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<

研
究
論
文>

金　
　

香　

花

芥
川
龍
之
介
の
短
篇
集
『
湖
南
の
扇
』
に
見
る
精
神
科
学
の
影
響

―
―
「
海
の
ほ
と
り
」
を
中
心
に 

―
―

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉　

夢
、
識
域
下
、
精
神
分
析
、
無
意
識
、
快
感
原
則
の
彼
岸

　
　
　

は
じ
め
に

一
九
二
七
年
七
月
『
文
芸
春
秋
』
に
発
表
さ
れ
た
、
芥
川
龍
之
介
の
評
論
「
続
文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
な
」
に
は
、
以
下
の
よ
う

な
一
節
が
あ
る
。

「
芸
術
は
科
学
の
肉
化
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
云
ふ
コ
ク
ト
オ
の
言
葉
は
中
つ
て
ゐ
る
。
尤
も
僕
の
解
釈
に
よ
れ
ば
「
科
学
の
肉
化

し
た
も
の
」
と
云
ふ
意
味
は
「
科
学
に
肉
を
つ
け
た
」
と
云
ふ
意
味
で
は
な
い
。
科
学
に
肉
を
つ
け
る
こ
と
な
ど
は
職
人
で
も
容
易

に
出
来
る
で
あ
ら
う
。
芸
術
は
お
の
づ
か
ら
血
肉
の
中
に
科
学
を
具
へ
て
ゐ
る
筈
で
あ
る
。
（
中
略
）
僕
は
必
ず
し
も
科
学
的
精
神

を
抛
つ
て
し
ま
へ
と
云
ふ
の
で
は
な
い
。
が
、
科
学
的
精
神
は
詩
的
精
神
を
重
ん
ず
る
所
に
逆
説
的
に
も
潜
ん
で
ゐ
る
と
云
ふ
事
実

だ
け
を
指
摘
し
た
い
の
で
あ
る
。　
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（
傍
線
引
用
者
）

こ
れ
は
、
「
続
文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
な
」
の
「
八　

コ
ク
ト
オ
の
言
葉
」
の
内
容
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
詩
人
で
作
家
で
あ
る

ジ
ャ
ン
・
コ
ク
ト
ー
（
一
八
八
九
～
一
九
六
三
）
は
、
鋭
い
近
代
的
感
覚
と
機
智
に
溢
れ
た
詩
精
神
の
持
ち
主
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
名
は
芥
川
の
遺
稿
「
或
阿
呆
の
一
生
」
１

に
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
箇
所
で
芥
川
は
、
コ
ク
ト
オ
の
言
葉
を
援
用
し
つ
つ
、
芸

術
と
科
学
の
繋
が
り
や
、
芸
術
作
品
に
お
け
る
科
学
的
精
神
の
重
要
性
を
論
じ
る
。　
　
　
　
　

ま
た
、
「
科
学
的
精
神
は
詩
的
精
神
を
重
ん
ず
る
所
に
逆
説
的
に
も
潜
ん
で
ゐ
る
」
と
い
う
芥
川
の
言
葉
は
、
作
品
の
価
値
の
高
低
を

定
め
る
評
価
基
準
と
な
る
「
詩
的
精
神
」
が
、
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
客
観
的
で
普
遍
妥
当
的
な
認
識
を
保
つ
科
学
的
精
神
に
通
じ
る
こ
と

を
表
す
。
科
学
的
知
見
が
必
ず
し
も
芸
術
創
作
の
出
発
点
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
が
、
「
詩
的
精
神
の
浄
化
」
を
通
っ
て
き
た
文
芸
作
品

に
は
、
自
ず
と
科
学
的
思
考
が
流
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
芥
川
は
問
う
て
い
る
。

〈
詩
的
精
神
〉
は
、
芥
川
の
未
定
稿
「
滝
井
君
の
作
品
に
就
い
て
」
（
一
九
一
六
年
）
や
、
谷
崎
潤
一
郎
と
の
間
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た

「
小
説
の
筋
」
論
争
（
一
九
二
七
年
）
に
登
場
し
、
芥
川
自
身
が
文
芸
の
価
値
の
高
低
を
定
め
る
最
も
重
要
な
指
標
と
な
っ
て
い
る
。
〈
詩

的
精
神
〉
の
定
義
を
め
ぐ
っ
て
、
芥
川
が
「
最
も
広
い
意
味
の
抒
情
詩
で
あ
る
」
と
捉
え
る
こ
と
か
ら
、
〈
詩
的
精
神
〉
は
作
家
の
表
現

し
た
感
情
や
情
緒
に
意
義
を
見
出
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
李
彗
珏
氏
２

に
よ
る
と
、
芥
川
の
求
め
た
〈
詩
的
精
神
〉
は
、
〈
純

粋
さ
〉
を
追
求
し
、
小
説
の
〈
筋
の
面
白
さ
〉
を
徹
底
的
に
排
除
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
う
。
そ
こ
で
、
作
者
の
主
張
し
た

〈
「
話
」
ら
し
い
話
の
な
い
小
説
〉
と
〈
詩
的
精
神
〉
の
関
係
性
が
問
わ
れ
る
が
、
芥
川
が
〈
詩
的
精
神
の
浄
化
〉
を
通
っ
て
き
た
文
芸
作

品
の
典
型
と
し
て
、
〈
「
話
」
ら
し
い
話
の
な
い
小
説
〉
を
挙
げ
る
こ
と
は
、
そ
の
両
者
が
い
わ
ゆ
る
包
含
関
係
に
あ
る
こ
と
を
窺
わ
せ

る
。従

来
、
〈
詩
的
精
神
〉
は
、
芥
川
に
よ
る
志
賀
の
心
境
小
説
へ
の
憧
れ
を
示
す
用
語
と
し
て
、
芥
川
の
「
蜃
気
楼
」
は
そ
の
実
践
で
あ

る
と
の
見
方
が
強
か
っ
た
の
だ
が
、
実
際
に
そ
の
内
実
は
複
雑
で
多
義
的
で
あ
る
と
、
篠
崎
美
生
子
氏
３

は
指
摘
す
る
。

〈
詩
的
精
神
〉
を
め
ぐ
る
「
多
義
的
な
内
実
」
に
迫
り
、
そ
の
一
端
を
示
す
際
、
上
記
に
述
べ
た
「
芸
術
は
科
学
の
肉
化
し
た
も
の
で
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あ
る
」
、
「
科
学
的
精
神
は
詩
的
精
神
を
重
ん
ず
る
所
に
逆
説
的
に
も
潜
ん
で
い
る
」
と
い
っ
た
芥
川
の
文
学
理
論
は
、
示
唆
を
与
え
て
く

れ
る
。
芥
川
が
「
続
文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
な
」
に
お
い
て
言
及
し
て
い
る
、
こ
れ
ら
の
言
葉
は
、
〈
文
学
〉
と
〈
科
学
〉
両
者
の

相
関
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
。
即
ち
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
芸
術
作
品
の
根
底
に
は
、
科
学
的
思
考
が
流
れ
て
お
り
、
〈
詩
的
精
神
〉
を
重

ん
じ
る
作
者
の
文
芸
観
も
例
外
で
は
な
い
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
仮
に
〈
詩
的
精
神
の
浄
化
〉
を
余
り
意
識
せ
ず
に
、
創
作
さ
れ
た
文
学

作
品
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
底
流
に
は
依
然
と
し
て
科
学
的
思
考
が
存
在
す
る
の
だ
ろ
う
。
「
続
文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
な
」
に
描
か

れ
て
い
る
、
こ
の
よ
う
な
芸
術
論
は
、
芥
川
の
文
学
に
お
け
る
科
学
の
様
相
を
分
析
す
る
際
の
足
が
か
り
と
な
る
。

〈
文
学
〉
と
〈
科
学
〉
両
者
の
相
関
を
示
す
芥
川
の
文
学
理
論
が
実
践
的
に
示
さ
れ
、
具
現
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
作
者
の
第
八
短

篇
集
『
湖
南
の
扇
』
（
文
芸
春
秋
社
、
一
九
二
七
年
六
月
）
の
作
品
群
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
こ
に
は
、
精
神
分
析
学
の
創
始

者
で
あ
る
ジ
ー
ク
ム
ン
ト
・
フ
ロ
イ
ト
（
一
八
五
六
～
一
九
三
九
）
の
夢
理
論
、
無
意
識
、
抑
圧
等
の
精
神
科
学
的
知
見
や
、
当
時
の
夢

学
、
心
理
学
か
ら
の
影
響
が
窺
え
る
作
品
が
多
数
収
録
さ
れ
る
。
「
海
の
ほ
と
り
」
「
蜃
気
楼
」
「
年
末
の
一
日
」
「
彼　

第
二
」
等
の
収
録

作
品
が
そ
れ
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
芥
川
生
前
の
最
後
の
短
篇
集
で
も
あ
る
『
湖
南
の
扇
』
は
、
作
者
が
「
行
き
詰
ま
り

を
打
開
す
る
為
に
在
来
の
作
風
を
離
れ
て
、
全
く
歴
史
的
題
材
を
す
て
、
自
己
身
辺
の
現
実
世
界
に
取
材
し
て
」
描
い
た
「
随
筆
的
な
、

筋
を
も
た
な
い
小
説
」
４

と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
い
わ
ば
、
〈
詩
的
精
神
〉
が
流
れ
る
と
さ
れ
る
〈
「
話
」
ら
し
い
話
の
な
い
小
説
〉

に
対
す
る
、
芥
川
の
心
酔
ぶ
り
が
示
さ
れ
て
い
る
作
品
群
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

以
上
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
芥
川
が
主
張
し
た
〈
文
学
〉
と
〈
科
学
〉
の
相
関
関
係
を
、
同
時
代
の
精
神
科
学
の
影
響
が
窺

え
る
作
者
の
晩
年
の
作
品
、
「
海
の
ほ
と
り
」
の
分
析
を
通
し
て
示
し
た
い
。
芥
川
の
フ
ロ
イ
ト
受
容
を
め
ぐ
っ
て
、
既
に
実
証
的
研
究

が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
フ
ロ
イ
ト
の
提
起
し
た
『
快
感
原
則
』
や
『
欲
動
論
』
の
理
論
を
、
小
説
「
海
の
ほ
と
り
」
を

読
み
解
く
補
助
線
に
し
、
新
し
い
解
釈
を
提
示
す
る
。
芥
川
が
精
神
分
析
の
こ
れ
ら
の
概
念
ま
で
見
識
を
深
め
た
と
は
考
え
に
く
い
が
、

「
海
の
ほ
と
り
」
に
は
、
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
を
貫
く
、
そ
う
し
た
理
論
で
解
説
で
き
る
よ
う
な
事
象
が
内
包
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
で
の
考
察
は
、
同
時
代
の
精
神
科
学
が
芥
川
の
晩
年
の
作
品
の
形
成
に
ど
の
よ
う
に
寄
与
し
た
の
か
を
調
べ
る
一
環
で
も
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
研
究
は
、
先
行
論
か
ら
「
多
義
的
な
内
実
」
を
伴
う
と
さ
れ
て
い
る
、
芥
川
の
〈
詩
的
精
神
〉
の
解
析
に
、
〈
精
神
科
学
〉

と
い
う
新
し
い
視
座
を
与
え
る
こ
と
に
も
繋
が
る
だ
ろ
う
と
考
え
る
。

一
、
「
海
の
ほ
と
り
」
に
お
け
る
〈
僕
〉
の
深
層
心
理

芥
川
の
小
説
「
海
の
ほ
と
り
」
は
、
一
九
二
五
年
九
月
『
中
央
公
論
』
に
発
表
さ
れ
、
後
に
短
篇
集
『
湖
南
の
扇
』
や
全
集
に
収
め
ら

れ
て
い
る
。
本
作
は
、
一
九
一
六
年
夏
、
芥
川
が
久
米
正
雄
と
共
に
千
葉
・
一
宮
海
岸
に
避
暑
し
て
い
た
頃
の
体
験
を
も
と
に
描
い
た
も

の
で
あ
る
。
作
者
が
、
執
筆
時
点
か
ら
九
年
前
の
記
憶
を
辿
り
、
そ
れ
を
作
品
化
し
た
と
の
こ
と
か
ら
、
「
海
の
ほ
と
り
」
は
、
「
遠
い
青

春
の
日
々
へ
の
哀
惜
の
念
」
を
「
去
り
ゆ
く
夏
の
日
の
避
暑
地
の
ひ
と
こ
ま
に
託
し
て
描
い
た
」
５

作
品
と
し
て
読
ま
れ
て
き
た
。
そ
し

て
本
作
は
、
芥
川
の
書
い
た
〈
「
話
」
ら
し
い
話
の
な
い
小
説
〉
の
嚆
矢
６

と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。

「
海
の
ほ
と
り
」
を
め
ぐ
っ
て
、
吉
田
精
一
氏
７

は
「
筋
ら
し
い
筋
の
な
い
、
彼
と
し
て
は
珍
し
い
素
直
な
ス
ケ
ッ
チ
で
あ
り
、
一
種
の

心
境
小
説
で
も
あ
る
」
と
し
な
が
ら
、
「
強
い
て
批
評
す
れ
ば
、
よ
く
ま
と
ま
っ
て
は
い
る
が
、
深
い
暗
示
に
も
、
き
び
し
い
実
感
に
も

と
ぼ
し
い
」
と
論
評
し
て
い
る
。
三
好
行
雄
氏
８

は
、
「
海
の
ほ
と
り
」
が
〈
「
話
」
ら
し
い
話
の
な
い
小
説
〉
へ
傾
倒
し
て
い
た
、
晩
年

の
芥
川
の
実
践
的
な
試
み
の
最
初
と
な
る
と
位
置
づ
け
な
が
ら
、
本
作
に
は
「
小
説
的
な
事
件
は
な
に
ひ
と
つ
起
ら
ず
、
登
場
人
物
の
織

り
な
す
心
理
模
様
と
し
て
さ
え
、
ド
ラ
マ
の
消
え
た
心
象
風
景
で
あ
る
」
と
論
じ
る
。
た
だ
、
作
者
の
狙
い
が
「
一
篇
の
風
物
詩
に
あ
っ

た
」
と
は
言
え
、
「
こ
の
小
説
に
は
、
情
念
の
流
露
に
身
を
ゆ
だ
ね
切
れ
な
い
認
識
者
の
眼
が
消
え
の
こ
っ
て
い
る
」
と
、
三
好
氏
は

「
海
の
ほ
と
り
」
が
含
蓄
の
あ
る
作
品
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。

従
来
、
「
海
の
ほ
と
り
」
は
、
芥
川
が
志
賀
直
哉
の
「
焚
火
」
の
方
法
を
模
倣
し
て
描
い
た
作
品
で
あ
る
と
見
做
さ
れ
、
「
焚
火
」
と
の

比
較
検
討
が
多
く
な
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
「
続　

海
の
ほ
と
り
」
と
い
う
副
題
を
持
つ
、
「
蜃
気
楼
」
と
の
関
連
か
ら
も
盛
ん
に
論
じ
ら

れ
て
き
た
。
本
作
の
創
作
方
法
を
め
ぐ
っ
て
、
志
賀
の
「
焚
火
」
を
模
倣
し
た
こ
と
に
い
ち
早
く
着
目
し
た
三
嶋
譲
氏
９

は
、
「
海
の
ほ
と
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り
」
を
芥
川
の
「
志
賀
へ
の
実
践
的
挑
戦
と
い
っ
た
引
き
金
」
と
し
て
捉
え
る
。
大
正
後
期
、
芥
川
が
志
賀
文
学
へ
接
近
し
た
そ
の
背
景

に
は
、
志
賀
に
対
す
る
芥
川
の
文
学
的
尊
崇
の
念
の
ほ
か
、
大
正
十
二
年
以
降
、
私
小
説
的
方
法
の
模
索
と
相
俟
っ
て
、
芥
川
自
身
に
よ

る
「
〈
私
〉
の
表
出
あ
る
い
は
定
着
へ
の
希
求
」
が
あ
っ
た
と
、
三
嶋
氏
は
分
析
し
て
い
る
。
さ
ら
に
神
田
由
美
子
氏
10

は
、
「
海
の
ほ
と

り
」
が
志
賀
の
「
焚
火
」
を
下
敷
き
に
し
て
創
案
さ
れ
た
も
の
の
、
「
焚
火
」
に
お
い
て
〈
自
然
と
人
間
〉
、
〈
夢
と
現
実
〉
の
渾
然
一
体

化
を
図
っ
た
志
賀
と
違
い
、
芥
川
は
「
海
の
ほ
と
り
」
を
〈
自
然
〉
や
〈
夢
〉
と
対
立
す
る
〈
人
生
〉
と
〈
現
実
〉
の
苦
悩
に
汚
染
さ
せ

て
し
ま
っ
た
と
論
じ
る
。

近
年
に
な
る
と
、
「
海
の
ほ
と
り
」
に
お
け
る
、
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
の
受
容
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
柳
廣
孝
氏
11

の

「
「
無
意
識
」
と
い
う
物
語
―
「
海
の
ほ
と
り
」
を
中
心
に
」
を
そ
の
代
表
的
な
論
考
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
一
柳
氏
に
よ
る
と
、
「
海
の

ほ
と
り
」
に
は
、
夢
を
媒
介
し
た
無
意
識
の
言
説
化
と
い
う
、
小
説
の
方
法
論
の
問
題
が
色
濃
く
投
影
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

し
か
し
「
海
の
ほ
と
り
」
に
は
、
フ
ロ
イ
ト
の
無
意
識
や
、
夢
理
論
に
限
ら
ず
、
精
神
分
析
理
論
の
根
源
原
理
で
あ
る
『
快
感
原
則
』

（
不
快
を
避
け
て
、
快
楽
を
求
め
る
無
意
識
の
傾
向
）
の
本
質
に
迫
る
も
の
も
あ
る
よ
う
に
考
え
る
。
以
下
、
精
神
分
析
の
知
識
を
参
考

に
し
な
が
ら
、
「
海
の
ほ
と
り
」
の
考
察
を
深
め
た
い
。

（
一
）
「
識
域
下
の
我
」
に
底
流
す
る
も
の

「
海
の
ほ
と
り
」
は
、
芥
川
の
主
張
す
る
「
詩
的
精
神
」
に
浄
化
し
た
、
〈
筋
の
な
い
小
説
〉
又
は
〈
「
話
」
ら
し
い
話
の
な
い
小
説
〉

で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
本
作
は
、
作
者
の
表
現
す
る
主
観
的
な
感
情
や
情
緒
な
ど
、
内
部
世
界
に
力
点
が
置
か
れ
る
小
説
で
も
あ

る
。注

目
に
値
す
る
の
は
、
「
海
の
ほ
と
り
」
の
内
面
描
写
に
、
フ
ロ
イ
ト
が
一
九
二
〇
年
の
『
快
原
理
の
彼
岸
』
（
『
快
感
原
則
の
彼
岸
の

彼
岸
』
と
も
）
に
お
い
て
持
ち
出
し
た
12

〈
二
元
論
的
な
欲
動
論
〉
、
即
ち
死
の
本
能
（
欲
動
）
と
生
の
本
能
（
欲
動
）
が
、
協
同
、
又

は
対
抗
し
な
が
ら
生
命
現
象
を
担
う
、
と
い
う
精
神
分
析
理
論
の
本
質
に
迫
る
も
の
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
言
え
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ば
、
三
章
構
成
に
な
る
「
海
の
ほ
と
り
」
は
、
一
見
そ
れ
ぞ
れ
の
ブ
ロ
ッ
ク
で
語
ら
れ
て
い
る
内
容
が
密
接
な
繋
が
り
を
持
た
な
い
よ
う

に
見
え
る
が
、
実
際
に
そ
れ
ら
は
、
フ
ロ
イ
ト
の
提
起
し
た
本
能
二
元
論
、
「
生
の
継
続
を
強
い
る
」
13

生
の
欲
動
（
性
的
本
能
と
も
）

と
「
無
生
の
状
態
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
」
14

死
の
欲
動
（
自
我
本
能
と
も
）
の
協
同
、
葛
藤
か
ら
派
生
す
る
心
的
現
象
と
し
て
共
通
し

て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
三
節
に
分
け
て
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
た
い
。

ま
ず
、
「
海
の
ほ
と
り
」
の
（
一
）
章
か
ら
見
て
い
く
。
こ
の
章
に
は
就
職
先
が
決
ま
ら
な
い
ま
ま
大
学
を
卒
業
し
た
〈
僕
〉
と
友
人

Ｍ
が
、
夏
の
終
わ
り
の
ひ
と
時
を
海
辺
の
避
暑
地
で
過
ご
し
て
い
る
こ
と
や
、
一
匹
の
鮒
が
自
分
に
声
を
か
け
て
く
る
と
い
う
〈
僕
〉
の

夢
が
描
か
れ
て
い
る
。

「
哀
れ
つ
ぽ
い
声
を
出
し
た
つ
て
駄
目
だ
よ
。
又
君
、
金
の
こ
と
だ
ら
う
？
」

「
い
い
え
、
金
の
こ
と
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
。
唯
わ
た
し
の
友
だ
ち
に
会
は
せ
た
い
女
が
あ
る
ん
で
す
が
、
…
…
…
」
（
中
略
）

僕
は
暫
く
月
の
映
つ
た
池
の
上
を
眺
め
て
ゐ
た
。
池
は
海
草
の
流
れ
て
ゐ
る
の
を
見
る
と
、
潮
入
り
に
な
つ
て
ゐ
る
ら
し
か
つ

た
。
そ
の
う
ち
に
僕
は
す
ぐ
目
の
前
に
さ
ざ
波
の
き
ら
き
ら
立
つ
て
い
る
の
を
見
つ
け
た
。
さ
ざ
波
は
足
も
と
へ
寄
つ
て
来
る
に
つ

れ
、
だ
ん
だ
ん
一
匹
の
鮒
に
な
つ
た
。
鮒
は
水
の
澄
ん
だ
中
に
悠
々
と
尾
鰭
を
動
か
し
て
ゐ
た
。

「
あ
あ
、
鮒
が
声
を
か
け
た
ん
だ
。
」

僕
は
か
う
思
つ
て
安
心
し
た
。
―

僕
の
目
を
覚
ま
し
た
時
に
は
も
う
軒
先
の
葭
簾
の
日
除
け
は
薄
日
の
光
を
透
か
し
て
ゐ
た
。
僕
は
洗
面
器
を
持
つ
て
庭
へ
下
り
、

裏
の
井
戸
ば
た
へ
顔
を
洗
ひ
に
行
つ
た
。
し
か
し
顔
を
洗
つ
た
後
で
も
、
今
し
が
た
見
た
夢
の
記
憶
は
妙
に
僕
に
こ
び
り
つ
い
て
ゐ

た
。
「
つ
ま
り
あ
の
夢
の
中
の
鮒
は
識
域
下
の
我
と
言
ふ
や
つ
な
ん
だ
。
」
―
そ
ん
な
気
も
多
少
は
し
た
の
だ
つ
た
。

（
傍
線
引
用
者
、
以
下
同
様
）

作
中
に
お
け
る
「
識
域
下
の
我
」
と
い
う
言
葉
は
、
芥
川
が
精
神
分
析
の
創
始
者
で
あ
る
フ
ロ
イ
ト
か
ら
影
響
を
受
け
た
証
し
に
な
ろ

う
。
と
い
う
の
も
、
意
識
さ
れ
な
い
領
域
の
こ
と
を
意
味
す
る
「
識
域
下
」
は
、
精
神
分
析
で
言
う
無
意
識
を
指
す
か
ら
で
あ
る
。
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夢
と
無
意
識
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
フ
ロ
イ
ト
は
『
夢
判
断
』
（
一
九
〇
〇
年
）
に
お
い
て
、
夢
が
無
意
識
へ
の
通
路
で
あ
り
、
夢
分

析
は
無
意
識
の
働
き
を
意
識
的
に
把
握
す
る
た
め
の
技
法
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
、
夢
の
形
成
に
は
日
中
残
滓
や
過
去
の
諸
体
験
が
き
っ

か
け
に
な
る
15

と
も
言
わ
れ
る
。

作
中
の
〈
僕
〉
が
、
里
見
八
犬
伝
の
家
臣
で
あ
る
蜑
崎
照
文
が
砂
金
を
捧
げ
る
場
面
を
読
ん
だ
り
、
自
分
の
原
稿
料
の
こ
と
を
思
い
出

し
た
り
し
た
こ
と
と
相
俟
っ
て
、
〈
僕
〉
の
夢
に
も
お
金
に
ま
つ
わ
る
場
面
が
現
れ
る
。
ま
た
、
「
夢
の
中
の
鮒
は
識
域
下
の
我
と
言
ふ
や

つ
な
ん
だ
」
と
い
う
一
文
は
、
〈
僕
〉
が
夢
認
識
を
通
じ
て
、
改
め
て
自
分
の
こ
と
を
客
観
視
す
る
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、

夢
に
無
意
識
の
願
望
が
表
れ
る
、
と
い
う
フ
ロ
イ
ト
の
夢
分
析
に
符
合
す
る
も
の
で
あ
り
、
芥
川
が
フ
ロ
イ
ト
の
夢
知
識
を
摂
取
し
、
そ

れ
を
自
ら
の
創
作
に
取
り
入
れ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

な
お
、
夢
の
中
の
〈
僕
〉
は
「
唯
わ
た
し
の
友
だ
ち
に
会
は
せ
た
い
女
が
あ
る
ん
で
す
が
、
…
…
…
」
と
い
う
話
を
聞
く
と
、
「
急
に

わ
く
わ
く
」
心
を
躍
ら
せ
る
。
戸
松
泉
氏
16

に
よ
る
と
、
こ
の
場
面
は
、
芥
川
が
久
米
正
雄
と
共
に
千
葉
県
長
生
郡
一
宮
町
の
一
宮
官
に

滞
在
し
た
当
時
、
後
の
妻
・
塚
本
文
に
求
婚
の
長
い
手
紙
を
書
い
て
い
た
と
の
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
「
海
の
ほ
と
り
」

に
お
い
て
、
鮒
の
現
れ
る
夢
は
、
異
性
関
係
を
め
ぐ
る
〈
僕
〉
の
潜
在
的
思
考
で
あ
り
、
芥
川
が
自
分
自
身
を
髣
髴
と
さ
せ
る
作
中
の

〈
僕
〉
に
殊
更
こ
の
よ
う
な
夢
を
見
さ
せ
た
の
は
、
夢
が
抑
圧
さ
れ
る
願
望
の
無
意
識
的
な
発
露
で
あ
る
と
い
う
精
神
分
析
の
知
見
に
基

づ
い
た
手
法
で
あ
ろ
う
。

「
海
の
ほ
と
り
」
に
お
い
て
、
夢
中
の
〈
僕
〉
は
、
自
分
に
声
を
か
け
て
く
る
人
影
が
見
え
ず
困
惑
し
た
が
、
鮒
を
発
見
す
る
と
す
ぐ

に
安
心
感
を
取
り
戻
す
。
〈
僕
〉
に
と
っ
て
、
鮒
は
ど
の
よ
う
な
存
在
な
の
だ
ろ
う
か
。
鮒
の
表
す
意
味
や
、
そ
の
象
徴
を
め
ぐ
っ
て
、

従
来
十
分
に
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。

鮒
の
表
象
は
、
「
海
の
ほ
と
り
」
の
読
解
に
お
い
て
、
看
過
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
。
そ
の
象
徴
に
つ
い
て
は
、
作
中
に
お
け
る
「
夢

の
中
の
鮒
は
識
域
下
の
我
」
と
い
う
〈
僕
〉
の
言
葉
を
手
掛
か
り
に
、
フ
ロ
イ
ト
の
無
意
識
理
論
に
鑑
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
フ
ロ
イ
ト

は
、
『
無
意
識
に
つ
い
て
』
17

（
一
九
一
五
）
の
中
で
、
意
識
と
無
意
識
の
相
関
を
、
「
生
命
あ
る
有
機
体
に
内
属
す
る
衝
迫
」
で
あ
る
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〈
欲
動
〉
18

と
い
う
概
念
を
介
在
さ
せ
な
が
ら
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

私
は
じ
っ
さ
い
、
意
識
と
無
意
識
の
対
立
は
、
欲
動
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
考
え
る
。
欲
動
は
、
意
識
の
対
象
と
は
な
り

え
な
い
。
た
だ
欲
動
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
表
象
だ
け
が
、
意
識
の
対
象
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
欲

動
は
、
無
意
識
の
う
ち
に
あ
っ
て
も
、
表
象
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
し
か
な
い
。
欲
動
が
表
象
に
付
着
す
る
か
、
あ
る

い
は
一
つ
の
感
情
状
態
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
か
し
な
け
れ
ば
、
欲
動
に
つ
い
て
は
な
に
も
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ

う
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
無
意
識
」
、
或
い
は
「
意
識
下
」
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
た
感
情
の
発
露
に
は
、
人
間
の
本
能
と
も
言
え
る
べ
き
〈
欲
動
〉
の
働
き
が

あ
る
。
し
か
し
、
〈
欲
動
〉
は
直
接
意
識
に
の
ぼ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
動
き
を
示
す
〈
表
象
〉
を
通
し
て
し
か
、
人
に
認
知
さ
れ
得
な
い

の
で
あ
る
。
或
い
は
、
無
意
識
下
の
情
動
が
、
一
つ
の
感
情
状
態
と
し
て
表
れ
る
時
こ
そ
、
そ
の
欲
動
に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
。以

上
の
よ
う
な
精
神
分
析
の
知
識
を
視
野
に
入
れ
る
と
、
「
海
の
ほ
と
り
」
に
お
い
て
、
〈
鮒
〉
を
〈
識
域
下
の
我
〉
に
擬
え
た
と
い
う

設
定
は
、
芥
川
が
フ
ロ
イ
ト
の
無
意
識
に
対
す
る
理
解
が
深
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
芥
川
は
、
無
意
識
の
領
域
に
閉

じ
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
「
欲
動
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
」
表
象
を
通
じ
て
し
か
認
識
さ
れ
な
い
、
と
い
う
精
神
分
析
の
知
見
を
持
ち

な
が
ら
、
〈
夢
の
中
の
鮒
〉
は
〈
識
域
下
の
我
〉
と
の
こ
と
を
前
面
に
押
し
出
し
た
と
も
理
解
で
き
よ
う
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
無
意
識
の
奥
底
に
抑
圧
さ
れ
て
い
る
感
情
が
、
意
識
に
上
ら
せ
る
た
め
に
、
〈
表
象
〉
が
作
り
出
さ
れ

る
こ
と
、
し
か
も
そ
の
〈
表
象
〉
は
〈
欲
動
〉
に
繋
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
有
機
的
生
命
に
お
け
る
慣
性
の
表
れ
で
あ
る

〈
欲
動
〉
は
、
フ
ロ
イ
ト
思
想
の
根
幹
に
据
え
ら
れ
る
概
念
で
あ
り
、
フ
ロ
イ
ト
自
身
は
、
そ
れ
を
「
精
神
的
な
も
の
と
身
体
的
な
も
の

と
の
あ
い
だ
の
境
界
概
念
」
19

で
あ
る
と
し
て
い
る
。

フ
ロ
イ
ト
の
こ
の
理
論
に
鑑
み
る
と
、
鮒
の
現
れ
る
夢
は
、
「
海
の
ほ
と
り
」
に
お
け
る
〈
僕
〉
の
「
生
の
欲
動
」
を
表
す
心
的
表
象

と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る
。
夢
中
の
〈
僕
〉
が
、
「
会
は
せ
た
い
女
が
あ
る
ん
で
す
が
」
と
声
を
発
し
た
鮒
に
気
づ
い
て
安
堵
感
を
覚
え
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た
の
も
、
目
覚
め
た
後
、
夢
の
記
憶
が
「
妙
に
僕
に
こ
び
り
つ
い
て
ゐ
た
」
の
も
、
〈
僕
〉
が
「
水
の
澄
ん
だ
中
に
悠
々
と
尾
鰭
を
動
か

し
て
ゐ
た
」
鮒
に
、
〈
生
〉
を
見
出
し
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
、
〈
僕
〉
の
気
分
は
爽
快
に
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
に
関

し
て
は
、
次
章
で
具
体
的
に
考
察
し
て
み
よ
う
。

（
二
）
〈
僕
〉
の
奥
底
に
眠
っ
て
い
る
感
情
を
め
ぐ
っ
て

「
海
の
ほ
と
り
」
の
（
二
）
章
に
は
、
雨
が
や
み
、
海
水
浴
へ
出
か
け
た
〈
僕
等
〉
が
、
海
辺
で
見
か
け
た
少
年
や
二
人
の
少
女
の
姿
、

及
び
自
然
の
風
景
な
ど
が
写
実
的
に
描
き
出
さ
れ
る
。

暮
れ
か
か
っ
た
夏
に
未
練
を
持
っ
て
、
友
人
Ｍ
と
一
緒
に
海
へ
泳
ぎ
に
行
っ
た
も
の
の
、
〈
僕
〉
は
「
到
底
泳
ぐ
気
に
は
な
れ
な
か
つ

た
」
。
Ｍ
は
、
誘
い
に
応
じ
な
か
っ
た
〈
僕
〉
を
後
に
し
、
一
人
で
ず
ん
ず
ん
海
の
中
へ
入
っ
て
い
た
が
、
水
母
に
首
の
周
り
を
刺
さ
れ
、

す
ぐ
に
海
か
ら
上
が
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
「
僕
等
」
と
は
対
照
的
に
、
再
び
海
水
浴
に
現
れ
た
同
年
輩
の
二
人
の
少
女
は
、
楽
し
そ
う

に
海
で
戯
れ
る
。
彼
女
た
ち
の
姿
は
、
「
こ
の
寂
し
い
残
暑
の
渚
と
不
調
和
に
感
ず
る
ほ
ど
花
や
か
に
見
え
た
」
だ
け
で
な
く
、
〈
僕
〉
に

は
「
実
際
人
間
よ
り
も
蝶
の
美
し
さ
に
近
い
も
の
」
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
特
に
、
真
紅
の
海
水
着
を
着
た
少
女
は
、
水
中
を
浮
遊
す

る
水
母
を
発
見
す
る
と
、
甲
高
い
声
を
あ
げ
、
も
う
一
人
の
少
女
を
招
こ
う
と
し
た
が
、
そ
の
時
「
遠
目
に
も
活
き
活
き
と
笑
つ
て
ゐ

た
」
と
い
う
。
水
母
に
好
奇
心
を
掻
き
立
て
ら
れ
た
よ
う
に
見
え
る
少
女
の
姿
は
、
水
母
に
命
の
危
険
を
感
じ
、
す
ぐ
さ
ま
退
く
友
人
Ｍ

の
そ
れ
と
は
対
比
を
な
し
て
い
る
。

そ
し
て
〈
僕
〉
は
、
沖
へ
出
て
い
く
二
人
の
少
女
の
姿
を
「
海
水
帽
ば
か
り
に
」
見
え
る
ま
で
見
届
け
、
「
そ
れ
か
ら
余
り
話
も
せ
ず
」

宿
へ
帰
っ
て
い
く
が
、
こ
の
時
の
〈
僕
〉
の
心
境
に
は
何
か
変
化
が
起
き
た
か
の
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。

〈
僕
〉
の
心
底
に
潜
む
意
識
を
炙
り
出
す
に
当
た
っ
て
、
精
神
分
析
的
視
点
を
導
入
す
る
こ
と
は
、
有
効
的
で
あ
ろ
う
。
芥
川
が
フ
ロ

イ
ト
の
無
意
識
理
論
や
夢
分
析
な
ど
、
精
神
分
析
の
影
響
を
受
け
た
こ
と
は
、
一
柳
廣
孝
氏
20

、
篠
崎
美
生
子
氏
21

、
田
口
律
男
氏
22

等

に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
芥
川
が
フ
ロ
イ
ト
の
『
欲
動
論
』
や
『
快
感
原
則
』
の
理
論
ま
で
理
解
を
深
め
た
と
は
思
え
な
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い
。
そ
れ
に
し
て
も
作
者
が
、
「
海
の
ほ
と
り
」
の
〈
僕
〉
の
心
理
の
有
様
や
推
移
を
描
写
す
る
際
、
〈
生
の
欲
動
〉
や
〈
死
の
欲
動
〉
と

い
っ
た
精
神
分
析
の
概
念
で
解
釈
で
き
る
よ
う
な
事
柄
を
、
無
意
識
的
に
作
中
に
取
り
込
ん
だ
と
い
う
可
能
性
は
十
分
あ
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
何
故
な
ら
、
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
は
、
精
神
科
学
や
精
神
医
学
の
範
疇
に
収
ま
り
、
学
問
的
な
普
遍
性
を
持
つ
か
ら
で
あ

る
。心

理
分
析
を
通
じ
て
、
精
神
疾
患
の
治
療
を
目
指
し
た
精
神
科
医
・
フ
ロ
イ
ト
は
、
早
く
か
ら
無
意
識
を
含
む
人
間
の
精
神
内
部
に
、

深
い
葛
藤
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
識
し
た
。
そ
の
葛
藤
つ
い
て
、
彼
は
『
心
因
性
視
覚
障
害
の
精
神
分
析
的
理
解
』
（
一
九
一
〇
）
の
中

で
「
性
的
満
足
を
求
め
る
欲
動
と
、
個
人
の
自
己
保
存
を
目
標
と
す
る
い
ま
一
つ
別
の
欲
動
、
す
な
わ
ち
自
我
欲
動
と
の
間
の
否
定
し
が

た
い
対
立
」
23

が
存
在
す
る
と
述
べ
る
。
こ
こ
に
言
及
さ
れ
て
い
る
、
対
立
関
係
に
あ
る
二
つ
の
欲
動
は
、
そ
の
十
年
後
に
発
表
さ
れ

る
『
快
原
理
の
彼
岸
』
（
一
九
二
〇
）
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
「
生
の
欲
動
」
、
「
死
の
欲
動
」
と
し
て
正
式
に
命
名
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
24

。

「
自
我
欲
動
＝
死
の
欲
動
」
、
「
性
欲
動
＝
生
の
欲
動
」
と
い
う
欲
動
二
元
論
は
、
精
神
分
析
の
根
本
的
理
論
で
あ
り
、
人
間
の
心
の
葛
藤

の
起
源
を
追
求
し
た
、
フ
ロ
イ
ト
が
晩
年
に
至
る
ま
で
保
持
し
続
け
た
主
張
で
も
あ
る
。

・
個
々
の
存
在
を
超
え
て
生
き
延
び
る
こ
れ
ら
の
基
礎
的
有
機
体
の
運
命
に
留
意
し
、
外
界
の
刺
激
に
対
し
無
防
備
な
こ
れ
ら
有
機

体
を
安
全
に
か
く
ま
う
よ
う
配
慮
し
、
ま
た
他
の
胚
細
胞
と
一
緒
に
な
れ
る
よ
う
に
取
り
計
ら
う
、
等
々
の
こ
と
を
す
る
欲
動

が
、
一
群
の
性
欲
動
を
形
成
す
る
。
（
中
略
）
そ
れ
ら
が
本
来
の
生
の
欲
動
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
『
快
原
理
の
彼
岸
』
25

、
傍
点
引
用
者
）

・
生
命
あ
る
も
の
は
す
べ
て
内
的
根
拠
に
従
っ
て
死
に
、
無
機
的
な
も
の
へ
と
帰
っ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
を
、
例
外
な
き
経
験
と
し

て
仮
定
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
次
の
よ
う
に
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
生
命
の
目
標

は
死
で
あ
り
、
翻
っ
て
言
う
な
ら
、
無
生
命
が
生
命
あ
る
も
の
よ
り
先
に
存
在
し
て
い
た
の
だ
、
と
。

（
『
快
原
理
の
彼
岸
』
26

）

フ
ロ
イ
ト
に
よ
る
と
、
「
生
命
の
更
新
を
求
め
、
か
つ
そ
れ
を
実
現
す
る
」
27

〈
生
の
欲
動
〉
と
は
逆
に
、
〈
死
の
欲
動
〉
は
生
命
あ
る
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も
の
を
「
無
機
的
な
も
の
」
へ
回
帰
さ
せ
る
と
い
う
。
彼
は
、
〈
死
の
欲
動
〉
（
自
我
欲
動
）
が
、
「
生
命
の
な
い
物
質
に
生
命
が
与
え
ら

れ
た
こ
と
に
由
来
し
」
28

た
た
め
、
欲
動
の
守
旧
的
性
格
か
ら
「
生
命
な
き
状
態
を
再
興
し
よ
う
と
欲
す
る
」
29

と
想
定
し
た
の
で
あ

る
。要

す
る
に
、
フ
ロ
イ
ト
は
欲
動
論
を
通
じ
て
、
生
命
の
全
体
現
象
を
「
生
の
欲
動
」
（
性
欲
動
）
と
「
死
の
欲
動
」
（
自
我
欲
動
）
の
協

同
、
対
立
、
抗
争
の
現
れ
と
し
て
捉
え
る
。

人
間
の
欲
動
に
関
す
る
、
フ
ロ
イ
ト
の
理
論
は
、
「
海
の
ほ
と
り
」
の
〈
僕
〉
の
深
層
心
理
を
あ
ぶ
り
出
す
、
足
が
か
り
と
な
り
得
る
。

従
来
、
「
海
の
ほ
と
り
」
は
〈
筋
ら
し
い
筋
の
な
い
〉
小
説
と
し
て
読
ま
れ
て
き
た
が
、
上
記
に
示
さ
れ
た
精
神
分
析
理
論
を
顧
慮
す
る

と
、
そ
の
物
語
世
界
に
は
、
〈
僕
〉
の
生
と
死
に
つ
い
て
思
索
を
巡
ら
し
た
軌
跡
が
投
影
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
作
中

に
お
い
て
、
〈
僕
〉
が
水
母
を
発
見
し
て
沖
へ
出
て
い
く
二
人
の
少
女
を
最
後
ま
で
見
届
け
、
「
そ
れ
か
ら
余
り
話
も
せ
ず
」
宿
へ
帰
っ
て

行
っ
た
の
も
、
ま
た
水
母
に
遭
遇
し
た
時
、
Ｍ
と
は
対
照
的
な
態
度
を
見
せ
る
少
女
を
ず
っ
と
注
視
し
て
い
た
の
も
、
彼
女
た
ち
の
姿

に
〈
生
〉
を
見
出
し
た
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
る
と
、
無
邪
気
に
海
を
楽
し
む
少
女
た
ち
の
姿
は
、
生
命
現
象
の
背
後
に
存
在
し
、
絶
え

ず
抗
争
・
拮
抗
す
る
〈
生
の
欲
動
〉
と
〈
死
の
欲
動
〉
の
中
で
、
欲
動
の
重
心
が
〈
生
〉
の
方
に
傾
斜
し
て
い
る
よ
う
に
〈
僕
〉
に
は
受

け
取
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
更
に
、
当
初
「
と
う
て
い
泳
ぐ
気
に
は
な
れ
な
か
っ
た
」
と
い
っ
た
〈
僕
〉
の
様
子
は
、
「
殆
ど
傍
若
無
人
に

僕
等
の
側
を
通
り
抜
け
な
が
ら
」
、
「
ま
つ
す
ぐ
に
渚
へ
走
つ
て
行
つ
た
」
彼
女
た
ち
の
そ
れ
と
丁
度
対
比
的
で
あ
り
、
〈
僕
〉
が
少
女
た

ち
と
対
極
に
あ
る
こ
と
を
仄
め
か
す
。
正
に
、
「
そ
れ
か
ら
余
り
話
も
せ
ず
」
宿
の
方
へ
「
ぶ
ら
ぶ
ら
帰
っ
て
行
っ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、

〈
僕
〉
は
自
分
の
心
の
奥
底
に
潜
ん
で
い
る
暗
い
感
傷
に
気
づ
き
な
が
ら
、
歩
い
て
い
っ
た
の
だ
。

（
三
）
幽
霊
騒
動
が
示
す
も
の　
　
　

「
海
の
ほ
と
り
」
の
（
三
）
章
に
は
、
〈
僕
等
〉
が
帰
省
中
の
友
人
Ｈ
、
宿
の
若
主
人
Ｎ
さ
ん
と
一
緒
に
も
う
一
度
海
へ
行
っ
た
時
、
話

題
に
の
ぼ
っ
た
幽
霊
騒
動
が
描
か
れ
て
い
る
。
Ｎ
さ
ん
に
よ
る
と
、
澪
に
流
さ
れ
命
を
落
と
し
た
、
な
が
ら
み
取
り
の
幽
霊
が
卵
塔
場
に
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現
れ
る
と
い
う
話
は
、
た
だ
の
噂
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
。
実
際
、
海
軍
の
兵
曹
上
が
り
の
男
が
、
「
宵
の
う
ち
か
ら
卵
塔
場
に
張
り

こ
ん
で
ゐ
て
」
幽
霊
を
見
届
け
る
と
、
そ
こ
に
は
、
水
死
し
た
な
が
ら
み
取
り
と
夫
婦
約
束
を
し
て
い
た
達
磨
茶
屋
の
女
が
現
れ
る
。

「
ぢ
や
別
段
そ
の
女
は
人
を
嚇
か
す
気
で
来
て
ゐ
た
ん
ぢ
や
な
い
の
？
」

「
え
え
、
唯
毎
晩
十
二
時
前
後
に
な
が
ら
み
取
り
の
墓
の
前
へ
来
ち
や
、
ぼ
ん
や
り
立
つ
て
ゐ
た
だ
け
な
ん
で
す
。
」

Ｎ
さ
ん
の
話
は
か
う
言
う
海
辺
に
如
何
に
も
ふ
さ
は
し
い
喜
劇
だ
つ
た
。
が
、
誰
も
笑
ふ
も
の
は
な
か
つ
た
。
の
み
な
ら
ず
皆
な
ぜ

と
も
な
し
に
黙
つ
て
足
ば
か
り
運
ん
で
ゐ
た
。

「
さ
あ
こ
の
辺
か
ら
引
つ
返
す
か
な
。
」

僕
等
は
Ｍ
の
か
う
言
つ
た
時
、
い
つ
の
間
に
か
も
う
風
の
落
ち
た
、
人
気
の
な
い
渚
を
歩
い
て
ゐ
た
。
あ
た
り
は
広
い
砂
の
上
に
ま

だ
千
鳥
の
足
跡
さ
へ
か
す
か
に
見
え
る
ほ
ど
明
る
か
つ
た
。
し
か
し
海
だ
け
は
見
渡
す
限
り
、
は
る
か
に
弧
を
描
い
た
浪
打
ち
際
に
一

す
ぢ
の
水
沫
を
残
し
た
ま
ま
、
一
面
に
黒
ぐ
ろ
と
暮
れ
か
か
つ
て
ゐ
た
。

Ｎ
さ
ん
か
ら
幽
霊
に
纏
わ
る
話
を
聞
い
た
後
、
「
皆
な
ぜ
と
も
な
し
に
黙
つ
て
足
ば
か
り
運
ん
で
ゐ
た
」
の
は
、
「
幽
霊
」
の
実
体
が
達
磨

茶
屋
の
女
だ
っ
た
と
い
う
決
着
に
収
れ
ん
し
き
れ
な
い
側
面
を
持
つ
こ
と
を
仄
め
か
す
。
つ
ま
り
、
海
軍
の
兵
曹
上
が
り
の
男
が
捕
ま
え

た
の
が
折
よ
く
達
磨
茶
屋
の
女
だ
っ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
か
ら
だ
。
ま
た
、
「
な
が
ら
み
取
り
の
死
骸
」
が
「
蝦
だ
ら
け
に
な
つ

て
上
が
つ
た
」
と
い
う
話
が
事
実
で
あ
る
な
ら
、
な
が
ら
み
取
り
の
幽
霊
が
実
際
に
現
れ
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

亡
霊
の
中
で
も
、
特
に
「
不
自
然
死
を
遂
げ
し
者
」
の
幽
霊
が
現
れ
る
こ
と
が
多
く
、
「
近
親
者
乃
至
怨
敵
に
し
て
、
其
の
目
的
は
自

己
の
残
念
と
す
る
所
を
示
し
、
又
は
以
て
祟
ら
ん
と
す
る
」
30

と
す
る
と
い
う
こ
と
は
古
く
か
ら
伝
え
ら
れ
て
き
た
。
「
海
の
ほ
と
り
」

の
場
合
、
「
磯
つ
臭
い
山
の
か
げ
の
卵
塔
場
」
に
実
際
に
幽
霊
が
出
現
し
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
死
者
の
回
帰
を
匂
わ
す
幽
霊
騒
動

は
、
不
気
味
に
思
わ
れ
る
事
象
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
も
し
か
す
る
と
、
Ｎ
さ
ん
以
外
の
〈
僕
等
〉
の
中
に
は
、
幽
霊
騒
動

を
単
な
る
ハ
プ
ニ
ン
グ
と
し
て
で
は
な
く
、
重
く
受
け
止
め
る
人
も
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
〈
僕
〉
が
そ
の
よ
う
に
思
う
一
人
で
は
な
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か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
「
弧
を
描
い
た
浪
打
ち
際
」
の
海
の
荒
れ
狂
う
様
子
や
、
「
広
い
砂
の
上
に
ま
だ
千
鳥
の
足
跡
さ
へ
か
す
か
に
見
え
る

ほ
ど
明
る
か
つ
た
」
の
に
、
海
際
だ
け
「
一
面
に
黒
ぐ
ろ
と
暮
れ
か
か
つ
て
ゐ
た
」
と
い
う
風
物
描
写
は
、
〈
僕
〉
の
沈
ん
だ
気
分
を
象

徴
的
に
表
す
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
「
海
の
ほ
と
り
」
の
〈
僕
〉
が
、
暗
い
気
持
ち
に
苛
ま
れ
る
理
由
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
幽
霊
の
話
は
、
〈
僕
〉
が
憂
鬱
を
感
じ
る

本
当
の
理
由
と
は
思
え
な
い
。

フ
ロ
イ
ト
に
よ
る
と
「
驚
愕
さ
せ
る
も
の
、
不
安
や
恐
怖
を
引
き
起
こ
す
も
の
の
一
つ
」
31

が
「
不
気
味
な
も
の
」
（
『
不
気
味
な
も

の
』
一
九
一
九
）
で
、
「
不
気
味
に
思
わ
れ
る
も
の
」
に
は
「
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
、
死
と
、
死
体
、
死
者
の
回
帰
、
霊
魂
や
幽
霊
と

関
わ
り
の
あ
る
も
の
で
あ
る
」
32

と
解
釈
す
る
。
こ
れ
を
参
考
に
す
る
と
、
「
海
の
ほ
と
り
」
の
〈
僕
〉
が
幽
霊
の
話
を
聞
い
て
気
分
が

沈
ん
だ
の
も
、
詰
ま
る
所
、
〈
僕
〉
自
身
の
抱
え
る
死
へ
の
不
安
や
恐
怖
心
か
ら
で
あ
り
、
幽
霊
の
話
は
〈
僕
〉
の
不
安
感
情
を
助
長
さ

せ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
〈
僕
〉
の
そ
の
よ
う
な
内
的
感
覚
は
、
〈
僕
〉
の
中
に
渦
巻
く
生
と
死
の
欲
動
の
対
立
、
抗
争
の
現
れ
と

し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

精
神
分
析
で
言
う
〈
死
の
欲
動
〉
が
、
は
じ
め
て
登
場
し
た
の
は
、
フ
ロ
イ
ト
の
『
快
原
理
の
彼
岸
』
（
一
九
二
〇
）
に
お
い
て
で
あ

る
。
フ
ロ
イ
ト
は
、
戦
争
の
ト
ラ
ウ
マ
を
抱
え
る
患
者
の
診
療
に
〈
死
の
欲
動
〉
の
着
想
を
得
た
と
知
ら
れ
る
。
第
一
次
世
界
大
戦
帰
還

兵
だ
っ
た
そ
の
患
者
が
、
災
害
の
場
面
が
強
迫
的
に
反
復
さ
れ
る
の
に
苦
し
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
、
フ
ロ
イ
ト
は
「
心
の
無
意
識
の
中
に

は
、
欲
動
の
蠢
き
か
ら
発
生
す
る
反
復
強
迫
の
支
配
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
33

（
『
不
気
味
な
も
の
』
一
九
一
九
）
と
主
張
す
る
。

「
欲
動
の
最
も
内
的
な
本
性
そ
の
も
の
に
依
存
し
て
お
り
、
快
原
理
34

を
超
え
出
る
ほ
ど
に
も
強
く
、
心
の
生
活
の
特
定
の
側
面
に
魔
的

な
性
格
を
帯
び
さ
せ
る
も
の
」
35

と
特
徴
づ
け
ら
れ
る
〈
反
復
強
迫
〉
は
、
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
で
〈
死
の
欲
動
〉
の
顕
現
形
態
と
し

て
見
做
さ
れ
る
。

話
を
「
海
の
ほ
と
り
」
に
戻
す
と
、
作
品
の
結
末
に
お
い
て
、
〈
僕
〉
は
友
人
Ｍ
に
「
僕
等
も
も
う
東
京
へ
引
き
上
げ
よ
う
か
？
」
と

提
案
す
る
。
〈
僕
〉
が
海
辺
を
離
れ
よ
う
と
し
た
の
も
、
幽
霊
の
話
に
よ
っ
て
増
幅
さ
れ
た
不
安
の
感
覚
が
解
消
で
き
ず
、
繰
り
返
し
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〈
僕
〉
の
意
識
に
浮
上
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ば
、
精
神
分
析
で
言
う
〈
反
復
強
迫
〉
と
い
う
〈
死
の
欲
動
〉
側
に
あ
る
衝
動
現
象

が
、
そ
の
時
の
〈
僕
〉
の
中
で
起
き
た
と
察
せ
ら
れ
る
。

し
か
し
、
友
人
Ｍ
の
場
合
は
、
〈
僕
〉
と
全
然
違
っ
て
い
た
。
彼
は
、
む
し
ろ
「
気
軽
さ
う
に
テ
ィ
ッ
ペ
ラ
リ
イ
の
口
笛
を
吹
き
は
じ

め
た
」
の
だ
。
第
一
次
世
界
大
戦
中
、
イ
ギ
リ
ス
兵
士
が
行
軍
歌
と
し
て
愛
唱
し
た
歌
36

で
あ
る
テ
ィ
ペ
ラ
リ
ー
は
、
こ
れ
か
ら
新
し
い

生
活
を
ス
タ
ー
ト
し
よ
う
と
す
る
、
Ｍ
の
意
気
込
み
や
情
熱
を
仄
め
か
す
も
の
の
よ
う
に
考
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
海
の
ほ
と
り
」
の
読
解
に
精
神
分
析
の
知
見
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
芥
川
の
「
素
直
な
ス
ケ
ッ
チ
」
に
隠
さ
れ
て
い

る
、
心
理
学
的
な
法
則
性
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
精
神
分
析
的
な
観
点
か
ら
言
う
と
、
「
海
の
ほ
と
り
」
の
第
一
章
に
お
い
て
、

〈
僕
〉
の
欲
動
の
重
心
は
〈
生
〉
の
方
に
傾
い
た
の
だ
が
、
第
二
章
で
は
〈
生
〉
と
〈
死
〉
の
欲
動
が
拮
抗
し
合
う
よ
う
に
な
る
。
そ
し

て
第
三
章
に
な
る
と
、
〈
僕
〉
の
欲
動
の
重
心
は
次
第
に
〈
死
〉
の
方
に
傾
斜
し
つ
つ
あ
る
こ
と
が
見
受
け
ら
れ
る
。
第
三
章
に
描
か
れ

て
い
る
幽
霊
騒
動
は
〈
死
の
欲
動
〉
或
い
は
死
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
事
案
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
捉
え
方
は
、
生
命
の
全
体
現
象

を
「
生
の
欲
動
」
（
性
欲
動
）
と
「
死
の
欲
動
」
（
自
我
欲
動
）
の
協
同
、
対
立
、
抗
争
の
現
れ
と
す
る
、
フ
ロ
イ
ト
の
欲
動
論
を
踏
ま
え

た
も
の
で
あ
り
、
〈
筋
ら
し
い
筋
の
な
い
〉
小
説
と
評
さ
れ
て
き
た
「
海
の
ほ
と
り
」
の
魅
力
の
再
発
見
に
繋
が
る
だ
ろ
う
。

二
、
芥
川
の
短
篇
集
『
湖
南
の
扇
』
と
精
神
科
学

本
稿
で
中
心
的
に
取
り
扱
う
「
海
の
ほ
と
り
」
は
、
作
者
が
生
前
出
し
た
最
後
の
短
篇
集
『
湖
南
の
扇
』
の
収
録
作
品
で
あ
る
。
『
湖

南
の
扇
』
を
め
ぐ
っ
て
、
渡
部
芳
紀
氏
37

は
「
死
の
影
を
や
や
と
ど
め
て
は
い
る
も
の
の
、
す
っ
き
り
し
た
。
一
つ
の
澄
明
な
世
界
を
生

み
出
し
」
た
と
述
べ
る
の
に
対
し
、
清
水
康
次
氏
38

は
「
作
品
選
択
の
せ
い
で
あ
っ
て
」
、
「
同
一
の
時
期
の
重
要
な
作
品
が
こ
れ
ほ
ど
省

か
れ
て
い
る
例
は
、
他
の
短
篇
集
に
は
見
ら
れ
ず
」
と
論
じ
る
。
従
来
、
作
品
集
『
湖
南
の
扇
』
に
は
力
作
が
少
な
い
と
の
理
由
か
ら
、

余
り
注
目
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
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し
か
し
、
短
篇
集
『
湖
南
の
扇
』
は
、
芥
川
に
お
け
る
同
時
代
の
精
神
科
学
の
受
容
や
影
響
が
垣
間
見
ら
れ
る
、
集
成
で
あ
る
よ
う
に

考
え
る
。
そ
こ
に
は
、
「
海
の
ほ
と
り
」
の
ほ
か
、
「
蜃
気
楼
」
や
「
年
末
の
一
日
」
、
「
彼　

第
二
」
等
、
精
神
分
析
の
無
意
識
を
指
す
言

葉
や
、
大
正
期
の
夢
学
や
心
理
学
で
不
健
全
な
精
神
の
傾
き
を
表
す
色
彩
夢
を
盛
り
込
む
作
品
が
、
多
数
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

作
品
に
は
、
作
者
の
他
の
短
篇
集
の
収
録
作
品
か
ら
は
余
り
見
出
せ
な
い
、
同
時
代
の
精
神
科
学
知
見
の
受
容
が
見
ら
れ
る
。
た
だ
『
湖

南
の
扇
』
の
こ
の
よ
う
な
特
徴
が
、
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
近
年
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
一
柳
廣
孝
氏
は
、
著
書
『
無
意

識
と
い
う
物
語
』
（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
四
）
の
中
で
、
『
湖
南
の
扇
』
の
収
録
作
品
で
あ
る
「
年
末
の
一
日
」
、
「
海
の
ほ
と

り
」
、
「
蜃
気
楼
」
に
お
け
る
夢
に
着
目
し
つ
つ
、
「
そ
こ
に
は
「
無
意
識
」
に
対
す
る
独
自
の
視
点
が
仮
託
さ
れ
て
い
る
」
と
論
じ
る
。

な
お
、
〈
文
学
〉
に
お
け
る
〈
精
神
科
学
〉
の
影
響
に
関
し
て
は
、
芥
川
自
身
の
言
説
も
少
な
か
ら
ず
あ
る
。

・
芸
術
家
は
い
つ
も
意
識
的
に
彼
の
作
品
を
作
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
作
品
そ
の
も
の
を
見
れ
ば
、
作
品
の
美
醜
の
一
半
は
芸

術
家
の
意
識
を
超
越
し
た
神
秘
の
世
界
に
存
し
て
ゐ
る
。
一
半
？
或
は
大
半
と
云
つ
て
も
好
い
。

我
我
は
妙
に
問
ふ
に
落
ち
ず
、
語
る
に
落
ち
る
も
の
で
あ
る
。
我
我
の
魂
は
お
の
づ
か
ら
作
品
に
露
る
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。
一

刀
一
拝
し
た
古
人
の
用
意
は
こ
の
無
意
識
の
境
に
対
す
る
畏
怖
を
語
っ
て
は
ゐ
な
い
で
あ
ら
う
か
？　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
『
侏
儒
の
言
葉
』
「
創
作
」
）

・
我
々
の
性
格
上
の
特
色
は
、
―
少
な
く
と
も
最
も
著
し
い
特
色
は
我
々
の
意
識
を
超
越
し
て
ゐ
る
。　

（
『
侏
儒
の
言
葉
』
「
無
意
識
」
）

・
僕
は
ヒ
ス
テ
リ
イ
の
療
法
に
そ
の
患
者
の
思
つ
て
ゐ
る
こ
と
を
何
で
も
彼
で
も
書
か
せ
る
―
或
は
言
は
せ
る
と
云
ふ
こ
と
を
聞
き
、

少
し
も
常
談
を
交
へ
ず
に
文
芸
の
誕
生
は
ヒ
ス
テ
リ
イ
に
も
負
つ
て
ゐ
る
か
も
知
れ
な
い
と
思
ひ
出
し
た
。
虎
頭
燕
頷
の
羅
漢
は
暫

く
問
は
ず
、
何
び
と
も
多
少
は
ヒ
ス
テ
リ
ツ
ク
で
あ
る
。
殊
に
詩
人
た
ち
は
余
人
よ
り
も
は
る
か
に
ヒ
ス
テ
リ
ツ
ク
な
傾
向
を
持
っ

て
ゐ
る
で
あ
ら
う
。

（
『
文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
な
』
「
三
十
五　

ヒ
ス
テ
リ
イ
」
）
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上
記
の
引
用
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
『
侏
儒
の
言
葉
』
に
お
い
て
芥
川
の
語
る
「
意
識
を
超
越
し
た
神
秘
の
世
界
」
や
、
「
我
々
の
意
識

を
超
越
し
て
い
る
」
性
格
上
の
特
色
は
、
精
神
分
析
理
論
の
無
意
識
を
指
す
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
、
『
文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
な
』

に
お
け
る
「
ヒ
ス
テ
リ
イ
の
療
法
」
と
い
う
の
も
、
精
神
分
析
の
療
法
を
さ
し
示
す
。
と
い
う
の
も
、
芥
川
の
論
及
す
る
ヒ
ス
テ
リ
ー
症

患
者
の
治
療
方
法
が
、
フ
ロ
イ
ト
の
提
示
し
た
療
法
39

と
共
通
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
芥
川
が
領
域
横
断
的
に
精
神
科
学
の
知

識
を
得
た
こ
と
を
表
す
と
共
に
、
そ
の
文
学
に
も
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
暗
示
す
る
。

作
者
の
最
晩
年
の
傑
作
40

の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
「
蜃
気
楼
」
も
、
芥
川
の
精
神
分
析
受
容
が
見
受
け
ら
れ
る
作
品
で
あ
る
。
そ
こ
に

用
い
ら
れ
て
い
る
「
意
識
の
閾
の
外
」
と
い
う
言
葉
は
、
精
神
分
析
の
無
意
識
に
通
じ
る
も
の
で
、
意
識
さ
れ
な
い
領
域
の
こ
と
を
意
味

す
る
。
「
或
は
「
続
海
の
ほ
と
り
」
」
と
い
う
副
題
を
持
つ
「
蜃
気
楼
」
の
場
合
、
作
中
の
〈
僕
〉
は
常
に
不
安
や
恐
怖
心
に
駆
ら
れ
て
し

ま
う
。
何
も
の
か
に
〈
無
気
味
さ
〉
を
感
じ
る
そ
の
頻
度
は
、
「
海
の
ほ
と
り
」
の
〈
僕
〉
を
遥
か
に
上
回
る
。
フ
ロ
イ
ト
の
『
不
気
味

な
も
の
』
（
一
九
一
九
年
）
に
よ
る
と
、
〈
不
気
味
な
も
の
〉
を
想
起
さ
せ
る
主
な
要
因
は
〈
反
復
強
迫
〉
で
あ
り
、
〈
不
気
味
な
も
の
〉

と
い
う
の
も
、
慣
れ
親
し
ん
だ
も
の
が
抑
圧
さ
れ
た
後
、
再
び
回
帰
し
て
き
た
時
に
感
じ
る
不
気
味
さ
で
あ
る
と
い
う
41

。
こ
の
よ
う
な

精
神
分
析
の
知
見
に
鑑
み
る
と
、
「
蜃
気
楼
」
の
〈
僕
〉
が
感
じ
る
無
気
味
さ
と
い
う
の
も
、
一
時
的
な
感
覚
で
あ
る
よ
り
、
む
し
ろ
無

意
識
の
う
ち
に
抑
圧
さ
れ
て
い
た
感
情
の
発
露
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

芥
川
の
精
神
科
学
受
容
は
、
作
者
の
晩
年
の
夢
小
説
に
も
表
れ
て
い
る
。
芥
川
は
、
随
筆
「
夢
」
（
一
九
二
六
年
）
と
未
定
稿
「
夢
」

（
一
九
二
七
年
）
の
中
で
、
「
夢
の
中
に
色
彩
を
見
る
の
は
神
経
の
疲
れ
て
ゐ
る
証
拠
で
あ
る
」
、
「
色
彩
の
あ
る
夢
は
不
健
全
な
証
拠
だ
」

と
そ
れ
ぞ
れ
描
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
大
正
期
の
夢
研
究
書
で
あ
る
『
夢
学
』
42

に
記
載
さ
れ
て
い
る
、
「
病
的
状
態
と
色
彩
夢
と
は
関

係
を
有
す
る
こ
と
あ
り
」
と
い
う
内
容
と
共
通
す
る
の
で
あ
り
、
芥
川
が
同
時
代
の
夢
研
究
か
ら
影
響
を
受
け
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

繰
り
返
す
が
、
色
彩
夢
は
作
者
の
「
彼　

第
二
」
、
「
年
末
の
一
日
」
に
も
描
か
れ
て
い
る
。
た
だ
「
彼　

第
二
」
の
場
合
、
色
彩
夢
の

ほ
か
に
、
現
実
感
の
強
い
夢
や
重
複
夢
な
ど
、
〈
僕
〉
の
多
様
な
夢
が
描
か
れ
て
い
る
。
「
年
末
の
一
日
」
の
〈
僕
〉
は
、
水
鳥
が
二
羽
泳

い
で
い
る
夢
を
見
て
「
余
り
翼
な
ど
の
鮮
か
に
見
え
る
の
は
無
気
味
だ
つ
た
」
と
語
る
。
こ
の
一
文
も
、
作
中
の
〈
僕
〉
が
、
色
彩
夢
が
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心
身
の
不
調
を
表
す
指
標
に
な
る
の
を
疾
う
に
知
っ
て
い
た
こ
と
を
仄
め
か
す
。

お
わ
り
に

芥
川
は
最
晩
年
に
書
い
た
評
論
『
文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
な
』
を
通
じ
て
、
「
ど
う
云
ふ
思
想
も
文
芸
上
の
作
品
の
中
に
盛
ら
れ

る
以
上
、
必
ず
こ
の
詩
的
精
神
の
浄
化
を
通
つ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
、
自
ら
の
文
芸
観
を
露
わ
に
す
る
。
い
わ
ば
、
〈
詩
的
精
神
〉

の
浄
化
の
熱
の
高
低
が
、
そ
の
作
品
の
価
値
の
評
価
基
準
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。
〈
詩
的
精
神
の
浄
化
〉
を
通
っ
て
き
た
文
芸
作
品
の
好

例
と
し
て
、
作
者
は
〈
「
話
」
ら
し
い
話
の
な
い
小
説
〉
を
取
り
上
げ
る
。

本
稿
で
は
芥
川
の
「
話
ら
し
い
話
の
な
い
」
小
説
の
嚆
矢
と
し
て
見
做
さ
れ
る
「
海
の
ほ
と
り
」
の
細
部
に
も
う
一
度
光
を
当
て
た
。

特
に
、
作
中
の
〈
僕
〉
の
潜
在
意
識
や
感
情
の
機
微
を
、
精
神
分
析
の
知
識
を
参
考
に
し
な
が
ら
読
み
取
る
。
精
神
科
学
的
視
点
を
導

入
し
た
の
も
、
「
芸
術
は
科
学
の
肉
化
し
た
も
の
で
あ
る
」
、
「
科
学
的
精
神
は
詩
的
精
神
を
重
ん
ず
る
所
に
逆
説
的
に
も
潜
ん
で
い
る
」

（
『
続
文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
な
』
）
と
い
う
芥
川
の
文
学
理
論
か
ら
示
唆
を
得
た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
「
海
の
ほ
と
り
」
に
精
神
分

析
の
影
響
が
見
受
け
ら
れ
る
か
ら
で
も
あ
る
。

「
海
の
ほ
と
り
」
に
お
け
る
〈
僕
〉
の
夢
を
、
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
鮒
の
現
れ
る
夢
は
「
生
の
欲

動
」
を
表
す
心
的
表
象
と
し
て
理
解
で
き
る
。
ま
た
、
生
命
の
全
体
現
象
を
「
生
の
欲
動
」
（
性
欲
動
）
と
「
死
の
欲
動
」
（
自
我
欲
動
）

の
協
同
、
対
立
、
抗
争
の
現
れ
と
し
て
捉
え
る
、
フ
ロ
イ
ト
の
欲
動
論
は
、
「
海
の
ほ
と
り
」
の
〈
僕
〉
の
深
層
心
理
を
あ
ぶ
り
出
す
た

め
の
足
が
か
り
と
な
る
。

従
来
、
「
海
の
ほ
と
り
」
は
〈
筋
ら
し
い
筋
の
な
い
〉
小
説
と
し
て
読
ま
れ
て
き
た
が
、
精
神
分
析
理
論
に
鑑
み
る
と
、
そ
こ
に
は
、

物
語
世
界
を
構
築
し
て
い
く
〈
僕
〉
の
、
生
と
死
に
つ
い
て
思
索
を
巡
ら
し
た
軌
跡
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
い
わ
ば
、
「
海

の
ほ
と
り
」
の
場
合
、
精
神
分
析
で
言
う
本
能
二
元
論
、
即
ち
「
生
の
継
続
を
強
い
る
」
〈
生
の
欲
動
〉
と
「
無
機
的
な
も
の
へ
と
帰
っ
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て
ゆ
く
」
〈
死
の
欲
動
〉
を
基
調
と
し
、
物
語
世
界
の
構
築
を
支
え
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
三
好
行
雄
論
の
「
ド
ラ
マ
の
消
え
た
心
象
風

景
」
と
裏
腹
な
「
情
念
の
流
露
に
身
を
ゆ
だ
ね
切
れ
な
い
認
識
者
の
眼
」
と
い
う
の
も
、
絶
え
ず
〈
生
の
欲
動
〉
と
〈
死
の
欲
動
〉
と
を

綯
交
ぜ
る
「
海
の
ほ
と
り
」
〈
僕
〉
の
心
的
活
動
を
暗
示
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

科
学
的
精
神
を
重
要
視
す
る
芥
川
の
文
学
観
は
、
作
者
の
第
八
短
篇
集
『
湖
南
の
扇
』
の
作
品
群
に
顕
著
に
現
れ
る
。
本
稿
の
第
二
章

で
は
『
湖
南
の
扇
』
の
収
録
作
品
で
あ
る
「
彼　

第
二
」
や
、
「
年
末
の
一
日
」
、
「
蜃
気
楼
」
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
中
か
ら
見

ら
れ
る
精
神
分
析
の
影
響
を
簡
潔
に
ま
と
め
た
。

要
す
る
に
、
芥
川
の
「
話
ら
し
い
話
の
な
い
小
説
」
の
典
型
と
な
る
、
「
海
の
ほ
と
り
」
に
は
、
〈
無
意
識
〉
や
〈
夢
解
釈
〉
等
フ
ロ
イ

ト
の
精
神
分
析
の
知
識
が
取
り
入
れ
ら
れ
、
「
筋
ら
し
い
筋
の
な
い
」
物
語
の
構
築
を
支
え
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
る
。
い
わ
ば
、
芥
川
に

お
け
る
同
時
代
の
精
神
科
学
受
容
は
、
作
者
の
提
起
し
た
〈
詩
的
精
神
〉
の
「
多
義
的
な
内
実
」
の
一
端
を
担
う
も
の
で
も
あ
っ
た
と
言

え
よ
う
。

　
　
　

注

１　

芥
川
龍
之
介
「
或
阿
呆
の
一
生
」
の
〈
五
十　

俘
〉
に
は
、
「
彼
は
神
を
力
に
し
た
中
世
紀
の
人
々
に
羨
ま
し
さ
を
感
じ
た
。
し
か
し
神
を
信
ず
る
こ

と
は
―
神
の
愛
を
信
ず
る
こ
と
は
と
う
て
い
彼
に
は
出
来
な
か
っ
た
。
あ
の
コ
ク
ト
オ
さ
え
信
じ
た
神
を
！
」
と
あ
る
。

２　

李
彗
珏
「
芥
川
龍
之
介
の
晩
年
の
文
学
観
」
『
待
兼
山
論
叢
（
４
８
）
』
（
二
〇
一
四
年
）
九
五
―
一
一
〇
頁

３　

篠
崎
美
生
子
「
詩
的
精
神
」
（
関
口
安
義
編
『
芥
川
龍
之
介
新
辞
典
』
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）
二
六
一
頁

４　

吉
田
精
一
『
芥
川
龍
之
介
』
（
新
潮
文
庫
、
一
九
五
八
年
）
二
一
一
頁

５　

三
嶋
譲
「
芥
川
龍
之
介
「
蜃
気
楼
」
試
論
―
「
海
の
ほ
と
り
」
か
ら
「
続　

海
の
ほ
と
り
」
へ
」
『
佐
世
保
工
業
高
等
専
門
学
校
研
究
報
告
』
第
一
四
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号
（
一
九
七
七
年
一
一
月
）
一
―
一
三
頁

６　

岩
崎
文
人
「
海
の
ほ
と
り
」
（
志
村
有
弘
編
『
芥
川
龍
之
介
大
事
典
』
（
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
二
年
）
三
八
二
―
三
八
三
頁

７　

吉
田
精
一
『
芥
川
龍
之
介
』
（
新
潮
社
、
一
九
五
八
年
）
二
一
五
頁

８　

三
好
行
雄
『
芥
川
龍
之
介
論
』
（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
六
年
）
三
二
一
頁

９　

前
掲 

三
嶋
譲
「
芥
川
龍
之
介
「
蜃
気
楼
」
試
論
―
「
海
の
ほ
と
り
」
か
ら
「
続　

海
の
ほ
と
り
」
へ
」
『
佐
世
保
工
業
高
等
専
門
学
校
研
究
報
告
』
第

１
４
号
（
一
九
七
七
年
一
一
月
）
一
―
一
三
頁

10　

神
田
由
美
子
「
芥
川
龍
之
介
に
お
け
る
〈
私
小
説
〉
―
「
海
の
ほ
と
り
」
に
つ
い
て
」
『
東
洋
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
第
二
九
号
（
一
九
八
八
年
三
月

一
―
一
五
頁

11　

一
柳
廣
孝
『
無
意
識
と
い
う
物
語
』
（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
四
年
）
一
五
四
―
一
六
八
頁

12　

片
山
文
保
「
自
我
と
欲
動
」
『
明
星
大
学
研
究
紀
要.

人
文
学
部
』
第
五
一
号
（
二
〇
一
五
年
三
月
）
一
―
二
七
頁

13　

井
村
恒
郎
他
訳
『
フ
ロ
イ
ト
著
作
集　

第
六
巻
』
（
人
文
書
院
、
一
九
七
二
年
）
一
七
七
頁

14　

井
村
恒
郎
他
訳
『
フ
ロ
イ
ト
著
作
集　

第
六
巻
』
（
人
文
書
院
、
一
九
七
二
年
）
一
七
八
頁

15　

高
橋
義
孝
訳
『
フ
ロ
イ
ト
著
作
集　

第
二
巻　

夢
判
断
』
（
人
文
書
院
、
一
九
七
八
年
）
一
四
三
頁

16　

戸
松
泉
「
識
域
下
の
我
」
（
関
口
安
義
編
『
芥
川
龍
之
介
新
辞
典
』
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）
五
六
頁

17　

井
村
恒
郎
他
訳
『
フ
ロ
イ
ト
著
作
集　

第
六
巻
』(

人
文
書
院
、
一
九
七
二
年) 

九
五
頁

18　

須
藤
訓
任
他
訳
『
フ
ロ
イ
ト
全
集
１
７
』
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）
九
〇
頁

19　

井
村
恒
郎
他
訳
『
フ
ロ
イ
ト
著
作
集　

第
六
巻
』
（
人
文
書
院
、
一
九
七
二
年
）
六
三
頁

20　

一
柳
廣
孝
『
無
意
識
と
い
う
物
語
』
（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
○
一
四
年
）
五
頁

21　

篠
崎
美
生
子
「
「
芥
川
研
究
」
の
文
法
」
『
日
本
文
学
４
９(

１
１)

』
（
日
本
文
学
協
会
、
二
○
○
○
年
）
四
三
―
五
二
頁

22　

田
口
律
男
「
芥
川
文
学
に
於
け
る
狂
気
と
モ
ダ
ニ
ズ
ム
―
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
と
し
て
の
〈
病
〉
」
『
日
本
近
代
文
学
（
５
７
）
』
（
日
本
近
代
文
学
会
、
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一
九
九
七
年
一
〇
月
）
五
〇
―
六
四
頁

23　

高
橋
義
孝
他
訳
『
フ
ロ
イ
ト
著
作
集　

第
一
〇
巻
』(

人
文
書
院
、
一
九
八
三
年) 

一
九
七
頁

24　

須
藤
訓
任
他
訳
『
フ
ロ
イ
ト
全
集
１
７
』
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）
一
一
〇
頁

「
わ
れ
わ
れ
の
見
解
は
は
じ
め
か
ら
二
元
論
的
で
あ
り
、
し
か
も
い
ま
で
は
、
対
立
す
る
二
者
を
も
は
や
自
我
欲
動
と
性
欲
動
で
は
な
く
、
生
の
欲
動

　
　

と
死
の
欲
動
と
し
て
命
名
す
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
以
来
、
か
つ
て
以
上
に
鋭
く
二
元
論
的
に
な
っ
て
い
る
。
」
と
あ
る
。

25　

須
藤
訓
任
他
訳
『
フ
ロ
イ
ト
全
集
１
７
』
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）
、
九
四
頁

26　

須
藤
訓
任
他
訳
『
フ
ロ
イ
ト
全
集
１
７
』
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）
、
九
二
頁

27　

井
村
恒
郎
他
訳
『
フ
ロ
イ
ト
著
作
集　

第
六
巻
』
（
人
文
書
院
、
一
九
七
二
年
）
一
七
九
頁

28　

須
藤
訓
任
他
訳
『
フ
ロ
イ
ト
全
集
１
７
』
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）
九
八
頁

29　

須
藤
訓
任
他
訳
『
フ
ロ
イ
ト
全
集
１
７
』
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）
九
八
頁

30　

高
峰
博
『
幽
霊
と
お
ば
け
』
（
洛
陽
堂
、
一
九
一
九
年
）
四
―
五
頁

31　

須
藤
訓
任
他
訳
『
フ
ロ
イ
ト
全
集
１
７
』
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）
三
頁

32　

須
藤
訓
任
他
訳
『
フ
ロ
イ
ト
全
集
１
７
』
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）
三
六
頁

33　

須
藤
訓
任
他
訳
『
フ
ロ
イ
ト
全
集
１
７
』
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）
三
二
頁

34　

須
藤
訓
任
他
訳
『
フ
ロ
イ
ト
全
集
１
７
』
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）
五
五
頁

35　

須
藤
訓
任
他
訳
『
フ
ロ
イ
ト
全
集
１
７
』
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）
三
二
頁

36　

細
川
正
義
「
海
の
ほ
と
り
」
の
〈
注
釈
〉 『
芥
川
龍
之
介
会
全
集　

第
十
二
巻
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
）
三
七
五
頁

37　

渡
部
芳
紀
「
第
八
短
篇
集
『
湖
南
の
扇
』
」
『
国
文
学　

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
（
一
九
七
七
年
五
月
）
一
四
四
―
一
五
〇
頁

38　

清
水
康
次
「
『
湖
南
の
扇
』
」
（
関
口
安
義
編
『
芥
川
龍
之
介
新
辞
典
』
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）
二
一
四
頁

39　

懸
田
克
躬
他
訳
『
フ
ロ
イ
ト
著
者
集　

第
七
巻
』
（
人
文
書
院
、
一
九
七
四
年
）
一
二
頁
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40　

菅
聡
子
「
蜃
気
楼
」
（
関
口
安
義
他
編
『
芥
川
龍
之
介
全
作
品
事
典
』
（
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
）
二
七
三
頁

41　

須
藤
訓
任
他
訳
『
フ
ロ
イ
ト
全
集
１
７
』
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）
三
二
―
三
八
頁

42　

高
峰
博
『
夢
学
』
（
有
文
堂
書
店
、
一
九
一
七
年
）
二
一
一
頁

　
　
　

謝
辞
・
付
記

本
論
文
の
作
成
に
当
た
り
、
ご
指
導
い
た
だ
き
ま
し
た
鈴
木
暁
世
先
生
と
、
投
稿
し
た
際
、
貴
重
な
ご
助
言
を
い
た
だ
き
ま
し
た
２
名
の

査
読
者
に
心
よ
り
感
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申
し
上
げ
ま
す
。

「
海
の
ほ
と
り
」
の
引
用
は
、
『
芥
川
龍
之
介
全
集 

第
十
二
巻
』
岩
波
書
店
（
一
九
九
六
年
十
〇
月
）
に
拠
り
、
傍
線
、
傍
点
は
全
て
筆
者

の
付
し
た
も
の
で
、
ル
ビ
は
省
略
し
ま
し
た
。

キ
ン　

コ
ウ
カ
（
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
日
本
文
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
） 
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Akutagawa Ryunosuke's literary theory that "art is the flesh of science" is practically 

shown in the author's final collection of short stories, "Konan no Ougi." Especially, 

knowledge of contemporary psychiatry or dream psychology is applied to the recorded 

works such as "Umi no Hotori", "Sinkiro", and "Nenmatsu no Itsinitsi ". In this paper, I 

would like to show a part of how Freud's psychoanalysis and contemporary psychological 

knowledge contributed to the formation of Akutagawa's later works, focusing on the  

"Umi no Hotori." This research may also lead to giving a new perspective of psychiatry 

to the analysis of Akutagawa's "poetic spirit", which is said to be accompanied by 

"ambiguous content" from the previous theory.

The influence of psychiatry in the short story collection 
"Konan no Ougi" by Akutagawa Ryunosuke

Focusing on "Umi no Hotori"

JIN Xianghua
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