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・は
じ
め
に

　
短
編
小
説
「煙
管
」は
、
一
九
一
六
（大
正
五
）年
一
一
月
発
行
の
「新
小

説
」第
二
一
年
第
一
一
号
に
掲
載
さ
れ
た
。
「加
州
百
万
石
」の
藩
主
・前

田
斉
広
が
所
有
す
る
金
無
垢
の
煙
管
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
、
自
意
識
の
悲
喜

劇
や
「虚
栄
心
」の
は
か
な
さ
を
描
い
て
い
る
。

　
発
表
当
時
、
一
連
の
芥
川
作
品
の
評
価
は
高
い
も
の
と
は
い
え
な
か
った
。

そ
の
た
め
も
あ
って
か
、
「煙
管
」の
同
時
代
評
は
数
え
る
ば
か
り
し
か
な
い
。

た
と
え
ば
広
津
和
郎
は
、
「こ
の
作
で
は
私
の
期
待
し
た
や
う
な
も
の
は
何

も
な
か
つ
た
。
唯
何
か
或
る
興
味
を
人
生
か
ら
発
見
し
て
、
そ
れ
を
話
上
手

に
語
つ
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
」と
し
て
、
「悪
い
意
味
の
才
気
の
あ
ら
は
れ
」と

酷
評
し
た

１

。
ま
た
、
こ
の
作
品
を
単
独
で
と
り
あ
げ
た
作
品
研
究
は
管
見

の
と
こ
ろ
皆
無
と
い
って
よ
く
、
わ
ず
か
な
が
ら
、
作
家
の
同
時
代
作
品
と
関

連
づ
け
る
か
た
ち
で
言
及
さ
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。

　
「煙
管
」を
対
象
と
す
る
作
品
研
究
が
い
ま
ひ
と
つ
盛
り
上
が
り
を
見
せ
な

い
理
由
の
ひ
と
つ
と
し
て
は
、
作
者
自
身
に
よ
る
評
価
が
低
い
こ
と
が
す
く
な

か
ら
ず
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
同
年
一
一
月
四
日
の
岡
栄
一
郎

宛
書
簡
に
お
い
て
、
芥
川
は
、
「あ
れ
は
い
く
ら
己
惚
の
強
い
私
で
も
い
い
と
は

思
ひ
ま
せ
ん
尤
も
悪
口
を
云
は
れ
れ
ば
腹
も
立
つ
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
」と
、

（既
成
文
壇
の
批
判
に
対
す
る
反
発
の
一
端
を
垣
間
見
せ
つ
つ
も
）こ
の
短
編

１ 

広
津
和
郎
「十
一
月
文
壇
―
創
作
及
び
其
他
」『時
事
新
報
』（時
事
新
報
社
、
一
九
一
六
・一

一
）

へ
の
愛
着
が
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
い
こ
と
を
書
き
記
し
て
い
る
。
こ
の
記
述
は
、

作
品
そ
の
も
の
が
現
実
に
お
け
る
作
者
の
苦
悩
や
実
存
的
な
生
き
に
く
さ

の
反
映
に
乏
し
い
こ
と
と
も
相
俟
って
、
作
家
論
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
け
る

こ
の
作
品
の
位
置
づ
け
に
影
を
落
と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
同
じ
よ
う
に

発
表
当
時
は
黙
殺
さ
れ
る
に
等
し
い
扱
い
を
受
け
て
い
た
「羅
生
門
」が
今

日
で
は
芥
川
研
究
に
お
け
る
中
心
に
据
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
て
も
、

同
時
代
の
評
価
の
低
さ
だ
け
で
は
「煙
管
」論
の
低
調
ぶ
り
を
説
明
し
き
れ

な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
同
時
代
評
お
よ
び
作
者
自
身
の
評
価
を
い
った
ん
括
弧

に
入
れ
た
う
え
で
、
文
学
史
に
お
い
て
固
定
化
さ
れ
て
い
る
芥
川
龍
之
介
の

イ
メ
ー
ジ
か
ら
独
立
し
た
テ
ク
ス
ト
と
し
て
読
み
な
お
す
と
き
、
「煙
管
」は
、

徳
川
幕
府
と
い
う
既
成
権
力
の
構
造
を
編
成
す
る
各
個
人
の
相
互
的
な
確

証
と
、
そ
れ
が
解
体
さ
れ
る
過
程
を
近
代
の
事
後
的
な
視
点
か
ら
語
る
も

の
と
し
て
の
価
値
づ
け
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
論
で
は
、
こ
の
作

品
の
物
語
言
説
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
って
、
そ
の
背
景
に
伏
在
す
る
権
力

構
造
の
問
題
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
　
・時
代
設
定

　
物
語
世
界
の
時
代
設
定
は
江
戸
末
期
、
お
そ
ら
く
文
化
年
間
を
想
定
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
実
在
し
た
加
賀
藩
第
一
二
代
・前
田
斉
広
が
藩
主

と
な
った
の
は
一
八
〇
二
（享
和
二
）年
三
月
の
こ
と
で
あ
り
、
藩
の
財
政
改

革
を
推
進
し
た
意
欲
的
な
統
治
者
で
あ
った
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
一
八
一

一
（文
化
八
）年
の
改
作
方
復
古
、
一
八
一
三
（同
一
〇
）年
の
産
物
方
と
い

う
農
業
政
策
お
よ
び
商
品
生
産
の
両
面
を
推
進
し
て
い
く
政
策
が
と
ら
れ

る
い
っぽ
う
で
、
十
村
投
獄
、
農
政
機
構
の
改
革
、
竹
沢
御
殿
で
の
教
諭
局
の

設
置
な
ど
、
破
産
的
な
藩
財
政
を
打
開
す
る
た
め
の
政
策
を
行
な
った
と
考

え
ら
れ
る
が
、
彼
の
治
世
中
に
は
一
〇
件
ば
か
り
の
打
ち
こ
わ
し
、
愁
訴
、
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