
「
中
期
」
芥
川
龍
之
介
文
学
の
研
究
―
―
売
文
業
者
・
芥
川
龍
之
介
―
―
（
要
約
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
西
永
昭 

 

序 

 

芥
川
龍
之
介
は
他
の
近
代
作
家
に
比
べ
、
知
名
度
が
あ
り
研
究
も
活
発
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
と
い
う

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
芥
川
研
究
は
一
種
独
特
な
問
題
状
況
に
陥
っ
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
「
時
代
や
社
会

に
無
関
心
の
厭
世
家
の
芸
術
至
上
主
義
者
」「
暗
い
陰
鬱
な
作
家
、
人
を
寄
せ
つ
け
な
い
天
才
作
家
」
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
で
理
解
さ
れ
て
い
た
芥
川
の
作
家
像
は
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
関
口
安
義
ら
を
中
心
と
す

る
「
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
作
家
と
し
て
再
発
見
」
し
て
い
く
作
業
に
よ
っ
て
「
社
会
や
人
生
の
諸
問
題
に
誠
実

に
か
か
わ
っ
た
、
闘
う
作
家
」
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
だ
が
、「
陰
鬱
な
作
家
」

と
い
う
芥
川
神
話
を
瓦
解
さ
せ
る
た
め
に
「
闘
う
作
家
」
と
い
う
芥
川
の
イ
メ
ー
ジ
を
対
抗
さ
せ
る
作
業

も
、
今
日
で
は
芥
川
の
作
家
イ
メ
ー
ジ
を
別
の
方
向
か
ら
新
た
に
塗
り
替
え
よ
う
と
す
る
再
・
神
話
化
、

作
家
像
の
固
定
化
の
段
階
に
入
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
対
極
的
な
二
つ
の
芥
川
像
は
、
ど
ち
ら
か
が

真
の
芥
川
の
姿
を
捉
え
た
実
像
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
と
も
に
芥
川
の
遺
し
た
記
述
の
痕
跡
と
そ
の
周

辺
資
料
か
ら
読
み
う
る
可
能
態
と
し
て
の
作
家
の
姿
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
本
研
究
の
狙
い
は
、
こ
う
し

た
二
項
対
立
的
な
芥
川
像
の
捉
え
ら
れ
方
に
対
し
、
出
版
資
本
主
義
を
背
景
に
「
書
く
」
こ
と
を
あ
く
ま

で
職
業
と
し
て
行
っ
た
、「
売
文
」
す
る
芥
川
龍
之
介
の
姿
を
描
き
出
し
、
既
存
の
芥
川
像
の
あ
り
方
に
揺

さ
ぶ
り
を
か
け
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

第Ⅰ

部 

第
１
章 

芥
川
賞
の
中
の
芥
川
龍
之
介 

 

作
家
の
個
人
名
を
冠
し
た
文
学
賞
は
多
数
あ
る
が
、
一
般
へ
の
知
名
度
と
い
う
こ
と
で
は
芥
川
賞
が
傑

出
し
て
い
る
。
あ
る
種
も
っ
と
も
わ
か
り
や
す
い
か
た
ち
で
の
「
文
学
」
を
象
徴
す
る
賞
が
、
芥
川
龍
之

介
賞
と
命
名
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
は
、
芥
川
と
い
う
作
家
に
対
す
る
評
価
を
め
ぐ
る
根
本
的
な
問
題

を
含
ん
で
い
る
だ
ろ
う
。
本
章
で
は
、
芥
川
賞
を
芥
川
の
死
後
、
そ
の
作
家
イ
メ
ー
ジ
を
生
成
し
続
け
る

シ
ス
テ
ム
と
し
て
捉
え
、
そ
の
圏
域
内
で
語
ら
れ
る
芥
川
像
を
追
い
な
が
ら
、
出
版
資
本
主
義
の
中
で
「
文

学
」
ア
イ
コ
ン
と
し
て
生
き
続
け
る
芥
川
の
姿
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
る
こ
と
で
、
芥
川
賞
と
芥
川
像
の
相

互
補
完
の
関
系
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
考
察
を
行
う
こ
と
と
す
る
。 

 

芥
川
賞
の
創
設
に
あ
た
っ
て
菊
池
が
考
案
し
た
の
は
、
芥
川
を
一
つ
の
文
学
傾
向
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て

〈
純
芸
術
風
な
作
品
〉
を
象
徴
さ
せ
る
と
い
う
方
法
だ
っ
た
。
第
六
回
芥
川
賞
の
選
考
で
は
賞
の
選
考
基

準
が
見
直
さ
れ
、〈
受
賞
の
定
義
〉
が
〈
新
進
作
家
の
短
篇
小
説
〉
で
、
な
お
か
つ
〈
芸
術
的
完
成
〉
の
み

ら
れ
る
作
品
と
明
文
化
さ
れ
る
。
芥
川
賞
は
た
だ
優
れ
た
作
品
に
与
え
ら
れ
る
賞
で
は
な
く
、
芸
術
家
・

芥
川
の
名
を
負
う
に
相
応
し
い
受
賞
作
を
要
求
す
る
一
方
で
、「
新
人
・
短
篇
」
と
い
う
要
素
の
方
を
よ
り

優
先
す
べ
き
選
考
基
準
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
賞
の
メ
デ
ィ
ア
・
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
の
本
質
が
潜
ん
で

い
る
。 

 

第
六
回
芥
川
賞
に
お
い
て
「
新
人
・
短
篇
」
と
い
う
条
件
が
改
め
て
付
加
さ
れ
た
背
景
に
は
、「
商
業
誌



に
長
篇
小
説
を
書
く
」
と
い
う
こ
と
が
既
得
権
益
の
象
徴
と
み
な
さ
れ
て
い
た
昭
和
十
年
頃
の
文
壇
の
状

況
が
関
わ
っ
て
お
り
、「
長
篇
小
説
を
書
く
」
こ
と
を
求
め
る
声
は
、
既
成
作
家
と
新
進
作
家
を
分
断
す
る

火
種
と
な
り
か
ね
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
長
篇
小
説
待
望
論
が
広
が
る
昭
和
初
期
の
文
壇
に
お
い
て
、「
新
人
」

に
「
短
篇
小
説
」
を
書
か
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
文
壇
の
現
状
を
維
持
す
る
と
い
う
実
効
的
な
意
味
を
持

っ
て
い
た
と
い
え
る
。
芥
川
賞
が
従
来
の
新
人
賞
と
異
な
り
、
活
字
化
さ
れ
た
作
品
か
ら
当
該
作
品
を
選

ぶ
と
い
う
こ
と
も
、
商
業
誌
と
同
人
誌
と
の
関
係
を
対
立
的
に
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
上
下
関
係
の

ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
明
確
化
し
、
同
人
誌
か
ら
商
業
誌
へ
進
む
と
い
う
コ
ー
ス
を
整
備
す
る
こ
と
で
、
両
者

を
階
層
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
芥
川
賞
は
、
出
版
資
本
主
義
の
中
に
成
立
し
た
文
壇
と
い
う

制
度
を
存
続
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
メ
デ
ィ
ア
・
イ
ベ
ン
ト
だ
っ
た
と
い
え
る
。 

 

第
２
章 

停
滞
の
構
造 

 

大
正
九
年
（
一
九
二
〇
年
）
一
月
に
春
陽
堂
か
ら
刊
行
さ
れ
た
芥
川
の
第
四
短
篇
集
『
影
燈
籠
』
は 

 

吉

田
精
一
『
芥
川
龍
之
介
』
（
三
省
堂
、
一
九
四
二
年
十
二
月
）
で
〈
「
影
燈
籠
」
は
大
た
い
停
滞
期
の
作
品

で
あ
っ
た
〉
と
明
言
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
そ
の
評
価
は
芳
し
く
な
い
。
吉
田
以
降
の
論
者
が
吉
田
と
同
様

の
見
解
を
と
る
中
、
吉
田
論
以
前
の
竹
内
眞
『
芥
川
龍
之
介
の
研
究
』（
大
同
館
書
店
、
一
九
三
四
年
二
月
）

で
は
〈
次
の
時
代
へ
の
過
渡
期
を
語
る
橋
梁
〉
と
し
て
、
そ
こ
に
芥
川
の
「
変
化
」
を
み
よ
う
と
し
て
い

る
。
つ
ま
り
、
吉
田
は
、
竹
内
が
〈
次
の
時
代
へ
の
過
渡
期
〉
と
し
て
受
け
取
っ
た
『
影
燈
籠
』
を
、〈
停

滞
し
た
、
中
だ
る
み
の
作
品
集
〉
と
全
く
反
対
に
評
し
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
こ
こ
に
は
『
影

燈
籠
』
評
に
と
ど
ま
る
問
題
の
み
で
は
な
く
、
芥
川
研
究
の
総
体
そ
の
も
の
に
も
関
わ
る
、
芥
川
龍
之
介

と
い
う
作
家
の
語
ら
れ
方
そ
の
も
の
に
関
わ
る
徴
候
が
表
れ
て
い
る
。
本
章
で
は
大
正
八
年
（
一
九
一
九

年
）
頃
の
芥
川
文
学
の
評
価
に
関
す
る
言
説
を
中
心
に
分
析
す
る
こ
と
で
、
芥
川
研
究
に
潜
在
す
る
問
題

点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
に
考
察
を
行
う
。 

 

従
来
の
芥
川
研
究
に
お
い
て
、
大
正
八
、
九
年
は
「
停
滞
期
」
と
い
う
言
葉
で
評
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ

は
芥
川
自
身
が
「
芸
術
そ
の
他
」
（
『
新
潮
』
一
九
一
九
年
十
一
月
）
の
中
で
、
こ
の
時
期
の
自
分
が
〈
芸

術
家
と
し
て
の
死
に
瀕
し
〉
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
大
き
く
由
来
し
て
お
り
、
同
時
代
に
お
い
て

は
久
米
正
雄
と
宮
島
新
三
郎
の
言
説
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
芥
川
が
「
変
化
」
の
兆
し
を
見
せ
た
「
過
渡
期
」

と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
「
過
渡
期
」
と
さ
れ
て
き
た
時
期
を
「
停
滞
期
」
と
吉
田
が
読
み
替

え
た
の
は
、
芥
川
文
学
を
前
期
＝
歴
史
小
説
の
時
代
、
後
期
＝
自
伝
的
小
説
の
時
代
と
い
う
二
期
に
区
画

す
る
見
方
に
あ
え
て
「
中
期
」
と
い
う
亀
裂
を
持
ち
込
ん
だ
こ
と
と
関
わ
っ
て
お
り
、
芥
川
文
学
に
歴
史

小
説
か
ら
自
伝
的
小
説
へ
の
ス
タ
イ
ル
の
変
化
に
は
単
純
に
還
元
さ
れ
え
な
い
部
分
を
見
出
し
つ
つ
、
そ

の
「
中
期
」
に
積
極
的
な
評
価
を
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
根
本
原
因
が
あ
る
。 

 

こ
れ
ま
で
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
、
前
期
＝
歴
史
小
説
、
後
期
＝
自
伝
的
小
説
の
い
ず
れ
に
も
分
類
さ
せ

る
こ
と
を
躊
躇
わ
せ
る
よ
う
な
、
混
沌
と
し
た
「
中
期
」
の
作
品
群
を
ど
の
よ
う
に
語
っ
て
い
く
か
と
い

う
こ
と
が
、
今
後
の
芥
川
研
究
に
お
い
て
は
重
要
と
な
っ
て
く
る
。 

 

第
３
章 

停
滞
す
る
芥
川
龍
之
介 

―
―
「
東
洋
の
秋
」
―
― 



 
「
東
洋
の
秋
」
（
『
改
造
』
一
九
二
〇
年
四
月
）
は
、
い
わ
ゆ
る
「
停
滞
期
」
の
作
品
で
あ
り
、
何
よ
り

そ
の
内
容
が
、〈
売
文
生
活
〉
に
入
り
「
停
滞
」
す
る
芥
川
を
体
現
し
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。
し
か
し
、

は
た
し
て
「
東
洋
の
秋
」
は
そ
こ
で
語
ら
れ
る
物
語
内
容
そ
の
ま
ま
に
、〈
売
文
生
活
〉
に
〈
疲
労
と
倦
怠
〉

を
感
じ
る
と
い
う
、
芥
川
の
制
作
事
情
を
吐
露
し
た
作
品
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
「
東
洋
の
秋
」

を
そ
の
よ
う
に
読
ま
せ
て
い
る
の
は
、「
停
滞
」
す
る
芥
川
と
い
う
読
者
側
が
あ
ら
か
じ
め
作
品
に
繰
り
込

ん
で
し
ま
う
作
家
情
報
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
章
で
は
こ
の
「
東
洋
の
秋
」
と
い
う
作
品
の
分
析

を
通
じ
て
、「
停
滞
期
」
と
い
う
評
価
の
陰
に
看
過
さ
れ
て
き
た
芥
川
文
学
の
可
能
性
に
つ
い
て
探
っ
て
い

く
。 

 

こ
の
小
説
は
一
人
称
小
説
で
あ
る
こ
と
も
相
俟
っ
て
、
作
家
の
現
状
を
語
る
告
白
の
よ
う
に
も
読
め
る

が
、
そ
の
ま
ま
大
正
九
年
時
の
芥
川
の
状
況
を
表
す
も
の
と
見
な
す
に
は
一
定
の
留
保
が
必
要
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
こ
の
作
品
に
は
短
篇
集
『
沙
羅
の
花
』（
改
造
社
、
一
九
二
二
年
八
月
）
に
掲
載
さ
れ

た
際
に
行
わ
れ
た
、
本
文
末
尾
の
〈
―
―
大
正
七
年
三
月
―
―
〉
と
い
う
追
記
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、

少
な
く
と
も
芥
川
が
〈
寸
刻
も
休
み
な
い
売
文
生
活
〉
に
追
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
大
正
九
年
以
前
の
作
で

あ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。 

 

「
東
洋
の
秋
」
に
描
か
れ
た
〈
創
作
力
〉
に
〈
黄
昏
〉
を
感
じ
、〈
云
ひ
や
う
の
な
い
疲
労
と
倦
怠
〉
を

覚
え
る
と
い
う
内
容
は
、〈
寸
刻
も
休
み
な
い
売
文
生
活
〉
を
経
験
し
な
い
大
正
七
年
時
の
芥
川
に
も
十
分

書
き
う
る
も
の
で
あ
る
が
、
好
調
と
思
わ
れ
た
そ
の
時
期
の
芥
川
が
「
書
け
な
く
な
る
か
も
知
れ
な
い
」

と
い
う
よ
う
な
不
安
を
作
品
化
し
た
背
景
に
は
、「
東
洋
の
秋
」
が
脱
稿
さ
れ
た
と
す
る
〈
―
―
大
正
七
年

三
月
―
―
〉
頃
の
文
学
場
に
充
ち
た
、
商
業
主
義
的
な
文
学
を
批
判
し
、
出
版
資
本
主
義
下
に
お
け
る
〈
売

文
生
活
〉
を
作
家
を
〈
疲
労
と
倦
怠
〉
に
追
い
や
る
否
定
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
想
像
力
が
横
た
わ
っ

て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。 

 

大
正
九
年
以
降
の
芥
川
が
盛
ん
に
試
み
て
い
た
の
は
、
自
身
の
踏
み
入
っ
た
〈
売
文
生
活
〉
を
規
定
す

る
出
版
資
本
主
義
下
の
文
学
、
雑
誌
文
学
と
し
て
の
小
説
の
可
能
性
の
模
索
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し

た
作
品
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
文
学
を
視
座
と
し
た
批
評
言
説
で
は
評
価
し
き
れ
な
い
。
芥
川
の
「
停
滞
期
」

と
は
、
そ
の
よ
う
な
「
語
れ
な
さ
」
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
無
自
覚
で
あ
る
こ
と
は

あ
る
意
味
で
芥
川
研
究
に
限
界
を
設
け
る
こ
と
に
等
し
い
。
芥
川
が
大
正
期
を
代
表
す
る
作
家
で
あ
る
と

い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
大
正
期
の
文
学
を
か
た
ち
づ
く
る
活
字
メ
デ
ィ
ア
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
あ

る
種
の
成
功
を
遂
げ
た
作
家
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
だ
単
に
優
れ
た
作
品
を
遺
し
た
と
い
う

こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
雑
誌
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
の
特
質
を
活
か
し
た
作
品
を
発
表
し
た
と
い
う
こ
と
で
も

あ
る
。
そ
う
し
た
観
点
か
ら
芥
川
の
「
停
滞
期
」
を
眺
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
語
ら
れ
て
こ
な

か
っ
た
そ
の
時
期
の
作
品
の
価
値
を
再
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

第Ⅱ

部 

第
４
章 

出
版
制
度
下
の
芸
術
家 

―
「
戯
作
三
昧
」
― 

 

「
戯
作
三
昧
」（『
大
阪
毎
日
新
聞
』（
夕
刊
）
一
九
一
七
年
十
月
二
十
日
～
十
一
月
四
日
）
は
、
こ
れ
ま

で
芸
術
家
小
説
と
し
て
読
ま
れ
た
受
容
の
歴
史
が
あ
る
が
、
本
章
で
は
馬
琴
の
出
版
業
者
ら
と
の
関
わ
り



に
注
目
す
る
こ
と
で
、「
戯
作
三
昧
」
を
芸
術
家
小
説
と
し
て
規
定
す
る
「
芸
術
／
生
活
」
の
二
項
対
立
を

脱
構
築
し
、
芥
川
文
学
の
中
に
お
け
る
本
作
の
位
置
づ
け
を
検
討
す
る
。 

 

こ
の
小
説
は
饗
庭
篁
村
・
編
『
馬
琴
日
記
鈔
』（
文
會
堂
書
店
、
一
九
一
一
年
二
月
）
を
典
拠
と
し
て
い

る
が
、
原
典
に
は
あ
っ
た
馬
琴
が
本
屋
の
市
兵
衛
か
ら
前
金
を
受
け
取
る
場
面
が
、「
戯
作
三
昧
」
で
は
排

除
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
戯
作
三
昧
」
の
語
り
手
が
、
芸
術
家
と
し
て
の
馬
琴
を
語
る
う
え
で
、
出
版

業
者
と
の
間
で
行
わ
れ
る
前
金
の
や
り
と
り
を
取
り
あ
げ
る
べ
き
で
は
な
い
と
判
断
し
た
か
ら
行
わ
れ
た

操
作
だ
と
い
え
る
。
他
に
も
「
戯
作
三
昧
」
で
は
『
馬
琴
日
記
鈔
』
に
描
か
れ
て
い
た
出
版
や
検
閲
に
関

す
る
職
業
作
家
の
生
々
し
い
現
実
感
覚
も
ほ
と
ん
ど
が
消
去
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
本
来
出
版
制
度
へ

向
か
う
べ
き
馬
琴
の
批
評
意
識
は
対
象
を
失
い
、
宙
吊
り
と
な
っ
て
い
る
。
出
版
制
度
を
〈
下
等
な
世
間
〉

に
同
定
し
、
こ
れ
を
批
判
す
る
こ
の
小
説
は
、
出
版
制
度
の
一
画
と
し
て
す
で
に
そ
の
中
に
組
み
込
ま
れ

た
作
家
と
い
う
職
業
を
あ
え
て
そ
の
配
置
か
ら
切
り
離
し
、
出
版
制
度
を
外
部
か
ら
批
判
す
る
特
権
的
な

立
場
へ
と
仮
構
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
作
家
と
出
版
制
度
と
の
切
断
を
可
能
に
し
て
い
る
の
が
、
原
稿

料
の
問
題
を
隠
蔽
す
る
と
い
う
方
法
な
の
で
あ
り
、
そ
う
し
て
出
版
制
度
の
外
部
に
立
ち
え
た
作
家
に
与

え
ら
れ
る
の
が
「
芸
術
家
」
と
い
う
呼
び
名
に
ほ
か
な
ら
な
い
。 

 

第
５
章 

十
円
札
と
作
家
の
威
厳 

―
―
「
十
円
札
」
―
― 

 

芥
川
龍
之
介
の
「
十
円
札
」（
『
改
造
』
一
九
二
四
年
九
月
）
は
、
原
稿
料
の
話
題
に
触
れ
な
が
ら
、
文

学
と
金
銭
の
問
題
を
描
い
た
小
説
で
あ
る
。
本
章
で
は
こ
の
「
十
円
札
」
を
大
正
期
の
文
学
を
め
ぐ
る
出

版
状
況
を
背
景
に
読
む
こ
と
で
、
そ
こ
か
ら
窺
え
る
文
学
と
金
銭
の
関
係
を
考
察
し
、
こ
の
小
説
が
売
文

小
説
で
あ
る
こ
と
を
提
示
し
、
作
品
の
新
た
な
可
能
性
を
模
索
す
る
。 

 

こ
の
小
説
に
は
「
金
が
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
保
吉
の
尊
厳
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
て
お
り
、

そ
こ
に
こ
そ
物
語
の
動
因
が
潜
ん
で
い
る
。
物
語
の
結
末
部
で
保
吉
が
〈
下
宿
の
古
籐
椅
子
の
上
に
悠
々

と
巻
煙
草
へ
火
を
移
し
〉
〈
近
頃
に
な
い
満
足
の
情
〉
を
感
じ
る
の
は
、
〈
十
円
札
を
保
存
す
る
こ
と
に
成

功
し
た
〉
こ
と
で
粟
野
さ
ん
に
対
す
る
作
家
の
〈
威
厳
〉
を
守
れ
た
こ
と
と
、
印
税
収
入
を
得
た
こ
と
で

作
家
的
生
活
を
持
続
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
の
二
点
が
大
き
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
保

吉
の
〈
満
足
〉
は
、
作
家
と
し
て
の
外
装
が
保
た
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
え
る
。
そ

し
て
、
語
り
手
は
そ
の
よ
う
に
し
て
〈
満
足
〉
を
得
る
保
吉
の
こ
と
を
揶
揄
す
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
小
説
で
は
〈
十
円
札
〉
の
賃
借
を
め
ぐ
る
葛
藤
を
中
心
に
近
代
出
版
制
度
の
中
に
生
き
る
作
家
の

自
意
識
が
語
ら
れ
る
こ
と
で
、
文
学
場
に
現
れ
る
芸
術
家
の
売
文
業
者
と
し
て
の
側
面
が
描
き
出
さ
れ
て

い
た
。
芸
術
家
と
し
て
の
自
己
イ
メ
ー
ジ
を
メ
デ
ィ
ア
上
で
培
っ
て
き
た
芥
川
は
、
こ
の
作
品
で
は
む
し

ろ
積
極
的
に
自
身
を
含
め
芸
術
家
が
売
文
業
者
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
浮
か
び

あ
が
る
の
は
、「
芸
術
家
と
し
て
の
作
家
」
と
い
う
像
が
出
版
制
度
の
中
に
現
象
す
る
観
念
で
あ
り
、
芸
術

そ
れ
自
体
は
決
し
て
社
会
か
ら
隔
絶
し
た
価
値
観
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

第
６
章 

芥
川
龍
之
介
を
め
ぐ
る
売
文
言
説 

―
「
売
文
問
答
」
― 

 

芥
川
自
身
が
作
家
を
描
い
た
自
身
の
小
説
に
お
い
て
、「
売
文
」
の
問
題
に
触
れ
な
が
ら
も
金
銭
に
関
す



る
部
分
は
等
閑
に
付
し
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
第
４
章
で
言
及
し
た
が
、
そ
う
し
た
経
済
問
題
に
無
縁
な

芸
術
家
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
死
後
も
芥
川
に
は
纏
わ
り
付
い
て
い
る
と
い
え
る
。
本
章
で
は
、
芸
術
家
・

芥
川
の
ネ
ガ
と
し
て
大
正
期
の
言
説
空
間
で
語
ら
れ
る
、
別
の
顔
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
、
創
作
上
で
は
そ

れ
を
排
除
す
る
こ
と
で
自
ら
を
経
済
問
題
と
は
無
関
係
に
振
る
舞
お
う
と
す
る
芥
川
の
身
振
り
に
つ
い
て

考
察
を
行
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
芸
術
至
上
主
義
者
・
芥
川
龍
之
介
の
イ
メ
ー
ジ
を
相
対
化
す
る
、
語
ら

れ
ざ
る
芥
川
の
も
う
一
つ
の
可
能
態
と
捉
え
る
と
と
も
に
、
経
済
問
題
を
排
除
す
る
こ
と
で
生
じ
る
文
学

表
現
の
特
性
に
つ
い
て
も
指
摘
を
行
う
。 

 

大
正
十
年
（
一
九
二
一
年
）
頃
の
作
と
さ
れ
る
生
前
未
発
表
の
「
売
文
問
答
」
は
、〈
作
家
〉
と
〈
編
輯

者
〉
の
問
答
の
中
で
「
売
文
」
に
対
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
立
脚
し
た
見
解
が
述
べ
ら
れ
る
小
品
で
あ

る
。「
売
文
問
答
」
で
は
、
芥
川
を
思
わ
せ
る
〈
作
家
〉
が
そ
の
態
度
を
批
判
さ
れ
て
は
い
る
が
、
同
時
代

言
説
を
参
照
す
る
と
、
そ
の
当
時
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
「
原
稿
料
の
た
め
に
書
く
こ
と
」
や
「
原

稿
の
二
重
発
表
」
と
い
っ
た
問
題
が
巧
み
に
回
避
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
自
身
を
経
済
問
題
か
ら

切
り
離
す
と
同
時
に
創
作
の
需
要
過
剰
と
い
う
市
場
の
状
況
に
対
し
、
そ
れ
で
も
何
ご
と
か
を
書
き
続
け

る
作
家
像
を
設
定
し
た
こ
と
で
、「
書
く
べ
き
内
容
は
な
い
が
書
く
と
い
う
行
為
だ
け
が
先
行
し
て
存
在
す

る
」
と
い
う
、「
書
く
」
こ
と
そ
れ
自
体
に
関
心
を
寄
せ
る
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
底
流
で
問
題
意
識
を
共

有
さ
せ
る
よ
う
な
小
説
の
形
式
が
「
売
文
問
答
」
に
は
発
生
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
売
文
」
の
原
理
に

よ
っ
て
表
現
レ
ベ
ル
に
ま
で
影
響
を
受
け
た
作
品
を
「
売
文
」
小
説
と
し
て
改
め
て
捉
え
直
す
と
、
芥
川

文
学
、
特
に
大
正
八
年
以
降
の
も
の
は
消
費
社
会
に
お
け
る
「
書
く
」
こ
と
を
め
ぐ
る
想
像
力
の
様
態
が

メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
な
形
式
を
と
っ
て
表
れ
る
と
い
う
事
態
を
ま
さ
に
典
型
的
に
体
現
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。 

 

第Ⅲ

部 

第
７
章 

戦
略
と
し
て
の
売
文
小
説 

―
―
「
葱
」
―
― 

 

現
在
流
通
す
る
芥
川
像
が
メ
デ
ィ
ア
の
中
で
生
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
芥
川

の
小
説
自
体
が
メ
デ
ィ
ア
の
母
体
と
な
る
出
版
制
度
を
強
く
意
識
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
こ
れ
ま
で

の
各
章
に
お
い
て
確
認
し
て
き
た
。
そ
の
中
で
浮
か
び
あ
が
っ
て
き
た
の
が
「
停
滞
期
」
と
「
売
文
」
と

い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
。
大
正
九
年
を
中
心
と
す
る
芥
川
の
「
停
滞
期
」
に
「
売
文
」
そ
の
も
の
を
描

い
た
小
説
が
散
見
さ
れ
る
と
い
う
事
実
に
注
目
し
、
本
章
で
は
そ
う
し
た
小
説
の
中
の
一
つ
で
あ
る
「
葱
」

（
『
新
小
説
』
一
九
二
〇
年
一
月
）
の
考
察
を
通
じ
て
、
「
売
文
」
が
小
説
そ
の
も
の
に
取
り
込
ま
れ
る
こ

と
で
、
ど
の
よ
う
な
表
現
へ
結
び
つ
い
て
い
く
の
か
、
そ
の
と
き
メ
デ
ィ
ア
は
い
か
に
利
用
さ
れ
る
の
か

と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
に
お
い
て
芸
術
と
生
活
と
い
う
二
項
対

立
の
構
図
の
中
で
捉
え
ら
れ
て
き
た
芥
川
の
文
学
活
動
を
「
売
文
」
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
直
す
こ
と
で
、

「
中
期
」
芥
川
に
与
え
ら
れ
た
「
停
滞
」
の
問
題
に
つ
い
て
の
論
究
を
行
う
。 

 

「
葱
」
の
特
徴
は
、
大
正
九
年
と
い
う
時
期
に
こ
の
小
説
が
「
売
文
」
意
識
の
反
映
し
た
こ
と
で
、
一

種
の
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
な
構
造
を
テ
ク
ス
ト
に
呼
び
込
ん
だ
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
と
き
の

芥
川
は
、
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
構
造
に
託
さ
ざ
る
を
え
な
い
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
描
く
こ
と
の
で
き
な



い
類
の
問
題
に
直
面
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
葱
」
は
、
雑
誌
掲
載
と
い
う
作
家
の
書
記
行
為
と
読

者
の
読
書
行
為
を
連
続
し
た
時
間
軸
上
に
体
感
さ
せ
る
作
品
の
発
表
形
態
を
も
戦
略
的
に
利
用
し
て
い
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
出
版
制
度
に
対
す
る
批
評
的
な
意
識
に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
た
、
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
な

構
造
や
メ
デ
ィ
ア
利
用
の
方
法
を
持
つ
作
品
を
「
売
文
」
小
説
と
定
義
す
る
こ
と
で
、「
中
期
」
芥
川
の
「
停

滞
」
の
意
味
は
新
た
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
虚
構
色
の
強
い
歴
史
小
説
を
主
と
す
る
前
期

の
作
品
と
、
自
伝
的
小
説
を
主
と
す
る
後
期
作
品
の
い
ず
れ
に
も
属
さ
な
い
第
三
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
、

虚
構
と
現
実
が
互
い
の
領
域
を
侵
犯
し
合
う
「
中
期
」
の
実
験
的
「
売
文
」
小
説
は
、
芥
川
文
学
研
究
の

未
開
拓
地
と
し
て
さ
ら
に
考
究
さ
れ
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。 

 

第
８
章 

売
文
小
説
と
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン 
―
―
「
奇
遇
」
―
― 

 

「
奇
遇
」（『
中
央
公
論
』
一
九
二
〇
年
四
月
）
も
ま
た
「
売
文
」
の
題
材
を
抱
え
持
っ
た
芥
川
「
中
期
」

の
作
品
で
あ
る
。
こ
の
小
説
も
や
は
り
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
な
構
造
を
備
え
て
お
り
、
さ
ら
に
ど
ん
で

ん
返
し
に
ど
ん
で
ん
返
し
を
重
ね
る
結
末
の
過
剰
と
い
う
問
題
を
有
し
て
い
る
。「
奇
遇
」
に
お
け
る
こ
う

し
た
特
徴
は
、
芥
川
の
エ
ド
ガ
ー
・
ア
ラ
ン
・
ポ
ー
へ
の
興
味
と
の
関
係
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
芥

川
は
、
ポ
ー
を
売
文
作
家
と
し
て
も
眺
め
て
お
り
、
そ
ん
な
ポ
ー
の
作
品
に
創
作
の
範
を
求
め
る
よ
う
な

一
面
も
持
っ
て
い
た
。「
奇
遇
」
に
見
出
さ
れ
る
諸
特
徴
は
、
そ
ん
な
芥
川
の
ポ
ー
に
対
す
る
「
売
文
」
的

関
心
か
ら
導
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

芥
川
が
売
文
小
説
と
し
て
の
「
奇
遇
」
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
方
法
を
取
り
入
れ
た
ポ
ー
作
品
は

「
シ
ェ
ヘ
ラ
ザ
ー
デ
の
千
二
夜
の
物
語
」
（
原
題"T

h
e
 

T
h

o
u

sa
n

d
-a

n
d

-S
e
co

n
d

 
T

a
le

 
o
f 

S
ch

e
ra

z
a

d
e
"1

8
4

5

・2

）
と
い
う
小
説
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
千
二
夜
物
語
」
を
と
り
あ
げ
た
の
は
、
こ
の

小
説
が
「
千
一
夜
物
語
」
の
そ
の
後
を
描
い
た
と
い
う
形
式
の
パ
ロ
デ
ィ
文
学
で
あ
り
、
そ
の
様
子
が
「
奇

遇
」
が
「
渭
塘
奇
遇
記
」
に
蛇
足
と
も
思
え
る
続
編
を
接
続
す
る
こ
と
で
や
は
り
典
拠
を
パ
ロ
デ
ィ
化
し

て
い
る
こ
と
と
方
法
的
に
近
似
し
て
い
る
こ
と
と
、「
千
二
夜
物
語
」
に
お
い
て
シ
ェ
ヘ
ラ
ザ
ー
デ
の
語
る

物
語
に
は
王
と
い
う
内
包
さ
れ
た
読
者
（
聞
き
手
）
が
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
物
語
の
展
開
に
お
い
て

も
呼
応
し
て
い
る
こ
と
に
因
る
。
「
千
二
夜
物
語
」
の
作
品
構
造
と
「
奇
遇
」
が
呼
応
し
て
い
る
こ
と
は
、

売
文
小
説
が
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
似
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
の
根
本
理
由
の
一
端
に
触
れ
て
い
る
だ
ろ

う
。
売
文
小
説
が
一
般
的
な
枠
小
説
と
異
な
る
特
徴
は
、
枠
部
分
が
物
語
を
彩
る
た
だ
の
額
縁
の
役
目
に

止
ま
ら
ず
、
作
中
作
と
し
て
の
物
語
に
干
渉
し
て
い
っ
て
し
ま
う
点
に
表
れ
て
い
る
。「
売
文
」
を
描
く
こ

と
で
、
出
版
制
度
が
作
品
に
干
渉
す
る
と
い
う
事
実
が
メ
デ
ィ
ア
上
に
露
出
し
、
そ
の
こ
と
で
小
説
の
外

観
を
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
似
せ
て
し
ま
う
。
出
版
資
本
主
義
下
に
お
い
て
文
学
が
存
在
す
る
た
め
に
は

出
版
制
度
が
必
ず
作
品
を
規
制
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
出
版
制
度
を
対
象
化
し
て
作
品
を
つ
く
れ
ば
自
作

の
存
在
そ
の
も
の
を
省
察
す
る
構
造
が
結
果
的
に
生
じ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。 

 

第
９
章 

広
告
す
る
／
し
損
ね
る
小
説 

―
「
文
放
古
」
― 

 

「
文
放
古
」（
『
婦
人
公
論
』
一
九
二
四
年
五
月
）
は
そ
の
作
中
に
「
六
の
宮
の
姫
君
」（
『
表
現
』
一
九

二
二
年
八
月
）
の
広
告
を
内
包
す
る
小
説
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
芥
川
が
自
作
で
あ
る
「
六
の



宮
の
姫
君
」
に
言
及
し
た
自
家
解
説
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
て
き
た
「
文
放
古
」
は
、
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ジ
ュ

ネ
ッ
ト
の
用
語
を
借
り
れ
ば
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
と
呼
び
う
る
性
格
を
有
し
た
小
説
だ
と
い
え
る
。
こ
れ
ま
で

の
先
行
研
究
に
お
い
て
、
こ
の
作
品
が
持
つ
そ
う
し
た
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
性
に
つ
い
て
は
注
目
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
。
本
章
で
は
「
文
放
古
」
を
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
と
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
出
版
メ
デ
ィ
ア
を
利
用

し
た
作
品
創
作
の
方
法
と
そ
の
戦
略
性
を
考
察
す
る
。 

 

自
ら
「
広
告
で
あ
る
」
こ
と
を
隠
そ
う
と
も
せ
ず
、
む
し
ろ
「
広
告
で
あ
る
」
こ
と
に
積
極
的
に
言
及

す
る
「
文
放
古
」
の
姿
勢
は
メ
タ
広
告
と
い
う
に
相
応
し
い
。
そ
こ
で
は
本
来
広
告
が
含
み
持
っ
た
商
品

を
売
ろ
う
と
す
る
類
の
商
用
情
報
自
体
が
す
で
に
相
対
化
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
掲
載
誌
と
し
て
女
性

雑
誌
の
中
か
ら
『
婦
人
公
論
』
を
選
ぶ
な
ど
、
読
者
を
挑
発
す
る
か
た
ち
で
の
広
告
戦
略
を
と
る
「
文
放

古
」
で
あ
る
が
、
そ
の
方
法
の
中
心
に
あ
る
の
は
〈
あ
た
し
〉
と
自
称
す
る
語
り
手
の
デ
ィ
ス
タ
ン
ク
シ

オ
ン
（
Ｐ
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
）
に
関
わ
る
意
識
で
あ
る
。〈
あ
た
し
〉
は
こ
れ
に
よ
っ
て
女
性
読
者
た
ち
と
親

密
な
関
係
性
を
結
び
、
そ
の
広
告
性
の
中
に
引
き
込
も
う
と
す
る
が
、
同
時
に
作
者
で
あ
る
芥
川
の
デ
ィ

ス
タ
ン
ク
シ
オ
ン
意
識
の
限
界
に
よ
り
、
そ
の
企
図
は
破
綻
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。 

 

「
文
放
古
」
は
、
読
者
を
挑
発
し
、
現
実
に
動
か
そ
う
と
す
る
「
広
告
す
る
小
説
」
で
あ
る
。
そ
れ
は

「
葱
」
や
「
奇
遇
」
が
出
版
制
度
上
の
制
約
を
作
品
に
反
映
さ
せ
た
創
作
を
行
っ
た
こ
と
で
、
結
果
的
に

作
家
自
身
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
内
で
創
作
行
為
を
行
う
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
相
似
た
体
裁
の
小
説
と
な
っ

た
こ
と
と
同
様
に
、「
文
放
古
」
も
ま
た
広
告
と
い
う
出
版
ビ
ジ
ネ
ス
に
関
わ
る
メ
デ
ィ
ア
を
反
映
さ
せ
て

創
作
さ
れ
た
と
い
う
点
で
売
文
小
説
の
一
つ
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。 

 

結 

―
―
芥
川
龍
之
介
の
近
代
文
学
の
終
わ
り

ポ

ス

ト

モ

ダ

ン

―
― 

 

大
正
中
期
と
い
う
「
文
学
」
が
産
業
化
し
て
い
く
時
代
に
お
い
て
、
専
業
作
家
と
し
て
芥
川
が
採
っ
た

選
択
は
、
大
衆
文
学
の
方
向
に
進
む
の
で
な
け
れ
ば
、
芸
術
家
然
と
し
て
世
間
に
背
を
向
け
た
寡
作
に
立

て
籠
も
る
こ
と
で
も
な
か
っ
た
。
芥
川
の
選
ん
だ
の
は
、「
文
学
」
が
「
商
品
」
と
し
て
消
費
さ
れ
て
い
く

環
境
に
お
い
て
、「
文
学
の
商
品
化
」
と
い
う
状
況
そ
の
も
の
を
描
く
こ
と
で
、
ア
ウ
ラ
を
失
っ
た
小
説
を

世
に
放
つ
こ
と
だ
っ
た
。
明
治
以
降
、
社
会
の
中
で
「
文
学
」
で
あ
る
こ
と
自
体
が
権
威
化
し
、
大
正
期

に
は
そ
の
「
文
学
」
の
権
威
に
商
業
的
な
価
値
が
見
出
さ
れ
た
。
そ
ん
な
中
、
芥
川
は
売
文
小
説
と
い
う

ア
ウ
ラ
の
な
い
「
文
学
」
を
活
字
メ
デ
ィ
ア
上
に
発
表
し
た
。
芥
川
の
売
文
小
説
は
悉
く
が
同
時
代
に
お

い
て
は
文
学
作
品
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
な
い
が
、
芥
川
自
身
、
そ
れ
ら
が
高
く
評
価
さ
れ
る
な
ど
初
め

か
ら
考
え
て
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
評
価
は
さ
れ
な
く
と
も
自
分
の
有
名
性
に
よ
っ
て
作
品
は
商
品
化
さ

れ
る
と
い
う
自
覚
が
芥
川
に
は
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
往
々
に
し
て
「
文
学
」
に
対
す
る
不
実
な
態
度
と
批
判
さ
れ
る
が
、
逆
に
「
文
学
」

に
真
摯
に
向
き
合
う
こ
と
と
は
「
芸
術
」
を
絶
対
の
価
値
と
す
る
文
学
場
の
規
則
に
従
順
に
倣
い
、
そ
の

制
度
化
に
加
担
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。「
文
学
の
商
品
化
」
が
問
題
と
さ
れ
る
と
き
、
文
学
場
の
制

度
性
そ
の
も
の
を
内
破
す
る
実
効
性
を
持
つ
試
み
と
は
、
権
威
化
し
た
「
文
学
」
か
ら
ア
ウ
ラ
を
奪
い
去

る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
誰
に
で
も
可
能
な
こ
と
で
は
な
い
。
文
学
場
に
お
い
て
す
で
に
十
分



な
権
威
を
持
っ
た
者
だ
け
が
、
自
ら
ア
ウ
ラ
を
放
棄
す
る
こ
と
で
「
文
学
」
と
い
う
制
度
に
無
効
を
言
い

渡
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
芥
川
と
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
。 

 

「
芸
術
」
と
い
う
文
学
場
の
価
値
観
を
基
調
に
語
ら
れ
る
芥
川
の
人
生
の
中
に
「
売
文
」
を
み
る
こ
と

は
、
芸
術
家
と
し
て
構
築
さ
れ
た
芥
川
の
作
家
性
に
亀
裂
を
み
い
だ
す
こ
と
で
あ
る
。
今
日
に
お
い
て
芥

川
が
「
文
学
」
を
象
徴
す
る
存
在
な
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
芥
川
像
が
揺
ら
ぐ
こ
と
は
作
家
性
と
い
う
機

構
を
中
心
に
構
築
さ
れ
た
「
文
学
」
と
い
う
観
念
の
立
脚
す
る
土
台
の
揺
ら
ぎ
へ
と
連
鎖
し
て
い
く
。
そ

の
意
味
で
「
売
文
す
る
芥
川
」
は
、
日
本
近
代
文
学
史
に
お
け
る
「
文
学
」
の
存
立
そ
の
も
の
を
問
う
自

己
言
及
構
造
な
の
で
あ
り
、
芥
川
龍
之
介
論
並
び
に
日
本
近
代
文
学
に
お
け
る
メ
タ
レ
ベ
ル
と
し
て
、
常

に
中
心
か
ら
外
れ
続
け
る
こ
と
で
「
文
学
」
を
刺
激
し
続
け
る
の
で
あ
る
。 


