
与
え
ら
な
い
女
性

は
、
道
徳
の
範
疇
で
抑
圧
と
葛
藤
に
裏
打
ち
さ
れ
た
生
を
生
き
る
こ
と
を
余
儀

な
く
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
不
条
理
の
思
い
が
「
蛇
」
と
い
う
形
に
成
形
さ
れ
て
心

の
内
奥
に
潜
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
か
ず
子
の
胸
に
宿
っ
た
蝮
も

同
じ
よ
う
に
自
ら
の
手
に
負
え
な
い
も
の
の
所
産
な
の
で
あ
ろ
う
。

前
田
愛
は
「
作
品
の
な
か
に
封
じ
こ
め
ら
れ
て
い
る
空
間
は
、
作
中
人
物
の
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生
の
地
平
を
開
示
し
、
限
定
す
る
枠
組
な
の
で
あ
る
。」

）
（（

（
注

と
述
べ
る
が
、
こ
れ

を
「
お
さ
ん
」「
斜
陽
」
の
作
品
の
空
間
に
置
き
換
え
る
と
、
そ
こ
に
登
場
す

る
「
蛇
」
や
「
蝮
」
は
「
作
中
人
物
の
生
の
地
平
を
開
示
し
、限
定
す
る
枠
組
」

と
し
て
捉
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。「
蛇
」
や
「
蝮
」
も
「
革
命
」
と
同
じ
よ

う
に
こ
と
ば
の
指
示
性
、
暗
示
性
と
し
て
の
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。

四
、「
お
さ
ん
」
と
い
う
文
字
記
号
（
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
）

「
お
さ
ん
」
と
い
う
文
字
記
号
（
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
）
に
つ
い
て
は
「
タ
イ

ト
ル
自
身
が
、
す
で
に
物
語
の
内
容
全
体
に
対
し
て
読
者
に
あ
る
指
示
を
与
え

て
い
る
。」

）
（（

（
注

と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
題
名
の
「
お
さ
ん
」
は
「
心
中
天
網
島
」

の
妻
「
さ
ん
」
か
ら
き
て
い
る
。「
お
さ
ん
」
と
い
う
文
字
記
号
は
作
品
全
体

に
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
だ
ろ
う
か
。

辻
本
千
鶴
が
い
う
よ
う
に
「
近
松
の
「
天
の
網
島
」
が
美
し
い
の
は
、
相
互

の
敵
対
を
定
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
〈
内
の
女
〉
と
〈
外
の
女
〉
が
、
ひ
と
り

の
男
を
間
に
お
い
て
、
互
い
に
「
義
理
」
を
立
て
合
う
か
ら
で
」
あ
り
、「
小

春
と
治
兵
衛
は
、
ふ
た
り
で
添
い
た
い
情
と
、
お
さ
ん
へ
の
義
理
の
板
挟
み
か

ら
死
を
選
ぶ
」

）
（（

（
注

か
ら
で
あ
る
。

「
心
中
天
網
島
」
と
比
較
し
た
青
木
京
子
の
論
考
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

「
た
ま
し
ゐ
の
、
抜
け
た
ひ
と
の
よ
う
に
、
足
音
も
無
く
玄
関
か
ら
出

て
ゆ
き
ま
す
。」
と
発
話
者
が
一
人
称
の
女
性
で
あ
り
、
太
宰
特
有
の
一

人
称
独
白
体
、す
な
わ
ち
〈
女
性
語
り
〉
の
作
品
で
あ
る
。『
心
中
天
網
島
』

も
導
入
部
で
は「
今
宵
は
誰
か
。
呼
子
鳥
。
お
ぼ
つ
か
な
く
も
行
燈
の
影
、

行
違
ふ
女
郎
の　

ヤ
小
春
様
か
、
な
ん
と
い
の
。」
と
、
発
話
者
は
無
人

称
の
〈
義
太
夫
語
り
〉
で
あ
る
。〈
語
り
〉
に
違
い
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、

ど
ち
ら
も
リ
ズ
ム
の
あ
る
〈
語
り
〉
の
手
法
を
用
い
て
い
る
。
語
の
レ
ベ

ル
で
の
一
致
も
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、「
お
さ
ん
」
の
夫
は
、「
た
ま
し
ゐ

の
、
抜
け
た
ひ
と
」
で
あ
り
、『
心
中
天
網
島
』
は
、（
玉
し
ゐ
抜
け
て
と

ぼ
ぐ
う
か
う
か
く
と
な
り
、〈
魂
の
抜
け
殻
〉
の
よ
う
な
夫
像
が
窺
え
る
。

嘆
き
の
心
情〈
女
房
の
ふ
と
こ
ろ
に
は
鬼
が
棲
む
か
蛇
が
棲
む
か
〉も
、「
あ

あ
あ
・
・
・
」
の
節
回
し
を
除
け
ば
一
致
す
る
。

さ
ら
に
、
手
紙
（
遺
書
）
質
入
れ
等
も
共
通
点
と
い
え
る
。

）
（（

（
注

　
青
木
の
論
考
は
「
お
さ
ん
」
と
の
最
大
の
相
違
点
と
し
て
「
心
中
天
網
島
」

の
妻
像
を
あ
げ
て
い
る
。「『
心
中
天
網
島
』
の
お
さ
ん
は
利
発
で
優
し
く
、

〈
自
己
犠
牲
の
典
型
〉
の
よ
う
な
女
性
で
あ
る
が
、「
お
さ
ん
」
の
妻
は
〈
現
実

的
〉
で
〈
行
動
力
〉
の
あ
る
、
ヴ
ァ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
溢
れ
た
女
性
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
。」

）
（（

（
注

と
述
べ
て
い
る
。「
心
中
天
網
島
」
の
妻
お
さ
ん
と
「
お
さ
ん
」

の
妻
と
は
文
脈
か
ら
み
る
と
か
な
り
相
違
が
あ
る
の
は
事
実
で
あ
る
が
、「
お

さ
ん
」
の
妻
を
青
木
が
述
べ
る
よ
う
に
強
く
逞
し
い
女
性
と
い
う
く
く
り
で
ま

と
め
る
こ
と
に
は
得
心
で
き
な
い
。
不
実
な
夫
と
生
活
苦
の
中
で
、
そ
れ
で
も

現
状
維
持
を
保
と
う
と
す
る
妻
に
は
、
行
動
力
や
ヴ
ァ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
と
い
う
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も
の
は
感
じ
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。「
お
さ
ん
」
は
、「
心
中
天
網
島
」
を
ふ

ま
え
て
い
る
こ
と
に
間
違
い
な
い
が
、〈
内
の
女
〉
が
ひ
た
す
ら
悶
々
と
し
て
、

饒
舌
な
「
語
り
」
を
繰
り
返
す
ば
か
り
の
妻
に
違
和
感
を
覚
え
る
の
も
確
か
で

あ
る
。「
お
さ
ん
」
の
妻
は
太
宰
に
お
け
る
所
産
と
考
え
る
と
「
心
中
天
網
島
」

と
書
き
手
太
宰
と
の
葛
藤
の
末
に
融
合
さ
れ
、
生
ま
れ
た
人
物
像
と
し
て
捉
え

る
と
理
解
で
き
る
。

中
村
三
春
の
「「
お
さ
ん
」
の
妻
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
、『
心
中
天
の
網
島
』

の
一
要
素
つ
ま
り
、
堰
き
止
め
ら
れ
る
ほ
か
に
な
か
っ
た
お
さ
ん
の
精
神
性
の

発
展
な
の
で
あ
る
。」

）
（（

（
注

と
い
う
論
に
妥
当
性
が
見
ら
れ
る
。

五
、
夫
の
表
象

夫
に
は
死
の
影
が
つ
き
ま
と
う
。
冒
頭
の
部
分
「
夏
の
夕
闇
に
浮
い
て
ふ
は

ふ
は
、
ほ
と
ん
ど
幽
霊
の
や
う
な
、
と
て
も
こ
の
世
に
生
き
て
ゐ
る
も
の
で
は

な
い
や
う
な
」
か
ら
始
ま
り
、
お
父
さ
ま
は
と
長
女
に
尋
ね
ら
れ
、
妻
は
「
お

寺
へ
」
と
答
え
た
。「
可
愛
い
で
せ
う
？
子
供
を
見
て
ゐ
る
と
、
な
が
い
き
し

た
い
と
お
思
ひ
に
な
ら
な
い
？
」
妻
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
に
表
象
さ
れ
た
夫
は

最
終
章
で
諏
訪
湖
心
中
に
至
る
。
ま
る
で
妻
に
よ
っ
て
心
中
ま
で
の
花
道
が
作

ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。

夫
は
身
体
が
弱
く
召
集
も
徴
用
も
逃
れ
て
い
る
人
物
で
あ
る
。
あ
る
意
味
で

戦
争
か
ら
は
じ
き
出
さ
れ
、
時
代
か
ら
取
り
残
さ
れ
た
夫
に
と
っ
て
、
革
命
と

は
破
壊
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。「
革
命
は
、
ひ
と
が
楽
に
生
き
る
た
め
に
行
ふ

も
の
で
す
。」「
気
の
持
ち
方
を
、
軽
く
く
る
り
と
変
へ
る
の
が
真
の
革
命
で
、

そ
れ
さ
へ
出
来
た
ら
、
何
の
む
ず
か
し
い
問
題
も
な
い
筈
で
す
。」
と
い
う
妻

と
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
。

「
三
」
で
は
「
正
し
い
ひ
と
は
、
苦
し
い
筈
が
無
い
。
つ
く
づ
く
僕
は
感
心

す
る
事
が
あ
る
ん
だ
。
ど
う
し
て
、
君
た
ち
は
、
そ
ん
な
に
ま
じ
め
で
、
ま
つ

た
う
な
ん
だ
ろ
う
ね
。
世
の
中
を
立
派
に
生
き
と
ほ
す
や
う
に
生
ま
れ
つ
い
た

人
と
、
そ
う
で
な
い
人
と
、
は
じ
め
か
ら
は
つ
き
り
区
別
が
つ
い
て
ゐ
る
ん
じ

や
な
い
か
し
ら
」
こ
の
よ
う
な
夫
の
考
え
方
の
中
か
ら
も
ま
っ
と
う
で
な
い
自

分
と
ま
っ
と
う
な
君
た
ち
、
世
の
中
を
生
き
通
せ
な
い
自
分
と
生
き
通
す
よ
う

に
生
ま
れ
つ
い
た
人
と
の
対
比
が
描
か
れ
て
い
る
。
夫
は
始
め
か
ら
男
の
敗
北

を
認
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

「
一
」
の
冒
頭
で
夫
は
「
た
ま
し
ゐ
の
抜
け
た
ひ
と
の
や
う
に
」
玄
関
か
ら

出
て
行
き
、「
二
」
で
こ
そ
こ
そ
帰
っ
て
来
て
「
つ
ん
の
め
り
な
が
ら
」
玄
関

に
入
つ
て
行
っ
た
。「
三
」
で
は
「
と
に
か
く
東
京
か
ら
逃
げ
た
い
ん
だ
」
と

言
い
「
朝
に
言
ひ
出
し
、
お
昼
に
は
も
う
出
発
と
い
ふ
こ
と
に
な
り
」
信
州
に

向
け
て
玄
関
か
ら
出
て
行
っ
た
。

玄
関
か
ら
出
て
行
っ
た
夫
の
そ
の
後
の
行
動
は
不
明
で
あ
る
。
愛
人
の
元
へ

行
っ
た
と
い
う
確
証
も
な
い
が
、
家
（
家
族
）
と
い
う
空
間
で
は
明
ら
か
に
不

在
と
な
っ
て
い
る
。「
四
箇
月
振
り
で
夫
と
逢
っ
た
時
、
夫
の
笑
顔
が
ど
こ
や

ら
卑
屈
で
」「
私
の
視
線
を
避
け
る
や
う
な
、
お
ど
お
ど
し
た
お
態
度
で
、・・・
」

こ
の
よ
う
な
妻
の
認
識
は
思
い
過
ご
し
に
よ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
出
版
社

の
立
ち
上
げ
に
失
敗
し
て
多
額
の
借
金
を
背
負
っ
た
無
気
力
な
夫
の
態
度
で
あ
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る
な
ら
当
然
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

前
田
愛
は
「
書
か
れ
な
か
っ
た
不
在
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

テ
ク
ス
ト
と
い
う
の
は
、
は
じ
め
と
終
わ
り
が
あ
る
有
限
の
言
葉
の
集
合

で
あ
る
。
一
つ
の
完
結
し
た
小
宇
宙
を
か
た
ち
づ
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

語
ら
れ
な
い
何
か
を
排
除
し
て
い
る
。
つ
ま
り
テ
ク
ス
ト
の
語
ら
れ
た
内

部
と
、
語
ら
れ
な
か
っ
た
外
部
が
あ
っ
て
、
語
ら
れ
た
内
部
を
考
察
す
る

た
め
に
は
、
こ
の
語
ら
れ
な
か
っ
た
外
部
、
い
わ
ば
テ
ク
ス
ト
の
不
在
の

部
分
を
考
察
の
対
象
に
組
み
込
ま
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
ま
た
、
作
者
が

無
意
識
の
う
ち
に
抑
圧
し
た
も
の
、
作
者
が
無
意
識
の
う
ち
に
好
ま
し
く

な
い
と
考
え
て
い
た
も
の
、
こ
れ
が
し
ば
し
ば
テ
ク
ス
ト
の
外
部
に
排
除

さ
れ
る
。
つ
ま
り
書
か
れ
な
か
っ
た
不
在
と
テ
ク
ス
ト
の
関
係
は
、
沈
黙

と
言
葉
と
い
う
図
式
に
置
き
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
し
、
あ
る
い

は
テ
ク
ス
ト
の
内
部=

意
識
、
不
在
の
外
部=

テ
ク
ス
ト
の
無
意
識
、

そ
の
よ
う
に
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

）
（（

（
注

夫
に
つ
い
て
語
ら
れ
な
い
何
か
は
、「
作
者
が
無
意
識
の
う
ち
に
抑
圧
し
た

も
の
」
で
あ
る
な
ら
、
な
ぜ
太
宰
は
テ
ク
ス
ト
内
部
か
ら
夫
の
そ
の
後
の
行
動

を
抑
圧
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
読
者
の
想
像
力
に
委
ね
た
と
も
い
え
る
が
、
同
時

期
に
発
表
さ
れ
た
太
宰
作
品｢

父｣

「
桜
桃
」「
フ
ォ
ス
フ
ォ
レ
ッ
ス
セ
ン
ス
」

か
ら
夫
の
そ
の
後
の
心
情
や
行
動
を
推
測
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
　

 

午
後
三
時
か
四
時
頃
、
私
は
仕
事
に
一
区
切
り
を
つ
け
て
立
ち
上
が
る
。

机
の
引
き
出
し
か
ら
財
布
を
取
り
出
し
、
内
容
を
ち
ら
と
調
べ
て
懐
に
入

れ
、
黙
つ
て
二
重
廻
し
を
羽
織
つ
て
、
そ
と
に
出
る
。（
略
）
子
供
の
お

や
つ
、
子
供
の
お
も
ち
や
、
子
供
の
着
物
、
子
供
の
靴
、
い
ろ
い
ろ
買
は

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
お
金
を
、
一
夜
の
う
ち
に
紙
屑
の
如
く
浪
費
す
べ
き
場

所
に
向
か
つ
て
、
さ
つ
さ
と
歩
く
。
こ
れ
が
す
な
は
ち
、
私
の
子
わ
か
れ

の
場
な
の
で
あ
る
。
出
掛
け
た
ら
さ
い
ご
、
二
日
も
三
日
も
帰
へ
ら
な
い

事
が
あ
る
。｢

父｣

（『
人
間
』
一
九
四
七
年
四
月
）

　
　

 

生
き
る
と
い
ふ
事
は
、
た
い
へ
ん
な
事
だ
。
あ
ち
こ
ち
か
ら
鎖
が
か
ら
ま

つ
て
い
て
、
少
し
で
も
動
く
と
、
血
が
噴
き
出
す
。

　
　

 

私
は
黙
つ
て
立
つ
て
、
六
畳
間
の
机
の
引
き
出
し
か
ら
稿
料
の
は
ひ
つ
て

い
る
封
筒
を
取
り
出
し
、
袂
に
つ
つ
込
ん
で
、
そ
れ
か
ら
原
稿
用
紙
と
辞

書
を
黒
い
風
呂
敷
に
包
み
、
物
体
で
な
い
み
た
い
に
、
ふ
は
り
と
外
に
出

る
。

　
　

 

も
う
、
仕
事
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
自
殺
の
事
ば
か
り
考
へ
て
い
る
。
さ
う

し
て
酒
を
飲
む
場
所
へ
ま
つ
す
ぐ
に
行
く
。「
桜
桃
」（『
世
界
』

一
九
四
八
年
五
月
）

　
　

 

私
に
は
こ
の
世
の
中
の
、
ど
こ
に
も
ゐ
な
い
親
友
が
ゐ
る
。
し
か
も
そ
の

親
友
は
生
き
て
ゐ
る
。
ま
た
私
に
は
、
こ
の
世
の
ど
こ
に
も
ゐ
な
い
妻
が
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ゐ
る
。
し
か
も
そ
の
妻
は
、言
葉
も
肉
体
も
持
つ
て
、生
き
て
ゐ
る
。「
フ
ォ

ス
フ
ォ
レ
ッ
ス
セ
ン
ス
」（『
日
本
小
説
』
一
九
四
七
年
七
月
）

太
宰
作
品
は
作
品
間
で
の
影
響
、
浸
食
の
度
合
い
の
大
き
さ
が
指
摘
さ
れ
、

作
品
と
太
宰
本
人
と
を
往
還
す
る
読
み
も
多
く
生
ま
れ
て
い
る
。「
お
さ
ん
」

で
掛
け
違
っ
た
夫
婦
の
心
理
は
そ
の
ま
ま｢

父｣

に
お
け
る
夫
と
妻
の
齟
齬
で

あ
る
。「
桜
桃
」
の
主
人
公
は
血
を
噴
き
出
し
、
そ
れ
で
も
生
き
て
行
か
ね
ば

な
ら
な
い
。「
お
さ
ん
」
の
夫
、つ
ま
り｢

父｣

の
主
人
公
が｢

夢｣

と
「
現
実
」

を
行
き
来
す
る
物
語
と
し
て
読
む
こ
と
も
出
来
る
「
フ
ォ
ス
フ
ォ
レ
ッ
ス
セ
ン

ス
」。
こ
れ
ら
に
共
通
し
て
い
る
の
は
内
面
の
鬱
屈
や
悔
恨
を
モ
ノ
ロ
ー
グ
で

語
り
続
け
る
痛
々
し
さ
で
あ
る
。

家
庭
か
ら
逃
避
し
、
革
命
か
ら
も
逃
避
し
た
夫
の
行
き
着
い
た
先
が
諏
訪
湖

で
の
心
中
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、「
お
さ
ん
」
に
お
け
る
「
一
」
か
ら
「
三
」

ま
で
の
記
述
は
、
す
で
に
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
諏
訪
湖
心
中
か
ら
遡
っ
て
書
か

れ
た
可
能
性
も
あ
る
。「
お
さ
ん
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
は
円
環
構
造
を
持
っ
て

い
る
と
も
い
え
る
。

（
私
は
、
あ
な
た
に
、
い
つ
そ
思
は
れ
て
ゐ
な
い
は
う
が
、
あ
な
た
に
き

ら
は
れ
、
憎
ま
れ
て
ゐ
た
は
う
が
、
か
へ
つ
て
気
持
ち
が
さ
つ
ぱ
り
し
て

た
す
か
る
の
で
す
。
私
の
事
を
そ
れ
ほ
ど
思
つ
て
下
さ
り
な
が
ら
、
他
の

ひ
と
を
抱
き
し
め
て
ゐ
る
あ
な
た
の
姿
が
、
私
を
地
獄
に
つ
き
落
と
し
て

し
ま
ふ
の
で
す
。

男
の
ひ
と
は
、
妻
を
い
つ
も
思
つ
て
い
る
事
が
道
徳
的
だ
と
勘
ち
が
ひ
し

て
ゐ
る
の
で
は
な
い
で
せ
う
か
。
他
に
す
き
な
人
が
出
来
て
も
、
お
の
れ

の
妻
を
忘
れ
な
い
と
い
ふ
の
は
、
い
い
事
だ
、
良
心
的
だ
、
男
は
つ
ね
に

そ
の
や
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
で
も
思
い
込
ん
で
ゐ
る
の
で
は
な

い
で
せ
う
か
。
さ
う
し
て
、
他
の
ひ
と
を
愛
し
は
じ
め
る
と
、
妻
の
前
で

憂
鬱
な
溜
息
な
ど
つ
い
て
見
せ
て
、
道
徳
の
煩
悶
と
か
を
は
じ
め
て
、
お

か
げ
で
妻
の
は
う
も
、
そ
の
夫
の
陰
気
く
さ
さ
に
感
染
し
て
、
こ
つ
ち
も

溜
息
、
も
し
夫
が
平
気
で
快
活
に
し
て
ゐ
た
ら
、
妻
だ
つ
て
、
地
獄
の
思

ひ
を
せ
ず
に
す
む
の
で
す
。
ひ
と
を
愛
す
る
な
ら
、
妻
を
全
く
忘
れ
て
、

あ
つ
さ
り
無
心
に
愛
し
て
や
つ
て
下
さ
い
）

こ
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
は
、「
三
」
で
夫
の
蚊
帳
に
は
い
っ
て
行
っ
た
妻
が
真
意

を
ず
ら
さ
れ
て
「
大
事
に
し
て
い
る
つ
も
り
な
ん
だ
が
ね
。
風
に
も
当
て
ず
、

大
事
に
し
て
い
る
つ
も
り
な
ん
だ
。・
・
・
僕
は
い
つ
で
も
、
君
の
こ
と
ば
か

り
を
思
つ
て
い
る
ん
だ
。・
・
・
」
と
興
ざ
め
た
こ
と
を
言
わ
れ
た
あ
と
の
独

白
で
あ
る
。

太
宰
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
に
つ
い
て
は
、「
言
葉
に
よ
る
表
象
作
用
と
〈
現
実
〉

と
の
ズ
レ
、
言
葉
に
よ
る
〈
再
現
〉
の
不
可
能
性
を
暴
き
立
て
て
い
く
よ
う
な

自
己
言
及
的
な
機
能
の
、
実
に
巧
み
な
使
用
」

）
（（

（
注

と
の
論
も
あ
る
。
言
葉
に
よ
る

〈
現
実
〉
と
の
ズ
レ
は
再
現
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
再
現
し
よ
う
と
し
て
自
己

言
及
的
な
語
り
を
生
み
、
次
々
と
言
葉
を
連
ね
る
こ
と
に
な
る
。

最
終
章
で
夫
は
諏
訪
湖
で
心
中
す
る
。
や
は
り
心
中
す
る
女
性
は
存
在
し
た
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の
で
あ
る
。
遺
書
は
「
・
・
・
自
分
は
そ
の
自
己
嫌
悪
に
堪
え
か
ね
て
、
み
ず

か
ら
、
革
命
家
の
十
字
架
に
の
ぼ
る
決
心
を
し
た
・
・
・
」
こ
の
よ
う
に
し
た

た
め
ら
れ
て
あ
っ
た
。
妻
は
、
と
い
う
と
「
自
分
の
妻
に
対
す
る
気
持
一
つ
変

へ
る
事
が
出
来
ず
、
革
命
の
十
字
架
も
す
さ
ま
じ
い
と
、
三
人
の
子
供
を
連
れ

て
、
夫
の
死
骸
を
引
き
取
り
に
諏
訪
へ
行
く
汽
車
の
中
で
、
悲
し
み
と
か
怒
り

と
か
い
ふ
思
ひ
よ
り
も
、
呆
れ
か
へ
つ
た
馬
鹿
々
々
し
さ
に
身
悶
え
」
す
る
と

い
う
ほ
ど
に
醒
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

太
宰
に
お
け
る
「〈
女
語
り
〉
の
達
成
は
、〈
憑
依
〉（
同
一
化
）
の
強
度
に

よ
る

）
（（

（
注

」
と
い
わ
れ
て
い
る
。「
お
さ
ん
」
は
妻
の
一
人
称
語
り
に
よ
る
作
品
で

あ
り
、
一
般
的
に
は
夫
と
妻
の
齟
齬
の
物
語
と
さ
れ
て
い
る
。
一
人
称
で
語
る

こ
と
は
起
こ
っ
た
出
来
事
の
実
在
性
を
示
す
こ
と
で
あ
り
、
妻
の
思
考
が
「
言

葉
の
う
ち
に
住
み
込
み
、
そ
れ
と
不
可
分
に
な
っ
て
い
る
」

）
（（

（
注

と
す
る
と
妻
の
語

る
言
葉
は
真
実
味
を
帯
び
、
読
者
は
妻
の
「
語
り
」
に
よ
っ
て
の
み
夫
の
姿
を

知
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
読
み
込
む
ほ
ど
に
そ
れ
だ
け
で
は
説
明
の
つ
か

な
い
も
ど
か
し
さ
に
突
き
当
た
る
。
そ
れ
は
、
妻
の
視
点
が
ひ
た
す
ら
夫
だ
け

に
向
か
っ
て
い
て
限
定
的
で
あ
り
、
夫
と
妻
の
や
り
と
り
の
ち
ぐ
は
ぐ
さ
の
中

に
演
じ
て
い
る
言
葉
が
虚
し
く
行
き
交
い
、
真
実
が
ま
る
で
見
え
て
こ
な
い
か

ら
で
あ
る
。

夫
を
め
ぐ
る
妻
の
「
語
り
」
か
ら
見
え
て
き
た
の
は
、「
心
中
天
網
島
」
と

書
き
手
太
宰
と
の
せ
め
ぎ
あ
い
の
末
に
生
ま
れ
、
造
形
さ
れ
た
「
お
さ
ん
」
の

妻
像
で
あ
る
。
太
宰
は
、
登
場
人
物
と
同
一
化
し
て
モ
ノ
ロ
ー
グ
に
よ
る
女
性

一
人
称
語
り
の
小
説
を
書
い
た
。
女
性
独
白
体
と
い
う
形
式
を
と
る
こ
と
で
自

己
の
生
き
方
に
つ
い
て
の
悔
恨
の
情
を
も
吐
露
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

死
の
影
が
つ
き
ま
と
う
夫
に
太
宰
が
自
ら
を
投
影
し
よ
う
と
し
た
と
考
え
る

な
ら
、「
お
さ
ん
」
は
自
己
を
対
象
化
し
た
作
品
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

戦
後
思
想
へ
の
こ
だ
わ
り
は
「
斜
陽
」
と
の
関
わ
り
の
中
か
ら
も
読
み
取
れ
る

が
、
敗
戦
後
の
無
力
感
す
ら
見
い
だ
せ
な
い
太
宰
が
作
中
人
物
の
女
性
と
同
一

化
し
て
モ
ノ
ロ
ー
グ
選
択
の
末
行
き
着
い
た
の
は
、「
自
己
嫌
悪
」
に
よ
る
深

い
孤
独
感
で
あ
り
、
不
確
か
な
生
の
姿
だ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

注（
1
）
関
谷
一
郎　

太
宰
文
学
の
特
質
―
志
賀
文
学
と
の
異
同
を
中
心
に　
（『
国
語

と
国
文
学
』
二
〇
一
二
年
四
月
号
）

（
2
）
阿
部
昭
「
太
宰
の
読
者
」（『
ユ
リ
イ
カ
』
一
九
七
五
年　

三
、四
月
合
併
号
）

（
3
）
坂
部
恵
『
か
た
り
』
物
語
の
文
法　
（
ち
く
ま
学
芸
文
庫　

筑
摩
書
房　

二
〇
〇
八
年
二
月
）

（
4
）
同
前

（
5
）
同
注
（
３
）

（
6
）
小
森
陽
一
「
座
談
会
近
代
文
学
に
お
け
る
「
語
り
」」
発
言
（『
国
文
学
解
釈

と
鑑
賞
』
至
文
堂　

一
九
九
一
年
四
月
）
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（
7
）
安
藤
宏
「《
座
談
会
》
一
人
称
と
い
う
方
法
」
発
言
（『
文
学
』
岩
波
書
店　

二
〇
〇
八
年
九
、十
月
号
）

（
8
）
山
崎
正
純
「
斜
陽
」
―
敗
戦
後
思
想
と
〈
革
命
〉
の
エ
ス
キ
ス　
（『
国
文
学

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
学
燈
社　

二
〇
〇
二
年
十
二
月
）

（
9
）
解
題
山
内
祥
史
『
太
宰
治
全
集
』
第
九
巻

（
10
）
同
注
８

（
11
）
会
見
談
『
太
宰
治
全
集
』
第
十
巻

（
12
）
辻
本
千
鶴　

太
宰
治
『
お
さ
ん
』
小
論
―
蛇
の
棲
む
懐
―
（『
言
語
文
化
論
叢
』

二　

京
都
橘
大
学
文
学
部
野
村
研
究
室
二
〇
〇
八
年
九
月
）

（
13
）
前
田
愛
『
都
市
空
間
の
中
の
文
学
』
空
間
の
テ
ク
ス
ト　

テ
ク
ス
ト
の
空
間

　
「
二
階
の
下
宿
」（
筑
摩
書
房
一
九
九
二
年
八
月
）

（
14
）
前
田
愛
「
増
補　

文
学
テ
ク
ス
ト
入
門
」（
ち
く
ま
学
芸
文
庫　

筑
摩
書
房

一
九
九
三
年
九
月
）

（
15
）
同
注
12

（
16
）
青
木
京
子　

太
宰
治
「
お
さ
ん
」
論
―
『
心
中
天
網
島
』
と
の
比
較
を
中
心

と
し
て
―
（『
阪
神
近
代
文
学
研
究
』（
三
）
阪
神
近
代
文
学
会　

二
〇
〇
〇
年
七

月
）

（
17
）
同
前

（
18
）
中
村
三
春　

太
宰
治
の
異
性
装
文
体
―
「
お
さ
ん
」
の
た
め
に　
（『
文
学
』

岩
波
書
店　

二
〇
一
〇
年
七
、八
月
号
）

（
19
）
同
注
13

（
20
）
小
森
陽
一
「
春
の
枯
葉
」
論
―
独
話
の
対
話
性
／
対
話
の
独
話
性
（『
国
文
学

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
学
燈
社　

一
九
九
一
年
四
月
）　

（
21
）
同
注
１

（
22
）
鷲
田
清
一
『
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ　

可
逆　

現
代
思
想
の
冒
険
者
た
ち
Ｓ
ｅ

ｌ
ｅ
ｃ
ｔ
』（
講
談
社　

二
〇
〇
三
年
七
月
）

太
宰
作
品
の
引
用
は
『
太
宰
治
全
集
』
第
二
巻
・
第
七
巻
・
第
八
巻
・
第
九
巻
・
第

十
巻　

筑
摩
書
房
一
九
八
九
（
平
成
元
）
年
に
拠
っ
た
。
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A Study on Osan by DAZAI Osamu:
from the Viewpoint of a Wife Talking about Her 

Husband

SEKINE, Junko

　Osan is a novel told from a wife’s viewpoint, written by Dazai in a woman’s 

monologue style. Dazai was possessed with a woman’s monologue since the time when 

he wrote Tourou (A Lantern). It should be kept in mind that「katari 語 り 」(to talk) 

implies 「katari 騙り」(to deceive). The wife talks to her anemic husband, but gets no 

response or reaction. There exists discrepancy between the husband and the wife. 

Letter symbols (Ecriture) expressed by the title of this novel Osan, convey certain 

imagination to the readers. Since this novel was published after the novel Shayou (The 

Setting Sun), the relationship between Shayou and Osan must be taken into 

consideration. Especially, key words for ‘revolution’ and ‘snake’ are important. On the 

assumption that Dazai tried to project himself on the husband who is haunted by the 

shadow of death, Osan can be said to be the novel as objectification of himself. Since 

Dazai, being too lethargic to feel even the damage after the defeat of the World War II, 

there is no choice but to write a novel setting a wife as narrator in a woman’s 

monologue style. Loneliness and uncertain life coming from self-hatred are indicated 

from there on.


