
和田 太宰治 『晩年』論21

《修
士
論
文
要
旨
》

太
宰
治

『晩
年
』
論

1

「陰
火
」
を
中
心
に
ー

*

和

田

吉

生

太
宰
治
の
作
品
に
お
け
る

「女
性
」
論
と
い
う
も
の
は
、
太
宰
研
究
の
中
で
も

重
要
な
も
の
の

一
つ
で
あ
り
、
今
ま
で
数
多
く
の
研
究
論
文
が
発
表
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
多
く
の
論
文
は
、
太
宰
治
の
実
際
の
事
件
と
絡
め
す
ぎ
て
し
ま
い
、
作

品
に
出
て
く
る

「女
性
」
も
そ
の
方
向

で
捕
ら
え
て
し
ま

い
、
少

々
飛
躍
が
す
ぎ

た
論
文
と
な

っ
て
い
る
も

の
も
珍
し
く
な
い
。

作
品
の
中
に
出
て
く
る

「女
性
」

の
存
在
を
、
太
宰
の
実
生
活
と
い
う
も
の
に

な
る
べ
く
絡
め
ず
に
分
析
す
る
と
、
今

ま
で
言
わ
れ
て
き
た
太
宰
治

の
作
品
に
お

け
る

「女
性
」
論
と
、
あ
る
程
度
の
差

が
出
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
数

あ
る
太
宰
治

の
作
品
群
の
中
で
も
、
『
晩
年
』
に
注
目
し
、
そ
の
中
か
ら

「陰
火
」

と
い
う
短
編
小
説
を
中
心
に
し
て
、
太

宰
治
の
作
品
に
お
け
る

「女
性
」
と

い
う

も
の
の
存
在
を
論
じ
て
み
よ
う
と
考
え
る
。
「陰
火
」
を
中
心
と
し
て
そ
の
作
品

の
内
容
を
読
み
取
り

つ
つ
、
そ
の
上
で

「女
性
」
が
ど
う

い
う
存
在
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
か
、
そ
の
担

っ
て
い
る
役
割

を
分
析
す
る
。
そ
れ
か
ら
、
改
め
て
太
宰

治
に
戻

っ
て
く
る
こ
と
で
、
新
た
な
太

宰
治
の
作
品
に
お
け
る

「女
性
」
論
を
展

開
し
よ
う
と
考
え
た
。

そ
の

「陰
火
」
は
、
「誕
生
」
「紙

の
鶴
」
「水
車
」
「尼
」

の
四
編
の
物
語
か
ら

成
立
し
て
い
る
作
品
で
あ
る
。
こ
の
タ
イ
ト
ル
の

「陰
火
」
と
は
、
「幽
霊

・
妖

怪
な
ど
が
出
る
と
き
に
燃
え
る
と
い
わ
れ
る
無
気
味
な
火
。
夜
間
、
燐
な
ど
の
燃

え
る
た
め
に
見
え
る
火
。
き

つ
ね
び
。
鬼
火
。
」
の
こ
と
で
あ
る
。
「陰
火
」

の
作

品
と
し
て
の
中
身
を
踏
ま
え

つ
つ
、
そ
こ
に
登
場
す
る
女
性

の
存
在
に
焦
点
を
絞

っ
て
分
析
し
て
い
く
。

ま
ず
、
「
誕
生
」
は
、
二
十
五
歳

の
春
に
、
お
そ
ら
く
都
会

の
大
学
を
卒
業
し

て
故
郷
の
北
国
に
帰

っ
て
来
た
男
の
話
で
あ
る
。
「彼
」
が
田
舎

に
帰

っ
て
、
そ

の
翌
年
結
婚
し
、
父
の
死
、
後
を
継

い
だ
工
場
の
ご
た
ご
た
、
母
の
死
、
三
十
に

な

っ
て
妻
が
女
の
子
を
出
産
す
る
ま
で
の
生
活
を
淡
々
と
描

い
て
い
る
。

そ
の
主
人
公
の

「彼
」
は
、
淡
々
と
語
ら
れ
る
文
体

の
中
か
ら
性
格
を
読
み
取

る
と
、
自
意
識
過
剰
な
男
で
あ
り
、
「彼
」

の
妻
の
不
貞
に
よ

っ
て
大
き
な
屈
辱

を
受
け
る
。
そ
し
て

「彼
」
と
妻
の
間
に
二
親
に
似
な
い
女
の
子
が
誕
生
す
る
。

こ
の
ゆ
り
が
生
ま
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
「彼
」
の

「陰
火
」
は

「誕
生
」
し
た
の

で
あ
る
。
「
彼
」
は
そ
の
屈
辱
的
な
事
件
を

「大
が
か
り
な
誕
生
祝

い
」
を
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
手
で
自
意
識
過
剰
な
男
の
最
後
を
結
末
づ
け
た
の
で
あ

る
。
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重
要
な

の
は
、
「彼
」

の
心
の
中
に
そ
の
情
念

の

「陰
火
」
を
灯
さ
せ
た
の
は
、

妻
と
娘
と

い
う
二
人
の
女
と

い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
こ
で
の
女

の
存
在
は
、
性
的

て
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
り

「彼
」
に
性
の
裏
切
り
か
ら
そ
の
暗
い
影
を

落
と
す
役
割
を
担

っ
て
い
る
。
そ
し

て

「彼
」
を
滑
稽
な
も
の
に
し
て
し
ま
う
存

在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

「紙
の
鶴
」
は
、
め
と

っ
た
妻
が
処
女

で
な
い
と
知

っ
た

「
お
れ
」
が
、
妻
に

家
庭
の
幸
福
を

つ
づ

っ
た
と

い
う
小
説
を
読
ま
せ
、
そ
の
態
度
に
疑
問
を
生
じ
た

「
お
れ
」
は
、
妻
を
責
め
る
。
妻
は
自

ら
の
不
貞
を
、
段
々
に
告
白
し
て
い
き
、

声
を
あ
げ
て
泣
く
。
翌
朝
、
妻
は
朗

ら
か
て
顔

つ
き
を
し
て
、
反
対
に

「お
れ
」

は
、
そ
の
こ
と
を
考
え
ま
い
と
し
て
、
別
な
問
題
ば
か
り
を
考
え
た
り
、
友
人
の

洋
画
家
の
所

へ
い
っ
て
お
喋
り
し
た
り
将
棋
を
さ
し
た
り
し
て
い
る
が
、
疲
れ
て

休
も
う
と
す
る
と
こ
ろ
へ
そ
の
考
え
が
浮
上
し
、
つ
い
に
は
寝
床
に
腹
ば
い
に
な

り
散
ら
ば

っ
て
い
る
は
な
紙
で
鶴
を
折
る
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

こ
の

「紙
の
鶴
」

の
主
人
公

「
お
れ
」
も
自
意
識
過
剰
な
男
で
あ
る
。
「
誕
生
」

と
同
じ
く
、
妻
に

「六
度
ほ
ど
」
の
不
貞
を
さ
れ
、
そ
の
事
実
を
知

っ
て
し
ま
う

が
、
あ
く
ま
で
体
裁
を
繕

っ
て
妻
に
優

し
く
し
、
自
分
は
不
貞
の
事
実
に
苦
悩
す

る
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
の
姿
が
真
剣
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
の
滑
稽
さ
を
露
呈

し
て
し
ま
う

「
お
れ
」
。
そ
し
て
そ
の

「
お
れ
」
を
滑
稽
に
し
て
い
る
の
は
、
妻

と

い
う
女

の
存
在

で
あ
る
。
「
お
れ
」

は
自
ら
の
妻
を
問
い
詰
め
た
結
果
、
そ
の

妻
の
告
白
や
無
神
経
な
態
度
に
よ
り

「
お
れ
」
を
落
胆
さ
せ
る
。
そ
し
て
そ
の
態

度
を
妻
に
と
ら
せ
た
の
は

「お
れ
」

の
格
好
を
つ
け
た
振
る
舞

い
で
あ
る
。
そ
の

こ
と
に
気
付
か
ず
に
、
ひ
た
す
ら
そ
の
よ
う
な
位
置
に
自
分
を
落
と
し
て
い
く
姿
、

そ
れ
が
客
観
的
に
見
る
と
滑
稽
で
あ
る
。

三
番
目
の

「水
車
」
は
お
互

い
憎
し
み
あ
う
だ
け
の

「
男
」
と
女
が
、
情
事
の

後
、
二
人
で

一
緒

に
家
を
出
て
、
二
人
と
も
無
言
で
、
女
は
先
を
歩
き
、
「男
」

は
後
を

つ
い
て
行
く
。
し
ば
ら
く
し
て
二
人
は
水
車
小
屋
の
あ
る
と
こ
ろ
で
立
ち

止
ま
り
、
女
は
ま
た
歩
き
出
し
、
「
男
」
は
そ
の
ま
ま
そ
の
場
に
留

っ
た
、
と
い

う
内
容
で
あ
る
。

こ
の
主
人
公
の

「男
」
は
、
肉
体
関
係
を
持

っ
た
女
ば
か
り
を
意
識
し
て
、

色
々
思
考
を
繰
り
返
す
が
、
全

て
空
回
り
に
終
わ

っ
て
し
ま
う
。
「男
」
の
思
考

や
行
動
が
、
結
局

「男
」
の
空
回
り
に
終
わ
る
こ
と
の
滑
稽
さ
は
、
「男
」
が
立

ち
止
ま
り
、
わ
ざ
と
気
軽
そ
う
に
辺
り
を
見
回
し
て
、
「男
」
が
好
ん
で
散
歩
に

来
る
水
車
小
屋
を
見

つ
け
、
そ
の
小
屋
の

「水
車
」
が
闇
の
中
で
ゆ
っ
く
り
回
る

描
写
に
終
わ
り
を
迎
え

て
い
る
。
「水
車
」
の
あ
る
場
所
で
立
ち
止
ま

っ
た

「男
」

に
対
し
て
、
「女
は
、
く
る
っ
と
男
に
背
を
向
け
て
、
ま
た
歩
き
出
し
た
」
。
そ
し

て

「男
は
煙
草
を
く
ゆ
ら
し
な
が
ら
踏
み
止
ま

っ
た
。
呼
び
と
め
よ
う
と
し
な

い

の
だ
。
」
結
局

「男
」
は
同
じ
く
空
回
り
を
す
る

「水
車
」
と
同
じ
場
所

で
最
後

ま
で
ポ
ー
ズ
を
付
け
続
け
て
い
る
。
そ
の
様
子
が
客
観
的
に
見
る
と
滑
稽
で
あ
る
。

「誕
生
」
「紙
の
鶴
」
に
続
い
て
、
こ
こ
で
も
自
意
識
過
剰
な

「男
」
は
、
女
と

い

う
存
在
を
意
識
し
て
、
滑
稽
さ
を
露
呈
す
る
役
割
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。

最
後
の

「尼
」
は
、
九
月
二
十
九
日
の
夜
に
、
突
然
僕
の
部
屋
の
襖
が
こ
と
こ

と
鳴

っ
て
、
若

い
女
の
尼
が
現
れ
る
。
尼
は
、
顔
や
服
装
は
綺
麗
な
の
だ
が
、
手

だ
け
が
黒
く
汚

い
。
尼
は
そ
れ
を
汚
い
こ
と
を
し
た
か
ら
だ
と
い
う
。
尼
は
お
経

を
読
ん
だ
り
、
蟹
の
御
伽
噺
を
す
る
が
、
突
然
口
を
喋
ん
で
は
ば
か
り
に
い
き
、
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少
し
慌

て
ふ
た
め

い
て
帰

っ
て
き
て
、
も
う
十
二
時
だ
か
ら
と
眠
る
。
す
る
と
如

来
様
が
死
ん
だ
白
象
に
ま
た
が
り
表
れ
る
。
会
話
の
後
、
如
来
は
去
る
間
際
に
く

し
ゃ
み
を
し
て
、
「し
ま

っ
た
」
と
雲
散
霧
消
す
る
。
僕
は
再
び
布
団
に
戻
り
尼

の
顔
を
眺
め
た
。
尼
は
眠
っ
た
ま
ま
に
こ
に
こ
笑

っ
て
い
た
。
そ
し
て
段
々
小
さ

く
な
り
、

つ
い
に
は
二
寸
ほ
ど
の
人
形

に
な

っ
た
、
と
い
う
よ
う
な
話
で
あ
る
。

主
人
公
の

「僕
」
は
、
突
然
自
分

の
家
を
訪
ね
て
き
た
尼
に
女
性
の
色
気
を
感

じ
る
。
そ
の
尼
は
毎
晩
夜
に
な
る
と
出

て
く
る
如
来
様
と
肉
体
関
係
に
あ
る
と
い

う
。
そ
し
て
夜
、
尼
が
眠

っ
た
後
に
出

て
き
た
如
来
様
は
格
好
ば
か
り
気
に
す
る

如
来
様
で
あ
る
。
こ
の
如
来
様
の
ポ
ー
ズ
は

「誕
生
」
「紙

の
鶴
」
「水
車
」
で
今

ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
男
達
の
滑
稽
さ
を
も

っ
と
も
直
接
的
に
書

い
て
い
る
、
こ

れ
は
、
「尼
」

で
の
男
と
女
と
し
て
の
役
割
は
、
「僕
」
と
尼
で
は
な
く
、
如
来
様

と
尼
に
よ

っ
て
比
喩
さ
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
如
来
様
と
尼
の
問
で
、
毎
晩
性

的
な
行
為
が
行
わ
れ
て
い
る
。
神
聖
な
も
の
で
あ
る
如
来
と
尼
に
だ

っ
て
毎
晩

い

や
ら
し
い
事
を
し
て
い
る
の
だ
、
と

い
う
と
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
、
神
聖
な

も

の
と
思
わ
れ
る
者
た
ち
で
さ
え
こ
ん
な
行
為
を
繰
り
返
し
て
い
る
の
だ
、
だ
か

ら
、
世
間

一
般
の
男
女
だ

っ
て
普
段
何
食
わ
ぬ
生
活
を
し
て
い
る
が
、
人
の
目
の

な
い
と
こ
ろ
で
は
何
を
し
て
い
る
か
分
か
ら
な

い
、
と
い
う
こ
と
を
表
現
し
た
か

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
世
間

一
般
の
常
識
を
逆
手
に
取

っ
た
反
逆
の
発
想
で
あ

る
。
そ
れ
を
描
く
こ
と
で

「陰
火
」
の
最
後
を
締
め
く
く
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

最
後
に
人
形
に
変
わ

っ
た
尼
を

「僕
」
は
色
々
調
べ
て
み
る
。
男
で
あ
る
が
ゆ
え

に

「僕
」
は
、
如
来
様
と
尼

の
性
的
な
行
為
を
見
る
の
を
楽
し
み
に
し
て
い
た
は

ず
で
あ
る
。
し
か
し
結
局
、
如
来
様

は
消
え

て
し
ま

っ
た
。
お
そ
ら
く
こ
こ
で
、

「
僕
」
は
自
ら
尼
と
関
係
を
持
と
う
と
す
る
が
、
尼
は
結
局
人
形
に
な

っ
て
し
ま

う
。
こ
う
な

っ
て
し
ま

っ
て
は
ど
う
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
の
で
、
「僕
」
は
そ

の
人
形
を
調
べ
上
げ
る
。
行
き
場
の
な

い
性
欲
を
抑
え
る
た
め
尼

の

「墨
染
め
の

こ
ろ
も
す
そ
を
か
る
く
吹

い
た
り
な
ど
し
て
」
み
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
第
三

者
の
男
で
さ
え
も
、
最
後
ま
で
そ
の
姿
が
滑
稽
な
の
で
あ
る
。

こ
の

『陰
火
』
は
、
太
宰
が
、
自
意
識
過
剰
な
男
が
、
他
人
の
目
を
意
識
し
た

自
ら
の
行
動
に
よ
っ
て
、
滑
稽
な
姿
を
浮
き
彫
り
に
し
て
し
ま
う
と
い
う
、
共
通

の
テ
ー

マ
を
、
四
編
の
違

っ
た
話
で
表
現
し
た
作
品
で
あ
る
。
そ
し
て
、
男
が
こ

こ
で
意
識
す
る
他
人
の
目
と
い
う
の
は
、
他
で
も
な

い
女
の
存
在
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
「
誕
生
」

で
は

「彼
」
に
対
し
て
妻
と
娘
の
ゆ
り
が
、
「紙

の
鶴
」

の

「お

れ
」
に
対
し
て
も
妻
が
、
「水
車
」
の

「男
」
に
対
し
て
は
女
が
、
そ
し
て

「尼
」

で
は

「僕
」
と
如
来
様
に
対
し
て
尼
が
、
そ
の
役
割
を
担

っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
確
か
に
太
宰
治
が
女
性
を

「
男
に
滑
稽
な
態
度
を
と
ら
せ
る
存
在
」

と
し
て
作
品
に
登
場
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。
そ
れ
は
太
宰

の
体

験
か
ら
そ
の
ま
ま
来
て
い
る
も

の
で
な
く
、
そ
こ
か
ら
作
品

へ
転
化
し
て
い
く
と

き
に
太
宰
が

「女
性
」
に
与
え
た
役
割
な

の
だ
が
、
「女
性
」
に
は
男
に
そ
う
し

た
滑
稽
な
態
度
を
と
ら
せ
る
謎
を
持

っ
て
い
る
、
と

い
う
太
宰
の
体
験
か
ら
来
る

「女
性
」
観
が
表
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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