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こ
の
小
説
は
、
三
人
の
男
た
ち
の
人
生
を
描
く
一
種
の
群
像
劇
で
あ

る
。
日
系
二
世
の
ア
メ
リ
カ
人
・
松
尾
健
二
、
外
省
人
二
世
の
台
湾
人
・

小
羅
、
そ
し
て
湾
生
の
日
本
人
・
松
尾
森
の
そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
を
、
で

き
る
だ
け
等
距
離
で
描
き
出
そ
う
と
す
る
、
射
程
の
広
い
、
野
心
的
な

作
品
だ
。

　

ま
た
、
映
画
研
究
者
・
劇
作
家
と
し
て
も
名
高
い
郭
強
生
の
作
品
ら

し
く
、
そ
の
構
成
も
演
劇
や
映
画
を
思
わ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
例
え

ば
こ
の
小
説
で
は
、
主
人
公
を
含
む
多
く
の
登
場
人
物
の
発
話
が
し
ば

し
ば
別
の
書
体
で
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
あ
る
い
は
そ
れ
は
、
舞
台
の

上
で
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
独
り
占
め
し
た
誰
か
が
、
滔
々
と
独
白
を
始

め
る
場
面
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
し
か
も
こ
の
よ
う
な
演
出
は
、
小
羅
の

友
人
た
ち
や
健
二
の
両
親
な
ど
親
し
い
関
係
者
に
と
ど
ま
ら
ず
、
健
二

の
同
僚
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
人
研
究
者
に
ま
で
及
ぶ
の
で
、
我
々
は
小
説

取
る
に
足
ら
な
い
男
た
ち
の
深
遠
な
る
迷
走
劇

八
木　

は
る
な	
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全
体
を
通
し
て
、
実
に
多
く
の
声
を
個
別
的
に
聞
く
こ
と
が
で
き
る
。

　

ス
ト
ー
リ
ー
は
三
部
構
成
で
展
開
し
、
三
人
の
男
た
ち
の
物
語
が
次

第
に
重
な
り
合
っ
て
い
く
。
第
一
部
「
君
が
代
少
年
」
で
は
、
語
り
手

が
、
一
九
八
四
年
、
二
〇
〇
七
年
、
一
九
七
三
年
と
い
う
異
な
る
三
つ

の
時
空
を
縦
横
に
行
き
来
し
、
個
々
の
主
人
公
の
葛
藤
を
ラ
ン
ダ
ム
に

紹
介
す
る
。
こ
こ
で
は
、
一
九
八
四
年
に
故
郷
に
帰
っ
た
小
羅
に
せ
よ
、

二
〇
〇
七
年
に
台
湾
を
訪
れ
た
健
二
に
せ
よ
、
一
九
七
三
年
の
台
湾
で

映
画
を
撮
り
始
め
た
松
尾
森
に
せ
よ
、
い
ず
れ
の
主
語
も
三
人
称
「
彼
」

で
統
一
さ
れ
て
い
る
点
が
特
徴
だ
。
あ
る
種
等
距
離
的
・
抑
制
的
な
語

り
に
よ
っ
て
、
小
説
全
体
の
見
取
り
図
や
射
程
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

ま
た
、
二
〇
〇
七
年
の
主
人
公
・
健
二
が
、
作
者
と
同
じ
く
ア
ジ
ア

映
画
の
専
門
家
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
小
説
は
全
体
を
通
し
て
、

郭
強
生
著
／
西
村
正
男
訳

惑
郷
の
人

https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4863331471&bookType=jp
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か
な
り
多
く
の
台
湾
映
画
史
事
情
を
、
極
め
て
丁
寧
に
解
説
し
て
く
れ

て
い
る
。
ゆ
え
に
こ
の
小
説
を
読
め
ば
、
ア
ジ
ア
映
画
史
の
知
識
が
増

え
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
だ
が
、
そ
の
一
方
で
、
と
く
に
等
距
離
的

な
語
り
が
淡
々
と
続
く
第
一
部
に
お
い
て
は
、
ま
る
で
お
も
ち
ゃ
箱
を

ひ
っ
く
り
か
え
す
よ
う
な
雑
多
性
が
際
立
っ
て
、
あ
る
種
の
目
ま
ぐ
る

し
さ
を
覚
え
、
途
方
に
暮
れ
て
し
ま
う
読
者
も
少
な
く
な
い
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
第
一
部
の
醍
醐
味
は
、
む
し
ろ
こ
の
と
り
と
め
の
な
さ

に
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
私
は
思
う
。
ど
の
人
物
も
ち
っ
と
も
ク
ロ

ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
徹
底
的
に
読
者
を
焦
ら
す
。
映
画
で

い
え
ば
ロ
ン
グ
シ
ョ
ッ
ト
が
延
々
と
続
く
か
の
よ
う
な
、
一
種
の
気
だ

る
い
味
わ
い
が
あ
る
。

　

第
二
部
「
多
情
多
恨
」
に
な
る
と
、
い
よ
い
よ
主
人
公
・
小
羅
の
内

面
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
、
小
説
全
体
の
印
象
が
ぐ
ん
と
深
ま
り
始

め
る
。
一
九
八
四
年
、
故
郷
に
戻
っ
た
小
羅
は
そ
の
ま
ま
自
死
し
た
の

だ
っ
た
。「
僕
」
＝
小
羅
は
、
死
後
の
世
界
で
日
本
軍
兵
士
の
台
湾
人
・

敏
朗
と
出
会
い
、
若
き
二
人
の
幽
霊
は
友
情
を
育
ん
で
い
く
。
台
湾
語

の
セ
リ
フ
を
関
西
弁
へ
訳
す
と
い
う
訳
者
の
斬
新
な
試
み
は
、
特
に
こ

の
敏
朗
の
キ
ャ
ラ
立
ち
に
関
し
、
著
し
い
効
果
を
発
揮
し
て
い
る
。

　

と
り
わ
け
後
半
部
で
「
僕
」
の
長
い
独
白
が
始
ま
る
あ
た
り
か
ら
、

物
語
が
さ
ら
に
加
速
し
て
、
ペ
ー
ジ
を
繰
る
手
が
止
ま
ら
な
く
な
る
。

敏
朗
は
「
僕
」
の
自
殺
の
原
因
を
知
り
た
が
る
が
、「
僕
」
は
ひ
ど
く

躊
躇
し
て
次
の
よ
う
に
自
問
す
る
。

　
　

	　

自
伝
や
回
想
録
を
書
け
る
人
に
対
し
て
、
僕
は
敬
服
せ
ざ
る
を

得
な
い
。
あ
あ
い
う
人
た
ち
は
ど
う
し
て
あ
れ
ほ
ど
よ
く
把
握
し

て
い
る
の
だ
ろ
う
。
自
分
の
人
生
の
ど
の
部
分
が
キ
ー
ポ
イ
ン
ト

で
、
ど
の
部
分
が
残
り
滓
な
の
か
。
あ
る
い
は
ど
の
部
分
を
話
す

べ
き
で
、
ど
の
部
分
が
話
す
べ
き
で
な
い
か
。

　
　

	　

自
分
が
か
つ
て
忠
誠
を
尽
く
し
た
戦
争
に
つ
い
て
再
評
価
し
て

も
ら
う
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
、
自
分
を
殺
し
た
人
を
許
す
し
か

で
き
な
い
人
。
そ
し
て
こ
の
僕
は
、
自
分
で
死
を
選
ん
だ
の
だ
が
、

僕
が
許
す
べ
き
は
誰
な
の
だ
ろ
う
。
自
分
自
身
な
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
選
択
に
は
、
論
理
的
に
し
っ
か
り
し
た
説
明
が
必
要
だ
ろ
う

か
。
も
し
も
人
生
に
論
理
も
な
い
と
わ
か
っ
た
た
め
に
、
死
を
選

ん
だ
の
だ
と
し
た
ら
？
（
一
六
一
～
一
六
二
頁
）

　

こ
う
葛
藤
し
な
が
ら
も
、
結
局
「
僕
」
は
、
敏
朗
に
対
し
て
な
ら
ば
、

自
身
の
性
的
指
向
に
気
づ
い
た
時
の
こ
と
を
饒
舌
に
語
る
こ
と
が
で
き

た
の
だ
。
な
か
で
も
、
か
つ
て
ブ
ル
ー
ス
・
リ
ー
の
「
愛
国
抗
日
」
映

画
を
み
て
、
却
っ
て
悪
役
の
日
本
人
俳
優
に
欲
情
し
た
、
と
い
う
「
僕
」

の
告
白
は
強
く
胸
を
打
つ
。
そ
ん
な
自
分
も
「
自
分
を
殺
し
た
人
を
許

す
し
か
な
い
」
敏
朗
も
、主
流
の
歴
史
物
語
か
ら
は
こ
ぼ
れ
落
ち
る
“
非
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論
理
的
”
な
存
在
で
あ
り
、
い
わ
ば
人
間
の
不
条
理
を
体
現
す
る
者
同

士
な
の
で
あ
る
。

　

第
三
部
「
君
へ
の
思
い
を
絶
た
ん
」
の
重
要
な
舞
台
は
、
台
北
・
西

門
町
に
あ
る
松
尾
森
の
下
宿
部
屋
で
あ
る
。「
ま
る
で
大
気
圏
外
に
突

入
し
て
重
力
を
失
う
か
の
よ
う
な
」
こ
の
奇
妙
な
一
室
に
、
健
二
と
小

羅
が
訪
れ
た
時
の
出
来
事
、
す
な
わ
ち
二
〇
〇
七
年
と
一
九
八
四
年
の

物
語
が
交
錯
す
る
。

　

松
尾
森
は
、
台
湾
東
部
の
「
木
造
の
貧
民
窟
」
で
生
ま
れ
た
、
当

時
の
最
貧
困
層
の
湾
生
（
戦
前
に
台
湾
で
生
ま
れ
た
日
本
人
）
で
あ
る
。

同
性
愛
者
に
し
て
小
児
性
愛
的
傾
向
を
も
つ
。
自
分
勝
手
で
偏
屈
な

と
こ
ろ
の
あ
る
老
人
男
性
で
、
元
（
二
流
の
）
映
画
監
督
で
も
あ
る
。

一
九
七
三
年
に
悲
願
の
帰
台
を
果
た
し
た
彼
は
、
台
湾
人
の
美
少
年
・

小
羅
を
自
分
の
支
配
下
に
置
き
、
彼
を
騙
し
た
挙
句
に
見
捨
て
る
こ
と

で
、
自
身
の
台
湾
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
解
消
し
て
い
た
。

　

そ
の
一
方
で
一
九
八
四
年
の
小
羅
は
、
自
分
を
裏
切
っ
た
松
尾
を
殺

し
た
い
ほ
ど
憎
ん
で
い
る
。
松
尾
に
対
す
る
小
羅
の
感
情
は
「
僕
」
の

視
点
か
ら
極
め
て
主
観
的
に
描
き
出
さ
れ
る
が
、
重
要
な
の
は
、
こ
の

小
説
は
決
し
て
、「
僕
」
の
立
場
か
ら
元
植
民
者
で
あ
る
松
尾
を
断
罪

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
う
で
は
な
く
て
、

「
僕
」
の
松
尾
に
対
す
る
葛
藤
、
そ
の
感
情
の
不
安
定
さ
を
丁
寧
に
描

く
こ
と
で
、
む
し
ろ
松
尾
の
内
面
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
し
て
い

る
。
つ
ま
り
、
い
わ
ゆ
る
政
治
的
な
正
し
さ
と
い
う
も
の
や
、
主
流
の

歴
史
的
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
に
は
集
約
で
き
な
い
、
二
人
の
男
性
同
性
愛
者
の

間
の
、
遥
か
に
繊
細
か
つ
デ
リ
ケ
ー
ト
な
駆
け
引
き
が
、
実
に
丹
念
に

描
か
れ
て
い
る
の
だ
。

　

そ
う
し
て
こ
の
群
像
劇
は
、台
湾
人
で
あ
る「
僕
」＝
小
羅
で
も
な
く
、

全
体
を
ス
ケ
ッ
チ
し
よ
う
と
す
る
学
者
の
健
二
で
も
な
く
、
こ
の
松
尾

森
と
い
う
湾
生
の
老
人
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
て
幕
を
閉
じ
る
。
つ
ま

り
、
こ
の
小
説
は
明
ら
か
に
、
湾
生
小
説
と
し
て
着
地
し
て
い
る
。「
惑

郷
の
人
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
、
ま
ず
も
っ
て
松
尾
森
に
捧
げ
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

日
本
で
湾
生
を
描
い
た
作
品
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
お

そ
ら
く
『
湾
生
回
家
』（
黄
銘
正
監
督
、
二
〇
一
五
）
や
『
心
の
故
郷
～

あ
る
湾
生
の
歩
ん
で
き
た
道
』・『
湾
生
い
き
も
の
が
た
り
』（
と
も
に
林

雅
行
監
督
、
二
〇
一
八
）
と
い
っ
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
「
湾
生
を
描
く
」
と
い
え
ば
、
歴
史
的
出
来
事
と

し
て
の
「
湾
生
」
と
い
う
集
合
体
を
記
録
す
る
作
業
が
中
心
だ
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
か
ら
は
、
製
作
者
の
意
図
を
超

え
た
様
々
な
意
味
を
汲
み
取
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
理
解
は

し
て
い
て
も
、
台
湾
へ
の
郷
愁
を
饒
舌
に
語
る
被
写
体
の
中
に
微
妙
な

心
の
動
き
や
立
場
の
複
雑
さ
を
読
み
取
る
こ
と
は
、
と
り
わ
け
植
民
者

の
末
裔
で
あ
る
日
本
人
に
と
っ
て
は
、
容
易
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
。
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だ
か
ら
こ
そ
、
想
像
力
に
よ
っ
て
内
面
を
徹
底
的
に
抉
り
出
す
こ
と

の
で
き
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
力
を
発
揮
す
る
。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
れ

ば
こ
そ
、
湾
生
た
ち
は
、
単
な
る
集
合
的
な
語
り
部
と
し
て
で
は
な
く
、

そ
れ
ぞ
れ
の
葛
藤
を
抱
え
た
個
人
と
し
て
立
ち
上
が
る
こ
と
が
可
能
な

の
だ
。『
惑
郷
の
人
』
を
読
む
と
、
文
学
が
歴
史
の
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
に
お

い
て
発
揮
す
る
力
を
ま
ざ
ま
ざ
と
見
せ
つ
け
ら
れ
る
思
い
が
す
る
。

　

そ
う
感
心
す
る
一
方
で
、
や
や
気
に
な
る
点
も
あ
る
。
そ
れ
は
川
崎

涼
子
の
役
割
、
ひ
い
て
は
こ
の
人
物
の
必
然
性
で
あ
る
。

　

第
三
部
で
、
健
二
は
つ
い
に
祖
父
・
松
尾
森
と
面
会
を
果
た
す
も
、

ま
る
で
孤
独
な
老
人
ら
し
か
ら
ぬ
松
尾
の
部
屋
を
見
て
「
な
ん
と
も
言

い
難
い
よ
う
な
拒
否
反
応
を
感
じ
て
」
し
ま
う
。
そ
し
て
「
自
分
は
本

当
に
こ
の
老
人
の
過
去
に
関
心
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
自
分
は
ど
う
し

て
大
声
で
自
分
の
身
分
を
明
か
せ
な
い
の
だ
ろ
う
。
自
分
は
な
ん
だ
っ

て
こ
こ
に
来
て
日
本
が
台
湾
を
統
治
し
て
い
た
時
代
か
ら
残
存
す
る
珍

し
い
動
物
を
覗
き
見
る
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
」
と
、
自

責
す
る
に
至
る
の
だ
（
二
七
五
頁
）。
こ
の
筋
書
き
は
す
で
に
次
の
よ
う

に
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
健
二
が
途
方
に
暮
れ
て
し
ま
う
こ

の
描
写
は
、
作
者
自
身
を
も
含
む
、
学
術
的
言
語
の
限
界
を
表
現
し
た

も
の
で
あ
り
、
そ
の
う
え
で
こ
の
小
説
は
映
画
言
語
に
最
大
の
敬
意
を

払
っ
て
い
る
、と
（
郝
譽
翔
「
從
尋
夢
到
尋
根
：
讀
郭
強
生
《
或
郷
之
人
》」《
文

訊
》
第
三
二
六
期
、
二
〇
一
二
年
一
二
月
）。

　

で
は
、
作
者
自
身
を
彷
彿
と
さ
せ
る
学
者
の
健
二
が
、
か
く
も
真
摯

に
自
身
の
ま
な
ざ
し
を
反
省
す
る
の
に
対
し
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
川

崎
涼
子
は
ど
う
だ
ろ
う
。
川
崎
は
こ
の
小
説
の
中
で
唯
一
、
あ
か
ら
さ

ま
に
元
植
民
者
た
る
罪
を
負
っ
て
い
る
。
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	「（
前
略
）
今
の
若
い
人
た
ち
は
知
ら
な
い
け
ど
、
日
本
の
文
化
は

外
国
に
深
い
影
響
を
与
え
て
い
た
も
の
ね
…
…
だ
か
ら
、
多
く
の

日
本
人
、
特
に
若
い
人
た
ち
に
台
湾
に
来
て
も
ら
っ
て
、
こ
こ
に

私
た
ち
が
ど
れ
だ
け
い
い
も
の
を
残
し
た
の
か
、
見
て
も
ら
い
た

い
わ
ね
―
―
」

　
　

	「
私
た
ち
？
」
健
二
は
話
を
遮
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。

（
二
三
一
頁
）

　
　

	「
い
つ
か
あ
な
た
も
わ
か
る
わ
。
私
が
今
頑
張
っ
て
い
る
こ
と
は

日
本
の
血
が
流
れ
る
同
胞
た
ち
を
感
動
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の

よ
。
…
…
」（
二
三
二
頁
）

　

健
二
は
、
こ
う
し
た
川
崎
涼
子
に
対
し
最
後
ま
で
嫌
悪
感
を
募
ら
せ

る
ば
か
り
だ
。
も
ち
ろ
ん
演
劇
的
な
構
成
に
よ
り
、
川
崎
も
ス
ポ
ッ
ト

ラ
イ
ト
を
浴
び
て
話
を
す
る
場
面
は
二
度
ほ
ど
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
場

合
も
、
健
二
の
嫌
悪
感
を
担
保
す
る
た
め
の
発
話
に
過
ぎ
な
い
よ
う
に

感
じ
る
。
つ
ま
り
、
彼
女
は
あ
る
種
日
本
の
右
派
の
化
身
と
し
て
現
れ

る
の
み
で
、
そ
の
内
面
を
抉
る
よ
う
な
描
写
は
少
し
も
試
み
ら
れ
て
い

な
い
の
で
は
な
い
か
。
小
説
の
末
尾
に
、
小
羅
の
幼
馴
染
で
あ
っ
た
蘭

子
の
長
い
独
白
が
あ
る
。
そ
こ
で
意
味
深
に
言
及
さ
れ
る
「
最
近
ず
っ

と
そ
ば
に
い
る
女
の
人
」
に
も
、
川
崎
涼
子
の
姿
を
重
ね
て
し
ま
う
の

は
私
だ
け
だ
ろ
う
か
。
蘭
子
に
よ
っ
て
こ
の
「
女
の
人
」
の
訝
し
さ
は

や
や
不
自
然
な
ほ
ど
強
調
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
こ
の
よ
う
に
最
後

ま
で
遠
く
突
き
放
す
だ
け
な
ら
ば
、
あ
れ
ほ
ど
紙
幅
を
割
い
て
こ
の
女

性
を
描
く
必
然
性
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
少
々
疑
問
を
感
じ
て

し
ま
う
。

　

と
は
い
え
こ
れ
は
単
な
る
な
い
も
の
ね
だ
り
に
過
ぎ
ず
、
基
本
的
に

こ
の
小
説
に
は
人
の
心
の
揺
れ
動
き
を
入
念
に
捉
え
よ
う
と
す
る
繊
細

な
視
線
が
徹
底
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
松
尾
森
や
小
羅
が
放
つ
人
間

く
さ
さ
は
一
級
品
だ
。
人
間
を
描
く
こ
と
、
取
る
に
足
ら
な
い
個
人
の

“
非
論
理
的
”
な
物
語
を
描
く
こ
と
の
深
遠
さ
を
味
わ
わ
せ
て
く
れ
る
、

傑
作
の
文
学
で
あ
る
。

（
や
ぎ
・
は
る
な　

高
崎
経
済
大
学
）
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