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●

小

説

部

門 

選

評 

 

日
本
全
国
の
高
校
生
が
、
四
十
五
編
の
小
説
を
応
募
し
て
く
れ
ま
し
た
。
予
選
を
通
過
し
た
九
作
品
が
、
合
議
、

投
票
を
経
て
六
作
品
と
な
り
、
最
終
候
補
の
六
作
品
を
対
象
に
し
て
厳
正
な
る
選
考
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。
結
果
、

最
優
秀
賞
に
は
横
山
若
菜
さ
ん
の
「
あ
か
る
」
が
、
優
秀
賞
に
は
上
井
莉
里
佳
さ
ん
の
「
此
の
岸
よ
り
想
う
」
が
選

ば
れ
ま
し
た
。
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

「
あ
か
る
」
は
、
自
己
と
向
き
合
い
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
内
面
描
写
の
丁
寧
さ
と
切
実
さ
と
が
高
く
評
価
さ
れ

ま
し
た
。
「
此
の
岸
よ
り
想
う
」
は
、
絵
画
の
絵
画
性
と
絵
を
描
く
友
人
の
心
象
風
景
と
の
関
係
を
通
し
て
他
者
が

巧
緻
な
描
写
に
よ
り
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
評
価
さ
れ
ま
し
た
。 

予
選
を
通
過
し
た
九
作
品
に
は
、
い
ず
れ
も
魅
力
や
才
気
が
あ
り
、
今
後
の
可
能
性
を
感
じ
さ
せ
る
要
素
が
あ
り

ま
し
た
。
最
終
的
に
は
、
そ
の
完
成
度
な
ど
に
よ
っ
て
差
が
つ
い
た
の
で
す
が
、
受
賞
し
な
か
っ
た
作
品
に
も
、
間

違
い
な
く
読
者
を
惹
き
つ
け
る
部
分
が
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
書
き
手
の
表
現
力
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。 

 

全
体

と
し
て
、
多
く
の
作
品
に
は
、10

代
の
人
た
ち
の
身
近
に
存
在
す
る
死
や
い
じ
め
に
対
す
る
感
受
性
が
み
て
と
れ
ま

し
た
。
「
あ
か
る
」
「
此
の
岸
よ
り
想
う
」
だ
け
で
は
な
く
、
「
淡
紅
色
と
青
藍
」
と
「
彼
女
の
痛
み
」
と
「
残
る

燕
」
と
「
と
う
し
」
か
ら
も
、
新
し
い
何
か
を
受
け
と
め
る
機
会
に
な
り
ま
し
た
。
選
考
過
程
に
お
い
て
、
「
惜
し

い
」
「
も
う
少
し
掘
り
下
げ
ら
れ
て
い
れ
ば
」
「
も
う
少
し
読
者
に
開
か
れ
て
い
れ
ば
」
と
い
う
声
が
し
ば
し
ば
聞

か
れ
た
こ
と
も
記
し
て
お
き
ま
す
。 

 

既
存
の
概
念
や
制
度
や
感
性
を
壊
し
た
り
揺
る
が
し
た
り
新
し
い
も
の
を

打
ち
出
し
た
り
す
る
の
は
（
そ
れ
を
い
わ
ゆ
る
大
人
た
ち
に
も
わ
か
ら
せ
る
の
は
）
、
や
は
り
な
か
な
か
厄
介
な
こ

と
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
書
き
続
け
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。 

 

【
最
優
秀
賞
】 

「
あ
か
る
」 

横
山
若
菜 

 

 

【
優
秀
賞
】 

「
此
の
岸
よ
り
想
う
」 

上
井
莉
里
佳 
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独
の
部 

【

最
優
秀
賞
】 

 
 

 
 
 

早
朝
の
無
音
の
校
舎
寒
椿 

 
 

 

荒
井
よ
つ
ば 

 

  

「
椿
」
は
春
の
季
語
だ
が
、
冬
の
間
か
ら
咲
き
出
す
こ
と
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
「
寒
椿
」
「
冬
椿
」
と
呼
ぶ
。

冬
に
咲
く
特
別
な
種
類
で
は
な
い
。
冬
の
「
早
朝
」
、
寒
気
が
張
り
詰
め
た
よ
う
な
「
校
舎
」
に
は
ま
だ
登
校
す
る

人
も
な
く
、
ひ
っ
そ
り
と
し
て
い
る
。
そ
の
静
け
さ
を
、
「
早
朝
」
「
無
音
」
「
校
舎
」
と
や
や
堅
い
漢
語
の
響
き

を
、
「
の
」
で
繋
ぐ
こ
と
で
表
現
し
て
い
る
。
作
者
は
ク
ラ
ブ
の
早
朝
練
習
か
、
あ
る
い
は
早
朝
補
習
な
ど
で
登
校

し
、
校
庭
に
咲
く
「
寒
椿
」
に
足
を
止
め
た
の
だ
ろ
う
。
素
朴
な
赤
い
藪
椿
が
見
え
る
よ
う
だ
。
さ
ま
ざ
ま
な
活
動

が
始
ま
る
前
の
「
校
舎
」
の
静
寂
を
捉
え
た
こ
と
で
、
早
朝
の
空
気
に
清
潔
感
が
感
じ
ら
れ
る
。
（
井
上
） 

  

寒
椿
は
晩
冬
の
季
語
。
部
活
の
朝
練
か
、
受
験
の
た
め
か
、
ま
だ
寒
さ
の
残
る
早
朝
に
一
人
校
舎
に
来
て
た
た
ず

む
〈
私
〉
の
心
境
に
、
鮮
や
か
な
寒
椿
の
花
が
取
り
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
冬
の
朝
の
冷
た
い
空
気
の
張
り

詰
め
た
感
じ
が
、
ま
だ
人
の
気
配
も
な
い
早
朝
か
ら
学
校
に
来
て
、
や
が
て
訪
れ
る
大
事
な
一
瞬
に
向
け
た
準
備
に

打
ち
込
も
う
と
す
る
〈
私
〉
の
一
生
懸
命
さ
と
、
少
し
く
緊
張
し
た
心
持
ち
に
よ
く
見
合
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
時

間
設
定
を
「
早
朝
」
と
し
、
校
舎
を
「
無
音
」
と
し
た
こ
と
が
よ
く
利
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
張
り
詰
め

た
緊
張
感
が
あ
り
な
が
ら
も
清
々
し
い
様
子
と
、
輪
郭
の
く
っ
き
り
と
し
た
寒
椿
の
花
の
た
た
ず
ま
い
と
が
よ
く
響

き
合
う
。
季
語
「
寒
椿
」
を
う
ま
く
生
か
し
た
だ
け
で
な
く
、
季
語
以
外
の
一
つ
一
つ
の
言
葉
の
働
き
に
も
意
識
の

行
き
届
い
た
句
作
り
を
高
く
評
価
し
た
い
。
（
三
浦
） 

  

武
蔵
野
大
学
の
校
内
に
も
山
茶
花
や
茶
の
花
、
そ
し
て
冬
椿
の
花
が
咲
き
ま
す
。
冬
に
咲
く
花
は
そ
う
多
く
は
あ

り
ま
せ
ん
か
ら
、
朝
晩
は
さ
し
ず
め
街
灯
の
よ
う
で
す
。
冷
た
さ
を
帯
び
な
が
ら
開
く
花
は
し
っ
と
り
と
あ
た
た
か

く
、
そ
ん
な
寒
椿
の
存
在
を
、
誰
よ
り
も
早
く
学
校
に
到
着
し
た
こ
と
で
、
独
り
占
め
に
し
て
い
る
幸
福
感
。
き
っ

と
手
も
冷
た
く
、
し
ん
と
静
ま
り
返
っ
て
い
る
空
気
は
、
地
方
や
時
期
に
よ
っ
て
は
か
な
り
厳
し
い
も
の
の
は
ず
で

す
。
そ
れ
で
も
寒
椿
が
咲
く
よ
う
に
、
ひ
と
り
が
到
着
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
校
の
一
日
が
ゆ
っ
く
り
と
始
ま
り

ま
す
。
そ
の
と
き
寒
椿
は
、
ひ
っ
そ
り
と
た
た
ず
む
作
者
自
身
と
も
重
な
り
合
う
の
で
し
ょ
う
。
（
堀
切
） 

   

【

優
秀
賞
】

 

の
り
こ
ん
で
タ
ク
シ
ー
い
っ
ぱ
い
の
ゆ
や
け 

 
 

武
藤
龍
之
介 

  

「
タ
ク
シ
ー
」
と
い
う
小
さ
な
空
間
に
身
を
押
し
込
ん
だ
こ
と
で
、
溢
れ
ん
ば
か
り
の
「
ゆ
や
け
」
に
気
が
つ
い

た
の
だ
ろ
う
。
「
の
り
こ
ん
で
」
と
い
う
上
五
の
表
現
に
勢
い
が
あ
っ
て
、
複
数
の
人
が
よ
う
や
く
掴
ま
え
た
「
タ

ク
シ
ー
」
に
、
賑
や
か
に
乗
っ
た
よ
う
な
場
面
が
想
像
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
夏
の
夕
焼
け
が
も
た
ら
す
ま
ば
ゆ
い
オ

レ
ン
ジ
色
の
世
界
が
あ
っ
た
の
だ
。
「
タ
ク
シ
ー
」
以
外
を
平
仮
名
表
記
に
し
た
工
夫
も
効
果
的
だ
が
、
そ
う
い
う

意
図
を
感
じ
さ
せ
な
い
ほ
ど
に
作
者
の
驚
き
が
自
然
だ
。
（
井
上
） 

  

「
ゆ
や
け
（
夕
焼
け
）
」
は
一
年
中
見
ら
れ
る
も
の
だ
が
、
特
に
夏
の
そ
れ
が
壮
大
で
美
し
い
こ
と
か
ら
夏
の
季

語
と
さ
れ
る
。
夏
の
夕
暮
れ
時
に
、
帰
宅
を
急
ぐ
た
め
か
タ
ク
シ
ー
に
乗
り
込
む
。
そ
の
車
内
が
夕
日
で
赤
く
美
し
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く
照
ら
さ
れ
る
様
子
を
、
「
タ
ク
シ
ー
い
っ
ぱ
い
の
ゆ
や
け
」
と
い
う
表
現
で
見
事
に
切
り
取
っ
た
と
こ
ろ
が
こ
の

句
の
手
柄
で
あ
ろ
う
。
タ
ク
シ
ー
に
乗
り
込
む
と
い
う
状
況
設
定
か
ら
、
車
内
と
い
う
狭
く
限
ら
れ
た
空
間
を
舞
台

と
し
て
、
そ
の
中
を
夕
日
の
赤
い
光
が
い
っ
ぱ
い
に
満
た
す
と
い
う
印
象
的
な
場
面
を
作
り
上
げ
る
こ
と
に
成
功
し

て
い
る
。
夕
焼
け
の
美
し
さ
や
趣
を
ど
う
表
現
す
る
か
と
い
う
観
点
で
見
た
と
き
、
日
常
風
景
の
中
か
ら
の
切
り
取

り
方
が
独
特
で
優
れ
た
句
で
あ
る
。
（
三
浦
） 

  

高
校
生
が
み
ず
か
ら
タ
ク
シ
ー
に
乗
り
込
む
こ
と
は
少
な
い
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
タ
ク
シ
ー
に
乗
る
こ
と

自
体
が
、
と
て
も
鮮
や
か
な
体
験
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
驚
き
つ
つ
、
納
得
も
し
ま
し
た
。
ど
ん
な
タ
ク
シ

ー
な
の
で
し
ょ
う
。
部
活
の
大
会
で
敗
北
し
た
あ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ど
こ
か
遠
い
地
に
旅
を
し
て
い
る
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
親
戚
の
誰
か
が
亡
く
な
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
と
も
か
く
も
フ
ロ
ン
ト
ガ
ラ
ス
か
ら
溢
れ
ん
ば

か
り
の
「
夕
焼
」
は
、
た
だ
そ
こ
に
夕
焼
が
あ
っ
た
、
と
い
う
よ
り
は
、
感
情
が
溢
れ
出
し
て
い
る
〈
い
ま
〉
を
象

徴
し
て
い
る
よ
う
な
手
触
り
が
あ
る
一
句
で
す
。
十
七
音
を
「
い
っ
ぱ
い
」
に
使
い
な
が
ら
、
漢
字
を
避
け
る
こ
と

で
情
感
を
醸
し
て
い
る
こ
と
も
効
果
的
で
す
ね
。
（
堀
切
） 

   

【

佳
作
】

 

 
 

秋
蝶
や
恋
文
綴
る
如
く
揺
る 

 

伊
葉
小
夏 

  

恋
文
す
な
わ
ち
ラ
ブ
レ
タ
ー
。
ス
マ
ホ
で
連
絡
の
多
く
を
済
ま
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
も
、
や
は
り
手
書
き
の
喜
び

は
細
々
と
生
き
残
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
書
い
て
は
消
し
、
書
い
て
は
消
し
…
…
そ
ん
な
迷
い
や
た
め
ら
い
を
「
揺

る
」
と
捉
え
た
の
で
し
ょ
う
か
。
秋
の
蝶
は
、
夏
蝶
と
比
べ
れ
ば
、
穏
や
か
な
日
差
し
に
溶
け
る
よ
う
な
官
能
性
が

あ
り
ま
す
。
「
蝶
が
揺
れ
る
」
と
い
う
表
現
は
、
少
し
改
善
の
余
地
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
「
秋
」
が
生
き

て
い
る
こ
と
に
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
（
堀
切
） 

 

【

佳
作
】

 

 
 

青
い
空
一
筋
の
線
銀
や
ん
ま 

 

今
野
花
南 

  

銀
ヤ
ン
マ
を
含
め
て
、
蜻
蛉
は
秋
の
季
語
。
秋
晴
れ
の
空
高
く
、
銀
ヤ
ン
マ
が
糸
を
引
く
よ
う
に
ま
っ
す
ぐ
飛
ん

で
い
く
姿
を
素
直
に
句
に
し
て
い
て
、
そ
の
爽
や
か
さ
と
、
表
現
の
素
直
さ
に
好
感
を
持
て
る
。
た
だ
し
、
句
の
初

五
、
中
七
、
下
五
が
い
ず
れ
も
名
詞
で
区
切
れ
、
音
調
と
し
て
は
ぶ
つ
切
れ
に
な
っ
て
い
る
の
が
惜
し
い
。
中
七
「
一

筋
の
線
」
と
し
た
と
こ
ろ
に
な
お
工
夫
の
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
。
（
三
浦
） 

 

【

佳
作
】

 

 
 

手
を
振
っ
た
君
の
最
後
の
夏
服
か
な 

 

穐
田
進
太
郞 

 
 
 

  

「
手
を
振
っ
た
君
」
が
「
夏
服
」
姿
で
あ
っ
た
こ
と
で
、
清
々
し
く
軽
や
か
な
「
君
」
が
想
像
さ
れ
る
。
そ
れ
が

「
最
後
」
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
時
に
わ
か
っ
て
い
た
こ
と
な
の
か
、
そ
れ
と
も
結
果
と
し
て
「
最
後
」
に
な
っ
た

の
か
、
ド
ラ
マ
性
を
含
ん
で
い
る
こ
と
で
い
っ
そ
う
、
「
手
」
を
振
る
「
君
」
が
切
な
い
も
の
に
思
え
る
。
「
夏
服

か
な
」
は
字
余
り
だ
が
、
「
笑
顔
」
な
ど
と
詠
ま
な
か
っ
た
こ
と
で
こ
の
句
は
成
立
し
た
。
（
井
上
） 
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【

佳
作
】

 

 
 

春
疾
風
秘
め
し
高
鳴
り
乗
せ
に
け
り 

 

関
口
双
葉 

  

「
春
疾
風
」
は
、
春
の
変
わ
り
や
す
い
気
候
が
も
た
ら
す
嵐
の
こ
と
。
始
ま
り
の
季
節
で
あ
る
春
に
、
期
待
で
高

鳴
る
気
持
ち
を
詠
む
だ
け
で
あ
れ
ば
あ
り
ふ
れ
た
句
だ
が
、
そ
こ
に
何
か
波
乱
を
思
わ
せ
る
「
春
疾
風
」
を
取
り
合

わ
せ
た
こ
と
で
凡
庸
さ
を
脱
し
て
い
る
。
期
待
す
る
気
持
ち
と
同
じ
か
、
そ
れ
以
上
に
大
き
な
不
安
を
抱
え
て
「
春

疾
風
」
に
吹
か
れ
る
〈
私
〉
の
姿
が
句
か
ら
思
い
描
か
れ
る
。
た
だ
し
思
い
を
秘
め
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が

風
に
乗
る
の
は
や
や
不
自
然
。
た
と
え
ば
、
抑
え
き
れ
ず
に
溢
れ
る
思
い
と
し
て
「
高
鳴
り
」
を
表
現
す
る
こ
と
も

で
き
た
だ
ろ
う
。
（
三
浦
） 

 

【

佳
作
】

 

 
 

カ
ラ
フ
ル
な
遊
具
を
泣
か
す
花
の
雨 

 

稲
垣
優
一
朗 

  

公
園
の
遊
具
は
ピ
カ
ソ
の
絵
の
よ
う
に
原
色
が
あ
し
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
。
実
際
に
、
塗
り
た
て

の
塗
料
に
雨
が
降
っ
て
し
ま
い
、
「
泣
く
」
よ
う
に
滴
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
冬
の
雨
で
は
い
か
に
も
寒
々
し

い
光
景
で
す
が
、
「
花
の
雨
」
つ
ま
り
桜
の
時
期
に
降
る
あ
た
た
か
な
雨
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
ユ
ー
モ
ア
が
生
ま
れ

ま
す
。
桜
は
、
あ
る
種
の
淋
し
さ
を
想
起
さ
せ
る
花
で
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
句
は
そ
う
し
た
前
提
を
も
と
に
面
白

い
場
面
を
切
り
取
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
（
堀
切
） 

 

【

佳
作
】

 

 
 

夏
日
影
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
の
部
屋
の
窓 

 

関
口
菜
々
子 

 
 
 

  

「
窓
」
に
嵌
め
込
ま
れ
た
「
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
」
を
通
し
た
光
は
、
部
屋
に
美
し
い
彩
り
を
も
た
ら
す
。
作
者
は

こ
の
「
窓
」
を
ど
こ
で
見
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
「
夏
日
影
」
と
あ
る
か
ら
、
窓
の
外
の
日
影
に
立
っ
て
「
ス
テ
ン
ド

グ
ラ
ス
」
を
眺
め
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
教
会
の
「
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
」
は
よ
く
詠
ま
れ
る
が
、
こ
の
句
は
単

な
る
「
部
屋
」
に
し
た
こ
と
で
、
夏
の
日
影
の
「
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
」
そ
の
も
の
が
涼
し
げ
な
も
の
と
し
て
見
え
る
。

（
井
上
） 

 

【

佳
作
】

 

 
 

天
の
川
十
指
ほ
ど
け
る
マ
リ
ア
像 

 

宇
都
宮
駿
介 

  

「
天
の
川
」
は
七
夕
の
故
事
か
ら
秋
の
季
語
と
な
る
が
、
単
に
夜
空
の
景
と
し
て
も
詠
ま
れ
る
。
こ
の
句
の
天
の

川
は
、
手
を
組
ん
で
祈
る
マ
リ
ア
像
の
祈
り
の
先
に
あ
る
銀
河
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
。
マ
リ
ア
像
の
十
指
が
ほ

ど
け
る
の
は
、
祈
り
が
天
に
届
い
た
と
感
じ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
祈
り
の
内
実
を
表
現
と
し
て
詰

め
切
れ
て
い
な
い
の
が
惜
し
い
が
、
長
く
続
く
コ
ロ
ナ
禍
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
の
戦
禍
な
ど
、
苦
痛
と
悲
し
み
に
満
ち

た
現
実
状
況
に
お
い
て
こ
の
句
を
見
れ
ば
、
マ
リ
ア
像
を
通
じ
て
「
祈
る
」
と
い
う
行
為
を
象
徴
的
に
表
現
し
た
こ

と
に
、
今
な
ら
で
は
の
切
実
さ
が
感
じ
ら
れ
て
よ
い
。
（
三
浦
） 
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【

佳
作
】

 

 
 

百
日
紅
が
褪
せ
り
十
七
の
夏 

 

小
林
菜
々
美 

  

「
百
日
紅
」
は
盛
夏
に
、
枝
々
に
小
さ
な
花
を
び
っ
し
り
と
付
け
る
。
七
月
頃
か
ら
九
月
末
ま
で
長
く
咲
き
続
け

る
こ
と
が
漢
字
名
の
由
来
。
そ
の
百
日
紅
の
花
が
よ
う
や
く
色
あ
せ
て
い
く
様
子
に
、
十
七
才
の
〈
私
〉
の
夏
の
終

わ
り
を
重
ね
る
。
一
つ
一
つ
は
小
さ
い
な
が
ら
も
た
く
さ
ん
の
花
が
花
開
い
た
季
節
が
よ
う
や
く
過
ぎ
去
ろ
う
と
す

る
、
そ
の
も
の
悲
し
さ
と
、
夏
の
終
わ
り
に
〈
私
〉
が
感
じ
る
物
憂
さ
が
見
合
っ
て
い
る
。
十
七
才
の
夏
と
い
う
こ

と
で
、
〈
私
〉
の
う
ち
に
あ
る
将
来
へ
の
漠
然
と
し
た
不
安
や
焦
り
な
ど
も
、
色
あ
せ
て
い
く
百
日
紅
に
あ
る
翳
り

と
し
て
読
み
取
れ
よ
う
か
。
な
お
、
「
褪
せ
り
」
は
ひ
と
ま
ず
「
い
ろ
あ
せ
り
」
と
読
ん
だ
が
、
単
に
「
あ
せ
り
」

と
読
む
の
で
あ
れ
ば
不
自
然
な
字
足
ら
ず
で
、
音
調
も
整
わ
ず
、
不
可
。
素
直
に
「
色
褪
せ
り
」
と
す
る
方
が
よ
い
。

（
三
浦
） 

 

【

佳
作
】

 

 
 

ス
コ
ー
ル
に
打
た
れ
る
蛹
応
援
す 

 

青
葉
菫
珠 

  

こ
の
「
蛹
」
が
何
の
「
蛹
」
な
の
か
は
不
明
だ
が
、
「
ス
コ
ー
ル
」
は
熱
帯
地
方
の
驟
雨
を
言
う
の
で
、
熱
帯
特

有
の
風
土
に
生
ま
れ
て
羽
化
の
時
を
迎
え
た
蝶
や
蛾
な
ど
の
「
蛹
」
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
。
長
く
降
り
続
く
雨
で
は

な
く
、
突
然
降
り
出
し
て
も
す
ぐ
止
む
と
わ
か
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
「
耐
え
よ
」
と
「
応
援
」
し
た
く
も
な
る
の
だ

ろ
う
。
俳
句
と
し
て
は
「
応
援
す
」
と
言
わ
ず
、
雨
に
打
た
れ
る
様
子
を
描
写
す
る
ほ
う
が
さ
ら
に
印
象
的
な
一
句

に
な
る
。
読
者
が
「
応
援
」
し
た
く
な
る
よ
う
に
詠
む
、
と
い
う
こ
と
だ
。
（
井
上
） 

 

【

佳
作
】

 

 
 

風
船
の
色
に
八
百
屋
を
思
ひ
出
す 

 

安
和
音
南 

  

風
船
の
色
は
赤
、
黄
、
青
な
ど
と
や
は
り
カ
ラ
フ
ル
。
し
か
し
風
船
を
見
て
、
八
百
屋
に
並
ぶ
果
物
を
思
い
浮
か

べ
る
な
ん
て
、
豊
か
で
面
白
い
発
想
だ
な
あ
と
思
い
ま
す
。
多
く
の
人
は
、
仮
に
お
腹
が
空
い
て
い
た
と
し
も
、
風

船
が
林
檎
に
見
え
た
り
バ
ナ
ナ
に
見
え
た
り
は
し
な
い
で
し
ょ
う
。
で
も
「
思
い
出
す
」
と
い
わ
れ
る
と
、
そ
う
い

う
こ
と
が
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
あ
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
空
想
に
お
の
ず
と
い
ざ
な
わ
れ
ま
す
。
リ
ア
リ
テ
ィ
と

い
う
よ
り
は
、
遊
び
心
の
あ
る
一
句
で
す
ね
。
（
堀
切
） 
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複
数
句
の
部 

【
最
優
秀
賞
】 

か
げ
ろ
う 

 
 

 
 

 

神
尾
雛
子 

  

「
辛
夷
」
か
ら
始
ま
り
、
「
薔
薇
」
「
桜
（
蘂
降
る
）
」
「
草
い
き
れ
」
「
に
ら
の
花
」
「
金
木
犀
」
、
そ
し
て

再
び
「
桜
（
前
線
）
」
と
季
節
の
植
物
を
配
し
て
、
二
十
句
で
一
年
を
ま
と
め
た
秀
作
で
あ
る
。 

 

第
一
句
の
「
呼
び
鈴
を
押
し
て
見
上
げ
る
辛
夷
か
な
」
は
、
作
品
の
冒
頭
に
置
く
に
ふ
さ
わ
し
く
、
「
呼
び
鈴
」

の
作
り
出
す
間
合
い
が
、
読
者
を
作
品
世
界
へ
と
ス
ム
ー
ズ
に
導
く
。
第
四
句
、
「
桜
蘂
降
り
て
一
昨
日
よ
り
赤
い
」

に
は
写
生
の
眼
の
確
か
さ
が
あ
る
。
第
六
句
で
は
、
「
明
後
日
」
と
い
う
時
を
心
待
ち
に
す
る
心
情
が
、
吊
さ
れ
た

「
浴
衣
」
と
い
う
「
も
の
」
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
「
網
戸
」
の
「
向
こ
う
」
と
い
う
距
離
感
も
絶
妙
。
第

十
三
句
、
「
青
虫
」
は
風
を
探
る
よ
う
に
頭
を
持
ち
上
げ
て
い
る
の
か
、
「
肌
」
が
「
ぬ
く
ぬ
く
と
風
を
帯
び
」
て

い
る
と
い
う
描
写
は
個
性
的
だ
。
「
マ
ス
ク
」
を
外
し
て
楽
し
む
「
金
木
犀
」
の
香
り
は
よ
く
詠
ま
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
が
「
記
憶
」
を
呼
び
覚
ま
す
と
い
う
捉
え
方
に
注
目
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
っ
て
切
断
さ
れ
た
日
常
が
思
わ
れ

る
か
ら
だ
。
第
十
五
句
の
「
月
光
」
の
「
包
み
込
む
」
「
工
事
現
場
」
は
多
く
の
人
が
立
ち
働
く
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ

な
昼
の
顔
と
は
別
の
幻
想
的
な
世
界
。
続
く
「
冨
士
の
雪
」
を
見
よ
う
と
「
つ
ま
先
」
に
込
め
ら
れ
た
力
に
は
、
対

象
に
向
か
う
姿
勢
が
よ
く
出
て
い
て
抽
ん
で
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
十
九
句
の
「
寒
の
雨
」
降
る
戸
外
へ
追
わ
れ
る

「
鬼
」
も
心
に
残
っ
た
。 

 

全
体
に
題
材
に
も
表
現
に
も
無
理
が
な
く
、
一
句
一
句
丁
寧
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
作
者
ら
し
い
視
点
や
新

鮮
さ
も
あ
っ
て
心
に
残
る
作
品
だ
っ
た
。
（
井
上
） 

   

第
一
句
「
呼
び
鈴
を
」
で
春
を
詠
み
、
以
下
、
夏
、
冬
を
経
て
、
「
明
け
方
に
」
句
で
再
び
春
を
迎
え
る
季
節
の

巡
り
を
意
識
し
た
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
や
や
夏
、
秋
に
偏
り
は
あ
る
も
の
の
、
多
彩
な
季
語
を
詠
も
う
と
し
た
意

欲
を
ま
ず
は
買
い
た
い
。
「
呼
び
鈴
を
」
句
は
、
ふ
と
見
上
げ
た
先
に
あ
っ
た
辛
夷
の
花
に
春
を
感
じ
た
こ
と
を
詠

む
。
訪
問
先
の
呼
び
鈴
を
押
し
た
後
、
相
手
が
ド
ア
を
開
け
て
く
れ
る
ま
で
に
生
じ
る
ち
ょ
っ
と
し
た
間
に
、
ふ
と

目
が
留
ま
っ
た
も
の
に
春
を
感
じ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
巧
ま
ざ
る
リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
っ
て
よ
い
。
そ
の
他
、
散
り
落

ち
た
後
の
桜
の
花
の
蘂
の
微
妙
な
色
の
変
化
に
目
を
留
め
る
「
桜
蘂
降
り
て
」
句
、
む
っ
ち
り
と
太
っ
た
青
虫
の
質

感
を
う
ま
く
捉
え
た
「
青
虫
の
」
句
、
節
分
で
鬼
を
追
い
や
っ
た
先
に
広
が
る
、
外
気
と
冬
の
雨
の
冷
た
さ
を
捉
え

た
「
鬼
を
追
う
」
句
な
ど
、
季
語
を
生
か
し
な
が
ら
、
も
の
ご
と
を
観
察
し
捉
え
る
目
の
確
か
さ
を
思
わ
せ
る
句
作

り
に
特
徴
が
あ
る
。
ま
た
、
夜
間
に
無
人
に
な
っ
た
工
事
現
場
の
月
光
に
照
ら
さ
れ
た
静
謐
を
一
枚
の
絵
の
よ
う
に

美
し
く
捉
え
た
「
月
光
の
」
句
や
、
ど
こ
よ
り
も
早
い
富
士
山
頂
の
初
雪
を
つ
ま
先
立
っ
て
見
よ
う
と
す
る
〈
私
〉

の
心
踊
り
を
微
笑
ま
し
く
詠
ん
だ
「
つ
ま
先
で
」
句
な
ど
、
異
な
る
詠
み
ぶ
り
の
句
も
あ
っ
て
作
句
に
多
彩
さ
を
感

じ
さ
せ
る
。
テ
ー
マ
の
由
来
と
な
る
「
サ
イ
レ
ン
に
」
句
は
、
死
を
思
わ
せ
る
不
穏
な
雰
囲
気
が
独
特
だ
が
、
「
蜉

蝣
の
沈
み
ゆ
く
」
と
い
う
表
現
が
観
念
的
に
終
わ
っ
て
い
る
の
が
惜
し
い
。
総
じ
て
、
俳
句
を
作
る
と
い
う
こ
と
に

正
面
か
ら
し
っ
か
り
向
き
合
っ
て
い
る
こ
と
の
わ
か
る
好
句
が
多
く
、
最
優
秀
賞
に
推
す
。
（
三
浦
） 

  

二
十
句
は
素
材
的
に
も
リ
ズ
ム
的
に
も
緩
急
が
つ
い
て
い
て
、
こ
の
作
者
の
作
る
句
を
も
っ
と
読
み
た
い
と
感
じ

る
連
作
で
し
た
。
日
常
の
な
か
に
あ
る
花
や
小
動
物
を
し
っ
か
り
と
体
で
感
じ
て
い
る
し
、
そ
れ
が
感
覚
の
言
葉
と

な
っ
て
、
読
み
手
の
身
体
を
グ
ル
ー
ヴ
さ
せ
ま
す
。
「
つ
ま
先
で
立
っ
て
見
て
い
る
富
士
の
雪
」
の
「
つ
ま
先
」
。

「
い
が
ぐ
り
を
覗
い
て
は
血
を
舐
め
に
け
り
」
の
「
覗
い
て
」
。
「
呼
び
鈴
を
押
し
て
見
上
げ
る
辛
夷
か
な
」
の
「
押

し
て
見
上
げ
る
」
。
〈
床
に
寝
て
見
え
る
と
か
げ
の
目
線
か
な
〉
の
「
床
に
寝
て
」
と
「
と
か
げ
の
目
線
」
。
そ
れ

ほ
ど
大
き
く
飛
び
跳
ね
た
り
、
恐
ろ
し
く
小
さ
く
な
っ
た
り
は
し
な
い
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も
ち
ょ
っ
と
だ
け
日
常
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の
外
に
、
背
伸
び
を
し
た
り
低
く
か
が
ん
だ
り
し
な
が
ら
、
生
活
を
詩
に
変
貌
さ
せ
て
ゆ
く
手
つ
き
は
、
今
年
度
の

最
優
秀
賞
に
値
す
る
と
考
え
ま
し
た
。
「
鬼
を
追
う
戸
口
の
外
や
寒
の
雨
」
は
、
小
寒
か
ら
大
寒
を
経
て
立
春
を
迎

え
る
直
前
の
イ
ベ
ン
ト
が
「
豆
撒
（
追
儺
）
」
で
す
か
ら
、
あ
る
意
味
で
は
、
季
語
の
テ
リ
ト
リ
ー
の
な
か
に
収
ま

っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
し
か
し
鬼
を
追
っ
て
も
な
お
ま
だ
外
は
「
寒
の
雨
」
が
降
っ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
、

や
は
り
作
者
の
体
が
介
在
し
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
「
薔
薇
の
花
落
ち
て
五
割
の
雨
予
報
」
「
明
後
日
の
浴
衣

あ
り
網
戸
の
向
こ
う
」
な
ど
に
つ
い
て
も
似
た
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
か
な
と
思
い
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
オ
リ
ジ
ナ

ル
な
句
で
し
ょ
う
。
（
堀
切
） 

  

【
複
数
句
の
部 

講
評
】 

 
 

複
数
句
の
部
に
十
編
の
応
募
が
あ
っ
た
こ
と
を
喜
び
た
い
。
高
校
生
を
対
象
と
す
る
俳
句
コ
ン
ク
ー
ル
は
い
ろ
い

ろ
あ
る
が
、
複
数
で
構
成
さ
れ
た
作
品
を
募
集
し
て
い
る
の
は
武
蔵
野
大
学
だ
け
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
の
コ
ン

ク
ー
ル
に
挑
む
こ
と
で
、
一
句
単
独
と
は
別
の
俳
句
の
面
白
さ
、
魅
力
に
気
付
い
て
も
ら
え
た
ら
嬉
し
い
し
、
想
像

力
も
鍛
え
ら
れ
る
と
思
う
。 

（
三
浦
） 


