
折
人
小
先
月
キ

あ
ら
ゆ
る
小
説
は
お
も
し
ろ
い

の
壁

阿
部
公
彦

本
欄
の
担
当
も
最
終
回
。
今
後

一
生
こ
の
欄
を
担

当
し
な
い
か
と
思
う
と

一
抹
の
寂
し
さ
も
あ
る
が
、

と
も
か
く
終
わ
っ
て
ほ
つ
と
す
る
。
何
度
も
作
品
を

読
ん
だ
書
き
手
の
方
々
に
は

「
で
は
、
ど
き
げ
ん
よ

う
！
」
的
に
、
身
勝
手
な
馴
れ
馴
れ
し
い
気
分
が
湧

く
。
小
説
は
読
者
の
興
味
を
引
く
の
が
ジ
ャ
ン
ル
の

根
本
特
性
で
、
振
り
返
れ
ば
ほ
と
ん
ど
の
作
品
が
そ

こ
そ
こ
お
も
し
ろ
く
読
め
た
。
た
だ
、
「そ
こ
そ
こ
」

以
上
か
ど
う
か
は
、
や
は
り
き
び
し
い
世
界
だ
。
「そ

こ
そ
こ
」
ラ
イ
ン
を
越
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
誤

っ
て

崖
下
に
落
下
す
る
危
険
も
伴
う
。
そ
う
い
う
意
味
で

今
回
の

「文
學
界
」
新
入
賞
の
三
篇
併
置
は
興
味
深

い
。
受
賞
作
は
板
垣
真
任

「ト
レ
イ
ス
」ｏ
も
は
や

文
芸
誌
の
定
番
と
化
し
つ
つ
あ
る
老
人
介
護
の
テ
ー

マ
を
扱

っ
た
作
品
で
、
す
る
っ
と
し
た
饒
舌
さ
に
物

語
の
匂
い
を
ぷ
ん
ぷ
ん
と
さ
せ
る
技
量
が
あ
る
が
、

あ
ち
こ
ち
で
意
味
づ
け
の
癖
も
日
立

っ
て
、
最
終
的

に
は
物
語
の
推
進
力
が
意
味
づ
け
衝
動
に
根
負
け
し

て
い
る
気
が
し
た
。
よ
く
ま
と
ま
つ
た
が
、
ち
よ
つ

と
小
さ
く
は
な
い
か
。
こ
れ
に
対
し
、
小
笠
原
瀧

「夜
の
斧
」
と
森
井
良

「ミ
ツ
ク
ス
ル
ー
ム
」
は
受

賞
を
逃
し
た
佳
作
。
た
し
か
に
ど
ち
ら
も

「
こ
り
や

あ
か
ん
」
と
思
わ
ず
偽
関
西
弁
で
呟
き
た
く
な
る
力

ん
だ
不
器
用
な
表
現
が
あ
り
、
前
者
は
意
味
不
明
な

文
も
多
数
、
後
者
は
構
成
が
よ
ろ
よ
ろ
と
腰
砕
け
気

味
。
た
だ
、
ダ
メ
親
父
を
め
ぐ
る
鼻
を
つ
く
よ
う
な

不
潔
で
陰
惨
で
開
塞
感
漂
う
兄
弟
の
闘
い
を
描
い
た

「夜
の
斧
」
の
世
界
に
は
、
鼻
を
つ
ま
み
な
が
ら
も

引
き
込
ま
れ
た
し
、
精
神
病
と
同
性
愛
と
が
交
錯
す

る

「
ミ
ッ
ク
ス
ル
ー
ム
」
の
世
界
は
意
味
づ
け
か
ら

遠
く
隔
た
っ
て
、
こ
ち
ら
の
方
が
言
葉
を
失
い
そ
う

な
地
点
も
あ
っ
た
。
後
者
は
遠
心
性
過
多
で
、
精
彩

を
放
つ
細
部
が
あ
り
な
が
ら
全
体
と
し
て
の
完
成
度

に
難
が
あ

っ
た
だ
け
に
活
字
化
を
急
い
だ
の
が
惜
し

ま
れ
る
。
同
誌
の
も
う

一
篇
、
鈴
木
善
徳

「じ
や
あ

ば
」
は
淡
々
と
丁
寧
に
死
者
が
集
う
幽
霊
諄
を
語
り
、

い
わ
ば
無
情
緒
の
情
緒
を
め
ざ
す
が
、
「そ
こ
そ
こ
」

感
は
達
成
し
て
い
る

一
方
、
作
品
と
し
て
飛
び
立
ち

き
れ
な
い
印
象
。
以
下
、
雑
誌
単
位
で
い
く
と
、
今

回
と
り
わ
け
元
気
だ
っ
た
の
は

「早
稲
田
文
学
」。

転
落
を
恐
れ
ぬ

「そ
こ
そ
こ
」
の
壁
へ
の
果
敢
な
挑

戦
が
目
立
っ
た
。
「泥
棒
と
イ
ー
ダ
」
の
牧
田
真
有

子
は
、
過
去
の

「善
行
」
が
む
し
み
ト
ラ
ウ
マ
に
な

っ
て
人
物
た
ち
に
襲
い
か
か
る
妙
な
心
理
を
、
ま
る

で
読
者
の
腕
を
つ
ね
る
よ
テ
な
意
地
の
悪
い
比
喩
や

キ
レ
の
い
い
や
り
取
り
を
効
か
せ
て
緊
張
感
を
生
む
。

い
じ
め
や
ボ
ラ
ン
テ
イ
ア
集
団
の
設
定
に
鼻
自
み
そ

う
に
な
る
が
、
ま
た
総
じ
て
読
者
サ
ー
ビ
ス
も
あ
ん

ま
り
な
い
が

（
つ
ね
り
だ
け
は
頻
繁
）、
珍
し
い
タ

イ
プ
の
観
念
小
説
の
試
み
と
し
て
評
価
し
た
い
。
小

野
正
嗣
の

「悪
の
花
」
は
、
老
婆
の
人
生
を
描
き
出

す
際
の
マ
ク
ロ
と
ミ
ク
ロ
の
話
の
切
り
替
え
が
絶
妙

で
、
叙
情
性
と
物
語
性
と
が
う
ま
く
ブ
レ
ン
ド
さ
れ
、

小
さ
い
ス
ペ
ー
ス
な
の
に
実
に
陰
騎
の
あ
る
世
界
が

浮
か
ぶ
ｏ
「タ
イ
コ
ー
」
や

「悪
の
花
」
を
出
す
タ

イ
ミ
ン
グ
も
い
い
。
似
顔
絵
を
描
い
た
罪
と
罰
を
主

人
公
が
引
き
受
け
る
太
田
靖
久

「ボ
デ
ィ
ー
ズ
」
は
、

あ
れ
よ
あ
れ
よ
と
話
に
花
が
咲
く
前
半
の
展
開
が
よ

く
、
後
半
、
話
が
大
き
く
な
り
す
ぎ
て
や
や
大
味
だ

が
、
十
分
楽
し
め
る
。
実
写
に
Ｃ
Ｇ
を
ま
ぜ
こ
ん
だ

よ
う
な
谷
崎
由
依

「シ
リ
カ
、
マ
リ
リ
カ
」
も
、
人

間
で
あ
っ
て
人
間
で
な
い
よ
う
な
世
界
を
ス
マ
ー
ト

に
描
く
。
よ
け
い
な
自
意
識
に
足
を
と
ら
れ
ず
に
済

ん
で
お
り
、
書
き
手
に
合
っ
た
ス
タ
イ
ル
と
見
た
。

豚
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
豚
守
の
こ
と
を
描
く
堀
井
拓

馬

「い
つ
か
さ
よ
な
ら
に
良
い
日
ま
で
」
は
、
荒
唐

無
稽
な
が
ら
豚
っ
鼻
の
娘
が
生
ま
れ
る
と
こ
ろ
な
ど

や
は
り
楽
し
い
。
最
果
タ
ヒ
「星
か
獣
に
な
る
季
節
」

は
ア
イ
ド
ル
の
か
ら
ん
だ
殺
人
事
件
を
猛
烈
な
ス
ピ

ー
ド
の
書
簡
体
で
語
る
。
横
組
も
高
速
化
が
狙
い
？

ス
ト
ー
リ
ー
に
は
つ
き
あ
え
な
か
っ
た
が
、
ぱ
ら
ば

ら
漫
画
的
な
新
し
い
言
語
へ
の
挑
戦
。
早
慶
戦
的
流

れ
で
言
う
と
、
ラ
イ
バ
ル

「三
田
文
學
」
は
全
体
に

足
場
固
め
が
目
に
つ
く
。
石
田
千

「夏
の
終
わ
り
」

は
や
わ
ら
か
で
端
正
な
た
た
ず
ま
い
か
ら
漏
れ
出
る

思
意
や
嫌
悪
感
を
と
ら
え
た
作
品
で
、
ぎ
ゅ
っ
と
緊

張
し
赤
ら
む
主
人
公
の
感
じ
が
よ
く
出
て
い
る
。
そ

の
彼
氏
が
あ
ま
り
に
無
臭
な
の
は
、
あ
る
い
は
同
著

者
の
他
作
品
で
補
足
が
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
狗
飼

恭
子

「天
国
を
掃
除
」、
村
松
真
理

「野
薔
薇
と
青

空
」、
鷹
原
高
子

「源
平
小
菊
」
は
小
説
世
界
を
守

ろ
う
と
す
る
姿
勢
は
よ
く
伝
わ
る
が
、
村
松
作
品
は

科
自
際
の
テ
ン
ポ
が
悪
い
の
と
、
途
中
で
明
か
さ
れ

る
内
情
が
仕
掛
け
の
た
め
の
仕
掛
け
と
し
か
読
め
な

い
。
狗
飼
作
品
は
同
じ
く
凝
っ
た
設
定
の
わ
り
に
人

間
関
係
が
安
全
で
弛
緩
し
て
い
る
。
庵
原
作
品
は
、

こ
ん
な
に
花
の
名
前
が
た
く
さ
ん
出
る
作
品
は
今
時

珍
し
い
が
、
展
開
に
あ
ま
り
に
既
視
感
が
漂
う
。
「す

ば
る
」
は
吉
原
清
隆

「小
説
学
校
の
女
」
が
い
い
。

作
家
志
望
の
主
人
公
が
老
婆
の
抱
え
持
っ
た
か
け
が

え
の
な
い
物
語
と
出
会
う
と
い
う
展
開
は
ま
さ
に

「小
説
学
校
的
」
お
と
ぎ
話
風
美
談
だ
が
、
前
半
の

毒
と
た
く
ら
み
に
満
ち
た
話
術
は
光
っ
た
。
い
ろ
い

ろ
で
き
そ
う
な
書
き
手
だ
。
天
埜
裕
文

「マ
マ
な
ん

て
呼
ん
だ
こ
と
な
い
ぜ
」
は
、　
マ
ザ
コ
ン
ネ
タ
で
ど

こ
ま
で
引
っ
張
れ
る
か
見
物
で
、
最
後
ま
で
読
む
と

案
外
な
骨
太
さ
が
な
い
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
長
す

ぎ
？
　
男
で
も
乳
が
出
る
と
は
ち
ょ
っ
と
し
た
発
見

で
し
た
。
上
村
渉
ヨ
一月
と
五
月
の
欠
け
た
夢
」
は
火

事
を
発
端
に
家
族
の
き
し
み
が
明
ら
か
に
な
る
話
で
、

最
終
的
に
は
介
護
小
説
に
落
ち
着
く
。
想
像
以
上
に

湿
り
気
過
多
だ
っ
た
。
喜
多
ふ
あ
り
は
以
前
の

「す

も
も
太
郎
」
が
す
ば
ら
し
く
期
待
し
た
が
、
今
回
の

「堀
江
に
住
む
と
い
う
男
」
は
ギ
ャ
グ
が
滑
り
気
味
で

少
し
残
念
。
「新
潮
」
は
高
尾
長
良

「影
媛
」
が
話
題
。

ち
ゃ
ん
と
最
後
ま
で
読
ん
だ
け
ど
、
た
い
へ
ん
で
し

た
。
古
代
的
な
リ
ズ
ム
を
通
し
て
今
の
日
本
一語
で
は

で
き
な
い
何
か
を
呼
び
起
こ
す
試
み
は
立
派
で
、
何

ら
か
の
体
験
は
得
ら
れ
る
も
の
の
、
話
の
枠
は
案
外

ふ
つ
う
に
近
代
的
で
は
？
　
と
も
。
い
し
い
し
ん
じ

「海
と
山
の
ビ
ア
ノ
」
は
い
つ
も
な
が
ら
文
章
も
イ
メ

ー
ジ
も
物
語
も
き
れ
い
だ
が
、
も
う
少
し
汚
い
容
器

に
入
れ
て
み
た
い
誘
惑
が
。
宮
崎
誉
子

「笑
う
門
に

は
老
い
来
た
る
」
は
こ
れ
ま
た
介
護
小
説
で
、
「娘

は
生
理
中
に
不
機
嫌
で
、
私
は
生
理
前
に
不
機
嫌
に

な
る
」
的
な
ブ
ロ
グ
っ
ぽ
い
文
章
が
延
々
と
つ
づ
い

た
。
谷
崎
由
依
研

錫
」
は
ま
さ
に
典
型
的
な

「そ
こ

そ
こ
」
小
説
。
カ
ッ
プ
ル
の
葛
藤
も
、最
後
の
変
身
諄

の
仄
め
か
し
も
、
そ
れ
ほ
ど
ど
き
っ
と
せ
ず
。
「群

像
」
の
宮
下
遼
「無
名
事
の
夜
」
は
伝
聞
調
風
の
枠
を

駆
使
し
て
ア
ラ
ビ
ア
ン
ナ
イ
ト
的
世
界
を
現
代
に
よ

み
が
え
ら
せ
る
。
何
よ
り
著
者
の
表
現
力
に
は
敬
服
。

言
葉
が
ぎ
っ
し
り
つ
ま
る
快
楽
に
流
れ
る
冒
頭
部
の

語
り
か
ら
は
じ
ま
り
、
き
め
の
細
か
い
文
章
の
読
み

心
地
が
い
い
。
後
半
部
に
か
け
て
も
す
ば
ら
し
い
描

写
が
何
力
所
か

（
一
四
七
頁
、
一
五
五
頁
な
ど
）。後

は
芯
と
な
る
物
語
に
も
う
ち
ょ
い
ひ
ね
り
が
あ
れ
ば
。

と
い
う
わ
け
で
、恒
例
の
下
半
期
五
本
は
、小
谷
野
敦

「ヌ
エ
の
い
た
家
」
翁
學
し
、
朝
比
奈
あ
す
か

フ

ビ

エ
ル
が
欲
し
い
」
翁
群
し
、
小
野
正
嗣

「九
年
前
の

祈
り
」
翁
群
し
、
高
橋
弘
希

「指
の
骨
」
「
型
）、
上

村
亮
平

「み
ず
う
み
の
ほ
う
へ
」
翁
す
し
。
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