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第
５
回 

ふ
う
太
の
杜 

常
田
富
士
男
文
学
賞 

講
評 

  
第
５
回 

ふ
う
太
の
杜 

常
田
富
士
男
文
学
賞
に
は
、 

 
 

第
１
部 

「
創
作
昔
ば
な
し
」
部
門
に 

二
十
編 

 
 

第
２
部 

「
手
紙
」
：
テ
ー
マ
「
ご
は
ん
に
ま
つ
わ
る
母
へ
の
手
紙
」

※
母
は
、
家
族
も
可
に
は
、
一
般
：
十
七
編
、
小
中
学
生
：
六
十
二
編
、
計

九
十
九
編
の
応
募
が
あ
っ
た
。
コ
ロ
ナ
禍
の
中
、
全
国
か
ら
作
者
の
心
の

思
い
を
織
り
込
ん
だ
作
品
が
寄
せ
ら
れ
た
こ
と
に
、
ま
ず
感
謝
申
し
上
げ

た
い
。 

 

受
賞
作
品
に
つ
い
て
の
要
旨
と
寸
評
を
述
べ
、
講
評
に
代
え
た
い
。 

  

一 

第
１
部 

創
作
昔
ば
な
し 
部
門 

  

常
田
富
士
男
賞 

 

「
ね
つ
を
だ
し
た
お
っ
と
う
」 

 
 
 

細
江 

隆
一 

 
 

岐
阜
県
加
茂
郡
八
百
津
町 

 
 

昔
々
あ
る
と
こ
ろ
に
、
せ
い
た
と
い
う
男
の
子
が
お
っ
と
う
と
二
人
で

住
ん
で
い
た
。
お
っ
か
あ
は
と
う
の
昔
に
死
ん
で
し
ま
っ
て
二
人
で
暮
ら

し
て
い
た
。
せ
い
た
は
お
っ
と
う
に
甘
え
、
お
っ
と
う
も
一
人
っ
子
の
せ

い
た
を
可
愛
が
っ
て
い
た
。
あ
る
日
の
こ
と
、
お
っ
と
う
が
突
然
熱
を
出

し
て
寝
込
ん
で
し
ま
っ
た
。
心
配
に
な
っ
た
せ
い
た
は
、
隣
の
家
の
お
ば

あ
さ
ん
か
ら
、
一
つ
山
を
超
え
た
村
に
い
い
お
医
者
さ
ん
が
い
る
、
し
か

し
そ
の
山
に
は
「
や
ま
ん
ば
」
が
い
る
と
い
う
と
い
う
こ
と
を
聞
か
さ
れ

た
。
せ
い
た
は
恐
ろ
し
か
っ
た
が
、
お
っ
と
う
の
為
に
意
を
決
し
て
山
道

に
向
か
う…

。 
 

こ
の
辺
り
ま
で
読
み
進
め
る
と
、
斉
藤
隆
介
の
『
モ
チ
モ
チ
の
木
』
を

彷
彿
さ
せ
る
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
。
し
か
し
、
途
中
で
出
会
っ
た
「
や
ま

ん
ば
」
が
せ
い
た
に
要
求
し
た
の
は
、
髪
の
毛
だ
っ
た
。
往
き
に
半
分
、
帰

り
に
半
分
せ
い
た
の
髪
の
毛
は
無
く
な
り
、
頭
は
つ
る
ん
つ
る
ん
に
。
で

も
、
髪
の
毛
を
代
償
に
お
医
者
さ
ん
を
お
っ
と
う
の
元
に
送
る
こ
と
が
出

来
、
お
っ
と
う
の
熱
は
下
が
っ
た
。
そ
の
夜
、
せ
い
た
は
夢
を
見
た
。
「
や

ま
ん
ば
」
と
子
ど
も
の
「
や
ま
ん
ば
」
が
出
て
き
た
。
こ
ど
も
の
「
や
ま
ん

ば
」
の
頭
に
は
、
せ
い
た
の
ふ
さ
ふ
さ
の
髪
の
毛
が
つ
い
て
い
た
。 

〔
寸
評
〕 

 

「
や
ま
ん
ば
」
が
な
ぜ
髪
の
毛
を
せ
い
た
か
ら
抜
き
取
っ
た
か
と
い
う

と
、
つ
る
つ
る
頭
の
子
ど
も
の
「
や
ま
ん
ば
」
の
た
め
だ
っ
た
と
い
う
終

末
で
あ
る
。
こ
の
モ
チ
ー
フ
は
、
今
日
の
ヘ
ア
ー
ド
ネ
ー
シ
ョ
ン
（
髪
の

寄
付
）
に
あ
る
。
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
（
持
続
可
能
な
開
発
の
た
め
の
目
標
）
の
観
点

か
ら
す
る
と
、
③
番
「
す
べ
て
の
人
に
健
康
と
福
祉
を
」
、
④
番
「
質
の
高

い
教
育
を
み
ん
な
に
」
、
⑫
番
「
つ
く
る
責
任
使
う
責
任
」
、
⑰
番
「
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
で
目
標
を
達
成
し
よ
う
」
な
ど
に
関
連
し
て
い
る
。
昔
ば

な
し
で
あ
り
な
が
ら
、
今
日
的
な
話
題
に
通
じ
る
作
品
と
な
っ
た
。 

 

ま
た
、
本
作
品
は
全
部
ひ
ら
が
な
で
表
記
さ
れ
て
お
り
、
小
さ
な
子
ど

も
で
も
読
み
進
め
る
こ
と
が
出
来
、
「
語
り
」
と
し
て
の
文
学
の
面
か
ら

も
評
価
し
た
い
。 

 
  

佳
作 

 

「
ウ
ソ
ツ
キ
安
兵
衛
の
日
記
」 

 
 

安
沢 

幸
二 

 
 

高
知
県
高
知
市
比
島
町 

 
 

昔
々
あ
る
山
奥
に
安
兵
衛
と
い
う
青
年
が
い
た
。
な
ぜ
だ
か
安
兵
衛
は
、

村
人
か
ら
は
ひ
ど
く
嫌
わ
れ
て
い
た
。
安
兵
衛
の
言
っ
た
こ
と
と
反
対
の

こ
と
が
起
こ
る
か
ら
だ
。
例
え
ば
「
お
ー
い
！
イ
ノ
シ
シ
が
そ
っ
ち
の
畑

を
荒
ら
し
て
い
る
ぞ
ー
！
」
と
叫
ぶ
と
、
村
人
が
畑
に
行
く
前
に
イ
ノ
シ

シ
は
畑
か
ら
い
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
イ
ソ
ッ
プ
物
語
の
「
オ

オ
カ
ミ
少
年
」
の
よ
う
に
、
安
兵
衛
は
ウ
ソ
ツ
キ
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
。 

 

そ
れ
な
ら
ば
、
日
記
に
つ
け
て
自
分
は
ウ
ソ
ツ
キ
で
な
い
こ
と
を
証
そ

う
と
し
た
の
だ
が
、
日
記
に
記
し
た
こ
と
と
反
対
の
こ
と
も
起
こ
っ
て
し

ま
い
、
日
記
に
ま
で
ウ
ソ
を
書
く
の
か
と
、
村
人
か
ら
心
な
い
言
葉
を
浴

び
せ
ら
れ
、
安
兵
衛
は
家
に
塞
ぎ
込
ん
で
し
ま
う
。 

 

そ
ん
な
あ
る
日
、
村
長
の
娘
が
不
治
の
病
に
か
か
っ
た
。
心
優
し
い
安
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兵
衛
は
、
娘
さ
ん
が
治
る
よ
う
に
毎
日
神
様
に
お
祈
り
す
る
と
村
長
に
申

し
出
た
。
と
こ
ろ
が
村
長
か
ら
は
「
お
前
さ
ん
の
ウ
ソ
は
聞
き
た
く
な
い
。

帰
っ
て
く
れ
」
と
言
わ
れ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
自
分
の
言
っ
た
り
書
い

た
り
し
た
こ
と
と
反
対
の
こ
と
が
起
こ
る
な
ら
、
【
村
長
の
娘
は
、
き
っ

と
治
ら
な
い
】
と
書
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
翌
日
、
安
兵
衛
は
米
屋
で
日

記
を
落
と
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
そ
の
文
面
を
米
屋
の
主
人
に
見
ら
れ
、

村
長
や
村
人
の
耳
に
入
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
安
兵
衛
は
と
う
と
う
村

か
ら
追
い
出
さ
れ
た
。 

 

安
兵
衛
が
村
か
ら
追
い
出
さ
れ
た
日
か
ら
、
村
長
の
娘
の
病
は
目
に
見

え
て
よ
く
な
っ
て
い
っ
た
。
一
方
、
以
前
に
安
兵
衛
が
言
っ
た
こ
と
（
イ

ノ
シ
シ
や
ク
マ
や
サ
ル
な
ど
が
村
の
畑
を
荒
ら
す
こ
と
）
が
次
々
と
起
こ

る
よ
う
に
な
る
。
村
人
達
は
作
物
が
収
穫
出
来
な
く
な
り
生
活
が
で
き
な

く
な
っ
て
し
ま
う
。 

 

冬
の
あ
る
日
、
村
長
が
安
兵
衛
の
家
を
売
り
払
お
う
と
し
て
、
家
の
中

に
入
る
と
一
冊
の
日
記
が
置
い
て
あ
っ
た
。
村
長
は
そ
の
日
記
を
読
み
、

安
兵
衛
の
言
っ
た
こ
と
や
書
い
た
こ
と
が
全
部
本
当
の
事
だ
と
分
か
っ

た
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
村
中
に
伝
え
、
風
の
便
り
に
聞
い
た
安
兵
衛
の

住
ん
で
い
る
村
に
、
手
紙
と
日
記
を
送
っ
た
の
で
あ
る
。
し
ば
ら
く
し
て

安
兵
衛
は
村
に
帰
っ
て
き
て
、
ず
っ
と
幸
せ
に
暮
ら
し
た
。 

〔
寸
評
〕 

 

作
品
の
文
体
か
ら
み
る
と
、
前
半
は
会
話
に
「
べ
え
」
や
「
べ
」
の
終
助

詞
を
つ
か
っ
て
の
語
り
口
調
で
あ
る
が
、
後
半
は
説
明
的
に
展
開
す
る
の

で
、
語
り
の
文
学
と
し
て
の
一
貫
性
を
齎
せ
た
い
。 

 

「
う
そ
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
、
ま
ん
が
日
本
昔
ば
な
し
で
は
、
「
う
そ
の

名
人
」
（
三
重
県
）
、
「
嘘
に
の
る
欲
」
（
山
口
県
）
な
ど
が
あ
る
。
し
か

し
、
言
っ
た
り
書
い
た
り
し
た
こ
と
と
逆
の
こ
と
が
起
こ
る
テ
ー
マ
の
昔

話
は
、
管
見
で
は
あ
る
が
目
や
耳
に
し
た
こ
と
が
な
い
。
安
兵
衛
が
日
記

に
記
し
た
【
村
長
の
娘
は
、
き
っ
と
治
ら
な
い
】
は
、
安
兵
衛
の
心
の
中
の

願
い
と
は
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
的
に
展
開
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
、
娘
の
病
が
治
る
。
そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
根
底
に
は
、
東
西
の
昔
話

の
、
「
金
の
斧
」
や
「
花
咲
か
じ
い
さ
ん
」
、
「
舌
切
り
雀
」
な
ど
に
共
通

す
る
、
正
直
者
こ
そ
が
報
わ
れ
る
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
、
あ
る
の
だ
と
思

わ
れ
る
。 

 

 
 

な
お
、
第
１
部
で
は
前
記
の
作
品
の
他
に
「
時
の
神
」
、
「
た
な
ば
た
さ

ま
と
赤
ん
坊
」
、
「
吾
作
の
櫛
」
、
「
ボ
ク
の
名
前
」
が
、
入
賞
候
補
作
品

と
な
っ
た
。 

  

二 

第
２
部 

手
紙
（
一
般
）  

テ
ー
マ
：
「
ご
は
ん
に
ま
つ
わ
る
母
へ
の

手
紙
」
※
母
は
家
族
も
可 

  

木
島
平
村
長
賞 

 
 

 
 
 

「
風
呂
敷
弁
当
」 

福
島 

千
佳 

 
 
 
 

奈
良
県
桜
井
市 

  

小
学
校
一
年
生
の
初
め
て
の
遠
足
の
お
弁
当
。
朝
起
き
る
と
台
所
に
は

大
き
な
二
段
弁
当
が
風
呂
敷
に
包
ま
れ
て
あ
っ
た
。
お
む
す
び
六
個
入
っ

た
大
き
な
お
弁
当
。
「
足
り
な
い
子
に
分
け
て
あ
げ
な
さ
い
」
と
母
は
満

足
気
。 

 

六
年
生
の
お
姉
ち
ゃ
ん
と
手
を
つ
な
い
で
の
遠
足
。
お
昼
に
な
っ
た
。

レ
ジ
ャ
ー
シ
ー
ト
に
座
り
、
お
弁
当
を
出
し
て
、
ギ
ョ
ッ
と
し
た
。
他
の

子
の
お
弁
当
は
小
さ
な
タ
ッ
パ
ー
サ
イ
ズ
。
風
呂
敷
に
二
段
弁
当
の
子
な

ん
て
誰
も
い
な
い
。
急
に
恥
ず
か
し
く
な
っ
て
、
風
呂
敷
弁
当
を
リ
ュ
ッ

ク
に
戻
す
。 

 

六
年
生
の
お
姉
ち
ゃ
ん
や
先
生
の
「
食
べ
な
い
の
？
大
丈
夫
？
」
の
声

に
も
た
だ
た
だ
首
を
振
り
、
「
い
ら
な
い
」
を
繰
り
返
す
私
。 

 

重
く
て
恥
ず
か
し
い
弁
当
を
出
し
た
お
母
さ
ん
へ
の
怒
り
と
、
一
生
懸

命
作
っ
て
く
れ
た
お
弁
当
に
手
を
付
け
な
か
っ
た
申
し
訳
な
い
気
持
ち
が

ご
ち
ゃ
混
ぜ
に
な
っ
て
、
遠
足
の
帰
り
道
泣
い
て
し
ま
う
。 

 

家
に
帰
っ
て
の
母
の
対
応
や
、
そ
の
弁
当
を
食
べ
た
の
か
ど
う
か
の
記

憶
の
記
憶
は
な
い
が
、
今
な
ら
分
か
る
こ
と
が
あ
る
。
あ
の
お
弁
当
の
重

み
は
お
母
さ
ん
の
大
き
な
愛
情
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
。
あ
の
日
の
思
い
出

は
宝
物
だ
。 

〔
寸
評
〕 

 

長
女
で
あ
る
作
者
の
初
め
て
の
遠
足
。
母
に
と
っ
て
も
初
め
て
の
遠
足

の
お
弁
当
作
り
。
お
腹
を
す
か
せ
て
は
な
る
ま
い
と
、
心
を
込
め
て
作
っ

た
六
個
の
お
む
す
び
。
し
か
し
、
小
学
校
一
年
生
、
背
丈
が
前
か
ら
二
番
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目
の
私
に
と
っ
て
は
、
ず
っ
し
り
重
く
、
恥
ず
か
し
い
大
き
な
風
呂
敷
弁

当
で
あ
っ
た
。
六
個
の
お
に
ぎ
り
を
通
し
て
の
母
と
子
の
思
い
の
交
錯
が
、

大
人
に
な
っ
た
今
で
は
、
げ
ら
げ
ら
と
笑
え
る
よ
う
な
大
切
な
思
い
出
と

な
っ
た
。
そ
の
母
の
笑
い
顔
を
見
て
私
も
涙
を
流
し
て
笑
っ
た
。
母
と
娘

の
温
か
で
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
絆
が
伝
わ
る
作
品
と
な
っ
た
。 

 

な
お
、
作
者
の
福
島
氏
は
、
第
１
回
ふ
う
太
の
杜
文
学
賞
（
２
０
１
８

年
）
の
手
紙
：
テ
ー
マ
「
ふ
る
さ
と
と
ご
飯
（
お
米
）
」
に
お
い
て
、
「
生

き
る
力
」
で
銅
賞
を
受
賞
し
て
い
る
。 

   

木
島
平
米
ブ
ラ
ン
ド
研
究
会
長
賞 

 
 

 
 
 

「
山
賊
風
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
」 

 

中
島 

英
三 

 

兵
庫
県
三
木
市 

 
  

現
在
お
ふ
く
ろ
は
、
百
二
歳
、
施
設
に
入
所
し
て
い
る
。
二
週
間
に
一

度
施
設
に
出
向
い
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
面
会
し
て
い
る
。
そ
の
合
間
に
書
い

た
お
ふ
く
ろ
へ
の
手
紙
。 

 

高
校
二
年
生
の
こ
と
。
自
分
の
実
家
は
遠
方
な
の
で
、
高
校
の
近
く
に

下
宿
し
て
い
た
。
友
だ
ち
の
三
人
は
、
そ
の
こ
と
が
信
じ
ら
れ
な
く
て
、

あ
る
日
路
線
バ
ス
で
小
一
時
間
か
け
て
実
家
に
遊
び
に
き
た
。 

 

お
ふ
く
ろ
は
農
作
業
で
忙
し
い
中
、
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
を
大
鍋
一
杯
に
作

っ
て
く
れ
た
。
当
時
の
我
が
家
の
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
は
、
サ
バ
缶
に
ジ
ャ
ガ

イ
モ
、
ニ
ン
ジ
ン
、
玉
ね
ぎ
、
ナ
ス
、
カ
ボ
チ
ャ
な
ど
の
季
節
の
野
菜
を
乱

切
り
し
た
山
賊
風
の
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
。
僕
た
ち
四
人
は
、
色
々
な
こ
と
を

話
し
な
が
ら
お
代
わ
り
を
し
て
腹
一
杯
食
べ
た
。 

 

一
人
息
子
の
大
切
な
友
達
の
た
め
に
、
何
も
言
わ
ず
に
一
心
で
作
っ
て

く
れ
た
山
賊
風
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
。
で
も
、
こ
れ
ま
で
ず
っ
と
照
れ
く
さ
く

て
、
お
ふ
く
ろ
に
お
礼
を
言
っ
て
な
か
っ
た
。
今
更
遅
す
ぎ
る
が
、
今
度

の
面
会
の
時
に
「
あ
の
と
き
は
ホ
ン
ト
に
あ
り
が
と
う
」
っ
て
お
礼
を
言

う
よ
。
ま
た
顔
を
見
に
行
く
か
ら
元
気
で
い
て
ね
。 

〔
寸
評
〕 

 

作
者
は
現
在
七
十
二
歳
。
高
校
二
年
生
は
五
十
五
年
前
、
昭
和
四
十
二

年
後
頃
の
思
い
出
で
あ
る
。
昭
和
四
十
二
年
、
大
相
撲
で
言
え
ば
、
大
鵬

や
柏
戸
が
活
躍
し
て
い
た
時
代
で
あ
る
。
農
作
業
の
忙
し
い
中
で
は
あ
る

が
、
大
事
な
一
人
息
子
の
大
切
な
友
達
の
た
め
に
、
何
も
言
わ
ず
に
作
っ

て
く
れ
た
サ
バ
缶
入
り
の
山
賊
風
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
は
、
友
達
と
会
話
を
交

わ
し
な
が
ら
の
お
い
し
い
ご
飯
で
あ
っ
た
。 

ち
な
み
に
「
サ
バ
缶
」
は
、
木
島
平
村
を
含
め
、
雪
深
い
長
野
県
北
信
地

方
で
は
、
貴
重
な
タ
ン
パ
ク
源
で
あ
り
、
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
の
具
材
と
し
て

も
愛
用
さ
れ
て
い
た
。
そ
ん
な
こ
と
も
あ
り
、
山
賊
風
の
カ
レ
ー
ラ
イ
ス

に
は
親
し
み
も
感
じ
ら
れ
る
。 

七
十
二
歳
の
息
子
が
百
二
歳
の
お
ふ
く
ろ
に
お
礼
の
言
葉
を
言
う
。
半

世
紀
以
上
の
母
と
子
の
関
わ
り
が
温
か
く
紡
ぎ
出
さ
れ
て
く
る
作
品
と
な

っ
た
。 

  
 

佳
作 

  
 

「
ご
め
ん
な
さ
い
」 

山
崎 

幸
子 

 
 

東
京
都
中
野
区 

 
 

昭
和
三
十
七
年
、
五
歳
の
私
が
初
め
て
幼
稚
園
の
遠
足
に
行
っ
た
と
き

の
お
弁
当
の
話
。
ピ
カ
ピ
カ
の
赤
い
ア
ル
ミ
の
弁
当
箱
に
入
っ
て
い
た
の

は
、
俵
型
の
海
苔
巻
き
お
む
す
び
が
六
個
だ
け
。
周
り
の
友
達
は
、
花
形

の
ゆ
で
卵
や
タ
コ
の
ウ
ィ
ン
ナ
を
お
い
し
そ
う
に
つ
ま
ん
で
い
た
。 

 

私
は
簡
素
な
自
分
の
弁
当
を
無
性
に
恥
ず
か
し
く
な
り
、
お
む
す
び
を

一
つ
取
り
出
し
て
蓋
を
閉
め
る
。
一
口
食
べ
る
と
、
大
嫌
い
な
梅
干
し
が

顔
を
覗
か
せ
て
い
た
。
お
か
ず
が
な
く
ち
ゃ
食
べ
ら
れ
な
い
と
お
む
す
び

を
弁
当
箱
に
戻
そ
う
と
再
度
蓋
を
取
っ
た
瞬
間
に
、
中
の
お
む
す
び
が
全

部
転
が
り
出
て
、
敷
物
を
横
切
り
土
の
上
に
着
地
。
「
あ
っ
、
お
む
す
び
こ

ろ
り
ん
だ
」
と
誰
か
の
声
。 

 

そ
こ
で
私
は
、
土
に
ま
み
れ
た
お
む
す
び
を
素
早
く
拾
い
、
弁
当
箱
に

押
し
込
ん
で
蓋
を
す
る
。
汚
れ
た
お
む
す
び
を
人
に
見
ら
れ
る
の
が
無
性

に
恥
ず
か
し
か
っ
た
か
ら
だ
。 

 

半
世
紀
以
上
も
昔
の
こ
と
で
そ
の
後
の
こ
と
は
覚
え
て
い
な
い
が
、
今

な
ら
分
か
る
こ
と
が
あ
る
。
二
つ
下
の
弟
を
背
負
い
な
が
ら
店
の
手
伝
い

を
し
て
忙
し
か
っ
た
貴
方
が
、
私
の
た
め
に
初
め
て
の
遠
足
の
お
む
す
び

を
握
っ
て
く
れ
た
こ
と
。
初
夏
な
の
で
傷
ま
な
い
よ
う
に
と
梅
干
し
を
入

れ
て
く
れ
た
こ
と
。
副
食
ま
で
は
手
が
回
ら
な
か
っ
た
こ
と
。
土
に
ま
み
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れ
ほ
と
ん
ど
手
つ
か
ず
の
お
む
す
び
を
見
て
、
心
を
傷
め
た
こ
と
。 

 

当
時
は
、
家
に
か
ま
ど
が
あ
り
、
毎
朝
火
を
熾
し
て
羽
釜
で
ご
飯
を
炊

い
て
い
た
貴
方
。
炊
き
た
て
の
ご
飯
で
握
っ
た
お
む
す
び
は
、
今
な
ら
贅

沢
の
極
み
だ
。
あ
の
日
に
帰
れ
た
な
ら
、
私
は
貴
方
に
謝
り
た
い
。
ご
め

ん
な
さ
い
。
私
は
見
栄
っ
張
り
で
我
が
儘
な
子
ど
も
で
し
た
。 

〔
寸
評
〕 

 

木
島
平
村
長
賞
を
と
っ
た
「
風
呂
敷
弁
当
」
と
似
た
題
材
と
な
っ
た
。

こ
こ
で
も
、
子
ど
も
の
初
め
て
の
遠
足
で
の
お
弁
当
を
め
ぐ
っ
て
、
親
の

思
い
と
子
ど
も
の
願
い
と
が
交
錯
し
た
こ
と
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
本

作
で
は
、
蓋
を
取
っ
た
瞬
間
に
お
む
す
び
が
全
部
転
が
り
出
て
し
ま
う
と

い
う
悲
劇
も
起
こ
る
。
周
り
の
友
達
の
お
弁
当
の
お
か
ず
と
比
べ
、
お
む

す
び
だ
け
の
簡
素
な
内
容
を
恥
じ
る
と
い
う
子
ど
も
な
り
の
精
神
的
動
揺

も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

半
世
紀
以
上
経
っ
た
今
で
こ
そ
、
当
時
の
母
の
思
い
が
理
解
で
き
、
あ

の
日
に
帰
っ
た
ら
謝
り
た
い
。 

「
ご
め
ん
な
さ
い
、
お
母
さ
ん
、
貴
方
の
心
を
込
め
た
お
む
す
び
を
台
無

し
に
し
て
。
私
は
見
栄
っ
張
り
で
我
が
儘
な
子
ど
も
で
し
た
。
」
と
懺
悔

す
る
の
だ
。 

   

佳
作 

 
 
 
 

 

「
真
っ
黒
こ
げ
の
ご
飯
」 

宮
内 

瑞
穂 

 

千
葉
県
市
川
市 

  

私
が
小
学
校
一
年
生
の
時
に
、
真
っ
黒
焦
げ
の
ご
飯
を
炊
い
た
こ
と
の

思
い
出
を
、
（
お
そ
ら
く
天
国
に
い
る
）
母
に
語
り
か
け
る
手
紙
。 

 

畑
の
草
取
り
に
行
く
か
ら
、
ご
飯
を
炊
い
て
お
い
て
、
と
頼
ま
れ
た
私
。

遊
び
盛
り
の
私
は
す
ご
く
不
満
だ
っ
た
が
、
嫌
だ
と
拒
む
こ
と
が
出
来
ず

に
、
い
や
い
や
な
が
ら
か
ま
ど
に
火
を
点
け
る
。
庭
の
方
で
は
近
所
の
子

と
弟
と
妹
の
遊
ん
で
い
る
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。 

 

ど
う
し
て
私
ば
っ
か
り
用
を
言
い
つ
け
ら
れ
る
の
か
、
お
姉
ち
ゃ
ん
て

損
だ
な
と
思
い
な
が
ら
、
ど
ん
ど
ん
枯
れ
木
を
か
ま
ど
に
投
げ
込
む
。
お

釜
か
ら
じ
ゅ
う
じ
ゅ
う
音
を
立
て
て
米
汁
が
流
れ
落
ち
て
も
、
そ
れ
が
ご

飯
を
炊
け
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
は
知
ら
ず
に
、
焦
げ
臭
い
匂
い
が

し
て
も
火
力
を
緩
め
ず
ど
ん
ど
ん
木
を
く
べ
て
い
る
私
。 

「
何
を
し
ち
ょ
る
ん
か
ね
。
畑
ま
で
こ
げ
た
匂
い
が
し
て
き
た
の
で
、
帰

っ
て
み
た
ら
、
ご
飯
が
真
っ
黒
じ
ゃ
な
い
の
。
こ
れ
じ
ゃ
、
食
べ
れ
ん
」

と
、
私
を
叱
り
と
ば
す
母
。
そ
の
う
え
役
立
た
ず
と
罵
ら
れ
て
、
辛
く
悲

し
く
泣
く
し
か
な
か
っ
た
私
。 

 

「
瑞
穂
は
決
し
て
悪
く
は
な
い
。
ご
飯
の
炊
き
方
を
知
ら
な
か
っ
た
だ

け
」
と
、
あ
の
時
慰
め
て
欲
し
か
っ
た
私
。
今
は
炊
飯
器
が
あ
り
失
敗
す

る
こ
と
な
く
ご
飯
を
炊
い
て
い
る
。
真
っ
黒
焦
げ
の
ご
飯
は
、
母
と
の
な

つ
か
し
い
思
い
出
だ
。 

〔
寸
評
〕 

 

作
者
の
宮
内
さ
ん
の
ご
年
齢
は
七
十
六
歳
。
戦
後
昭
和
二
十
一
年
の
お

生
ま
れ
で
あ
る
。
炊
飯
器
が
世
の
中
に
出
回
る
の
は
昭
和
三
十
年
代
だ
か

ら
、
小
学
校
一
年
生
の
時
は
、
か
ま
ど
で
羽
釜
を
使
っ
て
ご
飯
を
炊
く
の

が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
農
家
な
ど
で
忙
し
い
時
期
に
は
、
夕
飯
を
炊
く
仕

事
は
、
子
ど
も
に
任
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
あ
っ
た
。 

 

し
か
し
、
小
学
校
一
年
生
の
作
者
は
、
誰
か
ら
も
ご
飯
の
炊
き
方
や
、

「
始
め
チ
ョ
ロ
チ
ョ
ロ
、
中
パ
ッ
パ
ッ
。
赤
子
泣
い
て
も
蓋
と
る
な
」
と

い
う
ご
飯
炊
き
用
語
が
あ
る
こ
と
な
ん
か
を
教
え
て
も
ら
っ
て
い
な
か
っ

た
。
だ
か
ら
、
た
だ
か
ま
ど
に
薪
を
く
べ
る
だ
け
の
私
だ
っ
た
。 

 

焦
げ
臭
い
匂
い
を
感
じ
た
の
で
、
血
相
を
変
え
て
帰
っ
て
き
た
母
。
お

釜
の
蓋
を
取
り
、
私
を
叱
り
と
ば
す
母
、
そ
の
上
「
役
立
た
ず
」
と
罵
ら
れ

る
私
。
私
に
と
っ
て
、
ご
は
ん
に
ま
つ
わ
る
母
と
の
思
い
出
は
、
辛
く
悲

し
い
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

し
か
し
、
歳
月
が
流
れ
、
こ
の
辛
く
悲
し
い
思
い
出
が
あ
ま
り
に
も
印

象
深
く
、
今
と
な
っ
て
は
母
を
偲
ぶ
懐
か
し
い
思
い
出
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。 

  
な
お
、
第
２
部
手
紙
（
一
般
）
テ
ー
マ
：
「
ご
は
ん
に
ま
つ
わ
る
母
へ
の

手
紙
」
※
母
は
家
族
も
可
で
は
、
審
査
員
の
間
で
、
「
ご
は
ん
」
を
ど
う
扱

う
か
話
題
に
な
っ
た
。
一
般
的
に
は
、
「
①
飯
の
丁
寧
な
言
い
方
。―

炊
き

た
て
の
ご
は
ん
。
②
食
事
の
総
称
。―

昼
ご
は
ん
。―

ご
は
ん
に
誘
う
。
」

等
の
解
釈
が
あ
る
が
、
主
催
者
の
願
い
か
ら
、
米
を
使
っ
て
炊
い
た
ご
は

ん
を
テ
ー
マ
の
対
象
と
し
た
。 

 

前
出
の
入
賞
作
品
の
他
に
、
「
拝
啓 

母
上
様
」
、
「
ご
は
ん
に
ま
つ
わ
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る
母
へ
の
手
紙
」
「
心
細
か
っ
た
お
に
ぎ
り
」
「
や
っ
ぱ
り
”
お
好
み
焼

き
”
が
好
き
」
「
俺
に
も
弁
当
を
」
が
入
賞
作
品
候
補
と
な
っ
た
。 

  

三 
第
２
部 

手
紙
（
小
中
学
生
） 

  

タ
ツ
ノ
コ
賞 

 
 

  
 

「
お
母
さ
ん
の
気
遣
い
」 

渡
辺 

紗
雪 

 
 

長
野
県
山
ノ
内
町
立
山
ノ
内
中
学
校 

  

部
活
動
を
し
て
い
る
中
学
三
年
生
の
作
者
。
毎
日
の
朝
ご
飯
は
お
に
ぎ

り
。
そ
れ
は
一
回
り
大
き
め
の
サ
イ
ズ
。
学
校
で
お
腹
を
す
か
せ
な
い
よ

う
に
と
い
う
母
の
気
遣
い
が
嬉
し
い
。
部
活
動
の
大
会
や
練
習
試
合
の
日

は
、
必
ず
お
に
ぎ
り
が
二
つ
。
一
つ
は
朝
食
用
で
、
も
う
一
つ
は
昼
食
用
。

朝
食
の
お
に
ぎ
り
を
食
べ
な
が
ら
現
地
に
向
か
う
。
そ
し
て
嬉
し
い
の
は

試
合
後
の
お
弁
当
。
海
苔
の
香
り
が
す
る
お
に
ぎ
り
。
今
日
の
具
材
は
何

か
楽
し
み
に
お
に
ぎ
り
を
ほ
お
ば
る
。 

 

大
会
前
日
の
夕
食
は
、
母
の
手
作
り
の
カ
ツ
丼
。
少
し
甘
く
て
濃
い
め

の
カ
ツ
丼
を
食
べ
る
こ
と
で
、
明
日
の
大
会
へ
の
意
気
込
み
と
な
っ
た
。 

 

母
の
食
事
へ
の
気
遣
い
の
お
陰
で
、
故
障
も
な
く
健
康
に
過
ご
せ
て
き

た
。
今
ま
で
は
そ
れ
が
当
た
り
前
だ
と
思
っ
て
い
た
。
部
活
動
が
終
わ
っ

た
今
、
改
め
て
母
の
作
っ
た
ご
飯
に
毎
日
支
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
気
づ

き
、
あ
り
が
と
う
と
感
謝
す
る
私
。 

〔
寸
評
〕 

 

母
と
娘
の
絆
が
毎
日
の
ご
飯
を
通
し
て
深
く
結
ば
れ
て
い
る
。
部
活
動

で
忙
し
く
活
動
し
て
い
る
娘
の
朝
食
の
お
に
ぎ
り
。
最
高
に
美
味
し
い
状

態
で
食
べ
さ
せ
た
い
と
い
う
母
の
気
遣
い
を
嬉
し
く
思
う
作
者
。
朝
食
だ

け
で
は
な
い
。
試
合
の
前
日
に
は
、
絶
対
勝
て
る
よ
う
に
と
の
手
作
り
カ

ツ
丼
。
そ
の
味
加
減
に
も
明
日
へ
の
活
力
を
生
み
出
す
工
夫
が
さ
れ
て
い

る
。 

 

部
活
動
を
終
了
す
る
ま
で
健
康
で
過
ご
せ
て
来
た
こ
と
を
、
あ
ら
た
め

て
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
母
の
毎
日
の
ご
飯
へ
の
気
遣
い
に
支
え
ら
れ
て

い
た
こ
と
に
気
づ
く
私
。
そ
れ
を
素
直
な
心
で
感
謝
す
る
手
紙
と
な
っ
た
。

ご
は
ん
を
通
し
て
、
母
と
娘
の
温
か
い
愛
情
と
信
頼
の
心
が
見
事
に
描
き

出
さ
れ
た
作
品
と
な
っ
た
。 

   

佳
作 
 
 
 

  
 

「
お
母
さ
ん
の
毎
日
の
ご
飯
」 

渡
邉 

み
ゆ 

  

長
野
県
山
ノ
内
町
立
山
ノ
内
中
学
校 
  

こ
の
夏
に
、
母
が
十
日
間
家
に
居
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
間
、

父
と
二
人
で
家
事
分
担
し
、
食
事
は
ほ
と
ん
ど
父
が
作
っ
た
。
で
も
時
々

私
が
作
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。 

 

あ
る
日
、
私
は
お
昼
ご
飯
に
自
分
の
大
好
き
な
「
オ
ム
ラ
イ
ス
」
を
作

っ
た
。 

父
に
も
褒
め
ら
れ
素
直
に
料
理
が
楽
し
い
と
思
っ
た
。
調
子
に
乗

っ
て
、
明
日
の
昼
ご
飯
も
作
る
と
口
に
し
た
。
し
か
し
、
次
の
日
の
お
昼

ご
飯
。
な
か
な
か
メ
ニ
ュ
ー
が
決
ま
ら
な
い
。
イ
ラ
イ
ラ
し
て
き
た
時
に
、

母
の
作
っ
て
い
た
毎
日
の
料
理
を
思
い
浮
か
べ
た
。
す
る
と
、
ど
ん
ど
ん

ア
イ
デ
ィ
ア
が
浮
か
ん
で
き
た
。
そ
し
て
、
釣
り
合
い
の
と
れ
た
母
の
料

理
の
す
ご
さ
に
あ
ら
た
め
て
思
い
を
馳
せ
る
。 

 

毎
日
違
っ
た
料
理
を
作
る
こ
と
の
大
変
さ
を
実
感
し
た
私
。
仕
事
で
疲

れ
て
い
た
り
口
喧
嘩
し
た
り
し
た
時
も
、
私
の
た
め
に
き
れ
い
に
プ
レ
ー

ト
に
盛
り
付
け
て
く
れ
る
。
そ
の
母
の
毎
日
の
ご
飯
に
、
嬉
し
さ
を
感
じ

る
私
。
部
活
の
大
会
の
日
の
お
弁
当
に
も
、
母
の
思
い
や
り
の
気
持
ち
が

伝
わ
っ
て
き
て
、
あ
ら
た
め
て
感
謝
す
る
私
。 

〔
寸
評
〕 

 

母
が
家
を
空
け
た
十
日
間
に
、
食
事
作
り
の
体
験
を
通
し
て
、
母
の
毎

日
の
ご
飯
作
り
に
思
い
を
馳
せ
る
。
母
が
い
つ
も
聞
い
て
く
る
「
ご
は
ん

は
何
が
い
い
？
」
の
言
葉
に
、
毎
日
違
っ
た
料
理
を
作
る
こ
と
の
大
変
さ

を
あ
ら
た
め
て
感
じ
る
。
部
活
動
の
大
会
の
時
の
弁
当
も
皆
か
ら
褒
め
ら

れ
、
誇
り
に
思
う
私
。
思
い
を
込
め
て
作
っ
た
母
の
気
持
ち
が
伝
わ
っ
て

く
る
。 

 

「
お
母
さ
ん
の
毎
日
の
ご
飯
」
か
ら
は
、
そ
れ
を
食
べ
る
家
族
へ
の
思

い
や
り
が
こ
も
っ
て
お
り
、
そ
の
思
い
や
り
に
感
謝
す
る
手
紙
と
な
っ
た
。 

 


