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友
人
た
ち
と
競
い
合
っ
て

太
宰
作
品
を
読
ん
だ
学
生
時
代

河
村　
太
宰
の
作
品
を
読
む
と
、
最
初
は
私
小
説
で

あ
る
と
感
じ
ま
す
。
で
も
、
自
分
の
こ
と
、
故
郷

の
こ
と
、
家
の
こ
と
な
ど
、
本
当
の
こ
と
を
書
い

て
い
る
よ
う
で
、
本
当
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
と

こ
ろ
が
面
白
い
で
す
ね
。
2
番
底
、
3
番
底
が
あ

る
と
い
う
の
か
な
。

安
藤　
太
宰
の
作
品
は
、
本
音
で
あ
る
保
証
は
な
い

け
れ
ど
、
何
の
た
め
に
こ
の
小
説
を
書
い
て
い
る

か
を
読
者
に
伝
え
て
く
れ
ま
す
。
今
は「
こ
の
情

報
は
誰
が
何
の
た
め
に
発
信
し
て
い
る
の
か
」と

い
う「
情
報
に
関
す
る
情
報
」が
と
て
も
不
足
し
て

い
る
時
代
で
す
。本
音
を
聞
け
な
い
時
代
だ
か
ら
、

自
分
だ
け
に
語
り
掛
け
て
く
れ
る
よ
う
に
感
じ
る

太
宰
の
作
品
に
参
っ
ち
ゃ
う
読
者
が
多
い
ん
だ
と

思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
非
常
に
時
代
を
先
取
り
し

て
い
た
。
太
宰
の
文
体
は
、
ネ
ッ
ト
時
代
の
孤
独

の
体
現
者
と
し
て
、「
ブ
ロ
グ
」の
文
体
に
似
て
い

る
と
よ
く
言
わ
れ
ま
す
。

河
村　
太
宰
は
、
と
て
も
鋭
い
こ
と
を
バ
サ
ッ
と
言

う
の
が
魅
力
。
で
も
、
す
ぐ
そ
れ
に
ツ
ッ
コ
ミ
を

入
れ
て
、
次
の
話
に
つ
な
い
で
い
く
。
そ
れ
が
本

当
に
う
ま
い
作
家
で
す
。

安
藤　
以
前
か
ら
思
っ
て
い
た
ん
で
す
が
、
河
村

市
長
は
か
な
り
太
宰
作
品
を
読
み
込
ん
で
い
ま
す

ね
。
ど
ん
な
出
会
い
だ
っ
た
の
で
す
か
。

河
村　
そ
ん
な
立
派
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
学

生
の
頃
、
同
級
生
や
先
輩
は
み
ん
な
太
宰
が
好
き

で
、「
こ
の
作
品
を
ど
う
思
う
？
」と
聞
か
れ
る
わ

け
で
す
。
読
ん
で
い
な
い
と
き
は
話
を
は
ぐ
ら
か

し
て
、一
晩
で
一
気
に
読
む
。
恥
ず
か
し
な
が
ら
、

そ
ん
な
読
み
方
を
し
て
い
ま
し
た
。

安
藤　
「
あ
い
つ
が
読
ん
で
い
る
の
に
、
俺
が
読
ん

で
い
な
い
の
は
け
し
か
ら
ん
！
」と
ム
キ
に
な
っ

て
ね（
笑
）。
そ
う
い
う
時
代
で
し
た
ね
。
若
い
頃

に
そ
う
い
う
経
験
を
さ
れ
た
方
が
三
鷹
市
長
で
あ

る
こ
と
は
本
当
に
心
強
い
で
す
。

都
心
と
絶
妙
な
距
離
の
三
鷹
で

豊
か
な
作
品
世
界
を
築
く

安
藤　
河
村
市
長
は
市
の
職
員
だ
っ
た
頃
、
太
宰
治

賞
の
復
活
に
も
尽
力
さ
れ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。

河
村　
安
田
市
長
の
時
代
に「
三
鷹
は
文
学
の
ま
ち

だ
か
ら
、
太
宰
治
賞
を
復
活
し
よ
う
」と
言
わ
れ
、

取
り
組
み
始
め
た
ん
で
す
。
た
だ
、
文
学
と
行
政

は
対
極
に
近
い
存
在
で
す
。
文
学
関
係
者
に「
行

政
と
文
学
は
関
係
な
い
！
」と
反
発
さ
れ
て
も
仕

方
が
な
い
こ
と
は
強
く
意
識
し
て
い
ま
し
た
。

安
藤　
僕
も
文
学
畑
で
育
っ
て
い
た
か
ら
、
昔
は
文

学
と
行
政
は
対
極
に
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

で
も
、
三
鷹
市
の
太
宰
治
の
ま
ち
づ
く
り
の
お
手

伝
い
を
し
て
、考
え
が
変
わ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

関
わ
り
始
め
て
15
年
が
た
ち
ま
す
が
、「
文
学
は

ま
ち
が
創
っ
て
い
く
も
の
」で
あ
る
こ
と
を
深
く

学
び
ま
し
た
。

河
村　
ど
ん
な
学
び
が
大
き
か
っ
た
で
す
か
。

安
藤　
太
宰
の
本
質
的
な
と
こ
ろ
に
、
三
鷹
が
か
な

り
関
わ
っ
て
く
る
ん
で
す
。「
中
央
に
対
し
て
自

分
は
隔
た
っ
た
人
間
で
あ
る
」と
い
う
の
が
、
太

宰
の
自
分
づ
く
り
で
す
。
東
京
の
郊
外
で
あ
る

三
鷹
に
住
む
と
い
う
位
置
取
り
が
絶
妙
だ
っ
た
。

『
東
京
八
景
』と
い
う
作
品
で
も
、
都
心
と
自
分
の

関
わ
り
を
う
ま
く
書
け
な
い
二
流
文
士
に
自
分
を

投
影
し
て
、「
都
心
じ
ゃ
な
い
、
郊
外
だ
。
こ
こ

で
新
し
い
文
化
を
、
さ
さ
や
か
だ
け
ど
創
っ
て
い

く
ん
だ
」と
い
う
決
意
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

河
村　
太
宰
が
暮
ら
し
て
い
た
時
代
の
三
鷹
は
、
村

か
ら
町
に
な
り
、
太
宰
が
亡
く
な
っ
た
2
年
後
に

市
に
な
り
ま
し
た
。
当
時
は
農
村
地
帯
に
近
か
っ

た
。
先
日
、
太
宰
の
生
家
で
あ
る「
斜
陽
館
」（
青

森
県
五
所
川
原
市
）を
訪
れ
た
の
で
す
が
、
周
り

は
地
平
線
ま
で
田
ん
ぼ
で
し
た
。
太
宰
が
三
鷹
を

選
ん
だ
意
味
を
感
じ
ま
し
た
。
当
時
の
三
鷹
は
、

田
舎
の
イ
メ
ー
ジ
を
残
し
な
が
ら
、
向
こ
う
側
に

都
心
が
あ
る
場
所
だ
っ
た
ん
で
す
。

安
藤　
そ
う
な
ん
で
す
よ
。
太
宰
は
三
鷹
が
郊
外
で

あ
る
こ
と
を
う
ん
と
強
調
し
た
。
戦
時
中
で
す
か

ら
、「
戦
時
下
の
体
制
」と「
自
分
」の
距
離
を
、
都

心
と
三
鷹
の
距
離
に
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
。
そ
れ

を
上
手
に
使
い
な
が
ら
、
あ
れ
だ
け
豊
か
な
作
品

世
界
を
築
い
て
い
く
。
三
鷹
時
代
は
、
太
宰
が
一

番
、
脂
が
乗
っ
て
い
た
時
期
で
し
た
。

河
村　
確
か
に
、
戦
時
中
に
あ
れ
だ
け
の
作
品
を

書
い
て
い
る
作
家
っ
て
ほ
と
ん
ど
い
な
い
で
す

よ
ね
。

安
藤　
で
も
、
戦
争
で
疎
開
し
、
し
ば
ら
く
郷
里

に
戻
っ
て
帰
っ
て
き
た
三
鷹
は
復
員
兵
士
で
一

気
に
人
口
が
増
え
て
い
た
。
ま
さ
に
戦
後
の
混

乱
と
復
興
の
中
心
。
三
鷹
駅
前
の
踏
切
で
、
マ
ン

ト
を
羽
織
っ
て
た
た
ず
む
太
宰
の
写
真
が
残
っ

て
い
ま
す
。
戦
後
の
混
乱
を
生
き
る
無
頼
派
の

旗
手
。
郊
外
の
二
流
文
士
だ
っ
た
は
ず
が
、
時

代
の
最
前
線
の
超
人
気
作
家
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
そ
れ
が
太
宰
に
と
っ
て
の
一
番
の
不
幸
だ
っ

た
と
思
い
ま
す
。

三
鷹
は
誰
も
が
参
加
し
て

独
特
な
文
化
を
創
れ
る
ま
ち

河
村　
と
こ
ろ
で
安
藤
先
生
は
、
太
宰
以
外
に
も
三

鷹
と
の
ご
縁
が
あ
る
そ
う
で
す
ね
。

安
藤　
姉
夫
婦
が
新
婚
時
代
に
下
連
雀
に
住
ん
で
い

て
、
よ
く
遊
び
に
行
き
ま
し
た
。
ほ
ん
の
何
年
か

で
し
た
が
行
き
来
し
て
い
た
の
で
、
三
鷹
市
に
は

親
近
感
が
あ
り
ま
し
た
ね
。
で
も
、
15
年
ほ
ど
前

に
太
宰
治
の
ま
ち
づ
く
り
で
お
声
掛
け
い
た
だ
い

た
と
き
は
躊
躇
し
ま
し
た
。

河
村　
な
ぜ
で
す
か
？

安
藤　
僕
自
身
は
、
よ
そ
者
で
す
か
ら
。
三
鷹
の
文

化
な
の
だ
か
ら
、
本
来
は
三
鷹
の
方
々
が
内
側
か

ら
創
っ
て
い
く
も
の
で
、
僕
が
し
ゃ
し
ゃ
り
出
て

い
い
の
か
な
、
と
い
う
意
識
が
あ
り
ま
し
た
。
で

も
、
三
鷹
市
民
19
万
人
も
元
々
は
市
外
か
ら
来
た

方
が
大
半
で
す
。
だ
と
し
た
ら
僕
も
同
じ
じ
ゃ
な

い
か
と
。
三
鷹
は
都
心
か
ら
少
し
離
れ
て
い
る
。

だ
か
ら
独
自
の
ス
テ
ー
タ
ス
が
あ
り
、
独
特
な
文

化
が
創
れ
る
ま
ち
で
す
。「
お
手
伝
い
し
ま
す
か

ら
、
一
緒
に
三
鷹
の
文
化
を
創
り
ま
し
ょ
う
」と

思
わ
せ
て
く
れ
る
ま
ち
な
ん
で
す
よ
ね
。

河
村　
こ
れ
ま
で
太
宰
に
関
す
る
企
画
を
進
め
る
中

で
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
を
し
て
き
ま
し
た
。
三
鷹
は

太
宰
が
亡
く
な
っ
た
ま
ち
だ
け
ど
、「
太
宰
が
生

き
た
ま
ち
」で
も
あ
っ
て
、
一
番
元
気
で
、
家
庭

を
持
ち
、
安
定
し
て
い
っ
ぱ
い
作
品
を
作
っ
た
ま

ち
。
太
宰
が
一
生
懸
命
生
き
た
こ
と
の
検
証
を
し

な
が
ら
、
三
鷹
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
考
え

る
ん
で
す
。
私
を
含
め
、
市
民
の
多
く
が
外
か
ら

き
た「
よ
そ
者
」な
ん
で
す
け
れ
ど
ね
。
で
も
、『
三

鷹
市
自
治
基
本
条
例
』で
は
住
ん
で
い
る
人
だ
け

で
な
く
、
ま
ち
で
活
動
す
る
人
も
市
民
と
言
っ
て

い
る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
三
鷹
の
こ
と
を
思
う

人
は
み
ん
な「
市
民
」な
ん
で
す
。

安
藤　
そ
う
い
う
意
味
で
は
僕
も「
市
民
」で
す
ね
。

み
ん
な
が
集
ま
っ
て
く
る
オ
ー
プ
ン
な
ま
ち
。
そ

こ
で
太
宰
の
文
学
そ
の
も
の
と
は
違
う
何
か
を
地

域
で
育
む
。
そ
れ
こ
そ
が
一
つ
の
文
化
だ
と
思
い

ま
す
。

安藤宏さんの主な著書。奥から時計回りに『太宰治論』、『自意
識の昭和文学ー現象としての「私」』『太宰治 弱さを演じるとい
うこと』『近代小説の表現機構』。

30
年
続
く
文
化
の
ま
ち
づ
く
り

そ
の
火
を
絶
や
さ
ず
に

安
藤　
先
日
、
三
鷹
駅
の
そ
ば
に
あ
る「
桜
井
浜
江

記
念
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
」を
訪
れ
ま
し
た
。
と
て

も
感
心
し
た
の
は
、
桜
井
さ
ん
と
親
交
の
あ
っ
た

太
宰
の
名
前
を
あ
え
て
一
言
も
使
っ
て
い
な
い
こ

と
で
す
。
活
躍
し
て
い
た
一
人
ひ
と
り
を
大
切
に

す
る
姿
勢
を
続
け
て
ほ
し
い
。
と
同
時
に
、
そ
れ

ぞ
れ
が
頑
張
っ
て
い
て
、
実
は
つ
な
が
っ
て
い

る「
三
鷹
文
化
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」と
で
も
言
う
の
か

な
。
そ
れ
が
新
し
い
文
化
を
創
っ
て
い
た
こ
と
に

も
着
目
す
る
と
い
い
と
思
い
ま
す
。

河
村　
昔
と
は
ま
ち
の
風
景
は
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た

け
れ
ど
、
か
つ
て
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
想
像
で
き

る
場
所
と
し
て
の
三
鷹
に
な
る
と
面
白
い
で
す
ね
。

安
藤　
僕
の
記
憶
で
は
、
三
鷹
市
が「
太
宰
が
生
き

た
ま
ち
」と
い
う
文
化
を
創
り
始
め
た
の
は
平
成

４（
１
９
９
２
）年
ご
ろ
で
す
。
そ
れ
か
ら
30
年
か

け
て
育
ん
で
き
た
歴
史
が
あ
る
。
そ
の
火
は
消
さ

な
い
で
ほ
し
い
。
さ
ら
に
、
太
宰
に
関
す
る
長
年

の
取
り
組
み
と
社
会
的
な
信
用
で
、
太
宰
の
資
料

は
三
鷹
に
任
せ
た
い
と
思
わ
せ
る
、
立
派
な
受
け

皿
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
大
切
に
し
て

く
だ
さ
い
。
そ
し
て
、
ぜ
ひ
、
太
宰
治
記
念
館
を

つ
く
っ
て
い
た
だ
き
た
い（
笑
）。

河
村　
記
念
館
は
何
も
決
ま
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、

私
な
り
の
思
い
は
あ
り
ま
す
。
三
鷹
市
に
は「
子

ど
も
の
森
」と
い
う
再
開
発
構
想
が
あ
り
、
子
ど

も
た
ち
が
楽
し
め
る
空
間
づ
く
り
を
考
え
て
い

ま
す
。
例
え
ば
、
そ
こ
に
も
太
宰
が
い
る
。
太
宰

の
作
品
に
は
、
き
れ
い
事
だ
け
で
は
な
い
こ
と
が

描
か
れ
て
い
ま
す
。
子
ど
も
の
森
を
、
単
な
る
遊

び
場
に
せ
ず
に
、
つ
ら
い
思
い
を
抱
え
る
子
ど
も

た
ち
に
も
向
き
合
う
森
に
し
た
い
と
考
え
た
と

き
に
、
太
宰
は
す
ご
く
大
き
な
役
割
を
果
た
す
と

思
い
ま
す
。
ぜ
ひ
、
先
生
も
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

安
藤　
も
ち
ろ
ん
で
す
。三
鷹「
市
民
」の
一
人
と
し
て
。

河
村　
今
後
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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河村 孝 市長

文学博士  安藤 宏さん 
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『人間失格』など、今も読み継がれる名作の数々を執筆しました。三鷹市
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