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二

九

一
三
～
二
〇
〇
二
)
の
短
編
小
説

『
祝

と
い
ふ
男
』
(転

我

の
場
合
､
『
祝
と
い
う
男
』
と
表

示
さ
れた
も
の
も
あ
る
が
､
本
稿
で
は
初

出
に
拠
る
こ
と
と
す
る
)
は
､

1
九
四
〇
年
九
月
二
十
七
日
か
ら
十

月八
日

し

ゆく

に
か
け
て
､
｢清
洲
新
聞
｣
に
､
十
回
連
載
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
｡

主

人公
祝

れ
ん
て
ん

廉
天
は
清
洲
国
の
或
る
願
長
所
公
虞

の
通
訳
で
あ
り
､
強

い
個
性
の
持
ち

主

で
あ
る
0
滴
系
に
も
En
系
に
も
嫌
が
ら
れ
て
い
る
の
は
､
こ
の
主
人
公
の
人

物
像

の
も

っ
と
も
印
象
的
な
と
こ
ろ
で
､
作
者

は
､
｢清
洲
国
｣
時
代
に
お
け

る
個
性

の
強
い
入
物
を
通
し
て
､
そ

の
時
代
の
民
族

の
不
調
和
を
鮮
や
か
に

拓

い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
｡

こ

の

作

晶

に

関

す
る
先
行
研
究
を
見
渡
す
と
､
主
人
公
に
対
す
る
検
討
が
､

し
か
も
民
族

間

題

か

ら

の
言
及
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る

〔且
｡
そ
れ
ら
は

｢祝

は
日
本

の
侵
略

戦
争

の
犠
牲
者
だ
｣
と
結
論
づ
け
る
方
向

の
論

で
あ
る
｡
し

か
し
､
祝

の
人
物
像
は
こ
の
角
度
だ
け
か
ら
で
は
､
十
分
に

把

握
で
き
な
い

と
私
は
思
う
｡
ま
た
､
こ
の
作
品
は

｢清
洲
｣
と
い

う

枠

組
み
だ
け
か
ら
で

は
な
く
､
評
価
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

私

は

『
祝
と
い
ふ
男
』
を
文
学
と
し
て
評
価
す
る
た
め
に
､
研
究
史
を
整

理
し
た
の
ち
､
テ
キ
ス
ト
そ
の
も
の
を
冷
静
に
見
直

す

こ

と
か
ら
始
め
た
｡

そ
の
結
果
､
こ
の
作
品
が
注
目
さ
れ
､
何
度
も
転
載
さ
れ
な
が
ら
､
微
妙
な

(し
か
し
見
過
ご
す
こ
と
の
で
き
な
い
)
改
変

の
手
が
加
わ

っ
て
い
る
こ
と

に
気
づ
い
た
｡
そ
し
て
､
こ
の
テ
キ
ス
ト
改
変
は
主
人
公

･
祝

の
人
物
像
に

も
関
わ
る
こ
と
に
思
い
至

っ
て
い
る
｡

本
稿

で
は

『
祝
と
い
ふ
男
』
の
初
出
及
び
転

載

の
テ
キ
ス
ト
を
比
較
検
討

し
た
結
果
を
報
告
し
､

こ
れ
ら
の
検
討
か
ら
考

え
ら
れ
る
問
題
の
い
く

つ
か

を
紹
介

し
､
考
察

を
加
え
た

い
｡

こ
れ
に
よ

っ
て
､
こ
の
作
品
に
お
け
る
祝
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の

人

物

像

を
改
め
て
評

価

し
た

い
｡

考

察

の

第

山
歩

と

し
て
､
私
は
テ
キ

ス
ト
に
も
ど

っ
て
読

み
直
す

こ
と
か

ら
始
め
る
｡

一
､
初
出
及
び
各
転
載
を
見
直
す

こ
の
作
品
は
､
発
表

以
来
現
在
に
至
る
ま
で
､
私

の
調
べ
る
限
り
少
な
く

と
も
七
回
転
載
さ
れ
て
い
る
o
初
出
も
含
め
て
作

品
の
発
表
雑
誌
及
び
収
録

選
集
類
は
左
記

の
通
り
で
あ
る
O

①

初
出

二

滴
洲
新
聞
｣

二

九
四
〇
年
九
月
二
十

七
日
-
十
月
八
日
j

②

山

田
酒
三
郎
編

『
日
澗
露
寝
酒
作
家
短
編
選
集

』､
春
陽
堂

書
店
､

叫
九

四

〇
年

十

二
月

③

｢
文
療
春
秋
｣

山
九
四

一
年
三
月
号

④

川

端
康
成
他
編

『
日
本
小

説
代
表
作
全
集

･
昭
和
十
六
年
前
半
期
』
第
七

巻
､
小
山
苦
情
､

.
圧
四

.
隼

卜
.
.=

⑤
橋
川
文
三
池
編
『
昭
和
戦

争

文
学
全
集
』
第

山
巻

｢戦
火
満
洲
に
挙
が
る
｣
､

集
英
社
､

一
九
六
四
年
十

3
月

⑥

黒

川

創

編

『
(外
地
)
の
日
本
語
文
学
選
』
第
二
審

｢
満
州

･
内
蒙
古
/
樺

太

｣
､

新

宿
書
房
､

山
九
九
六
年
二
月

⑦
川

村

湊

監

修

『
牛
島
春
子
作
品
集
』
｢
日
本
植
民
地
文
学
精

選
集
｣
｢溝
洲

編

｣

七

､

ゆ
ま
に
書
房
､
二
〇
〇

一
年
九
月

爪但
し
､
『
祝

と
い
ふ
男
』
は

①
の

影

印

版

で
あ
る
)

⑧
川
村

漆

監

修

『

日
滴
露
在
溝
作
家
短
編
選
集
』
､
｢
田
本
植

民
地
文
学
精
選

集

｣

｢
潤

洲
編
｣
九
､
ゆ
ま
に
書
房

､
二
〇
〇
山
年
九
月

(但
し
､
こ
れ
は

②

の

選

集

1
冊

の
影
印
版
〉

転

載

は

､

戦
中
三
回
､
戦
後
四
回
で
あ
る
｡
廃
太
な
澗
洲
文
学
作
品

の
中

に
あ

っ
て
､
『
祝
と

い
ふ
男
』
が
い
か
に
盛
祝
さ
れ
て
き
た

の
か
､
こ
れ
ら

の

転
載
か
ら
窺
う

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う

盲

30

と

こ
ろ
で
､

こ
の
七
回
の
転
載

の
実
質
を
も
う

加
療

並

べ
直
す

と
､

①

初
出
0
-
-
影
印
㊦

②

転
載

第

仙
回
｡
-
I
影
印
⑧

③

転
載
第
二
回
o

④

転
載
第
三
回
O

⑤

戦

後
転
載
第

叫
回
｡

⑥

戦
後
転
載
第
二
回
｡

と
な
る
｡
そ
し
て
､
こ
れ
ら
を
比
較
し
て
み
る
と
､
影
印
は
言
わ
ず
も
が
な
､

各
転
磯
も
初
出

の
形
が
そ

の
ま
ま
転
載
さ
れ
て
き
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
､

窯
は

い
く

つ
か
改
変
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
分
か
っ
た

O
ま
ず
､
初
出
が
十
回

連
載
十
段
落

で
あ

っ
た

の
を
､
転
載

で
は
い
く
つ
か
組
み
合
わ
せ
て
変
え
て

段
落
を
再
構
成
す
る
も

の
が
あ
る
｡
ま
た
､
本
文
の
字
句

の
変
化
も
あ
る
｡

こ
れ
ら

の
変
化
は
､
牛
島

の
代

表
作

と
い
う
の
み
な
ら
ず
､
清
洲
文

学

の

代

表
作
と
も
見
な
さ
れ
る
こ
の
作
晶

に
と

っ
て
､
見
逃
す

こ
と
が
で
き
な

い
と

私
に
は
考
え
ら
れ
る
｡
な
お
､
段
落
と
テ
キ

ス
ト
改
変
に
関
し
て
､

こ
れ
ま

で
全
く
注
意
さ
れ
た

こ
と
は
な
か

っ
た
と
思
う
O

段
落
改
編
と
テ
キ

ス
ト
改
変
は
､
誰
が
行

っ
た

の
だ
ろ
う
か
｡

〟
般
的
に

は
作
者

･
牛
島

の
手
に
な
る
も

の
と
想
定
さ
れ
る
の
だ
が
､
作
者

の
付
記
の

(20)
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類
も
な
く
､

後
年
の
牛
島

の
こ
の
作
品
に
対
す
る
回
想
に
も
､
そ
の
こ
と
に

関
す
る
証
言
が
な
い
｡

そ
の
た
め
､
⑥
ま
で
の
転
載
に

つ
い
て
､
牛
島
本
人

が

点

検
し
改
訂
し
た
か
ど
う
か
､
今

の
と
こ
ろ
は

っ
き
り
し
て
い
な

い
｡
な

お

､

牛
島

は
二

〇
〇
二
年
に
亡
く
な

っ
て
い
る
の
で
､
⑥
ま

で
の
転
載
に
お

け
る
改
変
は
､
本
人
が
関
与
し
た
可
能
性
も
あ

っ
た
は
ず
で
あ
る
｡
し
か
し
､

山
方
で
､
改
変
は
選
集
の
編
者
が
行

っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
O
こ
の
点

に
関
し
て
､
明
確
な
結
論
を
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
が
､
い
ず
れ
に
し
て
も
､

こ
の
作

品
が

､

ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
き
た
か
､
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
る
こ

と
を
想

定

さ

れ
て
き
た
の
か
､
と
い
う
こ
と
を
知
る
重
要
な

手
が

か

り

に

な

る
と
私
は
考
え
て
い
る
｡
ま
ず
は
そ
の
実
態
を
報
告
す
る
こ
と
か
ら

始
め
る
｡

二
､
作
品
の
分
段
構
成
に
つ
い
て

作
品
は
次

々
と
転
載
さ
れ
た
が
'
作
品
の
分
段
構
成
は
､
そ
れ
ぞ
れ
の
転

載
に
よ

っ
て
､
初
出
と
異
な
る
場
合
が
あ
る
｡
そ
の
た
め
､
作
品
内
容
を
検

討
す
る
前
に
各

転
載
の
段
落
構
成
は
､
ど
の
程
度
､
ど
の
よ
う
な
違

い
が
あ

る
の
か
､
ま
ず
触
れ
て
お
き
た
い
O

-

新
聞
連
載
の
形

先
述

の
よ
う
に
p
作
品
の
初
出
は
新
聞
の
連
載
十
回
で
あ
る
｡
本
稿

は
前

掲
⑦
の
新
聞
初
出
影
印
版
に
よ

っ
た
｡

こ
の
連
載
は
旧
-
個
と
番
号
が

付

さ

れ
て
い
る
O
作
品
は
そ
の
後
影
印
版
を
除
け
ば
五

回
転
載
さ
れ
た
｡
各

転

載

を
確
認
し
た
結
果
､
前
掲
②
と
③
は
新
聞
連

載
時
の

形
を
踏
襲
し
て
､
十

の

部
分
に
分
け
ら
れ
て
い
る
｡
本
文
そ
の
も
の
は
ご
く

一
部
分

の
改
変
を
除

い

て
､
初
出
の
本
文
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
｡
本
文
改
変
箇
所
に

つ
い
て
は
､
節

を
改

め

て
検
討
す
る
｡
ま
ず
､

こ
の
形
で
作
品
の
分
段
構
成
を
考
え
る
O

作

品

内

容

か
ら
言
え
ば
､

連
載
十
回
は
､
物
語

の
内
容
に
応
じ
た
分
段
で

は

な

い

｡

一

回

ご
と

に
内
容
が

必
ず
し
も

一
区
切
り
で
は
な

い
｡
例
え
ば
､

第
四
回
の
最
後

は

｢
副

鯖
長
殿

､

こ

り

ゃ

あ
の
訴

へ
た
奴

の
方
が
怪
し
い
で

す
な
｣
と
祝

の
言
葉
で
終
る
の
だ
が
､

第

五
回

の
最
初

は

｢『
う
ん
､
さ
う
か

な
』

最

吉
は
素

直
に
う
な
づ
い
た
｣
と
あ

っ
て
､
第
四
回
か
ら
第
五
回

へ
は
､

祝
と

責

苦

の
会
話

が
続
い
て
い
る
の
で
あ
る
o

こ
の
よ
う
な
分
段
は
新
聞
連

載

の
各
回
の

割

当

て
字
数
な
ど
の
理
由
が
あ

っ
た
か
ら
こ
う
な

っ
て
い
る
の

か
､
或

い

は

物

語

的
に
読
者

の
関
心
を
次
回
の
掲
載
に

つ
な
ぐ
た
め
に
そ
う

し
た
の
で
あ
ろ
う
｡

ま
た
､
連
載
四
回
目
を
み
る
と
､
ほ
ぼ
半
分
ぐ
ら
い
の
と
こ
ろ
に
P
r※

※

※
｣
で

一
行
分
を
取

っ
て
い
る
O
ほ
か
の
回
に
は
こ
の
よ
う
な
表
示
は
な

い
o

こ
れ
に
よ

っ
て
､
こ
の
四
回
目
の
途
中
で
､
全
体
を
大
き
く
二

つ
の
部
分
に

分
け
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
O

初
出

の
新
聞
連
載
十
回
の
分
段
構
成
を
み
て
気

づ

く

特

徴
は
以
上
の
二
点

で
あ
る
.
こ
こ
で
十
回
構
成
に
基

づ

き

､
『
祝
と
い
ふ
男
』
の
内
容
を
把
握
し

て
お
く
こ
と
に
す
る
｡

(2り

2

『
祝
と
い
ふ
男
』
の
内
容
把
握

｢※

※

※
｣

に
注
目
し
て
､
作

品
を
前
半
と
後
半

の
二
部
分
に
分
け
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ら
れ
る
と
見
る
な
ら
ば
､
前
半

=

山国

+
四
回
目
前
半
)

は
祝

に
対
す

る
初

印
象

の
緒
写

が

中

心

で
あ
る
｡

こ
れ
ら
を
整
理
し
て
み
る
o

a

祝

の
外
貌

の
描
写

〈

1
)

刃
物

の
険
し
さ
を

恩
は
せ
る
痩
せ
た
肩
を
そ
び
や
か
し
て
署
内
を

あ
る
き
ま
は
る

(

2
)
際
立

っ
て
身

の
こ
な
し
の
敏
捷
な

日
本
語
の
達
者

(

3
V
肉

の
そ
げ
た
蒼
白
な
顔

b

祝
に
対
す
る
評
判

へ

1
)

非

常

に

悪
質
な
滴
系
適
謂

れ

2
)

非

常

に
評
判

の
悪

い
男
だ
｡

∧

3
)

あ

い

つ
が

山
番
威
張

っ
て
る
｡

O
祝

に
関
す
る
疑
惑

元

の
上
司
吉
相

へ
の
磯

馴

鹿

に

か

か

わ

る

事

件
で
､
吉
相

は
免
職

に

な

り
､
祝
は
始
末
書

で
済
ん
だ
｡
世

論
は

祝

が
磯

別
金
を
着
服
し
た
と

騒

い

だ

が

､

祝
は
そ
れ
を
暫
定
す
る
o

d

現

在
の
境
遇

真
吾

は
赴
任
に
際
し
て
､
祝

に
関
す
る

悪

い
評

判

を
聞

い
た
が
､
｢自

分

の
目
で
じ
か
に
見
極
め
ぬ
こ
と
に
は
､
下

手

な

判
断
は
く
だ
せ
ぬ
｣

と
思

い
､
し
ば
ら
く
く
び
に
せ
ず
p

祝
を
使

っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
｡

な
ど
が
表
現
さ
れ
て
い
る
｡

後
半

(
四
回
目
の
後
半
と
後

の
六
回
)

は
､
祝

の

仕

事

と
の

出

来

事

を
描

写
す
る
部
分

で
あ
る
O

⑧

徐
と

い
う
男

は
張
と

い
う
男
が
自
分

の
実

兄
を
殺
害

し
た
と

い
う

訴
状
を
真
書

の
と

こ
ろ
に
出
し
て
き
た
が
､
祝
は
以
前

の
経
験
を
生
か

し
て
徐
が
謹
告
し
た
と
解
明

し
､
事
件
を
素

早
く
解
決
す
る
｡

⑧

警
察
官

の
乱
行
事
件
に

つ
い
て
､
祝
は
全
力
を
尽
く
し
て
真
吉

に
協

力
し
､
深
夜

で
も
調

査

の

た

め

に
出

か

け

た

｡
そ

の
結
果
､
確
実
に
証

拠
を
押
さ
え
た
東
吉
は
八
人

の
警

察

官

を

処

罰

す
る
こ
と
が
で
き
た
O

⑥

真
書

の
県
で
募
兵

の
F
検
査
を
行
う
際
､
祝
は
厳

正
に
公
平
に
行

い
､

村
民
か
ら

の
信
頼
を
得
た
O

⑧

軍
馬
購
買

の
時
､
祝
は
村
民
と
軍

の
間
に
立

っ
て
､
双
方
と
も
満

足

す
る
よ
う
な
価
格
を
設
定

し
､
購
買
は
大
成
功
に
終

っ
た
｡

⑥

真
吾

は
着
任

し
て
満

一
年
､
転

任
す
る
こ
と
に
な

っ
た
｡
祝

は
寅
吉

と
二
人
だ
け

の
時

一
度
弱
弱
し
い
姿
を
見
せ
た

が

'
仕
事

に
戻
る
と
､

再
び
元
の
冷
や
か
な
表
情
に
変
わ

っ
た
｡
別
れ

の
時
､

祝
の
冷
た

い
化

石
し
た
よ
う
な
顔
は
恐
ろ
し
か

っ
た
｡

こ

の

よ
う
に
､
主

人

公
祝
に
対
す
る
評
判

の

変
化
に
つ
い
て
､
作
者
は
作

品

の

構

成

の
面
に
お
い
て
二

つ
に
大
き
く
分
割

し
拓
い
た
と
読
み
取

る

こ
と

が
で
き
る
｡
以
上
､
初

出
の
構成
に

つ
い
て
､
内
容
と
の

関

連

で
ま
と
め
て

み
た
｡

(22)

3

段
落
構
成
の
変
化

次
に
､
④
⑤
⑥

の
転

載
を
見
よ
う
O

こ
れ
ら
は
十
回
分

の
い
く

つ
か
を

つ

な

い
で
､
そ
れ
ぞ
れ

の
形

に
し
て
い
る
｡
そ

こ
で
､
作
品
初
出
及
び
転
載
に

お
け
る
構
成
と
分
割
に
関
し
て
､
図
示
し
て
み
る
｡
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前半 転 載 腰 番 号

嚢≦……ま≡…

(10.) (9) くさ) (7) (6) (5) 蔓-l†i (3) 痩身 (1)

(10) (9) 緒き (7) (6) (5) 藍車 抱き 藍盟譲 (1)

(8) 持) (6) (5) (i) (2) (1)

(8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1)

軽顧 拓き (4) ･(3) (2)

図1.『視といふ異』各転載による招福配分四

出
と
異
な
る
分
段
方
法

の
た
め
､
作
品
に

違
う
風
格
を
も
た
ら
し
た
と
私
は

考
え
る
｡

次
に
こ
れ
ら

の
転
載
に
お
け
る
作

品
の

分
段
方
法
を
分
析

･
整
理
し
た
上

で
､
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
特
徴
が

あ
っ
て
､
分
段
に
よ

っ
て
ど
ん
な
異
な

る
効
果
が
あ
る
の
か
を
検
討
し
た

い
｡

ま
ず
､
そ
れ
ぞ
れ

の
分
段

の
特

徴
を
み
る
た
め
に
､
変
化

が

集

中
し
て
い

る
部
分

(初
出
で
言
え
ば
㈲

-
昭に
つ
い
て
､
そ
れ
ぞ
れ
主
な
内
容
､
冒
頭

文
と
終
結
文
を
あ
げ
る
｡

(4) (3)

I-
l
l
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I
-
-
-
-
-

I･O

祝
と
寅
吉
の
談
話

(吉
村
事
件
に
つ
い
て
)

I-○

妻
み
ち
の
初
登
場

文 ::た 文
II O-

敵
中
の
転
載

00 0 冒 ::行 終○
頭 i!つ 結

祝
の
退
去

-
-
と
二
､
三
度
た
て
つ
づ
け
に
頭
を
さ
げ
て
又
庭
つ
た
ひ
に
蘇
っ
て
…!槻扮

(23)

S!
qL
H
I
I
I
I
i
t
I
i
I
I
H
ll
H
l壬
日
日
日
日
H
H
H
ii
m
等l
H
H
H
ll
II
i
ll
I
I
I
I
t
i
ll
JJ
Jl

祝
廉
天
が
厨
っ
た
あ
と
-
-

寅
吉
の
心
理
描
写

(毒
に
も
薬
に
も
な
る
果
物
の
誘
惑
)

※

※

※

真
書
は
祝
を
く
び
に
し
な
い
で
使

っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
O

あ
る
訴
訟
状
に
対
し
､
祝
の
積
極
的
協
力
の
た
め
､
寅
吉
の
聞
き
取
り
調
"

査
は
う
ま
く
進
ん
だ
｡

叩

儀

結
文

二
割
蘇
長
殿
､
こ
り
ゃ
あ
の
訴

へ
た
奴
の
方
が
あ
や
し
い
で
す
な
ご

…

図
を
見
な
が
ら
､
④
⑤
⑥

の
作
品
分

段

の
設

定
に

つ
い
て
､
考
察

し
た

い
｡

概
観
的
に
言
う
と
､

こ
の
三

つ
の

転

載

は
三
者

三
様

の
分
段
方
法

で
あ
る
｡

④
と
⑤

は
八
段
だ
が
､
段
落

数
が
同
じ
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
分
け
方
が
異
な

っ
て
い
る
｡
⑥
は
六
段
で
あ
る
｡
こ
れ

は

最
も
新

し
く
九
十
年
代

の
転
載
で

あ
り
､
分
段

の
方
法
も
か
な
り
変
化
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
｡
④
⑤
⑥
は
初

(5)

:終00 0 冒
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_
_
_
_
_
_
t
I
_
_
I
-
_
_
_
I
_
_
_
_
_
_
_
_
_
I
_
_
_
_
_
_
_
_
t
ll

東
吉
の
心
理
描
写

(祝
の
必
要
性
に
つ
い
て
)

役
所
入

(警
務
科
を
始
め
)
の
賭
博
問
題
に
関
す
る
寅
吉
の
対
策

訴
訟
事
件
は
公
正
な
判
決
が
出
た

文

‥
｢う
ん
､
さ
う
か
な
｣
鼻
吉
は
素
直
に
う
な
づ
い
た
O

;文

-
-
こ
の
訓
示
の
み
そ
で
あ

っ
た
o
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-
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官

軍

率
が
-

休
み
も
終わ

っ

て

-

-

…

…○

祝
が
自
分
の

賭

博
行
為を

認

め

た

C

:

)

…○

祝
は

轟
吉
を

寮
内
し
て警

察

官

の

不

正

行

為

を

調

査

す

る

O

:

匿

…終
賠
文

二

鼻
音

は

家
に
入
り､

妻

が

着

せ

か

け

て

呉

れ

る

丹

前

に

辛

を

通

し

な

‖

…が

らやれ

や
れ
と

煙

草
に
東を

鮎

け

た
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H
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I
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-
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-

-
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-
-

-
I
-
-
-
I
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I
-
-
A

.
二

-･t
.I/
･

.,I-.
I

∴
.

I.''''･
'

.I

.

‥

f
l.､
l

併

i

側

l

榊

次

は

④
⑤

⑥

の
段

落

構

成

を
確
認
し
な
が
ら
､
そ
れ
ぞ
れ

の
特
徴
を

検

討

し
た

い

｡

A
.

④
の

『
日
本
小
説
代
表
作
全
集

･
昭
和
十
六
年
前
半
期
』

こ
の
転
載
は
､
作
品
発
表
後

1
年
余
り
を
経
た

1%
九

四

一
年
十

二
月
で
あ

る
｡
作
晶
が
話
題
に
な

っ
て
い
た
時
期
で
あ
ろ
う
｡
分
割

は
八
部

分
と
な

っ

て
い
る

L蔓
｡
初
出

の
㈲
輔
㈲
段
を

ひ
と
ま
と
ま
り
に
し
て
､
大
き
な
第
三

段
と
し
て
い
る
｡

表
示
し
た

よ
う
に
､
元

の
潮

の
終
わ
り
は

㌻

･
･･･と

二

p

三
度
た
て

つ
づ

け

に

頭

を
さ
げ

て
又
庭

つ
た

ひ
に
締

っ

て

行
っ
た
｡
j
と
書

い
て
､
山
行
あ
げ

て
輔

の
始
め
は

｢祝

廉
売
が
締
っ
た

あ
と
巌

吉

は

束
だ
視
と
向
き
あ

っ
た
姿

勢

で
黙

っ
て
考

へ
て
ゐ
た
｡
｣
で
あ

っ
た
が
､
④

で
は
二

つ
の
文
は

一
行
あ
け

で
は
な
く
､
連
続
し
て
進
ん
で
い
る
｡

潮
と
輔

の
内
容
は
祝
と
真
言
と

の
初

め

て

の
談
話

の
場
面
で
あ
り
､
嚢
吉

の

蜜

の

み
ち
が

初
登
場
の
場
面
で
も
あ
る
｡
潮
と
輔
を
連
続
さ
せ
た

の
は
内

容

の
連
続
性

を

重
視

し
て
の
処
理
で
あ
ろ
う
0
要
す
る
に

｢障

っ
て
行

っ
た
｣

と

｢祝
廉
天
が

締

っ
た
あ
と
｣
と

い
う
強

い
つ
な
が
り
が
あ
る
場
面

で
は
､

連

載

の

時

､
読
者

は
帰

っ
た
あ
と
は
ど
う
な

っ
た

の
か
と
い
う
期
待
を

持

つ

o

L
か
し
､

続

き
は
次
回

の
掲
載
を

待

た

な

け

れ

ば
な
る
ま

い
｡
連
載

終

了
後

に
f
全
体

を

一
ま
と
ま
り

の
作
品
と
し
て

収
録
す
る
時

に

､

物

語

の
緊
密
性

を
考

慮

し
て
､

つ
な

い
だ

の
で
あ
ろ
う
｡

と

こ
ろ
で
､
潮
と
輔

で
は
､
場
面
の

主

体
的
入
物
が
異
な

っ
て
い
る
｡
髄

の

最

後

｢締

っ
た
｣
人
は

｢祝
｣
で
あ

る

が

､
矧

の

冒

頭

で
は
､
｢祝
｣
が

帰

っ

た
後
の

寅

吉

の
心
理
描
写
か
ら
始
ま
る
｡
主
体
的
人
物
は

｢祝
｣
か
ら

｢裏

書
｣
に
変

わ

っ
た
｡
こ
の

よ
う
に
読

め

ば

制
と
輔

は
そ
も
そ
も
異
な
る

｢塊
｣

だ
と
考
え

ら

れ
る
｡

そ

う

す
る
と

､

④

で
は

物

語

の

主

体
的
人
物

の
変
化
を

義
視
し
て
区
切
り
を
考
え
る
と

い
う
よ
り
は
､
時
間

的

連

続

性
を
還
祝

し

て
､

区
切
り
を
設
け
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
O

次
に
輔
と
㈲
を
続
け
て
い
る
こ
と
に

つ
い
て
は
､
輔

の
終
わ
り
は

｢副
醇

長
殿
､
こ
り
ゃ
あ

の

訴

へ

た

奴

の
方
が
怪
し
い
で
す
な
｣
と

㈲
の
始
め
は
｢『
う

ん
､
さ
う
か
な
』
落

書

は
素

直

に
う
な
づ

い
た
｣
と

い
う
よ
う
に
､
初
出
は

会
話

の

途

中
で
区
切

っ
て
い
る
が
､
④

で
は
区
切
る
こ
と
な
く
､
会
話
を
そ

の

ま

ま

続

け

て
い
る

の
で
あ
る
｡

初

出

は

新

聞
逮
毅

で
あ

っ
た
た
め
に
ほ
ぼ
均
等

畳

の

十

回

分

で
あ

っ
た
が
､

転
載

に
際
し
て
､
時
間

の
同

一
性
と
事
情

の

連

続

性

を

勘

案

し
な
が
ら
分
割

法
を
変
え
た
の
で
あ
ろ

う

｡

す

で
に
述

べ
た
よ
う
に
､
④

の
前
の
転
載
は
す

べ
て
初
出
を
踏

襲

す

る

形
だ
が
､
④

か
ら
は
本
格
的
に
作
品
を
ま
と
ま

っ
た

形
に
す

る
よ
う
に

再
編
成
し
て
登
場
さ
せ
た

の
だ
と

い
え
よ
う
｡

(24)

B
.
⑤

『
昭
和
戦
争
文
学
全
集
』
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こ

の

全

集

は
戦
後

発
行
の
も
の
で
あ
る
｡
初
出
と
比
べ
る
と
､
仮
名

遣

い

や

表

記

(旧
字
体
-

新
字
体
)

が

す
べ
て
現
代
日
本
語
の
表

記
に
準
じ
て
変

ヽ

え

ら

れ

て

い
る
こ
と
が
分
か
る
O
作
品
の
タ
イ
ト
ル
も

｢祝
と
い
ふ
男
｣
か

ヽ

ら

｢祝

と
い
う
男

｣

に
変
化
し
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
変
化
に
よ
り
､
戦
中
の

四
十

年
代
の
雰
囲
気

が
薄

れ
る
こ
と
に
な

っ
た
と
い
っ
て
よ
い
o
こ
こ
で
い

く

つ
か
の
例
を
挙
げ
る
｡

-
.
仮
名
遣

い

例
､
｢
か

う

い
ふ

機
曾
｣
-
-

｢
こ
う

い
う
機
会
｣

｢署
内

を

歩

き
ま
は
る
彼

は
｣
-
-

｢署

内
を
歩
き
ま
わ
る
彼
は
｣

｢最
吉

は
笑
叫

出
し
た
｡
｣
1
-

｢寅
吉
は
笑
叫
出
し
た
｡
｣

Ⅲ
.
漢
字
表
記

､

.

..

∴
-..:.

月

∵
㍗

㌦
:
一

｢確
磯
｣
I
I

｢確
鋼
L

JJ

--I--

‥.;
I:･｣

そ
の
上
f
分
段
構
成
の
面
に
お
い
て
も
､
④
と
は
異
な
る
形
で
､
再
編
成

を
行

っ
て
い
る
O
そ
の
特

徴
は
二
点
で
あ
る
o

t

潮

の
全
部
と
輔

の

｢
※
｣

の
前

の
部
分
を

一
ま
と
ま
り
に
し
､
輔

の

｢
※
｣

の
後
と
㈲
を

1
ま
と
ま
り
に
す
る
｡
さ
ら
に

｢
※
｣
は
削
除
し

二
つ

の
部
分
を

一
行
あ
げ
と
し
て
い
る
こ
と
｡

2
.
㈲
と
刑
を

一
ま
と
ま
り
に
し
て
い
る
こ
と
｡

1
に

つ
い
て
…
-
初
出

は
｢
※

｣
に
よ

っ
て
場
面
転

換

を
表
し
て
い
た
が
､

⑤
で
は

｢※
｣
を
削
除
し
､

l
行

あ
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
､
前
と
後

の
関
係

を
更
に
明
ら
か
な
区
別
を

つ
け
た
｡

2
に

つ
い
て
-
-
㈲
の
終
り
は

｢最
吉
は
家

に
入
り
､
妻

が
着

せ
か
け
て

呉
れ
る
丹
前
に
手
を
通
し
な
が
ら
や
れ
や
れ
と
煙
草
に
火
を
鮎

け
た
｡
｣
と
あ

っ
て
､
帰
宅
し

て
真
書
が
寛
ぐ
場
面
で
終
わ
る
｡
閏

の
冒
頭
は

｢凡
そ
二
週

間
ば
か
り
前
､
醇
城
で
只

一
つ
の
大
き
な
風
呂
屋

｢金
華
池
｣
で
は
次
の
や

う
な
こ
と
が
行
ほ
れ
て
ゐ
た
｡
｣
と
始
ま
る
か
ら
､
物
語
の
シ
ー
ン
が
転
換
し

た
よ
う
で
あ
る
が
､
作
品
全

体
の
中
で
㈲
を
見
る
と
､
警
察

官
の
乱
行
問
題

を
取
り
上
げ
始
め
て
い
て
､
こ
の
事
件
が

1
段
落
し
て
寅
吉
は
帰
宅
o
制
は

責
苦
が
こ
の
問
題
に

つ
い
て
p
こ
の
二
週
間
祝
と

1
緒

に
ど
の
よ
う
に
対
応

し
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
回
想
し
て
い
る
.
こ
の
分
け
方
は
㈲
と
制
を
7

つ

の
事
件

(轡
察
官
乱
行
問
題
)
と
し
て
扱
お
う
と
す
る
､
妥
当
な
組
み

合

わ

せ
と
い
え
る
だ
ろ
う
0

(25)

C
.
⑥

『
(
外
地
)
の
日
本
語
文
学
選
』

こ
れ
は
九
十
年
代
の
出
版
物
で
あ
る
｡
仮
名
と
漢
字
の
表
記
は
⑤
と
同
様

で
あ
る
o
さ
ら
に
､
読
解
の
助
け
と
し
て
､
い
ろ
い
ろ
注
も
付
さ
れ
て
い
る
O

こ
の
転
載
は
解
題
に
よ
れ
ば

『
昭
和
戦
争
文
学
全
集
』
を
底
本
と
し
た
と
あ

る
が
､
実
は
構
成
に
つ
い
て
は
⑤
よ
り
さ
ら
に
変
化
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
O

具
体
的
に
言
う
と
､
旧
暦
制
と
紬

の
前
半

(

｢

※
｣
の
前
)
を
連
続
さ
せ
て
､

大
き
な

山
部
分
と
し
て
い
る
O
前
述
し
た
よ
う
に
､
作
品
の
前
半
は
主
人
公

祝

の
登
場
に
と

っ
て
､
最
も
遺
棄
な
部
分
で
あ
る
｡
彼
の
評
判
か
ら
は
じ
め
､

外
貌

､
性
格
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
違
う
角
度
か
ら
主
人
公
の
特
質
を
表
現
し
て
い

る
｡
そ
し
て
､
祝
と
寅
吉
の
初
め
て
の
談
話
か
ら
は
､
言
葉
遣
い
を
通
し
て
'

祝
の
強
烈
な
人
間
像
を
読
者
に
印
象
づ
け
る
の
で
あ
る
｡
そ
の
意
味
で
は
､
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こ
の
人
物
に
関
す
る
基
本
情
報
を
分
段
さ
せ
ず
､
l
ま
と
ま
り
と
す
る
の
は
､

妥
当
な
方
法
と

い

っ
て
も
よ
が
ろ
う
｡

ま
た
､

こ
の
大
き
な

一
段
落
に
お
け
る
祝

の

人

物

像
は

次

の

順

序

で
描
か

れ
て
い
る
｡

評
判
-
外
貌
-
評
判
-
外
貌

爪動
作

も

含

む

)
-

外

貌

(
細

か

い
)
-
秤

刺
-
外
貌

(細
か
い
)
-
言
葉
づ
か
い

こ
の
順
序
か
ら
わ
か
る
の
は
､
対
象

と
す
る
太
物
そ

の
も

の
の
姿
を
写
実

的

に

描
写
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
の
で
は
な
く
r
人

身
の
評
判

(噂
)
か
ら

始

め
て
い
る

の
で
あ
る
O

つ
ま
り
こ
の
入
物
に
関
す
る
描
写
は
最
初
か
ら
確

実
な
形
を
示
す

の
で
は
な
く
､
あ
る
程
度
不
確
か
な
情
報
を
読
者
に
提
供
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
関
心
を
持
た
せ
よ
う
と
し
て
い
る
｡
何
度

か

｢評
判
j
と

｢外
貌
｣
を
繰
り
返
し
た
後
､
責
苦
と

の
会
話

の
場
面
で
祝
は
物
語
中
に
よ

う
や
く
登
場
す

る
の
で
あ
る
｡

こ
こ
ま
で
は
視

の
人
物
像

に
と

っ
て
導

入
的

段
階
と
言
え
る
｡

祝
と
直
接
会

っ
た
後

で
も
､
顔
吉
に
と

っ
て
視
は
､
や
は
り
明
ら
か
な
全

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

体
像
を

つ
か
み
き
れ
な

い

｢轟

に
も
薬

に
も
な
る
果
物

の
誘
惑
｣
と

い
う
印

象

で
あ

っ
た
O

こ
う
し
て
p
寅
吉

の
祝
に

対
す
る
認
識
の
初
期
段
階
が
終
わ

る
o
そ
れ
で
､

こ
れ
ら
を

山
部
分
に
ま
と
め

る
こ
と
に
よ
っ
て
p
小
説

の
導

入
部
に
お
け
る

祝
の

人
物
像

の
分
散
的
な
情
報
を
統
合
す
る
こ
と
に
な

っ
た
｡

祝
は
身
近
な
も

の

に
探
求
心
を
お
こ
さ
せ
る
よ
う
な
独
特
な
個
性

の
持
ち
主

だ
と
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
O

小
括段

落
構
成
に

変

化

の

認

め
ら
れ
る
三

つ
の
転
載
を
改
め
て
見
直
し
て
み
る
o

初
出
の
十
段

落

の

い

く

つ
か

を

繋
ぎ
直
す

こ
と
に
よ

っ
て
､
も
と
も
と

は
形

式
的
な
段
落
で

あ

っ

た

も

の
が

物

語

の
内
容
と

の
関
係

で
有
機
的
に

(物
語

の
連
続
性
､
時
間
的
進
行
性
p

祝

の

人
物
像

の
鮮
明
さ
な
ど
)
構
成

し
直
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
O

分
段
方
法
は
そ
れ
ぞ
れ
年
代
や
編
者

の
個
人
的
好
み
な
ど
に
よ

っ
て
異
な

っ
て
い
る
が
､
作
品
に
対
し
て
､

こ
の
多
様
な
分
段
に
よ
り
､
作
品
を
時

間

的
､
空
間
的
な
ど

の
異
な
る
視
角
か
ら

読

む

こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
｡
ど

の

転
載
が
最
も
作
品
に
合
う

の
か
に

つ
い
て
､
安
易
に
判
断
す
る
こ
と
が
で
き

な

い
O
各
方
法
は
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
が
あ
る
｡
私
見
と
し
て
は
p
⑥

の

分

段
方

法
は
転
載

の
甲

で
比
較
的
分
か
り
や
す
く
､
初
出
を
合
理
的
に

分

け

直

し
た

と
感
じ
て
い
る
｡
統
合
性

の
面
に
お
い
て
も
物
語

の
連
続
的
進
行

の
面
に
お

い
て
も
､
前

の
二
回
よ
り
進
ん
で
い
る
と
思
う
｡

(26)

三
､
作
品
中
の
千
句
表
現
の
改
変

こ
こ
ま
で
､
『
視
と

い
ふ
男
』

の
各
転

載

の
分

段
に

つ
い
て
､
検
討
し
て

み
た
｡

と

こ
ろ
で
､
私
は
各
転
載

の
テ
キ

ス
ト
を
確

認
す
る
際
､
分
段
構

成
だ
け

で
は
な
く
､
表
現
と
に
も
初
出
と
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
に
気

付

い
た

O

一
見
す
る
と
r
各
転
載

の
テ
キ

ス
ト
は
初
出
を
尊
姦
し
､
踏
襲

し
て
い
る
か
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の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
が
､
詳
細
に
テ
キ
ス
ト
を
確
認
す
る
と
､
違

う
言

葉
遣

い
に
な

っ
て
い
る
箇
所
の
あ
る
こ
と
が
分
か

っ
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
変

化
は
ど
の

程

度
の
も
の
で
､
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
､
検
討
し
な
け

れ
ば
な
る
ま
い
O
対
校
の
結
果
r
初
出
､
②
､
③
の
間
で
重
要
な
問
題
が
あ

る
｡
②
と
③
は
初
出
と
同
時
代
に
出
た
転
載
で
あ
る
た
め
､
後
の
転
載
に
影

響

を
与
え
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
O
次
は
こ
の
間
の
異
同
に

つ
い
て
検
討
す

る
こ
と
に
し
て
､
戦
後
の

転

載

に

つ

い
て
は
､
機
会
を
改
め
る
こ
と
に
す
る
｡

ま
ず
初
出
と
②
､
初
出

と

③

の

対

校

結
果
を
示
す
こ
と
か
ら
始
め
る
｡

≡
-

I.

-
ノ
初
出
と
そ

初
出

と

②
の
比
較
結
果
を
対
照
し
て
示
す
｡

f91 浮き t61 宅5) 4 3 (2) 川
な兵石綿ま- +級 行忠相 因 相-印 こ 他 醜 初

し児 草々 つそ ち語 ;#r 鷲 i 八象 れの草出碧

革-＼-.1たの･L三〇娘 がをが捉 ♭鰭の那儒弱 A 値が Oをなれは課-ち-七

卜-∵､ ◆ てる- 黙 匹 出 たへるうt;八
おび 削 れ .) て九 . みとるが 八]卜六六八 湧 て ま九頁る漂｢は0 自 と- 澄男六 A のr

メ-､､ - 貫由了 に - A八八 薫 j に過七

礼四 O Lj て iLB3 磨し 九薫
戻 し い

慣そ兵与斗 - み撃 行忠弱 困 相-印 ニ他醜 ②

-の古格折帯)産卜 守々 文 ち護 (%& 襲 冨 三象 れの間は語-ま-二る二一-つ カ-.-i:ツ がを出握てる JJ一一 値が也 _を一あの二-WdJヽ三づ ト が三三 頁た
た糾丸い みこ 七 し .＼で二八

め三責頁･き｢紘 3'て るととが三旦畢 3 るに相磨し-q卓二琴○薫
- 蓬 五
七j 頁

八
箇
所
､
漢
字
や
仮
名
の
増
減
は
八
箇
所
が
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
改
変
を
点
検

し

て
み
る
と
p
昭
の
中
で
文
を

一
つ
カ

ッ
ト
し
た
の
を
除
い
て
､
他
は
ほ
と

ん
ど
小
さ
な
誤
植
的
な
も
の
の
修
正
な
ど
､
微
細
な
改
変
で
あ
る
こ
と
が
分

か

っ
た

D

L
か
L
t
初
出

の
誤
植
を
修
正
し
た
と
同
時
に
､
新

し
い
誤

植
も

出
て
い
る
｡
た
と
え
ば
'

鞘

で

は

｢

醜
覇
｣
-

｢醜
繊
｣
､
｢他
の
魂
｣
1

｢
他

の

詞

｣

蘭

で
は

｢あ
た

へ
る
朝

に
｣
-

｢あ
た

へ
る
に
｣

闇

で

は

｢出
て
｣
-

｢
出
し

｣

闇

で

は

｢
兵
鳳
帯
｣
-

｢兵
封
帯
｣

以

上

は
②

で
新
た
に
出
て
き
た
誤
植
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
｡

一
番
大
き
な
改
変
は
､
昭
の
中
の

一
文
の
カ

ッ
ト
で
あ
る
O
こ
れ
に

つ
い

て
は
､
節

を
改
め
て
取
り
上
げ
る
｡

(1_7)

≡
-
(2
)I
初
出
と
③

次
に

､
③
との
対
校
結
果
を
示
す
｡

t4)3 f2) 用

何機南糾各こ地霊そ成東鋭 初

か習海象村れの捲れ程古さ
Lをあをかは架的よ成はに
ら根 たあらもの-り挺-で
不深 {)た集う職七もとそ二あ
安に -めま員八す聞八つ
なしAるてl一計 る遼東こい宙た一丁も
ノ爪､L八′へ宿ぎーま適はし-- LL.---七 浮- 七
四八 厳つ七九 づ七 八
頁四 した九頁 つ八 房出い.-､_

･へ八
八〇 七

○責戻) A質

何は南清印各ニ観官そね先兵鋭③

か れの れqL七-
不妄あをか .rlは職的よ成もに
安根たあらま員-り程-あ

なじ.､ろ りた集-める適三すと二つで-八一聞~一た

′- I-るまには二!γ′7､._八しA --~∴TLしい○---::.八荻浮て蔚::_
八て七柁つ八五}づも〉八
戻-B塵た㌔.き.工房 つ- 四

Lへ gal) た三藷
A い (A)
A -A -エゴ-こ

自 ∴′ヽ八東 八g旦ji-_
▲_､-〆ノ＼ 顔

転

載
②

は

全

部

で

十

六

箇

所
の
改
変
が
あ
る
｡
言
葉

(漢
字
)

の
違

い

は
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(10) (9) (8) (7) (6) (5)
魔窟1兇 な兵家 非 さ 瀞尊顔 -時そ し★̀㌧柵 F巧紹忠ヰ口紅
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U'.-)だしヽ 爪な 冷ふ 九通勤人波 ; がゼ豪 U､)が機転53楽

たと〝~) .甜て (知 )いな○て由 るカミl感六ノ⊥ヾ八八
トはな )ゐ 九ら 八い.蛋才はに と八 八二Agxi-鉛ノぺjヾ
ラ債き.カ､ ら :_ず 九八)(し 'ヘ A )〉若宮若宮

ツひノつノ㌧ (] 顔に) -一九 九で 躯 ノLL1+t ヒ )､J

グまた(す( i四 ナ̂L .だま CjL)蔚 雇諾意㌔_- ＼一一 ).E護帽 ) ,£旦ヽJ

九八九 .j詣 響 つたや′~＼礼⊂)育ヽー +-

七九lflJLLi+▲ヾ ､ー′ を被
)顔) 〆⊃

Jヽ て′叫}しノ㌧

_顔;紫も見 (そ兵家 非さ 瀞そ顔 -門番- (み確 田行忠弱社
∴17,せ 二三の古事 常 う 守れ色味々二丈 ___≡_ち謂巨本く一階漂占会
の弓寒た 九折 幹々に ない (に尊J八つカ 九カミを のこ八(の
のだこ 六衝(か 冷ふ ㌔.二三車日動名､蓋ツ 二二HJJ握 罪と三三実
つ-つと 遠謀の二三ま 酷瀞 九鷹か(づ ト /若をてる 悪が九九状
たたの )た九け さと 三しな.二い )み こ 感(○○(

.一Lヽツひっ 吉)る 九ら ノ′･.㌔(一′一､三三百三 √＼ナしく=) ⊂)
クまた 揺 ( 二五ず 九九＼J九 孝頼三三⊂⊃_裏話 主謀

A+A 東に､一一( の九 戯〉 )ヽゝ一.′
九二ノ.i lま 五 )＼J ) ･f-裏話
J七九ノく ど 点 JL を~)
i:i-.Lj謀 イ欝 ) 川 ーう､
JLr1+i rヽ 山 ㌦こき

嚢
で
明
ら
か
の
よ
う
に
､
③
は
②
に
比
べ
て
､
改
変
箇
所
は
倍
に
増
え
て

い
る
｡
全
部
で
三
十
三
箇
所
が
あ
る
｡
②
と
同
じ
所
は
十
二
箇
所
が
あ
る
ほ

か
､
初
出
と
意
味
が
異
な
る
言
葉

の
改
変
も
あ
る
｡

こ
れ
ら

は

誤

植

か
ど

う

か
容

易

に
判
断
で
き
な

い
｡
芥
川
賞

の
選
評
に
よ
れ
ば
､
小
島
政

二
郎

と
瀧

井
草

作

は

『
祝
と
い
ふ
男
』
を

『
在
溝
作
家
短
編
集
』

で
読
ん
だ
こ
と
を
明

記
し
て
い
る
｡

し
か
し
､
③
は
②
を
そ
の
ま
ま
踏
襲

し
て
､
転
載
し
た
も
の

で
は
な

い
と
考

え
ら
れ
る
｡
次
は
③
に
新
た
に
出
て
き
た
改
変
を
い
く

つ
か

挙
げ
る
｡

裾
で
は

｢宣
樽
的
｣
-

｢官
僚
的
｣

潮

で
は

｢南
海
あ
た
り
｣
-

｢南
溝
あ
た
り
｣

制
で
は

｢顔
色
も
動
か
到
な
い
｣
1

｢顔
色
も
動
か
な

い
｣

な
ど
が
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
､
③

の
改
変

で
は
､
裾

の

｢
宣

博

｣

か

ら

｢官
僚

｣

へ

の
変
化

及
び
②
同
様
に
昭

の

小
文
カ
ッ
ト
が
巌

も
目
立

つ
と
思
う
｡

こ
の
間

題
に

つ

い
て
は
次

の
節

で
改
め
て
検
討
す
る
｡

以
上

､
初
出
と
②
と
③
そ
れ
ぞ
れ
と
の
対
校
結
果
に

つ
い
て
､
少
な
く
と

も
以
下
の
二
点
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
〇

I
.

_

.
～:

･.]･

.

･
.

･

:..
J
.

]･..
I.

.

.
･･.
..
;

で
修
正
し
な

い
ま
ま
だ

っ
た
｡
③
で
は
②

の
中

の
改
変

の
大
部
分
を
継

承
し
て
い
る
が
'
初
出
と
ま

っ
た
く
異
な
る
改
変
も
あ
る
た
め
､
②
よ

り
も
初
出
版
か
ら
離
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
｡

2
.
初
出
に
せ
よ
､
転
載
に
せ
よ
､
誤
植
が
少
な

い
と
は

言
え
な
い
｡

し
か

し
､

作
晶
の
本
意
に
関
わ
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
改

変

も
あ

る

｡

と

こ
ろ
で
､
簡
単
に
見
過
ご
す

こ
と
が
で
き
な

い
よ
う
な
改
変
箇
所
が

こ

の

②

と
③

で
は
二
箇
所
あ
る
｡
次
は
こ
の
二
つ

の

大

き
な
改
変
箇
所
に

つ
い
て
､
‖
べ
体
的
に
検
討
し
た

い
(/

(28)

≡-

一､3
.㌦
改
変
二
苗
許
に
関
す
る
墳
討

(そ
の
こ

刷
に
お
け
る

I
文
の
カ
ッ
ト

初
出

の
例

に
､
警
察

の
乱
行
事
件
を
描
く
シ

ー
ン
で
は
p
あ
る
若

い
轡

長

が

隣

の
芝
居
小
屋
か
ら
俳
優
を
し
て
い
る
娘
を

連
れ
出
し
て
､
上
司
と
見
ら
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れ
る
響
尉
に
ひ
き
合
わ
せ
る
場
面
が
あ
る
O
初
出
の
テ
キ
ス
ト
に
次
の
場
面

が
あ
る
｡

-
-
隣
り
の

芝

居

小
屋

の
俳
優
を
し
て
ゐ
る
養
子
娘
を
連
れ
て
来
た
｡

一
同
を

一
足
先
に
節

へ
し
た
あ
と
､
先
ほ
ど
か
ら
連
中
の
音
頭
散
り
ら
し

く
見
え
た
響
尉
が

一
人
残

っ
て
ゐ
た

か
う

い
ふ
厭
な
事
で
も
､
相
手
が
警
察
官
な
ら
ば
-
1

右
記

の
網
掛
け
の

山
文
は
カ

ッ
ト
さ
れ
た
O
②
以
降

の
す
べ
て
の
転
載

(ち

ち
ろ
ん
初
出
の
影
印
⑦
は
除
く
)
は
､
こ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る
｡
こ
の
よ
う

な

一
文
カ

ッ
ト
の
改
変

は
作

品
全
体

で
は
こ
の

一
箇
所
し
か
な
い
｡

こ
の
変

化
箇
所
は
作

品

全

体
を
把
握
す
る
の
に
p
重
要
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と

私
は
考
え
る
O

こ
の
改
変

は
作
者

の
手
に
よ
る
も
の
か
ど
う
か
に

つ
い
て
､
今

の
と
こ
ろ

確
認
で
き
な
い
た
め
､
当
時

の
出

版
状
況
を
考
慮
し
て
､
自
分

の
意
見
を
述

こ
の
文
は

警
察
の
乱
行
事
件

の
中
心
に
お
か
れ
る
轡
尉
の
強
姦

の
描
写
で

あ
る
｡
推
測
と
し
て
は
'
当
時

の
出
版
検
閲
な
ど
の
関
係
で
p
カ

ッ
ト
さ
せ

ら
れ
た
か
自
制
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

こ
の
推
測
に

つ
い
て
は
､
②

と
③
転
載
時

の
選
評
な
ど
を
確
認
し
て
､
こ
の
改
変

に

か

か

わ

る

背
景
を
推

測
し
た
い
｡

ま
ず
､
『
日
活
露
在
満
作
家
短
篇

選
集
』
の
山
田
清
三
郎

の
書

い

た
編

者

序

で
は
､
作
品
に

つ
い
て
｢
こ

こ

に

輯

め
た
各
小
説

は
､
何
れ
も
､
最

近
溝
洲

新
聞

の
夕
刊

一
面
に
順
次

連

載

し
て
､
そ
れ
ぞ
れ
好

評
を
博
し
た
も
の
で
あ

る
｡
｣
と
あ
る
｡
転
載
に
と
も
な

っ
て
テ
キ
ス
ト
を
改
変
し
た
か
ど
う
か
の
言

及
は
な
い
｡

と
こ
ろ
で
､
③

の

｢文
轟
春
秋

｣

の

芥

川

賞
選
評
は
ど
う
だ
ろ
う
か
｡
こ

ち
ら
も
､
『
祝
と

い

ふ
男
』
そ
の
も
の
の
改
変
に

つ
い
て
の
言
及
は
な
い
｡
し

か
し
､
ほ
か
の
作

品

に

つ
い
て
の
選
評

の
中
に
､
少

し
手
掛
か
り
ら
し
い
も

の
が
あ
る
O

こ
の
時
､
同
じ
く
候
補
作
で
あ

っ
た

『
崖
』
に

つ
い
て
､
小
島
政

■
1郎
は

次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

-

-
殊
に
母
と
云
ひ
兄
嫁
と
云
ひ
､
就
中
兄

嫁

の

描

寓
な

ど

は

､

そ

こ
に
肉
髄
を
感
ず
る
位
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ツ
ト
に
描
か
れ
て
ゐ
る
O

爪中
略

)

私

は

こ

の
作
に

l
番
鮎
を
入
れ
た
｡
し
か
し
､
こ
の
作
は
不
華
に
し
て

T

.-･TT
T
･-･･.立

.:;

......･･
･.
二

1
.
I..
･

∵

･･
･.
.

･
･...;
･]

し
た
｡
(傍
線
筆
者
､
以
下
同
)

(29)

こ
の
選
評
か
ら
､
当

時
の
作
品
発
表
の
制
限
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
｡

要
す
る
に
時
局
に
よ

っ
て
､
あ
る

題
材
の
作

品
は
優
れ
て
い
て
も
発
表
で
き

な

い
こ
と
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
｡
作

品

『崖
』
に

つ
い
て
は
､
瀧
井
孝
作
も

こ
の
作
品

の
特
殊
性
に

つ
い
て
言
及
し
て
い
る
｡

-
-
作
品
の
主
題
は
､
戦
死
者

の
未
亡
人

の
再
婚
問

題

が
扱

ほ
れ

て
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ゐ
て
､
現
今

の
富
局

の
忌
避
に
解
れ
る
鮎
も
あ
る
や
う

で
､

1
椴
に
は

幾
衷

で
き
な

い
作
品
と
思
ほ
れ
た
｡

一
般

の
人
に

7
滴
を
す
す
め
ら
れ

な

い
の
は
惜
し
い
と

思
っ
た
｡

戦
時
中
の
検
閲
問
題
に

つ
い
て
､
数
多

く

の

先

行

研
究
が
あ
げ
ら
れ
る
(4
〉｡

こ
の
時
代

の

体

制

と
言
論
活
動

･
文
学
活

動

の
関
係

の
知
見
を
広
げ
た
上
で

と
ら
え
直
す

必

要

が

あ
ろ
う
が
､
今

後

の
課

題
と
し
た

い
｡

作
品

の
主
題
は
当
時

｢忌
避

｣

す

べ

き

題

材

で
あ

っ
た
た
め
､
制
限
さ
れ

た
｡
私
は

『
崖
』
と

い
う
作
品

は
未
見

だ

が

p
｢戦
死
｣
に
関
わ
る
こ
と
で
め

り
､
未
亡
人

の

｢肉
鱒
｣

に
も
関
わ
る
こ

と
だ
と
す
れ
ば
､
国
家
的
な
見
地
'

そ
し
て
国
民
遺
徳
的
な
見

地

か

ら

公

表

を
は
ば
か
る
べ
き
と

の
｢文
轟
春
秋
｣

内
部

の

自

己

規

制
が
あ

っ
た

の
で
あ
ろ
う
｡

こ
こ
か
ら
見
れ
ば
､
当
時

の
作

品
検

閲

が

非

常

に
厳
し
い
よ
う

で
あ
り
､
作
品
を
自
由
な
表
現
で
発
表
す

る

の
は
困
難
な
時
代

で
あ

っ
た
｡
こ
れ
ら
を
背
景
と
し
て
考
え
る
な
ら
､
『
祝

と

い

ふ
男
』

の
カ

ッ
ト
さ
れ
た

山
文
は
､
国
民

の
守
り
と
し
て
､
模
範
を
示
す

べ

き

警
察
官

の
卑
劣
な
行
為

で
あ
る
｡
検
閲
と

の
関
係
が
十
分
に
想
定
さ
れ

る
Oま

た
カ

ッ
ト
後

の
本
文

の
前

後
の
連
結
関

係

を
見
直
し
て
み
る
と
､

こ
こ

は
無
理
に
カ

ッ
ト
さ
れ
'

そ

の
前
後

の
修

正

を

行

っ
て
い
な

い
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
｡

先

ほ
ど
か
ら

連

中

の

音

頭

取

り

ら

し

く

見

え

た
轡

尉

が

ti
人
残

っ
て
い
た
｡

か

う

い

ふ

厭

な

事

で
も
-
-

と
あ
る
か
ら
､
｢
か
う

い
ふ
厭
な
事

｣
が

何

を
さ
す

の
か
分
か
ら
な
く
な

っ
て

い
る
の
で
あ
る
｡

(
そ
の
二
)
｢宣
博
的
｣
と

｢官
僚

的

｣

初
出

の
加
に
､
姦
吉
と
協
和
会

事

務

長

･河
上
と

の
会

話

の
場
面
が
あ
る
｡

ヽ
ヽ
ヽ

こ
こ
で
､
河
上
は
祝
と

い
う
適
訳

の

印

象

に
関
し
て
､

｢
第

1
非
常
に
宣
樽
的

だ
よ
'

(傍
点
筆
者
､
以
下
閲
ご

と
発
言
す
る
｡
と

こ
ろ
が
､
各
転
載
を
確

認
し
た
と
こ
ろ
､

こ
の
セ
リ
ブ
に
は
変
化
が
あ
る
こ
と
が
分
か

っ
た
｡

ヽ
ヽ
ヽ

ま
ず
､
②

は
､
初
出
と
同
様
に
､

｢第

一
非
常
に
宣
伸
的
だ
よ
｡
｣
と
書

い

ヽ
ヽ
ヽ

て
あ
る
｡
し
か
し
､
③

は

｢第

一
非
常
に
官
僚
的
だ
よ
O
｣
に
変
化
し
て
い
る

三

WO

こ
れ
は
重
要
な
改
変
箇
所
だ
と
私
は
考
え
る
O
な
ぜ
な
ら
ば
､
｢宣
樽

的

｣

と

｢官
僚
的
｣
と
で
は
､
そ
れ
ぞ
れ

の
意
味
が
違
う

の
は
言
う
ま

で
ち

な

い
こ
と
で
あ
る
｡
実
は
最
初
､

こ
の
改
変
箇
所
は

誤
植

で
は
な

い
か
と
も

思

っ
た
O
な
ぜ
な
ら
ば
､
｢宣
樽
｣
と

｢官
僚
｣
は
ウ

冠

の

掌

と
大

審
の
字
狗

熟
語
で
あ
る
か
ら
､
植
字

工
が
見
間
違
え
た

の
で
は
な

い
が
と
考
え
た
｡
し

か
し
､
そ
う

い
う
可
能
性
は
少
な

い
と
私
は
推
測
し
て
い
る
｡
｢富
樽
的
｣
は

物
事
を
太
げ
さ
に
言
う
傾
向

や
性
質
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
､
｢官
僚
的
｣
な

ら
ば
公
務
員

で
融
通
が
き
か
な

く
､
形

式
主
義
的
に
物
事
を
判
断
し
処
理
す

る
傾
向
と

い
う
意
味

に
な

る
だ
ろ
う

(
牽

｡

作
品
に
も
ど

っ
て
言
う
な
ら
ば
､

前
者
は

祝

の

話

し
方

の

個
性
を
客
観
的

に

い

う

言
葉
だ
と
す
れ
ば
､
後
者
は

祝

の
役
所
に
お
け
る
身
分
に
注
目
し
な
が
ら
､

彼

の
性
格
を
主
観
的
に
評
価

す
る
言
葉
と

い
え
よ
う
｡

(30)
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ヽ
ヽ
ヽ

こ
の
字
句

は
作

品
に
お
い
て
初
め
て
発
せ
ら
れ
る
｡
祝
に
対
す
る
確
実
な

評
価

の
言
葉
で
あ
る
O
寅
吉

は
河
上
と

の
話

の
前

に
､
い
ろ
い
ろ
な
噂
話

で

は

｢悪
質
｣
だ
と
か

｢評
判

の
悪
い
｣
だ
と
か
の
言

葉

を

聞
い
た
が
､
そ
れ

ら
は
た
だ
噂
話

の
次

元
に
止
ま

っ
て
い
た
｡

こ
こ
は
作
品
と
し
て
直
接
兵
書

に

祝
の
評
価
を

伝

え

る
最
初

の
場
面
だ

っ
た

の
で
あ
る
｡
更
に
､
こ
こ
の
｢宣

樽
的
｣
(或
い
は

｢官

僚
的
j
)
の
前
に

｢
第

一

非
常
に
｣
と
い
う
程
度
を
表

す

副

詞
を
加
え
て
ま
で
も
い
る
｡
ま
さ
に

祝
の
性
格

の
､
し
か
も
あ
ま
り
い

い

意

味
で
は
な
い
､
最
も
目
立

つ

特

徴
を

表
現
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
｡

し
た
が

っ
て
､
こ
の
よ
う
な
効

果

を
も

つ
字
句

の
変
化
は
､
注
目
し
な
け
れ

ば
な
る
ま
い
O

作
品
全
体
を
読
み
直
す
と
､
こ
の
箇
所
以
外
に
は
､
｢宣
博
的
｣
或

い
は

｢官

僚
的
｣
と
い
う
用
語
は
出
て
こ
な
い
｡
た

だ

一

ヶ
所
の
批
評
の
表
現

で
あ
る

が
､
全
体
を
穆
う
よ
う
な
効
果
を
も

っ
て
い
る
だ
ろ
う
｡
改
変
に
は
意
図
が

あ

っ
た
と
考

え
た
い
O

祝

の
人
物

像

を

｢
官

僚

｣

と
い

う

言

葉
で
捉
え
て
い
る
の
は
､
川
村
湊

の

批

評
が
あ
る
｡

満
州
国
の

地
方
の
官
僚
と
し
て
の
有
能
さ
の
た
め
に
､
自
ら
の
｢
民
族
｣

｢
民
族
性
｣
を
､
植
民
者
､
侵
略

者
の
側
に
売
り
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
か

っ
た
の
で
あ
る
亨

)｡

祝

の

人

物

像
を
分
析
す
る
こ
の
部
分
で
､

川
村
は

｢官
僚
と
し
て
｣
を
三

回
も
使

っ
て
い
る
O
氏
は
こ
こ
で

祝
の
｢
官
僚
｣
性
質
を
強
く
見
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
｡

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
な
が
ら
､
祝
は
い
っ
た
い

｢宣
樽
的
｣

と
描
か
れ
て
い
る
の
か
､
そ
れ
と
も

｢官
僚
的
｣
と
描

か
れ
て
い
る
の
か
､

改
め

て
作
品
内
容
に
基
づ
い
て
､
検
討
し
た
い
o

i
.
(
前
略
)
日
本
人

よ
り
も

日
本

人
化
し
た
満
州
入
｡
下

層
官
僚
と
し

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

て
融

通
の
効
か
な

い

そ
の
性
格
は
､
ま
さ
に
″

植
民
地
人

″
の
一つ
の

典
型
と
い
う
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
｡

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

追
.

そ

れは
満
州
国
が
近
代
国
家
と
し
て
発
展
す
る
な
ら
ば
Y
官
僚
と
し

ヽて

必
要と
さ
れ

る

タ

イ
プ

の
入
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
｡彼
は

副

県長
の
寅
吉

の
有

能

部
下
と
し
て
活
躍
す
る
O
し
か
し
､
彼
は
そ
の

(
そ
の
三
)
｢
宣
博
的
｣
と
本
文

改
変
前

の

｢宣
樽
的
｣
と
改
変
後
の

｢官
僚
的

｣

が

､

本
文

中

の

祝

の
播

か
れ
方
に
対
し
､
当
て
は
ま
る
か
ど
う
か
に

つ
い
て
､
そ
れ
ぞ
れ
確

認
し
な

け
れ
ば
な
る
ま
い
｡

こ
こ
で
は
ま
ず
､
｢宣
樽
的
｣
に

つ
い
て
検
討
し
､
｢
官

僚
的
｣
に

つ
い
て
は
､
次
の
節
で
述
べ
た
い
O

前
述

の
よ
う
に
､
｢物
事
を
大
げ
さ
に
言

う

｣

の
が
､
｢宣
伸
的
｣
で
あ
ら

う
か
ら
､
主
に

｢話
す
｣
動
作
が
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
か
を
検

討
す
る
必
要
が
あ
る
｡
私
は
祝

の

｢
話
す
｣
場
面

の
描

写
を
抜
き
出

し
､
そ

れ
に
基
づ
い
て
考
察
を
進
め
た
い
｡

(31)

ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

鞘

誰

彼
の
区
別
な
く
無
遠
慮
に
相
手
を

見
据
え
て
づ
け

づ
け
と
物
を
云
ふ
O

･
..
.I
;

つ
｣

税

が
吉
相
と
の
関
係
を
べ
ら
べ
ら
と
問
は
れ
る
ま
ま
に
喋

っ
て
し
ま

つ
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(3)(6)(5) (4)

た
｡

ヽ
ヽ

日
を
据
え
早
目
で
云
つ

た
(.

ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

山
寸
目
を
伏
せ

た

が

轡

の
調
子
は
変

へ
ず
に

ヽ
ヽ

税
は
少
し
せ
き
込
ん
で
む
き
に
抗
増
し
た
｡

ヽ
ヽ
ヽ

す
る
か
と
思
ふ
と
無
遠
慮
に

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

二
時
間
以
仁
も
喋
る
と
艶
は

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

鼠
吉
は
配
の
づ
け
づ
け
し
た
物

の
い

ひ

方
が
快

よ
か
つ

た

｡

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ひ

っ
た
く
る
や
う
に
し
て
通
謬
し
た
｡

な
し

･
日

-
-
‖･.A日

に
ご
し
ご

し覇

･
r
L
L

由巨Å

7

に
こ
り
と
も
せ
ず
税

は
報

告
お
わ
り
と
で
も
云
ひ
さ
う
な
調
子
で
云
つ

た
｡

-
-
回

∴

∵

､
∴

∴

了

∴

∴

十

.

･
1
.

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

轟
音
に
適
謬
し
な
が
ら
時

々
つ
ま
づ
い
て
何
度
も
口
を

へ
し
ま
げ
た
O

訊

問
を
注
意
深
く
正
確
に
通
課
し
て
行

っ
た
｡

･

..
･:

.
･
_････

.

･

川

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

㈲

半
ば
は
ま
じ
め
に
､
半
ば
は
う
そ
ぶ
く
や
う
な
態
度
だ

っ
た
｡

㈲

禦

)
,k
か
淋
レ
に
云
ふ
｡

…
-
回

t
､
､
､
､

:r

､

.i

.

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

職

事
務
的
に
そ
こ
ま
で
云
ふ

こ
れ
ら
の
描
写
で
は
二
回
以
上
出
た
の
は
､
｢無
遠
慮
｣
と

r
r'つ
け
づ
け
し

た
｣
二
つ
で
あ
る
｡

し
か
も
組

み
合
わ
せ
て
使
わ
れ
て
い
る
の
ほ
二
回

八郎

と
㈲
)
あ
る
｡
｢無
遠
慮
｣
と

｢
づ
け
づ
け
し
た
｣
と
は

｢突

っ
か
か
る
よ
う

に
も
の
を
言
う
｣
様
子
を
示
す
た
め
､
祝

の
話

す
時
の
勢
い
を
明
ら
か
に
示

し
た
の
で
あ
ろ
う
｡

こ
の
ほ
か
､
祝

の
話
す
時
の
主
な
特
徴

は

｢
べ
ら
べ
ら
｣
､
｢
ひ
っ
た
く
る

よ
う
に
｣
､
｢
に
こ
り
と
も
せ
ず
｣
､
｢き

こ

え
よ
が
L
に
｣
な
ど
が
あ
る
｡
節

述
と
同
じ
よ
う
に
､
こ
れ
ら
の
描
写
か

ら

祝

の
話

す
時
の
特
徴
を
ま
と
め
る

と
､
次
の
∴
二
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
O
抜
き
出
し
た
文
の
下
に
ど
の
特
徴
を
示

し
た
の
か
を
表
示
し
て
い
る
O

･

･

t
...｣

=;

･

∴
W

･

･

･
.
I./

主
張
｣
の

強

さ

を
表
現
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
｡
周
囲
の

注
意

を
引
き

つ
け
る
た
め
､
彼
が
話
す
時
､
わ
ざ
と

｢き
こ
え
よ
が
L
に
｣

｢
ひ
っ
た
く
る
や
う
に
｣
話
す
の
だ
ろ
う
｡
こ
れ
は
､
ち
ょ
う
ど

｢宣
樽
的
｣

の

｢
お
お
げ
さ
｣
の
意
味
と
合

っ
て
い
る
と
い
え
る
｡

次
は
祝
の
i尋

野

鼠

と
す
る
)
さ
も
窺
え
る
｡
話
し
方

の
描
写

は

｢
に

こ
り
と
も
せ
ず
｣

山
つ
し
か
出
て
こ
な
か

っ
た
の
だ
が
､
作
品
中

の
祝

の
外

貌

･
表
情
描
写
が
た
く
さ
ん
出
て
き
た
｡
(例
え
ば
､
｢肉
の
そ
げ
た
蒼
白
な

顔
㌦

｢体
温
の
な
い
機
械

の
や
う
だ
｣
､
｢冷
た

い
化

石
し
た

や
う
な
顔
｣
な

ど
)

こ
れ
ら
の
描
写
を
あ
わ
せ
て
考

え

る

と
､
祝

の
冷
酷

さ
が
話

し
方

に
も

嚢
さ
れ
て
い
る
と
思
う
｡

も
う

三

の
特
徴
は
｣
到

男

八回

と
す
る
)
で
あ
る
O
真
書

の
嚢

み

ち

も

｢よ
く
喋
る
男
ね
｣
と
感
心
し
た
セ
リ
ブ
が
あ
る
｡
こ
れ
も
祝

の
話

し

の

｢敏
捷
｣
さ
を
示
し
て
い
る
O
他
人
撃
害
う
こ
と
よ
り
p
自
分

の
言

い

た

い

こ
と
を
早
く
言

い

出

し
た
い
と
い
う
気

持

ち
で
､
こ
れ
も

｢自
己
主

張

｣

の

心
棒
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
O

(32)
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こ
の
三

つ
の
特
徴
か
ら

祝

の

｢
宣

樽
的
｣
さ
が
見
え
る
か
ど
う
か
を
改
め

て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
｡
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
､
回

の
強

い
勢

い
は

ほ

と
ん
ど
作
品
全
体
を
貫
い
て

い
る
｡

抜

き
出
し
た
文
で
は
半
分
以
上
E
]で
示

さ

れ
て
い
る
｡
こ
の
ほ

か
､

回
か

ら
も
強

い
勢

い
が
あ
る
と
い
え
る
｡

表

的
に

｢
お
お
げ
さ
｣
に
話
す

時
､

｢早
口
｣
な

の
は
理
解
で
き
る
O
こ
の
二
点

か
ら
見
れ
ば
､
祝
は
確
か
に

｢宣
博
的
｣
な
特
徴
と
あ
て
は
ま

っ
て
い
る
｡

河
上

が

言

う

｢宣
樽
的
｣
な
入
間
だ
と

い
う

の
は
小
説
全
体

の
祝

の
描

か
れ

方
と

つ
な
が

っ
て
い
る
｡

と
こ
ろ
で
､
回

の

｢冷
酷
｣
は
､
直

接
に

｢お
お
げ
さ
｣
と
か
か
わ
り
が

な
さ
そ
う
だ
が
､
掘
り
下
げ

て
見
れ
ば
､

こ
れ
は

祝
の
人
物
像
を
捉
え
る
大

き
な
基
盤
的
な
も
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
o

つ
ま
り
､
祝

の

｢宣
樽

的
｣
は
彼
の
外
貌

の

｢冷
酷
｣
さ
か
ら
見
え
な

い
か
も
し
れ
な

い
が
､
案

揺

こ
の

｢冷

酷
｣
の
裏
に
は
'
外
部
世
界
に
対
す
る
強

い
勢

い

が

潜

ん
で
い
る
｡

こ
れ
は
逆

の
形
で
､
彼

の

三
見
博
的
｣
を
強
調
し
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

ま
と
め
て
い
う
と
､
屈

は
回

と
瓦

の
特
徴
を
補
充
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い

る
と

い
え
よ
う
｡

そ
の
ほ
か
､
祝
に
対
す
る
直
接
的
な
描
写
で
は
な

い
が
､
㈲

で
の
裏
書

の

滴
人
に
対
す
る

感
想
の
中
に
､
祝
が

｢宣
椿
的
｣
と
見
ら
れ
る
理
由
を
窺

い

知
る
こ
と
が
で
き
る
｡

情
に
な

っ
て
し
ま
う
｡

ほ
か
の
清
人
は
そ
ろ

っ
て
､
日
本
人
の
前
で
は
､
｢
口
を

つ
ぐ
ん
だ
｣
と
あ

る
O
そ
の
よ
う
な
活
人
の
中
に
あ

っ
て
､

た

だ

山

人

･
祝
は

｢無
遠
慮
｣
な

独
特
な
性
格
を
持
ち
行
動
し
て
い
る
o
ま
わ
り
か
ら
特
に
日
本
人
か
ら
は
｢宣

博

的

｣

に
見
え
る
の
は
､
当
然
と
い

っ
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
｡
ま
と
め
て

言
え
ば
､
祝

の

｢倣
慢
さ
｣
と

蒜
遠
退
慮
さ
｣
は
ほ
か
の
満
人
よ
り

｢宣
樽

的
｣
に
見
ら
れ
る
要
因
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
O

(
そ
の
四
)
｢
官
僚
的
｣
と
本
文

次
に
､
｢官
僚
的
｣
と
改
変
さ
れ
た
こ
と
と
､
作

品
中
の
祝
の
仕
事
ぶ
り
描

写
と
が
､
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
の
か
検
討
す
る

必
要
が
あ
る
｡

こ
の
作

品
の
祝
は
官
僚
と
し
て
､
｢融
通
の
効
か
な

い
｣
､
｢有
能
さ
｣
を
も

つ

人

物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
､
改
め
て
作
品
中

の
四

つ
の
仕

事

の
場
面
を
通
し
て
検
討
し
て
み
る
｡

(33)

⑥

訴
訟
事
件

こ
の
事
件
は
最

初

の
事
件
だ
が
､
そ
れ
ほ
ど
詳
し
く
書
か
れ
て
い
な

い
｡

分
量
は
こ
の
四

つ
の
場
面
の
中
で

i
蕃
少
な
い
o

こ
の
事
件
に
お
け
る
祝

の

人
物
像
関
係

の
描
写
は
ほ
ぼ
次

の
訊
問

の
部
分
に
集
約
さ
れ
る
｡

満
系
達
は
日
本
人
の
や
う
に
弱
鮎
を
幾
き
あ

っ
て
清
人
の
前

で
お
お

び
ら
に
喧
嘩
を
や
る
や
う
な
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
｡
彼
等
は
日
本
人

の
前
に
出
る
と
､

一
様
に
お
互
い
の
こ
と
に

つ
い
て
口
を

つ
ぐ
ん
だ
表

戚
程
税
の
や
り
方
は
唯

の
通
請
と
は
ち
が

つ
て
い
た
｡
彼
は
相
手
が

巾
ヨ

｣.冒
.....[
[
･-～(
.矧
J
･'.--']']･'-:-ヨ

T._....I...

.

.

.=]･Jr
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ひ

つ
た
V
る
や
う
に
し
て
適
評
し
た
が
､
鱒
を

の

り
出
し
威
嚇

す
る
や

う
な
激
し
い
勢

ひ
だ

つ
た
｡

う
と
す

る
位
置
に
あ

っ
た
｡

こ
の
部
分

の

描

写
で
は
､
祝

の

動

作

の

速

さ
と
敏
捷

さ

が

十

分
に
現

れ

て

い
る
｡
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
裏
書

の
祝

へ
の

初

印

象

｢身

の
こ
な
し
の
敏
捷
な

､

日
本
語

の
達
者
｣
と
合

っ
て

い

る
｡

祝

は

少

し
で
も
暖
味
な
も
の
を
許
さ
な

い
､
い
わ
ば

率

直
な
性
格
と
い
え
る
｡
こ
の
よ
う
な
性
格
で
あ
る
か
ら
こ
そ
､

赴

任

し
た
ば
か
り
で
清
人
社
会

の
実
状
を
よ
く
知
ら
な

い
寅
吉
に
と

っ
て
､

祝

の
協
力
は
欠
か
せ
な
い
存
在

で
あ

っ
た
｡
し
か
も
､
赴
任
直
後
初
め
て
の

訴
訟
事
件
に
対
し
て
､
事
情

の
分
析
､
関
係
調
査
な
ど
の
面
で
､
祝

は
太

い

に
通
訳
の
枠
を
超
え
て
い
た
｡
こ
こ
か
ら
見
れ
ば
､
確
か
に
祝
に

｢有
能
さ

｣

が
あ
る
の
は
間
違

い
な

い
o
L
か
し
､
｢官
僚
と
し
て
融
通

の

効

か

な

い
性
格
｣

は
こ

こ
で
は
現
わ
れ
て
い
な

い
と
考
え
ら
れ
る
｡
彼
は

訊
問

を

通
し
て
､
訴

え
た
方

の
徐
を
疑

っ
た
｡
そ
の
結
果
､
確
か
に
徐

の
諌
告
で
あ

っ
た
o
こ

の

点
に

つ
い
て
､
少
な
く
と
も
彼
は
こ
の
事
件

の
処
理
に
お
い
て
､
｢臨
機
応

変

｣

の
能
力

が
強

か

っ

た

｡

こ
れ
は

｢融
通
の
効
か
な
い
｣
と
い
う
よ
り
む
し
ろ

正
反
対
で
､

｢融
通
の
効
く
｣
性
格
と
言
う
べ
き
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
｡

訊
問

が
始
ま
る
と
税
は
ぴ

っ
た
り
と
最
吉

の
傍
に
い
て
､
最
吉

の
鋭

い
訊
問
を

注
意
深
く
､
正
確
に
通
謬
し
て
行

っ
た
｡

興

奮
も
し
て
い
ず
､

顔
色

も
動
か
な

い
｡
そ
の
機
械

の
や
う
な

非

情

さ

は

不
気
味
に
す
ら
見

え
た
O
か
う
い
ふ
時
､
税
の
持

つ
あ

の
鋭

利

な

刃

物

に
ひ
や
り
と
解
れ

る
気
が
す
る
｡

⑥
警
察
乱
行
事
件

こ
の
事
件
を
通
し
て
､
真
吉

は
祝

の

存

在

の

恩

愛

性
を
さ
ら
に
確
か
に
感

じ
る
こ
と
に
な

っ
た
｡

⑧
の
訴
訟
事
件
と
違

っ
て
r
こ
の
乱

行

事

件
で

は
祝

が

現

地

調
査
か
ら
始

ま

っ
て
判
決
に
い
た
る
ま
で
､
始
終
薦

吉

の

そ
ば

に

い

て

実

質

的
に
勤
か
そ

こ
の
乱
行
事
件
を
扱
う
と
こ
ろ
で
は
､
祝

の
表

情

の

描

写
が
多

い
｡
例
え

ば
､
｢機
械

の
や
う
な
非
情
さ
｣
な
ど
か
ら
､
祝

の

厳

正

な

性
格
が
窺
え
る
O

つ
ま
り
､
捜
査
対
象

･
訊
問

の
相
手
は
自

分
と
同
じ

｢
溝

系

｣

の

､

し
か
も

轡
察
官
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
そ
の
こ
と
を
意
に
介
す
る
こ
と
な
く
､

不
正
な
行

為

に

は

､

必
ず
厳
重
に
対
応
す
べ
き
と
い
う
気
持
ち

が

表

れ
て
い

る
｡こ

の

よ
う
な
態
度

は

｢官
僚

的
｣
と

い
え
る
か
も
し
れ
な

い
｡

し
か
し
､

私
は
そ
う
で
も
な

い
と
考
え
る
O
規
則
に
逮
反
し
た
人
は
法
律

に
よ

っ
て
罰

さ
れ
る
の
は
当
然
な

こ
と
で
あ

ろ
う
｡
さ
ら
に
言
え
ば
､
警
察
官
と

い
う
県

の
遺
棄
な
役
人
の
恥
ず
べ
き
不
正
行
為

は
､
｢藩
｣
｢
日
｣
を
超
え
る
問
題
だ

と
み
て
い
る
の
で
あ
る
O

｢官
僚

｣
で
あ
る
が
ゆ
え

の
対
応

判
断
で
は
な
く
､

祝
と
い
う
人
間
の
対
応
判
断
の
表
れ
と
し
て
､
播
か
れ
て
い
る
と
読
み
た
い
｡

寅
吉

は
｢
有
形
無
形
の

艶
の
協
力
は
大
き
い
も

の
で
あ

っ
た
｡
｣
と
あ

っ
て
､

⑧
に
続

い
て
祝

へ

の

信

頼

感

が

ま

す
ま
す
固
ま

っ
て
く
る
｡

こ
の

山
文
か
ら

も
読
み
取
る
こ
と

の
で
き
る
の
は
､
祝

の

｢
有

能
さ
｣
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

(34)
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ま
た
､

こ
の
事
件
の
最
後

に

､

寅

吉
が
着
任

1
週
間
目
に
起
き
た
囚
人

の
脱

獄
事
件
を
回
想
す
る
場
面

が
あ
る
｡
馬

車
の
馬
が
怪
我
し
て
血
だ
る
ま
の
ま

ま
連
れ
ら
れ
て
く
る
看
守
が
祝
に
ひ
ど
く
叱
ら
れ
た
の
だ

っ
た
｡
そ
の
時
｢寅

吉

は
税

こ
そ
空
恐
ろ
し
い
入
間
｣
と
思

っ
た
｡

こ
こ
の
寅

吉
の

｢空
恐
ろ
し

い
｣

気

持
ち
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
だ
ろ
う
か
｡
こ
れ
は
祝

の

｢宣
博
｣
さ

へ

の
驚
き
と
冷
酷
さ

へ
の
恐
怖
と
私
は
読
み
取

っ
た
O

祝
の
意
厨
は
明
ら
か
で
あ
る
｡

つ
ま
り
､

こ
れ
か
ら

の
募
兵
と
い

ふ
も
の
は
金
持
ち
だ
ら
う
が
有
力
者

だ
ら
う
が
､
そ
ん
な
も
の
に
物
を

い
は
せ
て
の
が
れ
や
う
と
し
て
も
無
駄
で
､
凡
て
は
厳
正
に
公
平
に
行

は
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
観
念
を
村
民
達

に
植
ゑ
つ

け

や
う
と
し

た
の
で
あ
る
｡

◎

募
兵

へ
の
協
力

こ
の
部
分

は
作

品

の

｢
山
場

㌧

撃

と
呼
ば
れ
る
部
分
で
あ
る
o
な
ぜ
な
ら

ば

､
募
兵
事
務
を
通
し
て
､
祝

は

周

り
か
ら
好
評
を
得
始
め
た
｡
彼

の
評
価

は

最
初
の

｢悪
評
｣
か
ら
変
わ

っ
て
き
た
O
私
も
こ

の
部

分
が
作
品
全
体
紘

お
い
て
､
塵
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
と
考
え
る
｡

募
兵
に
は
､

｢
金

が

あ

り

､
教
養
あ
る
入
間
は
決
し
て
兵
隊
に
な
ら
な
い
｡

入
間
の
く
ず

ば

か

り

が

兵

隊
に
な
る
の
だ
と
い
ふ
の
が
こ
の
園
の
昔
か
ら
の

観
念
｣
が
立
ち
は
だ
か
る
｡
｢昔
か
ら
の
観
念
｣
に
注
目
す
る
｡
つ
ま
り
兵
隊

に
な
る
の
は
共
同
体
に
お
い
て
､
顔
が
立
た
な
く
な
る
こ
と
だ
｡
し
か
し
､

祝
が
有
力
者
や
金
持

ち
の
息
子
を
募
兵
か
ら
は
ず
す
よ
う
な
こ
と
も
せ
ず
､

公
平
に
募
兵
を
行

っ
た
の
で
､
村
民
達

は

｢募
兵
そ
の
も
の
の
性
質
も
見
な

は
し
た
や
う
に
見
受
け
ら
れ
､
凡
て
は
案
外

ス
ム
ー
ズ
に
｣
進
ん
だ
O

祝
は

晋
か
ら

の
村
民
の

｢観
念
｣
を
改
変
す
る
と
い
う
壮
挙
を
な
し
と
げ
た
こ
と

に
な
る
O
祝

の
存
在
は
い
か

に
重
要

な
の
か
が
､
彼
は

｢悪
質
｣
な
の
か
ど

う
か
､
こ
こ
で
明
ら
か
に
な

っ
て
く
る
だ
ろ
う
｡

こ
の
部
分
で
最
も
明
ら
か
な
の
は
､
祝
が
事
前
に
村
民
の
昔

の
旧
観
念
を

変
え
る

つ
も
り
が
あ

っ
た
こ
と
で
あ
る
O
祝

の
行
為
は
単
な
る

｢公
平
処
置
｣

の
次

元
に
止
ま
ら
ず
､
｢募
兵
｣
に
対
す
る
根
本
的
な
改
革
計
画
を
､
祝
が
事

前

に

構
想
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
｡
そ
し
て
､
最
後
に
成
功
し
た
｡
つ
ま
り
'

祝

は
先
を
見
通
し
た
考
え
を
持

っ
て
い
て
､
最
後
に
成
功
を
収
め
る
､
真
剣

な
身
を
持
す
る
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
｡

も
し
祝
が
､
有
力
者
や
大
地
主
に
対
し
て
も
高
圧
的
に
対
処

し
､

彼
ら
を

不
本
意
な
立
場
に
お
い
た
と
い
う
な
ら
ば
､
そ
れ
は
確
か
に

｢
官
僚

的
｣
要

素
が
あ
る
｡
し
か
し
p
彼

は
大

多
数

の
村

民

の

利

益
を
守

っ
た
た
め
､
彼
ら

の
好
評
を
受
け
た
だ
け
で
な
く
､
日
系
職

員

の

祝

に

対
す
る
物
腰
も
変

っ
て

き
た
｡
も
し
､
｢官
僚
的
｣
と
い
う
の
な
ら
､
背

走

的

な
意
味

で
使
わ
れ
な
け

れ
ば
な
る
ま
い
｡
よ

っ
て
､
募
兵
事
業
に
関
す
る
祝

の
描
か
れ
方

は

､
否
定

的
な
意
味
で
の

｢官
僚
的
｣
と
は
い
え
な
い
と
私
は
考
え
る
｡

(35)

⑧

軍
馬
購
買

⑥
事
件
を
う
け
て
､
祝

の
受
け
た
好
評
を
広
げ
る
部
分
と
見
て
も
よ
い
｡

軍
馬
購
買
に
お
い
て
､
祝

は
す

っ
か
り
村
民
た
ち
及
び
日
本
人
職
員
に
敬
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愛
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
O
小
説

の
は
じ
め
で
は

｢祝
｣
と
呼
び
捨

て
に
さ

れ
て
い
た

の
が

｢祝
さ
ん
｣
に
変
わ

っ
て
き
た
｡

税
は
検
査

の
場

所
に
つ
き
切
り
で
ゐ
て
､
馬
を
ひ
い

て
来

た
村
民
を

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

遠
雷

の
位
置
に

据
ゑ

た
り
し
て
世
話
を
し
て
ゐ
た
｡

-

-

(中

略
)
か

う
云
ふ
や
う
な

7
様

の

牽

制
を
祝
は
無
遠
慮
に
や

っ
て
ま
は
り
､
そ
れ

ヽ
ヽ
ヽ

丈
け
村
民
達

の

窺

持
ち
を
ら
く
に
し
て
や
っ
た
o

い

う

状
況

の
変
化
に
上
手
に
対
応
し
て
い
く

の
が
分
か
る
O
主
人
公
祝
は
決

し

て
最
初

の

噂

の

よ
う
に

蒜
心
質
｣
や
､
協
和
会
事
務
艮
河
上

の
い

っ
た

｢官

僚

的
｣
で
は
な
く
､
む
し
ろ

｢融
通

の
効
く
｣
､
幅

の
広

い
人
間
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
｡

③

の

場

面
で
､
も
し
祝

が

｢
官
僚

的
｣
だ

っ
た
な
ら
ば
､
軍

が

決

定

し
た

価
格

で
売
ら
な
け
れ
ば

な

ら

な

い

O

祝

は
撃

の

立

場
に
立

っ
て
､
強
く
村
民

の
方

に
押
し
付
け
る
か
も
し
れ

な

い

｡
し
か
し

､

彼
は
そ
う
し
な
か

っ
た
｡

村
民
に
も
健
話
し
､
軍

の

方

に
も
積

極
的
に
交

渉
し
て
､
双
方
を
満
足
さ
せ

る
ま

で
､
努
力
し
て
き
た
｡

こ
の
場
面
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
､
祝

の
村
民

思

い
と
仕
事

へ
の
熱
心
さ

で
あ
る
｡
｢官
僚
的
｣
な
性
質

は

こ
の
場
面
か
ら
見

出
す

こ
と
は
で
き
な

い
よ
う

で
あ
る
｡

以
上

の
抜
き
出
し
た
表
現
か
ら
見
る
と
､
祝
に
は
､
否
定
的
な
意
味

で
の

｢官
僚
的
｣
な
も

の
は
見
ら
れ
な

い
｡

⑧
⑥
⑥
場
面
で
は
､
祝

の
仕
事

の

対

象

は

上

司

兵

書

を
除
い
て
､
そ
れ
ぞ

れ

｢溝
系
村
民
｣
､

｢満
系
警
察
｣
と

｢澗

系

の

村

民

と
有
力
者
｣
で
あ
り
､

す
べ
て
祝
と
自
民
族

｢溝
蒸
し
と
の

や

り
取
り
で
あ
る
｡
し
か
し
､
③
場
面

に
､
村
民
と
日
本
軍

の
関
連
も
あ
る
｡
こ
の
場
面
を
最
後
に
設
定
す
る
の
は
､

祝

の
仕
事

の
対
象
を
次
第
に
､
取
り
扱

い
に
く

い
対
象
に
し
て
い
く
と

い
う

小
説
的
設
定
を
認
め
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
O
そ
し
て
､
祝
は
逆
に
そ
う

小
括以

上
､
祝

の

｢
憲

樽
的
｣

又
は

｢官
僚
的
｣
に

つ
い
て
考
察

し
て
み
た
O

そ
れ
ら

の
考
察

か
ら
分
か
る
こ
と
は
､
少
な
く
と
も
次

の
三
点

に
ま
と
め
ら

れ
る
｡

(
1
)
作
品
中
に

描
か

れ

て

い

る

祝

の

人

物

像
を
通
し
て
言
う
な
ら
ば
､
初

出
で
用

い
ら
れ
て
い
る
｢
宣

博

的
｣
は
妥
当
な
表
現
だ
と

い
え
る
だ
ろ
う
｡

(

2
)

作
者

･
牛
島

は
祝

の
人
物
像
を
設
定
す
る
時
P
殻

の

｢
官
僚
性
｣
を

強
調

す
る

つ
も
り
は
な
く
､
｢澗
洲
国
の
地
方
の
官
僚
｣
と
し

て
撞

こ
う
と

し
た
と
は
言
え
な

い
o

(
3
)
祝
は
た
だ

の
通
訳
と
し
て
､

民
族
の
接
点
に
立

つ
か
ら

こ
そ
､
正
義

的

､
公
平
的

に
双
方

の
間
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
取
る
よ
う
に
努
力

し
て
い
る

入
間
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と

い
え
る
で
あ
ろ
う
｡

(
4
)
改
訂
前

の

｢宣
博
的
｣
は
よ
り
単
純
に
主
人
公
像
を
描
き
出
そ
う
と

し
た

の
で
は
な
か
ら
う
か
｡

(36)

お
わ
U
に

以
上
､
本
稿
に
お

い
て
は
､
『
祝
と

い
ふ
男
』

の
初
出
と
転

載
の

形
の
確
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誰
と
検
討
を
も
と
に
､
8

分
段
の
違
い
と

㊤
本
文
中
の
字
句

の
改

変

を
考
察

し
た
0
時
に
63)を
通
し
て
､

作
品
の
主
人
公

｢祝
｣

の
性
格
に
お
け
る
最
も

目
立

っ
て
い
る

｢異
色
性
｣
の
ほ
か
に
､

一
般
的
な
役
人
と
同
様
な
､
仕
事

に
対
す
る
責
任
感
､
熱
心
さ
が
い
か
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
か
を
検
討
し
た
｡

こ
こ
で
改
め
て
祝
の
人
物
像
に
関
し
て
､
私

の
結
論
を
言
う
な
ら
ば
､
祝

は
い
く
ら
個
性
が
強
く
て
も
嫌
が
ら
れ
て
も
､
彼
の
役
人
と
し
て
の

｢異
色

性
｣
よ
り
も
､
熱
心
に
働

い
て
い
る
姿
に
も

っ
と
注
目
す

べ

き

だ
と
思
う
｡

そ
う
す
る
と
､
こ
の

｢祝
｣
の
人
物
像
は
､
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
入
間
と
し

て
描
い
て
い
る
こ
と
が
見
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

清
洲
文
学
作
品
の
中
で
の

｢植
民
地
人
｣
の
描
か
れ
方
に
つ
い
て
､
作
品

本
文
を
丁
寧

に
読
み
解
く
こ
と
で
､
改
め
て
検
討
し
直
す
必
要
が
あ
る
｡
こ

れ
は
今
後
の
大
き
な
課
題
だ
と
考
え
て
い
る
｡

(
漢

)

(
-
)
本
来
な
ら
ば
､
研
究
史
を
丁
寧
に
記
す
べ
き
で
あ
る
が
､
本
稿
で
は
'
紙
幅
の

都
合
で
割
愛
し
た
O
こ
の
作
品
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
た
論
と
し
て
は
大
川
育
チ

｢牛
島
春

子

｢
祝

と

い
ふ
男

｣
論
｣
(『
｢昭
和
｣
文
学
史
に
お
け
る

｢満
洲
｣
の

問
題
』
早
稲
田
大
学
教
育
学
部
杉
野
要
吉
研
究
室
､

一
九
九
二
年
七
月
)
と
夢
魔
燦

｢
牛
島

春

子

『
祝

と

い
う
男
』
論
｣
(『
｢
溝

洲
｣
文
学

の
研
究
』
､
明

石
書

店
､

二
〇

一
〇
年

六
月
)

が

あ

る
｡

(
2
)
こ
の
作
品

の
ほ
か
､
日
向
伸
夫
の

『
第
八
号
転
轍
器
』
は
初
出
を
除
い
て
五
回

転
載
さ
れ
た
O
清
洲
文
学
の
作
品
に
と

っ
て
､
五
回
以
上
転
載
さ
れ
る
の
は
､
珍
し

い
こ
と
だ
と
見
ら
れ
る
｡
転
載
歴
は
次
の
通
り
で
あ
る
O

初
出

｢作
文
｣

二
六
集

二

九
三
九
年
二
月
)

⑦
日
向
伸
夫

『
第
八
号
転
轍
器
』

(砂
子
屋
書
房
､

1
九
四

7
年
五
月
)

⑦
橋
川
文
三
他
編

『
昭
和
戦
争
文
学
全
集
』
第

一
巻

｢戦
火
滴
洲
に
挙
が
る
｣
(隻

英
社
､

一
九
六
閤
隼
十

山
月
)

⑳
川
村
湊
編
集

『
ふ
る
さ
と
文
学
館
第
五
十
五
巻

海
外
編
』
爪ぎ
ょ
う
せ
い
､

仙

九
九
五
年
九
月
)

㊤
黒
川
創
編

『
(外
地
)
の
日
本
語
文
学
選
』
第
二
審

｢清
洲

･
内
蒙
古
＼
樺
太
｣
(節

宿
書
房
､

一
九
九
六
年
二
月
)

㊥
川
村
湊
監
修

『
第
八
号
転
轍
器
』
､
｢
日
本
植
民
地
文
学
精
選
集
｣
｢満
洲
編
｣
六

ゆ
ま
に
書
房
､
二
〇
〇
〇
年
九
月
)
(但
し
､
こ
れ
は
葛
の
小
説
集

一
冊
の
影
印
版
)

(
3
)
作
者
牛
島
は

こ
の
作
品
に
関
し
て
､
後
に
回
想
を
い
く
つ
か
書
い
て
い
る
が
､

段
落
構
成
を
変
え
た
か
ど
う
か
に
関
す
る
言
及
は
な
い
O

(
4
)
福
島
鋳
郎

｢殺
さ
れ
た
文
字
と
言
葉
…
戦
時
下
検
閲
と
そ
の
足
跡
｣

(
『
言
語

生
活
』
三
五
六
､

一
九
八

一
年
八
月
)

｢中
央
公
論
｣
特
集

｢昭
和
の
戦
争
と
メ
デ
ィ
ア
の
責
任
｣

八
二
〇
〇
五
牛

山
月
)

な
ど
の
検
閲
と
言
論
統
制
関
係
の
論
文
や
特
集
が
あ
る
｡

(
5
)
興
味
深
い
の
は
'
作
品
発
表
後
ま
も
な
く
の
転
載
③
で
､
こ
の
文
は
す
で
に

｢官

僚
的
｣
に
変
化
し
て
し
ま

っ
た
こ
と
で
あ
る
O
こ
れ
以
後
の
転
載
は

｢官
僚
的
j
を

ず

っ
と
踏
襲
し
て
き
た
.

(
6
)

｢宣
博
的
｣
と

｢官
僚
的
｣
は
ど
の
よ
う
に
違
う
の
か
に
つ
い
て
､
『
日
本
国
語

大
辞
典

･
第
二
版
』
(

小
学
館

二

7
0
0

1
年
)
に
よ

っ
て
､
こ
の
二
つ
の
言
葉
そ

れ
ぞ
れ
の
意
味
を
改

め

て
確
認
し
た

o
以
下
は
作
品
の
内
容
に
適
切
な
意
味
を
抽
班

す
る
｡

｢E宣
伸
】
③
事
案
以
上
に
太
げ
さ
に
言
い
ふ
ら
す
こ
と
｡
｣
用
例
と
し
て
､
横
光
利

…
の

『
機
械
』
二

九
三
〇
)
と
田
口
竹
男
の

『
蒔
王
村
』
二

九
四
二
)
か
ら
抽
出

し
た
例
文
が
あ
る
が
'
こ

こ
で
は
略
に
す
る
｡
八第
八
巻

･
7
三
三
頁
)

｢E官
僚
的
】
(形
動
)
官
僚
主
義
的
な
傾
向
や
態
度
で
あ
る
さ
ま
O
転
じ
て
､

7
般

的
に
､
相
手
の
意
向
や
立
場
を
無
視
し
て
､
形
式
的
､
権
威
主
義
的
な
態
度
p
傾
向

に
つ
い
て
も
い
う
Q
L
田
中
千
禾
夫

『
千
鳥
』
二

九
五
九
)
か
ら
の
例
文
が
あ
る
O

(第
三
巻

二

四

二

一百
)
な
お
､
念
の
た
め
に
､
『
広
辞
苑
』
第
六
版

(岩
波
書
店
､

二
〇
〇
八
牛

山
月
)
も
確
認
し
た
が
､
同
様
な
説
明
で
あ
る
｡

(
7
)
川
村
湊

『
異
郷
の
昭
和
文
学
』
(岩
波
新
香
､

1
九
九
〇
年
十
月
)

l
五
七
頁

八
8
)
前
掲
常
民
著
､

一
九

五
蔚

(37)

主
指
導
教
員

(鈴
木
孝
庸
教
授
)
'
副
指
導
教
員

(橋
谷
英

子
教
授

･
鹿
部
俊
也
准
教

撹
)


