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《
書
評
》

松
本
和
也
著
『
太
宰
治
の
自
伝
的
小
説
を
読
み
ひ
ら
く

「
思
ひ
出
」
か
ら
『
人
間
失
格
』
ま
で

』

野
口

尚
志

N
O

G
U

C
H

I,N
aoshi

本
書
は
、
〝
「
太
宰
治
」
と
署
名
さ
れ
た
自
伝
的
小
説
〟
に
的
を
し
ぼ
り
、

従
来
〝
太
宰
神
話
〟
の
枠
組
み
を
当
て
は
め
る
こ
と
で
読
ま
れ
て
き
た
個
々

の
作
品
の
言
葉
を
「
字
義
通
り
」
に
捉
え
る
こ
と
を
は
か
り
つ
つ
、
作
品
を

め
ぐ
る
時
代
背
景
、
様
々
な
レ
ベ
ル
の
言
説
の
摂
取
・
批
判
を
織
り
込
み
な

が
ら
読
み
直
す
と
い
う
作
業
を
経
て
、
作
品
そ
の
も
の
の
持
つ
豊
饒
さ
を
引

き
出
し
て
い
く
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。

〝
太
宰
神
話
〟
と
は
、
著
者
・
松
本
和
也
氏
の
言
を
そ
の
ま
ま
引
け
ば
、

「
太
宰
治
そ
の
人
の
実
在
を
前
提
と
し
た
上
で
、
小
説
の
作
中
人
物
（
『
人

間
失
格
』
の
場
合
は
大
庭
葉
蔵
）
を
太
宰
治
に
二
重
写
し
に
し
て
理
解
し
て

い
く
認
識
枠
組
み
」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
〝
神
話
〟
か
ら
距
離
を
測
り
つ

つ
読
む
と
い
う
こ
と
は
、
「
太
宰
治
」
を
作
品
読
解
の
コ
ー
ド
と
し
て
素
朴

に
用
い
て
し
ま
う
「
実
体
（
論
）
的
な
作
者
」
観
か
ら
作
品
を
解
放
す
る
試

み
と
も
言
え
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
点
は
、
昨
年
刊
行
さ
れ
た
氏
の
著
書
『
昭

和
十
年
前
後
の
太
宰
治

〈
青
年
〉
・
メ
デ
ィ
ア
・
テ
ク
ス
ト
』
（
二
〇
〇
九

・
三
、
ひ
つ
じ
書
房
）
の
問
題
意
識
を
引
き
継
い
で
い
る
。
こ
の
前
著
に
関

し
て
、
山
口
俊
雄
氏
は
、
そ
の
狙
い
を
汲
み
取
り
な
が
ら
も
、
〝
太
宰
神
話

〟
の
解
体
と
い
う
こ
と
に
重
点
を
置
く
松
本
氏
に
対
し
て
「
窮
屈
」
さ
を
指

摘
し
て
い
た
（
『
日
本
近
代
文
学
』
二
〇
〇
九
・
一
一
）
。
本
書
は
、
そ
う
い

っ
た
批
判
へ
の
回
答
と
も
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
松
本
氏
は
、
〝
太
宰

神
話
〟
を
無
下
に
排
除
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
発
生
／
派
生
す
る

過
程
・
背
景
を
丹
念
に
解
き
明
か
す
こ
と
か
ら
も
、
作
品
に
潜
在
す
る
読
み

の
可
能
性
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
方
法
は
、
「
自
伝
」
的
と
目

さ
れ
る
作
品
に
焦
点
を
当
て
、
な
お
か
つ
「
テ
ク
ス
ト
を
め
ぐ
る
諸
条
件
に

徹
底
的
な
目
く
ば
り
」
を
し
た
う
え
で
読
み
を
進
め
る
と
い
う
本
書
に
お
い

て
、
よ
り
明
瞭
な
形
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
を
よ
く
示
す
の
が
、
恐
ら
く
は
戦
略
的
に
選
ば
れ
た
と
思
わ
れ

る
本
書
の
表
題
の
〈
読
み
ひ
ら
く
〉
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
は
頻
繁
に

用
い
ら
れ
る
表
現
で
は
必
ず
し
も
あ
る
ま
い
。
〈
読
み
ひ
ら
く
〉
と
は
ど
う

い
う
こ
と
か
。
先
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
本
書
の
魅
力
は
、〈
読
み
ひ
ら
く
〉

こ
と
と
、
そ
の
た
め
に
は
い
か
な
る
行
程
を
通
過
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を

同
時
に
示
そ
う
と
し
た
点
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
書
の
用
い
る
方
法
は
、
「
序
」
に
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
太
宰
治
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の
生
誕
百
年
（
本
書
の
問
題
意
識
に
沿
っ
て
正
確
さ
を
期
す
な
ら
ば
、
そ
れ

は
津
島
修
治
の
生
誕
百
年
と
さ
れ
る
べ
き
な
の
だ
が
）
に
伴
う
出
版
状
況
の

、
、
、
、

概
観
か
ら
説
き
起
こ
さ
れ
、
そ
の
太
宰
の
〝
現
役
作
家
〟
さ
な
が
ら
の
活
況

の
中
で
世
に
問
わ
れ
た
出
版
物
が
い
ず
れ
も
「
太
宰
治
の
言
葉
で
あ
る
こ
と
」

に
焦
点
を
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
、
そ
こ
に
〝
太
宰
神
話
〟
も
ま
た
現
役
で
あ

る
こ
と
が
見
て
と
れ
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
磁
力
に
抗
す
る
た
め
に
、
か
つ
て

〈
引
用
の
織
物
〉
と
し
て
〈
テ
ク
ス
ト
〉
を
定
義
し
た
Ｒ
・
バ
ル
ト
と
、
そ

れ
に
続
く
議
論
と
し
て
浅
沼
圭
司
の
言
を
引
き
、
〈
作
者
の
意
図
と
読
者
の

意
識
の
交
錯
に
よ
っ
て
織
り
な
さ
れ
る
も
の
〉
と
し
て
〈
テ
ク
ス
ト
〉
を
定

義
し
直
す
。
と
な
れ
ば
当
然
、
〈
作
者
〉
は
括
弧
に
入
れ
て
作
品
を
読
む
こ

と
に
な
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
読
み
の
乱
立
や
〈
誤
読
〉
の
問
題
を
避
け
得
な

く
な
る
こ
と
は
踏
ま
え
つ
つ
、
「
建
設
的
な
読
み
を
一
定
の
手
続
を
経
た
上

で
提
示
」
す
る
こ
と
を
目
指
す
と
い
う
。
こ
う
い
っ
た
方
法
を
具
体
的
に
用

い
た
成
果
と
し
て
示
さ
れ
る
各
章
の
う
ち
、
そ
の
行
き
方
を
と
り
わ
け
丹
念

に
示
し
な
が
ら
論
じ
ら
れ
る
の
が
、
二
章
を
費
や
し
た
労
作
で
あ
る
、
「
思

ひ
出
」
論
「
Ⅰ
」
お
よ
び
「
Ⅱ
」
（
第
一
章
、
第
二
章
）
で
あ
ろ
う
。
そ
の

「
Ⅰ
」
は
、
〝
太
宰
神
話
〟
以
前
の
解
釈
枠
組
み
を
示
す
は
ず
の
同
時
代
評

の
確
認
か
ら
始
ま
り
、
亀
井
勝
一
郎
ら
に
よ
っ
て
こ
の
作
品
に
「
自
伝
」
性

が
幻
視
あ
る
い
は
捏
造
さ
れ
て
い
く
過
程
を
追
い
な
が
ら
、
あ
く
ま
で
作
品

の
言
葉
に
向
き
直
る
こ
と
で
、
〝
太
宰
神
話
〟
を
誘
引
す
る
内
在
的
な
表
現

機
構
を
そ
こ
で
用
い
ら
れ
る
人
称
の
特
性
や
署
名
と
作
中
人
物
と
の
関
係
の

う
ち
に
見
出
す
。
こ
う
い
っ
た
行
程
を
経
て
、
そ
の
虚
構
性
は
作
品
内
か
ら

十
分
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
捕
捉
す
る
。
こ
れ
を
受
け
て
「
Ⅱ
」

で
作
品
の
精
読
に
入
り
、
自
伝
ど
こ
ろ
か
こ
の
作
品
は
「
過
去
そ
の
も
の
を

い
か
に
表
象
す
る
か
と
い
う
自
己
言
及
的
な
問
い
」
を
は
ら
ん
で
お
り
、
こ

の
点
で
、〈
読
者
〉
の
参
入
を
強
い
ず
に
は
い
な
い
「
挑
発
的
な
テ
ク
ス
ト
」

で
あ
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
ま
で
思
考
を
進
め
る
。
氏
は
そ
こ
で
、
作
品
が

つ
く
り
だ
す
も
の
と
し
て
の
、
あ
る
い
は
作
者
の
戦
略
と
読
者
の
読
む
行
為

と
が
交
錯
す
る
「
場
所
」
を
照
ら
し
出
そ
う
と
す
る
。
こ
こ
に
も
、
〝
太
宰

神
話
〟
と
い
か
に
わ
た
り
合
う
か
と
い
う
著
者
の
姿
勢
が
強
く
刻
み
つ
け
ら

れ
て
い
る
。

以
降
、
「
断
崖
の
錯
覚
」
論
（
第
三
章
）
で
は
、
書
く
こ
と
の
暴
力
性
を

自
覚
す
る
こ
と
に
よ
る
作
家
倫
理
の
目
覚
め
を
、
ま
た
「H

U
M

AN
LO

S-
T

」
論
（
第
四
章
）
で
は
、
言
葉
の
作
用
の
自
明
化
そ
の
も
の
を
対
象
化
す

る
態
度
を
、
そ
し
て
「
富
嶽
百
景
」
論
（
第
五
章
）
で
は
、
「
富
士
山
」
を

通
し
て
「
《
「
対
象
」
と
「
解
釈
の
多
義
性
」
の
主
題
》
」
の
獲
得
を
見
、
こ

れ
ら
を
経
て
、
『
津
軽
』
論
（
第
六
章
）
へ
と
至
る
。
こ
こ
で
は
、
国
民
国

家
論
的
な
素
地
が
露
呈
す
る
細
部
を
検
証
す
る
こ
と
で
、
「
国
／
国
家
」
に

関
わ
る
言
葉
の
差
異
を
め
ぐ
る
戦
略
性
を
明
ら
か
に
し
、
「
津
軽
人
」
と
し

て
の
〝
自
己
確
認
〟
な
ど
を
目
的
と
は
せ
ず
、
む
し
ろ
「
津
軽
」
／
「
国
家
」

に
、
批
評
的
に
向
き
合
う
「
異
人
」
と
し
て
の
「
私
」
の
在
り
方
を
描
き
出

す
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
続
く
「
十
五
年
間
」
論
（
第
七
章
）
に
お
け
る
、

〈
「
私
」
＝
津
軽
人
〉
の
「
書
く
こ
と
」
に
よ
る
自
由
の
問
題
と
も
踵
を
接

し
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
最
後
の
『
人
間
失
格
』
論
（
第
八
章
）
は
、
松

本
氏
の
も
う
一
つ
の
著
書
『
太
宰
治
『
人
間
失
格
』
を
読
み
直
す
』
（
二
〇

〇
九
・
六
、
水
声
社
）
と
相
補
的
な
論
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
津
島
美
知
子
に
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よ
っ
て
守
ら
れ
た
草
稿
を
俎
上
に
上
げ
る
こ
と
で
作
家
と
作
中
人
物
と
の
関

係
を
整
理
し
直
し
、
こ
れ
が
「
序
」
に
示
さ
れ
た
方
法
論
の
最
も
端
的
な
実

践
例
と
も
な
っ
て
い
る
。

本
書
第
八
章
の
冒
頭
で
、
「
太
宰
治
は
め
ぐ
ま
れ
た
作
家
で
あ
る
」
と
氏

は
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
、
作
品
本
文
の
み
な
ら
ず
、
草
稿
・
書
簡
か
ら
同

時
代
評
そ
の
他
の
あ
ら
ゆ
る
テ
ク
ス
ト
に
こ
れ
ほ
ど
ア
ク
セ
ス
の
容
易
な
作

家
も
珍
し
い
。
そ
の
恩
恵
を
い
か
に
用
い
る
か
、
用
い
て
作
品
の
可
能
性
を

ど
こ
ま
で
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
。
つ
ま
り
、
作
品
を
よ
り
豊
か
な
も

の
と
し
て
読
み
の
幅
を
〈
開
き
〉
、
作
品
世
界
を
未
開
の
方
向
へ
と
〈
拓
く
〉

の
が
本
書
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
著
者
は
そ
の
た
め
の
行
程
を
段
階

を
踏
ん
で
惜
し
げ
も
な
く
開
示
し
な
が
ら
論
じ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
本
書

を
読
む
者
も
、
こ
れ
か
ら
太
宰
作
品
を
論
じ
よ
う
と
す
る
者
も
、
作
品
（
論
）

の
新
た
な
側
面
へ
と
〈
啓
か
れ
る
〉
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
書
か
れ
た
本
書

は
、
〝
太
宰
神
話
〟
の
解
体
を
経
路
と
し
つ
つ
そ
こ
か
ら
飛
躍
し
、
テ
ク
ス

ト
に
内
在
す
る
未
知
の
「
場
所
」
に
い
ざ
な
う
は
ず
で
あ
る
。

（
二
〇
一
〇
年
三
月
、
立
教
大
学
出
版
会
、
定
価
二
四
〇
〇
円
＋
税
）
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