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社
会
小
説
﹁
氷
壁
﹂
や
歴
史
小
説
﹁
風

林
火
山
﹂
な
ど
幅
広
い
分
野
の
作
品
を
手

掛
け
︑
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
候
補
に
も
な
っ

た
井
上
靖
さ
ん
︵
１
９
０
７
～
１
９
９
１

年
︶
に
︑﹁
姨
捨
﹂
と
い
う
短
編
が
あ
り

ま
す
︒
40
代
後
半
︑
当
地
の
姨
捨
を
訪
ね

た
と
き
の
感
慨
を
も
と
に
執
筆
し
た
エ
ッ

セ
イ
風
の
物
語
で
す
︒

　

井
上
さ
ん
は
晩
年
︑﹁
群
像
日
本
の
作

家20　

井
上
靖
︵
小
学
館
︶﹂
の
中
で
﹁
自

分
を
材
料
に
し
︑
自
分
の
体
内
を
流
れ
て

い
る
も
の
を
正
面
か
ら
見
よ
う
と
し
た
最

初
の
作
品
﹂
と
書
き
︑
過
去
作
品
を
自
選

す
る
場
合
︑﹁
姨
捨
﹂
を
外
す
こ
と
は
で

き
な
い
と
綴
る
ほ
ど
で
︑
ひ
と
際
思
い
入

れ
の
深
い
作
品
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま

す
︒
こ
の﹁
姨
捨
﹂の
執
筆
が
も
と
に
な
っ

て
︑
後
に
認
知
症
の
母
親
を
看
取
る
ま
で

を
描
い
た
﹁
わ
が
母
の
記
﹂
が
生
ま
れ
︑

こ
の
作
品
は
映
画
化
も
さ
れ
︑
２
０
１
２

年
の
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
世
界
映
画
祭
で
審

査
員
特
別
グ
ラ
ン
プ
リ
賞
を
受
賞
し
ま
し

た
︒

　

更
級
へ
の
旅
15
号
で
︑﹁
姨
捨
﹂
が
井

上
さ
ん
の
ル
ー
ツ
を
刺
激
し
た
作
品
で
あ

る
と
紹
介
し
ま
し
た
︒
あ
ら
た
め
て
﹁
姨

捨
﹂
を
読
み
直
し
た
と
こ
ろ
︑当
地
が
﹁
月

の
都
﹂
と
な
る
は
じ
ま
り
の
歌
﹁
わ
が
心

慰
め
か
ね
つ
さ
ら
し
な
や
姨
捨
山
に
て
る

月
を
見
て
﹂
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
一
文

が
あ
り
ま
す
︒
井
上
さ
ん
は
当
地
来
訪
の

前
に
手
に
入
れ
た
姨
捨
に
ま
つ
わ
る
和
歌

や
俳
句
な
ど
を
紹
介
す
る
本
を
読
み
︑
こ

の
歌
に
﹁
最
も
深
い
感
銘
を
覚
え
た
﹂
と

書
い
て
い
ま
す
︵
傍
線
は
さ
ら
し
な
堂
が

引
い
て
い
ま
す
︶︒

　
私
が
夥
し
い
和
歌
や
俳
句
の
中
で
最
も

深
い
感
銘
を
覚
え
た
の
は
︑
大
和
物
語
の

中
へ
出
て
く
る
︑
母
を
姨
捨
山
に
棄
て
て

家
へ
帰
っ
て
来
た
若
者
が
︑
母
の
居
る
姨

捨
山
の
山
の
端
に
か
か
る
月
を
見
て
詠
ん

だ
と
い
う
﹁
我
こ
こ
ろ
な
ぐ
さ
め
か
ね
つ

さ
ら
し
な
や
姨
捨
山
に
て
る
月
を
見
て
﹂

と
い
う
歌
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
は
物
語
の
中

の
人
物
の
詠
草
で
あ
り
︑
歌
そ
の
も
の
の

巧
拙
は
別
に
し
て
︑
単
な
る
観
月
の
歌
で

は
な
く
︑
そ
の
背
後
に
一
つ
の
劇
が
仕
組

ま
れ
て
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒

　
勿
論
︑
純
粋
な
和
歌
の
鑑
賞
か
ら
は
問

題
あ
ろ
う
が
︑
い
か
な
る
姨
捨
観
月
の
作

品
よ
り
︑
私
に
は
こ
の
物
語
の
中
の
人
物

が
詠
ん
だ
歌
が
切
な
く
心
に
滲
み
た
︒
幼

時
心
に
刻
み
つ
け
ら
れ
た
説
話
の
主
題

が
︑
こ
こ
で
は
歌
の
形
を
通
し
て
私
に

迫
っ
て
来
る
の
で
あ
っ
た
︒

　

こ
の
文
章
の
最
後
に
﹁
幼
少
時
に
刻
み

つ
け
ら
れ
た
説
話
の
主
題
﹂
と
あ
り
ま
す

が
︑﹁
姨
捨
﹂
の
ほ
か
の
部
分
の
記
述
に

よ
る
と
︑
井
上
さ
ん
は
５
歳
か
６
歳
の
こ

ろ
︑
姨
捨
伝
説
を
聞
か
さ
れ
︑
家
族
が
心

配
す
る
ほ
ど
泣
き
出
し
た
こ
と
が
会
っ
た

そ
う
で
す
︒
そ
の
と
き
は
﹁
わ
が
心
慰
め

か
ね
つ
﹂
の
歌
は
知
ら
な
か
っ
た
の
で
す

が
︑
後
半
生
に
入
り
︑﹁
大
和
物
語
﹂
の

最
終
盤
で
親
を
捨
て
た
若
者
の
嘆
き
と
し

て
登
場
す
る
︑
こ
の
歌
に
こ
と
さ
ら
心
を

動
か
さ
れ
た
の
で
す
︒

　

こ
の
一
文
を
読
み
解
く
も
う
一
つ
の
ポ

イ
ン
ト
が
﹁
歌
の
背
後
に
一
つ
の
劇
が
仕

組
ま
れ
て
あ
る
﹂
と
い
う
く
だ
り
で
す
︒

﹁
姨
捨
﹂
で
は
こ
の
解
釈
を
も
と
に
︑﹁
姨

捨
山
に
捨
て
て
ほ
し
い
﹂
と
懇
願
す
る
自

分
の
母
親
と
︑
そ
れ
に
当
惑
し
な
が
ら
も

こ
た
え
よ
う
と
す
る
井
上
と
の
劇
中
劇
が

展
開
さ
れ
ま
す
︒
こ
れ
は
想
像
の
世
界
で

あ
っ
て
︑
事
実
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
︑
井

上
さ
ん
が
晩
年
に
ま
と
め
た
﹁
わ
が
母
の

記
﹂︵
１
９
７
５
年
︶
で
は
︑﹁
歌
の
背
後

に
仕
組
ま
れ
た
一
つ
の
劇
﹂
が
︑
豊
か
に

心
を
動
か
さ
れ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い

文
体
の
作
品
に
昇
華
し
て
お
り
︑﹁
姨
捨
﹂

は
い
わ
ば
﹁
わ
が
母
の
記
﹂
の
母
体
の
よ

う
な
作
品
で
す
︒
映
画
も
両
作
品
の
エ
ッ

セ
ン
ス
を
感
動
的
に
映
像
化
し
て
い
ま

す
︒

　

井
上
靖
さ
ん
が
幼
少
時
に
聞
い
た
姨
捨

伝
説
は
︑
小
説
家
と
し
て
油
が
乗
っ
た
と

き
﹁
わ
が
心
慰
め
か
ね
つ
さ
ら
し
な
や
姨

捨
山
に
て
る
月
を
見
て
﹂
と
い
う
歌
に

よ
っ
て
︑
日
本
の
み
な
ら
ず
世
界
の
人
た

ち
の
心
を
動
か
す
豊
か
な
物
語
作
品
に

な
っ
た
と
言
え
ま
す
︒

　

映
画
﹁
わ
が
母
の
記
﹂
は
︑
ア
マ
ゾ
ン

の
プ
ラ
イ
ム
ビ
デ
オ
で
も
見
る
こ
と
が
で

き
ま
す
︵
有
料
︶︒

映画にもなった「わが母の記」の母体―小説家の井上靖さん
著
名
人
の
心
を
つ
か
ん
だ
﹁
慰
め
か
ね
つ
﹂
歌
②


