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本
研
究
は
、
芥
川
龍
之
介
（一
八
九
二
～
一
九
二
七
）
の〈
「
話
」
ら
し
い
話
の
な
い
小
説
〉
を
中
心
テ
ー
マ
に
据

え
て
い
る
。〈「
話
」ら
し
い
話
の
な
い
小
説
〉と
は
、
芥
川
が
晩
年
、
谷
崎
潤
一
郎
と
の
や
り
と
り
の
中
で
提
唱
し
た

も
の
で
、「
文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
な
」（『
改
造
』昭
和
二
［一
九
二
七
］年
四
月
）に
よ
る
と
、 

 

し
か
し
或
小
説
の
価
値
を
定
め
る
も
の
は
決
し
て「
話
」の
長
短
で
は
な
い
。
況

い
は
ん

や
話
の
奇
抜
で
あ
る
か
奇 

抜
で
な
い
か
と
云
ふ
こ
と
は
評
価
の
埒
外

ら
ち
ぐ
わ
い

に
あ
る
筈
で
あ
る
。
（
略
）更
に
進
ん
で
考
へれ
ば
、「
話
」ら
し
い
話 

の
有
無
さ
へも
か
う
云
ふ
問
題
に
は
没
交
渉
で
あ
る
。
僕
は
前
に
も
言
つ
た
や
う
に「
話
」
の
な
い
小
説
を
、 

―
―

或
は「
話
」ら
し
い
話
の
な
い
小
説
を
最
上
の
も
の
と
は
思
つ
て
ゐ
な
い
。
し
か
し
か
う
云
ふ
小
説
も
存 

在
し
得
る
と
思
ふ
の
で
あ
る
。 

「
話
」ら
し
い
話
の
な
い
小
説
は
勿
論
唯た

だ

身
辺
雑
事
を
描
い
た
だ
け
の
小
説
で
は
な
い
。
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る 

小
説
中
、
最
も
詩
に
近
い
小
説
で
あ
る
。
し
か
も
散
文
詩
な
ど
と
呼
ば
れ
る
も
の
よ
り
も
遙
か
に
小
説
に
近 

い
も
の
で
あ
る
。 

 

と
あ
る
。
芥
川
最
晩
年
の
文
学
観
で
あ
る
た
め
、
そ
の
重
要
性
が
認
め
ら
れ
、
多
く
の
先
行
研
究
が
存
在
す
る
が
、

従
来
の
先
行
研
究
に
は
以
下
の
問
題
点
が
あ
る
と
考
え
る
。 

一
点
目
は
、
芥
川
作
品
と
の
関
わ
り
を
切
り
捨
て
、〈
「
話
」
ら
し
い
話
の
な
い
小
説
〉
の
理
論
だ
け
を
扱
っ
た
論

が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
理
論
だ
け
を
扱
う
ア
プ
ロ
ー
チ
も
可
能
で
あ
る
。
が
、
そ
の
理
論
が
作
品

に
ど
の
よ
う
に
実
践
・
反
映
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
具
体
的
に
検
討
し
な
け
れ
ば
、
理
論
に
下
さ
れ
る
評

価
も
確
か
な
も
の
と
は
言
え
な
い
。
こ
れ
は〈「
話
」
ら
し
い
話
の
な
い
小
説
〉
の
研
究
と
し
て
片
手
落
ち
な
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。 

二
点
目
は
、
右
の
文
学
論
を
実
作
化
し
た
と
さ
れ
て
い
る
作
品
か
ら〈
「
話
」ら
し
い
話
の
な
い
小
説
〉の
特
徴
を

明
ら
か
に
す
る
先
行
研
究
に
お
い
て
、
そ
の「
実
作
」
が
従
来
の
芥
川
作
品
と
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
の
か
が
見
え

に
く
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
実
作
」の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
も
、
従
来
の
作
品
に
現
れ
て
い
た
も
の
と
ど
う
違

う
の
か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
、
そ
れ
が〈「
話
」ら
し
い
話
の
な
い
小
説
〉
の
試
み
で
あ
る
と
言
い
切
る
こ
と
は
で

き
な
い
は
ず
で
あ
る
。 

以
上
の
問
題
点
を
踏
ま
え
て
本
研
究
は
、〈「
話
」ら
し
い
話
の
な
い
小
説
〉に
つ
い
て
、 

・芥
川
作
品
で
は〈「
話
」ら
し
い
話
の
な
い
小
説
〉が
ど
の
よ
う
に
表
現
し
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
か
。 

・そ
の
方
法
は
従
来
の
芥
川
作
品
の
方
法
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
。 

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
の
た
め
に
、
本
研
究
は
以
下
の
方
法
を
と
っ
て
い
る
。 

 

ⅰ 

ま
ず
、〈「
話
」ら
し
い
話
の
な
い
小
説
〉
論
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
作
品
を
確
認
す
る
（
第
一
章
第
二

節
）
。
そ
こ
で
、〈
「
話
」
ら
し
い
話
の
な
い
小
説
〉
の「
実
作
」
に
は
、
私
小
説
的
作
品
と
断
章
形
式
の
作
品
の
二
つ
の

傾
向
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
を
確
か
め
る
。 
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ⅱ 
芥
川
作
品
全
体
の
流
れ
を
見
て
、
右
の
二
傾
向
が
そ
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
を
確
認
す

る
（第
二
章
）。 

ⅲ 

芥
川
作
品
に
お
け
る
私
小
説
的
作
品
、
断
章
形
式
の
作
品
の
そ
れ
ぞ
れ
の
変
遷
と
、
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る

（第
三
、
四
章
）。 

ⅳ 

ⅲ
で
明
ら
か
に
し
た
特
徴
を
踏
ま
え
て
、
晩
年
の
芥
川
作
品
の
特
徴
を
見
て
ゆ
き
、〈「
話
」
ら
し
い
話
の
な
い

小
説
〉が
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
を
結
論
づ
け
る
（
第
五
章
）。 

  

各
章
の
内
容
は
、
具
体
的
に
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

 

第
一
章「〈「
話
」ら
し
い
話
の
な
い
小
説
〉の
前
提
」で
は
、
本
研
究
の
前
提
を
確
認
す
る
。
ま
ず
第
一
節
で
芥
川

の〈
「
話
」
ら
し
い
話
の
な
い
小
説
〉
論
を
、
谷
崎
潤
一
郎
と
の「
論
争
」
を
辿
り
な
が
ら
整
理
す
る
。
そ
こ
で
、
芥
川

論
に
登
場
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
、〈「
話
」ら
し
い
話
の
な
い
小
説
〉
と「
詩
的
精
神
」
が
別
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
確
認

し
、
本
研
究
で
は
前
者
を
扱
う
こ
と
を
述
べ
る
。 

 

第
二
節
で
は
、
先
行
研
究
で〈
「
話
」
ら
し
い
話
の
な
い
小
説
〉
の「
実
作
」
と
さ
れ
て
い
る
作
品
を
、
同
時
代
の
言

及
ま
で
辿
っ
て
確
認
す
る
。
そ
こ
で
、「
海
の
ほ
と
り
」
（『
中
央
公
論
』
大
正
十
四
［
一
九
二
五
］年
九
月
）
、「
年
末

の
一
日
」
（『
新
潮
』
大
正
十
五
年
一
月
）
、「
蜃
気
楼
」
（『
婦
人
公
論
』
昭
和
二
年
三
月
）
の
よ
う
な
私
小
説
的
な

作
品
と
、「
誘
惑
」
（『
改
造
』
昭
和
二
年
四
月
）
、「
浅
草
公
園
」
（『
文
藝
春
秋
』
昭
和
二
年
四
月
）
の
よ
う
な
断
章

形
式
の
シ
ナ
リ
オ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
か
め
る
。 

 

第
二
章「
芥
川
作
品
の
語
り
と
形
式
の
変
遷
」で
は
、
芥
川
作
品
の
語
り
・
形
式
の
変
遷
を
通
時
的
に
扱
い
、
右

で
見
た「
実
作
」の
二
種
の
語
り
・
形
式
が
そ
の
中
で
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
見
て
ゆ
く
。 

 

ま
ず
第
一
節
で
は
、
大
正
五
年
か
ら
大
正
六
年
に
か
け
て
の
変
化
を
明
ら
か
に
す
る
。
大
正
五
年
ま
で
の
芥
川

作
品
に
は
、
一
人
称
的
三
人
称
［
＝
一
人
称
性
の
強
い
、
す
な
わ
ち
語
り
手
が
顕
在
的
な
三
人
称
］と
い
う
特
徴

が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
透
明
な
語
り
手
に
よ
っ
て
そ
の
語
る
内
容
に
安
定
感
を
も
た
ら
す
権
威
が
潜
在
化
さ
れ
て
い

る
、
リ
ア
リ
ズ
ム
小
説
の
文
体
を
相
対
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
芥
川
初
期
作
品
で
は
、
語
り
手
を
顕
在
化

す
る
こ
と
で
、
そ
の
権
威
を
可
視
的
な
も
の
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
続
く
大
正
六
年
の
、
一
人
称
を
利
用
し
た

「
尾
形
了
斎
覚
え
書
」「
運
」
に
は
、
聞
き
手
の
設
定
と
伝
聞
表
現
の
多
用
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
こ
の
特
徴
に
よ
っ

て
、
語
り
手
の
語
る
内
容
に
多
義
性
が
生
ま
れ
、
読
者
の
多
様
な
読
み
を
可
能
に
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
物
語
内

容
の
安
定
性
を
も
た
ら
し
て
い
る
権
威
を
可
視
化
さ
せ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
安
定
性
を
揺
る
が
せ
る
方
向
へ
変
化

し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、「
運
」で
は
、
三
人
称
の
地
の
文
に
一
人
称
の
語
り
が
位
置
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
地
の
文
に
位
置
す
る
別
の
作
中
人
物
が
、
一
人
称
の
語
り
を
相
対
化
す
る
可
能
性
を
持
た
さ
れ
て
設
定
さ

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
が「
二
つ
の
手
紙
」（大
正
六
年
）以
降
の
入
れ
籠
構
造
に
繋
が
る
と
す
る
。 

 

第
二
節
で
は
、
大
正
五
年
ま
で
の
一
人
称
的
三
人
称
・
三
人
称
的
一
人
称
［
＝
三
人
称
性
の
強
い
、
す
な
わ
ち

物
語
内
容
と
語
り
手
の
関
係
が
直
接
的
で
な
い
一
人
称
］
か
ら
、
後
年
の
私
小
説
的
作
品
ま
で
の
繋
が
り
に
つ
い

て
考
察
す
る
。
大
正
五
年
ま
で
の
一
人
称
的
三
人
称
で
は
、
語
り
手
を
顕
在
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
権
威

が
可
視
化
さ
れ
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
に
語
り
手
の
、
物
語
世
界
を
創
出
す
る
恣
意
性
が
潜
在
し
て
い
た
。
こ

の
よ
う
な
具
体
的
な
語
り
手
を
作
中
に
示
す
一
人
称
的
三
人
称
・
三
人
称
的
一
人
称
が
、
作
中
に
地
の
文
の
創

作
主
体
や
「
作
者
」
を
登
場
さ
せ
、
そ
の
恣
意
性
に
よ
っ
て
地
の
文
の
安
定
性
を
崩
す
作
品
に
繋
が
っ
た
と
見
る
。
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そ
し
て
こ
の
方
向
の
延
長
と
し
て
、〈
作
者
〉が
語
り
手
、
作
中
人
物
と
な
る
私
小
説
的
作
品
が
あ
る
と
位
置
付
け

る
。 

 

第
三
節
で
は
、
大
正
六
年
に
現
れ
た
、
作
中
の
複
数
の
言
説
同
士
が
相
対
化
し
合
う
入
れ
籠
構
造
が
、
次
第
に

そ
の
顕
在
的
な
構
造
を
潜
在
化
さ
せ
て
ゆ
く
方
向
と
、
言
説
同
士
の
関
係
が
希
薄
化
す
る
傾
向
を
見
、
後
者
が

断
章
形
式
の
作
品
に
関
わ
る
と
展
望
す
る
。 

 

第
二
章
を
踏
ま
え
て
、
第
三
、
四
章
で
は
、
私
小
説
的
作
品
、
断
章
形
式
の
作
品
そ
れ
ぞ
れ
の
変
遷
と
特
徴
を

追
う
。 

第
三
章「
芥
川
と
私
小
説
的
作
品
」
で
は
、
芥
川
の
私
小
説
的
作
品
を
扱
う
。
ま
ず
第
一
節
で
は
、
私
小
説
が

一
般
的
に
、
作
者
・
事
実
を
告
白
・
再
現
し
た
小
説
と
見
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
芥
川
の
小
説
と
事
実
を
め

ぐ
る
言
説
を
確
認
す
る
。
従
来
、
芥
川
は「
告
白
」嫌
い
な
作
家
と
見
な
さ
れ
て
き
た
が
、
実
際
に
芥
川
の
言
説
を

見
て
み
る
と
、
小
説
と
事
実
と
を
遠
ざ
け
る
言
説
と
近
づ
け
る
言
説
の
両
方
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の

前
者
の
、
小
説
か
ら
事
実
を
読
み
取
る
こ
と
に
対
し
て
反
発
や
相
対
化
の
見
方
を
示
す
言
説
が
、
小
説
を
事
実

と
見
ま
が
わ
せ
る
、
潜
在
的
な
権
威
を
持
つ
透
明
な
語
り
手
を
備
え
た
リ
ア
リ
ズ
ム
文
体
に
相
対
す
る
試
行
（
第

二
章
参
照
）と
通
底
し
て
い
る
と
見
る
。 

第
二
節
で
は
、
芥
川
の
私
小
説
的
作
品
を〈
芥
川
〉
の
登
場
す
る
作
品
と
広
げ
、〈
芥
川
〉
作
品
と
呼
称
し
、
そ

の
変
遷
と
特
徴
を
見
て
ゆ
く
。
大
正
五
年
ま
で
の
一
人
称
小
説
の〈
芥
川
〉
作
品
で
は
、
冒
頭
で
物
語
世
界
を
回

想
な
ど
と
す
る
意
味
づ
け
、
方
向
づ
け
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
位
置
を
足
場
に
し
て
、
非
タ
形
文
末
を
用
い
、
物

語
世
界
に
入
り
込
む
よ
う
に
語
る
特
徴
が
見
ら
れ
た
。
こ
の
、
非
タ
形
に
よ
る
物
語
世
界
に
内
在
し
た
位
置
と
物

語
世
界
を
意
味
づ
け
る
位
置
に
階
層
化
し
た
右
の
特
徴
に
対
し
て
、
大
正
九
年
の「
槍
ヶ
岳
紀
行
」
で
は
、
文
末
が

タ
止
め
中
心
で
あ
る
た
め
に
、
物
語
世
界
に
入
り
込
む
よ
う
な
語
り
が
積
極
的
に
見
ら
れ
ず
、
ま
た
、
物
語
世
界

を
回
想
な
ど
と
意
味
づ
け
る
位
置
も
顕
在
化
し
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
読
者
は
物
語
世
界
内
部
の
位
置
も
物
語

世
界
を
意
味
づ
け
る
位
置
も
提
示
さ
れ
な
い
た
め
、
物
語
世
界
を
安
定
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。

ま
た
、
こ
の
語
り
の
特
徴
に
よ
っ
て
、
語
り
手
と
物
語
世
界
も
断
絶
し
た
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
語
り
の
特
徴

は
、〈
「
話
」ら
し
い
話
の
な
い
小
説
〉と
関
連
す
る
私
小
説
的
作
品
「
海
の
ほ
と
り
」
、「
年
末
の
一
日
」で
も
見
ら
れ
、

語
り
手
が「
僕
」
や
物
語
世
界
を
統
括
的
に
把
握
す
る
位
置
に
立
た
な
い
た
め
、
物
語
を
貫
く「
話
」
が
な
い
よ
う

に
見
え
る
の
だ
と
し
た
。
ま
た
、
晩
年
の
芥
川
に
、
自
身
の
病
に
つ
い
て
の
言
及
が
増
加
す
る
こ
と
を
確
認
し
、
こ
の

〈
病
む
作
家
芥
川
〉
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
右
の
語
り
手
の
特
徴
に
奉
仕
し
て
い
る
こ
と
を
見
る
。
こ
こ
で
は
、
第
一
節
で

見
た
、
小
説
を
事
実
に
近
づ
け
る
こ
と
が
方
法
化
さ
れ
て
小
説
の
安
定
性
を
解
体
す
る
結
果
を
も
た
ら
し
て
い
る

と
す
る
。 

加
え
て
、
補
論「
芥
川
作
品
の
文
末
表
現
」に
お
い
て
、
芥
川
作
品
の
文
末
表
現
の
変
遷
を
ま
と
め
、
第
三
章
の

裏
付
け
と
し
た
。 

第
四
章「
芥
川
の
断
章
形
式
の
作
品
」で
は
、
芥
川
の
断
章
形
式
の
作
品
を
扱
う
。
ま
ず
第
一
節
で
、
芥
川
の
章

形
式
を
持
つ
小
説
を
取
り
上
げ
、
大
正
十
年
ま
で
は
入
れ
籠
構
造
の
よ
う
に
、
章
同
士
に
関
係
性
、
連
続
性
が

見
ら
れ
た
も
の
が
、
大
正
十
一
年
「
将
軍
」
か
ら
、
章
同
士
の
関
係
性
が
積
極
的
に
持
た
さ
れ
て
い
な
い
新
し
い
特

徴
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。 

第
二
節
で
は
、
芥
川
の
断
章
形
式
の
随
筆
・小
品
を
見
る
。
そ
こ
で
芥
川
が
こ
の
形
式
を
愛
用
し
て
い
た
に
も
か
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か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
作
品
は
、
そ
れ
が
断
章
形
式
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
芥
川
に
と
っ
て
は
あ
く
ま
で
小
品
、
散

文
詩
、
シ
ナ
リ
オ
で
あ
り
、
小
説
た
り
え
て
い
な
い
こ
と
を
確
か
め
る
。
断
章
形
式
は
、
小
説
を
詩
に
近
づ
け
る
形

式
で
あ
る
点
、
章
同
士
が
積
極
的
な
関
係
を
持
た
な
い
た
め
、
全
体
を
統
一
的
に
把
握
で
き
る「
話
」
を
持
ち
に

く
い
点
で
、「
詩
に
近
い
小
説
」
、〈
「
話
」
ら
し
い
話
の
な
い
小
説
〉
と
の
関
連
が
予
想
さ
れ
る
。
以
上
か
ら
、〈
「
話
」

ら
し
い
話
の
な
い
小
説
〉
で
は
そ
の〈「
話
」ら
し
い
話
の
な
い
〉こ
と
（
断
章
性
）と
、〈
小
説
〉
（連
続
性
）
が
ど
の
よ
う

に
折
り
合
わ
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
を
提
示
す
る
。 

第
五
章「〈「
話
」ら
し
い
話
の
な
い
小
説
〉の
方
法
」で
は
、
第
一
節
で
、
第
一
章
か
ら
第
四
章
を
ま
と
め
る
。
そ

れ
を
踏
ま
え
な
が
ら
第
二
節
で
、
そ
れ
ま
で
に
見
た
作
中
で〈「
話
」ら
し
い
話
の
な
〉
さ
を
表
現
す
る
方
法
が
、
晩

年
の
作
品
で
ど
う
扱
わ
れ
て
い
る
の
か
（い
な
い
の
か
）を
結
論
づ
け
る
。 

ま
ず
私
小
説
的
作
品「
蜃
気
楼
」
（『
婦
人
公
論
』昭
和
二
年
三
月
）
で
は
、
互
い
に
積
極
的
な
関
係
を
持
た
な
い

複
数
の
物
象
を
、
私
小
説
的
作
品
で
あ
る
こ
と
に
よ
り〈
芥
川
〉
の「
病
」
言
説
を
担
う
語
り
手
が
弱
く
繋
げ
る
と

い
う
方
法
で
、
断
片
性
に
希
薄
な
連
続
性
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
断
片
を
繋
げ
小
説
に
長
さ
を

も
た
ら
す
の
に
、
私
小
説
的
作
品
の
語
り
が
利
用
さ
れ
て
い
る
。
右
の
よ
う
な
、
断
片
性
に
ど
の
よ
う
に
し
て
小
説

の
長
さ
（
連
続
性
）
を
も
た
ら
す
の
か
、
と
い
う
試
行
は
、「
誘
惑
」
（『
改
造
』
昭
和
二
年
四
月
）
、「
浅
草
公
園
」

（『
文
藝
春
秋
』昭
和
二
年
四
月
）
で
も
見
ら
れ
る
。 

こ
れ
に
引
き
続
い
て
、「
歯
車
」（『
大
調
和
』昭
和
二
年
六
月
、『
文
藝
春
秋
』十
月
）
で
は
、「
僕
」の
目
ま
ぐ
る
し

い
移
動
に
よ
り
、
互
い
に
積
極
的
な
関
係
性
を
持
た
な
い
複
数
の
物
象
が
登
場
し
、
作
中
に
断
片
性
が
形
作
ら
れ

て
い
る
が
、「
僕
」
は
そ
の
断
片
に
関
係
性
を
見
出
そ
う
と
す
る
。
こ
の
方
法
で
作
中
の
断
片
的
物
象
に
は「
僕
」
の

認
識
の
中
で
連
続
性
が
生
じ
る
。
が
、「
僕
」
の
認
識
の
中
で
意
味
づ
け
ら
れ
て
き
た
複
数
の
物
象
が
終
盤
で
一
度

に
登
場
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
僕
」の
認
識
が「
僕
」の
外
部
へ
流
出
し
て
い
く
印
象
が
生
じ
、「
僕
」の
認
識
と「
僕
」の

外
部
の
区
分
が
崩
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
、
断
章
性
と
語
り
を
用
い
た
方
法
に
よ
っ
て
、
本
作
に
物
語
世
界
を
統
括
的

に
把
握
す
る「
話
」
が
な
い
よ
う
に
見
せ
て
い
る
の
だ
と
見
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
芥
川
は
、〈
「
話
」ら
し
い
話
の
な
〉

さ
（断
章
性
）と
、〈
小
説
〉（連
続
性
）を
両
立
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
の
だ
と
結
論
づ
け
た
。 

そ
の
一
方
で
、
単
行
本
『
湖
南
の
扇
』
（文
藝
春
秋
社 

昭
和
二
年
六
月
二
十
日
）
に
、
断
章
形
式
の
作
品
や
短

い
小
品
が
小
説
と
並
べ
ら
れ
て
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
第
四
章
第
二
節
で
見
た
芥
川
の「
小
説
」観
が
変
化

し
て
い
る
こ
と
を
読
み
取
っ
た
。
そ
し
て
、
断
章
形
式
の
遺
稿「
或
阿
呆
の
一
生
」「
西
方
の
人
」「
続
西
方
の
人
」が
、

芥
川
に
と
っ
て〈
「
話
」
ら
し
い
話
の
な
い
小
説
〉
と
し
て
企
図
さ
れ
て
い
た
と
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
展

望
し
た
。 

  

以
上
、
本
研
究
で
は
、
〈「
話
」
ら
し
い
話
の
な
い
小
説
〉
が
、
語
り
手
が
物
語
世
界
を
統
括
的
に
把
握

す
る
位
置
に
立
っ
て
い
な
い
よ
う
に
見
せ
る
方
法
と
、
断
片
的
な
も
の
に
連
続
性
を
持
た
せ
る
方
法
と
の

二
つ
の
方
法
で
表
現
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
の
だ
と
結
論
づ
け
た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
二
つ
の
方
法
の
芥
川

作
品
の
中
で
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
か
ら
第
四
章
に
お
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
す
な
わ
ち
前
者
の
方
法
は
、〈
作
者
〉
を
登
場
さ
せ
、
地
の
文
の
安
定
性
を
相
対
化
す
る
一
連
の
作

品
の
流
れ
の
中
に
あ
り
、
後
者
の
方
法
は
、
複
数
の
言
説
が
関
係
を
持
つ
入
れ
籠
構
造
か
ら
、
そ
の
言
説
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同
士
の
関
係
性
が
希
薄
化
す
る
流
れ
と
、
非
小
説
的
な
断
章
形
式
の
随
筆
・
小
品
と
の
せ
め
ぎ
合
い
の
中

に
位
置
す
る
の
だ
と
し
た
。 

 


