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十
月
号
の
『
文
芸
』
に
発
表
さ
れ
て
い
る
深
田
久
彌
氏
の
小
説
「
強
者
連

盟
」
に
は
、
様
々
の
人
物
が
輪
舞
的
に
登
場
し
て
い
る
が
、
な
か
に
、
高
等

学
校
の
生
徒
で
梅
雄
と
云
う
青
年
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
こ
の
小
説
で
、
作
者
は
お
そ
ら
く
作
品
の
小
さ
く
て
破
綻
の
な
い
気
分
の

磨
き
上
げ
な
ど
と
い
う
と
こ
ろ
を
目
ざ
さ
ず
、
大
き
く
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
動

い
て
作
品
と
し
て
勇
気
の
あ
る
不
統
一
な
ら
ば
そ
れ
が
生
じ
る
こ
と
を
敢
て

お
そ
れ
ぬ
心
が
ま
え
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
描
こ
う
と
す
る
現
実
と
平
行
に

走
っ
て
い
る
よ
う
な
筆
致
と
、
現
実
に
真
直
う
ち
あ
た
っ
て
行
っ
て
描
写
し
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て
い
る
部
分
と
が
二
様
に
ま
じ
り
あ
っ
て
こ
の
作
品
の
中
に
際
だ
っ
て
い
る
。

松
下
夫
妻
の
故
郷
で
行
わ
れ
る
祝
典
の
い
き
さ
つ
、
そ
れ
に
加
わ
る
松
下
夫

婦
の
生
活
を
語
っ
て
い
る
部
分
な
ど
は
、
作
者
が
対
象
と
平
行
し
て
走
り
、

或
は
歩
き
つ
つ
そ
の
光
景
を
読
者
に
話
し
て
い
る
や
り
方
で
あ
り
、
こ
の
作

品
の
中
で
芸
術
的
に
は
弱
い
部
分
を
な
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
梅
雄
に
つ
い
て
描
く
場
合
、
作
者
は
対
象
に
面
と
向
っ
て
、

或
は
対
象
の
内
部
へ
ま
で
く
ぐ
り
入
っ
て
描
き
出
し
て
お
り
、
本
屋
で
の
場

面
の
よ
う
な
鋭
い
情
景
と
し
て
内
容
の
こ
も
っ
た
立
体
性
を
捕
え
て
い
る
。

私
は
、
こ
の
作
で
作
者
が
自
身
の
ス
タ
イ
ル
を
試
し
て
い
る
よ
う
な
の
が
面

白
か
っ
た
。
流
行
の
説
話
体
と
い
う
も
の
は
、
或
る
独
特
な
作
家
的
稟
質
に

と
っ
て
だ
け
、
真
に
そ
の
ひ
と
の
云
お
う
と
す
る
こ
と
を
云
わ
し
め
る
も
の
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で
、
多
く
の
他
の
気
質
の
作
家
に
と
っ
て
は
、
必
要
で
も
な
い
身
の
く
ね
り

や
、
言
葉
の
誇
張
さ
れ
た
抑
揚
や
聴
き
て
を
退
屈
さ
せ
な
い
芸
当
や
ら
を
教

え
込
む
も
の
で
、
意
味
を
な
さ
ぬ
。
深
田
氏
は
、
く
ね
く
ね
式
説
話
に
は
向

か
ぬ
天
質
の
人
に
生
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
や
っ
ぱ
り
正
面
か
ら

当
る
た
ち
で
は
な
か
ろ
う
か
。
深
田
氏
は
こ
の
作
を
書
き
終
る
こ
と
で
、
そ

の
点
を
ど
う
考
え
、
作
家
と
し
て
の
自
己
を
ど
う
発
見
し
て
お
ら
れ
る
か
。

私
は
そ
れ
ら
の
こ
と
を
、
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
作
中
の
梅
雄
が
学
生
運
動
の
最
も
盛
ん
で
あ
っ
た
時
期
に
経

験
し
た
内
的
成
長
の
過
程
を
語
る
部
分
に
、
次
の
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。

「
梅
雄
は
理
論
的
に
は
こ
の
主
義
に
何
の
反
対
も
見
出
さ
な
か
っ
た
。
ば
か

り
で
な
く
、
こ
れ
よ
り
他
に
…
…
さ
え
信
じ
て
い
た
。
そ
れ
で
い
て
、
そ
の
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中
に
飛
び
込
む
の
を
留
め
る
何
物
か
が
心
の
中
に
あ
っ
た
。
」
臆
病
も
あ
っ

た
が
、
「
し
か
し
そ
れ
よ
り
も
っ
と
大
き
い
原
因
は
、
流
行
に
対
す
る
一
種

の
反
撥
心
み
た
い
な
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
真
面
目
な
人
は
尊
敬
し
て
い
た
。

だ
が
日
頃
こ
い
つ
が
と
思
っ
て
い
る
よ
う
な
軽
薄
な
奴
ま
で
が
、
忽
ち
往
来

の
何
も
か
も
を
否
定
し
梅
雄
な
ど
を
木
ッ
葉
み
た
い
に
云
い
倣
す
の
が
我
慢

な
ら
な
か
っ
た
。
」
「
お﹅
け﹅
ら﹅
共
が
派
手
な
弁
舌
で
時
を
得
顔
な
時
代
思
潮

を
説
い
て
い
る
の
を
見
る
と
」
「
流
れ
に
身
を
ま
か
せ
て
安
き
に
つ
い
て
い

る
よ
う
に
さ
え
思
わ
れ
た
。
」

　
梅
雄
は
そ
れ
で
ひ
ね
く
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
反
動
的
な
生
き
方
を

す
る
人
々
を
凡
て
軽
蔑
し
、
そ
の
点
で
姉
で
あ
る
松
下
夫
人
を
も
人
間
と
し

て
軽
蔑
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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私
の
次
弟
は
、
一
九
二
九
年
の
夏
、
高
校
の
三
年
生
で
自
殺
を
し
た
。
そ

う
い
う
経
験
か
ら
も
私
は
こ
の
条
に
注
意
を
喚
起
さ
れ
て
読
ん
だ
の
で
あ
る

が
、
荒
木
巍
氏
の
「
新
し
き
塩
」
（
中
央
公
論
）
の
中
で
も
、
違
っ
た
形
と

作
者
の
テ
ム
ペ
ラ
メ
ン
ト
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
「
流
行
的
な
参

加
の
仕
方
に
反
撥
を
持
っ
た
に
よ
る
」
と
云
う
こ
と
が
自
信
を
も
っ
て
云
わ

れ
て
い
る
。
今
日
、
文
学
の
中
で
こ
う
い
う
表
現
が
確
信
を
も
っ
て
さ
れ
、

そ
れ
と
し
て
の
通
用
性
を
自
覚
し
た
感
情
で
云
わ
れ
得
て
い
る
と
い
う
こ
と

が
、
複
雑
な
思
索
を
刺
戟
し
、
心
を
揺
っ
て
更
に
ひ
ろ
い
、
過
去
未
来
へ
の

問
題
へ
私
を
誘
い
出
す
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
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数
年
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
志
賀
直
哉
氏
が
何
か
の
場
合
に
、
自
分
は
思

想
と
し
て
の
マ
ル
ク
ス
主
義
に
反
対
は
し
な
い
が
、
そ
の
中
で
働
い
て
い
る

人
間
を
い
き
な
り
尊
敬
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
、
と
い
う
意
味
を
語
っ
た
の

を
間
接
に
き
い
た
。

　
い
か
に
も
志
賀
氏
ら
し
い
言
葉
で
あ
る
と
、
当
時
私
は
面
白
く
思
っ
た
。

そ
う
い
う
一
見
は
っ
き
り
し
た
潔
癖
性
、
こ
の
人
生
に
お
け
る
座
の
構
え
に

よ
っ
て
、
そ
の
構
え
を
可
能
に
し
て
い
る
土
台
の
あ
る
限
り
、
志
賀
氏
の
リ

ア
リ
ズ
ム
は
「
万
暦
赤
絵
」
の
境
地
に
安
坐
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
思
っ
た

の
で
あ
っ
た
。

「
強
者
連
盟
」
の
梅
雄
の
生
活
感
情
を
読
み
、
「
新
し
き
塩
」
で
魚
住
の
云
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っ
て
い
る
こ
と
を
読
む
と
私
の
記
憶
に
は
志
賀
直
哉
氏
の
言
葉
ま
で
甦
っ
て

来
る
。
そ
し
て
、
一
つ
の
声
を
加
え
る
の
で
あ
る
。

　
石
坂
洋
次
郎
氏
の
「
麦
死
な
ず
」
を
流
れ
る
感
情
も
根
柢
に
於
て
は
、
こ

こ
に
血
脈
を
ひ
い
て
い
る
。
「
麦
死
な
ず
」
に
対
す
る
批
評
に
向
っ
て
反
駁

的
、
勝
者
的
気
分
で
書
か
れ
て
い
る
同
氏
の
「
悪
作
家
よ
り
」
（
改
造
・
十

月
号
）
で
そ
の
気
分
は
極
め
て
率
直
と
云
え
ば
率
直
、
高
飛
車
と
云
え
ば
高

飛
車
に
云
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
石
坂
氏
の
よ
う
に
、
さ
ア
、
返
事
は
ど
う
だ
と
い
う
よ
う
な
気
持
も
、
主

観
的
に
は
壮
快
な
る
も
の
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
今
日
の
文
学
が
、

過
去
の
或
る
期
間
に
お
い
て
は
十
分
云
い
切
る
自
信
を
与
え
ら
れ
な
か
っ
た

作
者
自
身
の
う
ち
に
在
る
そ
う
い
う
社
会
感
情
の
一
面
を
開
放
し
つ
つ
あ
る
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と
い
う
現
象
は
、
果
し
て
今
日
の
作
家
の
、
よ
り
高
い
、
人
間
的
・
文
化
的

自
由
の
獲
得
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
左
翼
文
学
が
今
日
沈
潜
期
に
あ
る
こ
と
を
思
っ
て
喧
嘩
す
ぎ
て
の
棒
ち
ぎ

り
と
い
っ
た
疚
し
さ
を
抱
か
せ
ら
れ
た
が
」
云
々
と
、
石
坂
氏
は
対
象
を
或﹅

る﹅
種﹅
の﹅
左
翼
的
作
家
、
或
は
思
想
運
動
者
の
上
に
だ
け
置
い
て
物
を
云
っ
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
。
け
れ
ど
も
日
本
の
左
翼
運
動
の
歴
史
的
な
退
潮
の
原

因
は
単
に
そ
う
い
う
一
群
の
生
活
の
裡
に
の
み
在
っ
た
の
で
あ
り
、
又
敗
北

の
結
果
は
単
に
そ
の
一
群
の
生
活
の
上
に
だ
け
降
り
か
か
っ
て
終
る
も
の
で

あ
ろ
う
か
。

　
今
日
作
家
が
一
般
的
に
、
こ
う
い
う
面
で
の
み
闊
達
で
あ
り
得
る
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
は
、
慶
賀
す
べ
き
か
、
或
は
憤
っ
て
し
か
る
べ
き
こ
と
な
の
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で
あ
ろ
う
か
。

　
大
森
義
太
郎
氏
の
「
思
想
と
生
活
」
（
文
芸
）
に
は
、
「
麦
死
な
ず
」
に

対
す
る
批
判
的
感
想
と
し
て
、
正
し
い
思
想
は
よ
し
ん
ば
各
個
人
の
実
生
活

に
お
け
る
態
度
と
一
致
し
て
い
な
い
で
も
、
思
想
そ
の
も
の
と
し
て
、
実
生

活
と
一
致
し
て
い
る
低
俗
な
思
想
よ
り
価
値
が
高
い
と
い
う
こ
と
を
、
主
張

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
「
麦
死
な
ず
」
に
於
て
、
五
十
嵐
が
牧
野
を
酷
評

す
る
モ
メ
ン
ト
を
、
そ
の
意
識
的
思
想
と
実
際
の
生
活
感
情
の
乖
離
に
お
い

て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
の
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
石
坂
氏
の
「
悪
作
家
よ
り
」
と
こ
の
大
森
氏
の
感
想
文
と
を
あ
わ
せ
読
み
、

私
は
、
日
本
に
お
け
る
左
翼
運
動
が
、
世
界
独
特
な
高
揚
と
敗
北
の
過
程
を

と
っ
て
い
る
、
そ
の
一
般
的
な
歴
史
的
素
因
の
複
雑
さ
を
、
裏
か
ら
は
っ
き
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り
と
、
透
し
て
見
せ
ら
れ
た
よ
う
に
感
じ
た
。
何
故
な
ら
、
石
坂
氏
が
一
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
牧
野
に
最
大
限
の
階
級
的
完
全
性
を
要
求
し
て
い
る
そ
の

感
情
こ
そ
、
裏
を
か
え
せ
ば
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
嘗
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作

家
が
少
な
か
ら
ず
そ
れ
に
よ
っ
て
非
難
を
う
け
て
来
た
人
間
の
観
念
化
を
来

ら
し
め
た
そ
の
感
情
な
の
で
あ
る
か
ら
。
そ
し
て
、
大
森
氏
に
よ
っ
て
指
摘

さ
れ
て
い
る
こ
の
一
種
の
現
実
歪
曲
の
根
源
は
と
見
れ
ば
、
そ
れ
は
微
妙
に

も
当
の
大
森
氏
が
立
派
な
思
想
は
生
活
と
は
な
れ
て
い
て
も
そ
れ
と
し
て
人

々
を
益
す
る
と
云
っ
て
い
る
、
微
塵
悪
意
の
な
い
、
だ
が
そ
こ
か
ら
実
際
に

は
沢
山
の
抽
象
論
、
機
械
的
解
釈
を
発
生
さ
せ
る
罅ひび
の
間
か
ら
、
立
ち
の
ぼ

っ
て
来
て
い
る
の
で
あ
る
。
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三

　
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
の
今
日
に
お
け
る
敗
北
の
本
質
は
、
そ
の
中
に
人
間

的
に
い
か
が
わ
し
き
人
物
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
自
身

の
敗
北
の
十
分
な
意
識
の
上
に
立
っ
て
、
そ
の
社
会
的
・
歴
史
的
要
因
を
作

品
の
中
で
つ
き
つ
め
よ
う
と
す
る
熱
意
を
欠
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
ら

ゆ
る
進
歩
的
な
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
と
勤
労
者
に
、
そ
の
敗
因
が
全
く
ひ

と
ご
と
で
は
な
い
連
帯
的
な
現
実
の
中
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
芸
術
の
息

吹
に
よ
っ
て
深
く
感
じ
さ
せ
る
べ
き
義
務
を
果
し
て
得
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
、

そ
の
努
力
に
よ
っ
て
敗
因
を
克
服
す
る
意
志
を
ふ
る
い
立
て
ぬ
と
こ
ろ
に
あ

る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
提
唱
が
総
て
非
人
間
的
な
抑
圧
に
抗
す
る
も
の
と
し

て
の
性
質
を
も
っ
て
い
る
か
ら
に
は
、
文
学
に
関
し
て
云
わ
れ
て
い
る
社
会

性
の
こ
と
も
、
以
上
の
こ
と
と
全
然
切
り
は
な
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で

あ
る
。

　
作
家
が
、
作
家
と
な
る
最
も
端
緒
的
な
足
ど
り
は
周
囲
の
生
活
と
自
分
の

こ
う
と
思
う
生
活
と
の
間
で
自
覚
さ
れ
る
摩
擦
で
あ
る
。
階
級
的
に
ど
ん
な

立
場
を
と
る
に
至
る
に
し
ろ
、
先
ず
自
己
と
い
う
も
の
の
意
識
、
そ
れ
を
確

立
し
よ
う
と
す
る
欲
望
か
ら
出
立
す
る
こ
と
は
小
林
多
喜
二
の
日
記
を
見
て

も
わ
か
る
興
味
深
い
事
実
で
あ
る
。
日
本
の
よ
う
な
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア

の
社
会
環
境
と
思
想
史
と
を
持
つ
と
こ
ろ
で
は
、
或
る
意
味
で
強
固
な
個
性

が
当
時
の
流
行
的
思
想
に
反
撥
す
る
こ
と
が
、
一
種
の
健
全
性
と
し
て
あ
ら
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わ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
然
し
、
既
に
今
日
の
現
実
の
中
で
は
、
わ
が
個
性
の

確
立
、
発
展
の
欲
求
を
自
覚
す
る
と
同
時
に
、
実
際
問
題
と
し
て
そ
れ
を
制

約
し
て
い
る
事
情
と
の
日
常
的
な
相
剋
が
あ
り
、
社
会
的
事
情
の
改
善
な
し

に
個
性
の
発
揚
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
客
観
的
事
実
を
示
し
て
い
る
思
想

は
、
空
な
一
流
派
の
流
行
と
か
そ
の
衰
退
と
か
の
問
題
で
あ
り
得
な
い
。

　
思
想
的
発
展
の
伝
統
の
中
で
、
日
本
の
作
家
は
真
の
個
人
主
義
時
代
を
通

過
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
封
建
的
な
自
我
の
剥
脱
に
抗
す
る
心
持
と
、

新
し
い
社
会
的
事
情
に
向
っ
て
の
闘
争
の
過
程
で
自
己
を
拡
大
す
る
た
め
、

集
団
的
、
階
級
的
な
形
態
で
自
我
が
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

事
実
と
の
間
に
、
面
倒
な
理
解
の
混
乱
が
生
じ
勝
ち
で
あ
り
、
後
者
に
反
撥

し
て
自
我
を
主
張
す
る
こ
と
か
ら
、
逆
に
、
最
も
保
守
的
な
も
の
へ
こ
ろ
が
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り
込
む
場
合
さ
え
あ
る
の
で
あ
る
。

　
私
は
、
フ
ラ
ン
ス
を
と
お
り
、
ソ
ヴ
ェ
ト
を
ぬ
け
て
帰
っ
て
来
た
横
光
利

一
氏
が
、
今
後
ど
ん
な
風
に
人
及
び
作
家
と
し
て
展
開
し
て
ゆ
く
か
と
い
う

点
に
、
或
る
興
味
を
も
っ
て
い
る
。
横
光
氏
は
、
作
家
と
し
て
の
出
発
当
時
、

先
ず
そ
の
時
分
支
配
的
で
あ
っ
た
小
説
に
お
け
る
志
賀
直
哉
氏
の
影
響
を
反

撥
す
る
こ
と
か
ら
、
歩
み
出
し
た
と
い
う
こ
と
を
き
い
た
こ
と
が
あ
る
。
そ

の
よ
う
に
し
て
歩
き
出
し
た
こ
の
作
家
は
「
上
海
」
を
意
味
深
い
転
期
と
し

て
、
い
わ
ゆ
る
「
流
行
」
に
ま
け
る
こ
と
を
潔
し
と
せ
ず
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

文
学
に
反
撥
す
る
強
力
な
緊
張
で
「
寝
園
」
「
盛
装
」
に
到
る
境
地
を
築
き

上
げ
て
来
た
。
彼
の
見
事
さ
と
い
う
も
の
は
、
謂
わ
ば
危
く
も
転
落
し
そ
う

に
見
え
る
房
飾
つ
き
の
水
盃
を
、
百
尺
竿
頭
に
保
っ
て
い
る
、
そ
の
際
ど
い
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か
ね
合
い
で
、
拍
手
は
、
そ
の
緊
張
に
対
し
、
そ
の
サ
ス
ペ
ン
ス
の
精
力
に

対
し
て
な
さ
れ
た
。

　
素
朴
な
云
い
方
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
私
は
、
石
坂
洋
次
郎
氏
や
横
光
氏
そ

の
他
の
野
望
的
な
作
家
が
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
対
立
す
る
こ
と
で
、
実

は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
を
敗
北
せ
し
め
た
と
全
く
同
じ
性
質
の
日
本
的
事
情

に
、
形
こ
そ
違
え
や
っ
ぱ
り
小
股
を
す
く
わ
れ
て
い
た
の
だ
と
い
う
事
実
に

対
し
て
、
人
間
ら
し
く
、
口
惜
し
が
っ
て
ほ
し
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
三
六
年
十
月
〕
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