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仙
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全
国
同
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雑
誌
最
優
秀
賞

最
優
秀
賞
　
　

　

ま
ほ
ろ
ば
賞

発
表

全国同人雑誌協会

　

第
一
八
回
新
全
国
同
人
雑
誌
最
優
秀
賞
「
ま
ほ
ろ
ば
賞
」
選
考
会

は
、
全
国
同
人
雑
誌
の
三
〇
〇
以
上
の
小
説
作
品
の
中
か
ら
選
ば
れ

た
五
作
品
の
優
秀
作
品
を
対
象
に
、
二
〇
二
四
年
七
月
三
十
一
日
に

東
京
都
大
田
区
民
プ
ラ
ザ
第
一
会
議
室
に
お
い
て
、
三
田
誠
広
氏
、

中
上
紀
氏
、
小
浜
清
志
氏
、
五
十
嵐
勉
「
文
芸
思
潮
」
編
集
長
の
四

名
の
選
考
委
員
に
よ
っ
て
慎
重
に
審
議
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。
作
品

ご
と
に
各
選
考
委
員
が
深
く
批
評
し
、
熱
い
議
論
が
交
わ
さ
れ
ま
し

た
。
厳
正
な
審
査
の
結
果
、
左
記
の
よ
う
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
の

で
、
こ
こ
に
選
評
と
と
も
に
発
表
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

ま
た
全
国
か
ら
の
読
者
の
投
票
と
寄
付
に
よ
る
読
者
賞
の
投
票
お

よ
び
内
容
の
結
果
も
併
せ
て
こ
こ
に
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

新
ま
ほ
ろ
ば
賞
と
な
っ
て
以
来
、「
ま
ほ
ろ
ば
賞
」
は
、
賞
状
と

賞
金
三
十
万
円
お
よ
び
記
念
ト
ロ
フ
ィ
ー
を
贈
ら
せ
て
い
た
だ
く
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
特
に
本
年
は
こ
れ
ま
で
多
大
な
御
寄
附
を
い
た

だ
い
た
木
内
是
壽
氏
よ
り
ま
た
高
島
屋
特
製
の
美
術
電
気
ス
タ
ン
ド

を
ま
ほ
ろ
ば
賞
受
賞
者
に
贈
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
木
内
氏

に
は
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

特
別
賞
、
河
林
満
賞
に
も
そ
れ
ぞ
れ
賞
状
と
賞
金
十
万
円
お
よ
び

記
念
品
を
、
ま
た
読
者
賞
に
は
投
票
賞
金
と
優
秀
賞
賞
金
五
万
円
お

よ
び
記
念
品
を
贈
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
優
秀
賞
に
も
記
念
品
と

賞
金
五
万
円
を
贈
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

今
後
も
全
国
の
同
人
雑
誌
の
中
か
ら
優
れ
た
作
品
が
生
ま
れ
る
こ

と
を
祈
念
し
、
た
く
さ
ん
の
同
人
雑
誌
の
作
品
が
全
国
同
人
協
会
・

全
国
同
人
雑
誌
振
興
会
及
び
文
芸
思
潮
に
寄
せ
ら
れ
て
く
る
こ
と
を

期
待
し
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
ど
う
ぞ
作
品
の
推
薦
に
も
い
っ
そ
う
多
数
の
方
が
御
参
加

く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
ま
た
積
極
的
に
読
者
賞
へ
の
投
票

に
加
わ
っ
て
い
た
だ
き
、
ぜ
ひ
皆
様
自
ら
の
手
で
こ
の
賞
を
盛
り
上

げ
、
育
て
て
い
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
全
国
の
同
人
雑

誌
諸
氏
の
御
参
加
と
御
支
持
を
切
に
お
願
い
す
る
次
第
で
す
。

ま
た
こ
の
結
果
及
び
選
評
と
そ
の
感
想
・
批
評
の
動
画
、
ま
た
優

秀
作
品
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
「
文
芸
思
潮
」
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
発

表
さ
れ
る
予
定
で
す
。
ど
う
ぞ
御
覧
く
だ
さ
い
。

第
18
回

　　

ま
ほ
ろ
ば
賞

ま
ほ
ろ
ば
賞

まほろば賞発表

まほろば賞賞金は、木内是壽氏、故蘭藍子氏、三田村博史氏、故原石寛氏、夏目日美子氏、前岡光明氏、
今田真理子氏、二宮英郷氏、堀井清氏、西島雅博氏、高橋惟文氏、勝又浩氏、越山しづか氏、「北斗」
などの御寄付によるものです。ここに厚く御礼申し上げます。また「中部ペンクラブ」「北斗」「狐火」
「安藝文学」「ぺん」「海」「文芸中部」など全国同人雑誌協会会員の御協力にも厚く御礼申し上げます。

　「
父
の
マ
リ
ア
」

　
　
　
　
　
　
　

入
江
修
山

　

河
林
満
賞

読
者
賞
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神カ

ミ
ン
チ
ュ女

」

　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
大
城
由
乃

　
　（「
ガ
ラ
ン
ス
」31
号
）
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国
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賞

全
国
同
人
雑
誌
最
優
秀
賞

　
　（「
創
」
20
号
）
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四
人
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号
・
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号
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特
別
賞
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黄
昏
の
朝
」

　
　
　
　
　
　
　　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
藤
原
伸
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文
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優
秀
賞
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渡
谷
　
邦
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賞

ま
ほ
ろ
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選
評
選
評

　

候
補
作
五
篇
は
す
べ
て
ど
こ
か
リ
ア
リ
ズ
ム
の
領
域
を
超
え
た
と

こ
ろ
に
テ
ー
マ
を
求
め
て
い
た
。
現
実
を
見
つ
め
る
だ
け
で
は
小
説

を
書
き
に
く
い
時
代
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
満
場
一
致
で
ま

ほ
ろ
ば
賞
と
な
っ
た
「
神カ

ミ
ン
チ
ュ女」

（
大
城
由
乃
）
は
沖
縄
周
辺
の
離
島

に
広
く
残
っ
て
い
る
霊
と
交
信
で
き
る
神
秘
的
な
女
性
を
中
心
に
、

土
建
屋
の
儲
け
仕
事
や
、
う
ら
ぶ
れ
た
飲
み
屋
の
風
景
、
沖
縄
戦
の

集
団
自
殺
な
ど
雑
多
な
要
素
を
盛
り
込
ん
だ
意
欲
作
で
、
通
俗
的
な

話
を
展
開
さ
せ
な
が
ら
も
、
沖
縄
な
ら
で
は
の
歴
史
と
現
代
の
様
相

を
見
事
に
描
き
き
っ
て
い
る
。
こ
の
地
域
の
霊
媒
の
存
在
は
衆
知
の

　

リ
ア
リ
ズ
ム
の
領
域
を
超
え
て
　　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
三
田
誠
広

三
田
誠
広
　　

みた　まさひろ

1948　大阪生まれ
　早稲田大学文学部卒
　77 ｢ 僕って何」で芥川賞受賞
　作品はほかに「いちご同盟」
「空海」「親鸞」など
　最近の本「遠き春の日々」
「少年空海アインシュタイン時
空を超える」「天海」「善鸞」
　日本文藝家協会副理事長
　　武蔵野大学名誉教授

事
実
で
あ
り
、
リ
ア
リ
ズ
ム
か
ら
逸
脱
し
て
も
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
は

な
ら
ず
に
、
現
実
そ
の
も
の
を
直
視
し
、
深
く
掘
り
下
げ
る
こ
と
に

成
功
し
て
い
る
。

　

特
別
賞
の
「
黄
昏
の
朝
」
（
藤
原
伸
久
）
は
不
幸
な
体
験
を
経
て

神
秘
的
な
霊
能
を
得
た
女
が
、
喫
茶
店
の
マ
ス
タ
ー
や
周
囲
の
人
々

の
善
意
に
触
れ
て
し
だ
い
に
回
復
し
て
い
く
物
語
で
、
爽
や
か
な

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
し
て
、
リ
ー
ダ
ブ
ル
で
魅
力
的
な
作
品
に
な
っ
て

い
る
。
登
場
人
物
の
す
べ
て
が
善
人
で
、
話
が
つ
ご
う
よ
く
進
み
す

ぎ
る
こ
と
に
途
惑
い
を
覚
え
つ
つ
も
、
作
者
の
話
術
の
巧
み
さ
に
驚

嘆
す
る
し
か
な
か
っ
た
。

　

河
林
賞
の
「
父
の
マ
リ
ア
」
（
入
江
修
山
）
は
隠
れ
切
支
丹
の
地

に
生
ま
れ
た
女
と
、
隠
し
念
仏
が
伝
わ
る
地
域
の
男
が
出
会
う
ロ
マ

ン
ス
で
、
候
補
作
の
な
か
で
は
唯
一
リ
ア
リ
ズ
ム
で
書
か
れ
て
い
る

よ
う
で
は
あ
る
が
、
宗
教
と
い
う
も
の
が
深
く
絡
ん
で
く
る
と
こ
ろ

に
、
独
特
の
ム
ー
ド
が
感
じ
ら
れ
る
不
思
議
な
作
品
に
な
っ
て
い
る
。

父
の
足
ど
り
を
た
ど
っ
て
息
子
が
隠
れ
切
支
丹
の
地
を
訪
ね
る
と
い

う
設
定
に
安
定
感
は
あ
る
が
、
い
く
ぶ
ん
イ
ン
パ
ク
ト
が
弱
く
な
っ

た
。
小
説
は
虚
構
な
の
だ
か
ら
、
思
い
き
っ
て
父
そ
の
も
の
を
主
人

公
と
し
て
描
き
き
る
冒
険
を
し
て
ほ
し
か
っ
た
。

　

惜
し
く
も
受
賞
は
逸
し
た
が
「
水
路
」
（
渡
谷
邦
）
も
魅
力
的
な

作
品
だ
っ
た
。
一
種
の
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
な
の
だ
が
、
そ
の
種
の

作
品
に
あ
り
が
ち
な
も
の
も
の
し
さ
が
な
く
、
淡
々
と
し
た
日
常
性

の
な
か
に
、
妻
と
似
た
女
が
家
庭
の
な
か
に
入
り
込
ん
で
く
る
。
ス

第 18回第 18回

リ
リ
ン
グ
な
設
定
で
は
あ
る
が
、
妻
が
女
の
パ
ー
ト
の
仕
事
の
代
役

を
す
る
と
い
う
さ
さ
や
か
な
冒
険
の
ほ
か
に
は
何
事
も
起
こ
ら
な
い
。

大
げ
さ
に
問
題
提
起
す
る
の
で
は
な
く
、
さ
り
げ
な
く
日
常
性
の
裂

け
目
の
よ
う
な
も
の
を
描
き
出
す
作
者
の
筆
致
は
都
会
的
で
、
そ
こ

に
新
鮮
な
も
の
を
感
じ
た
。

　

最
後
の
一
篇
「
お
仙
―
―
続
番
町
皿
屋
敷
」
（
髙
見
直
宏
）
は
同

人
誌
に
は
珍
し
い
時
代
小
説
で
、
有
名
な
皿
の
枚
数
を
数
え
る
幽
霊

が
出
て
く
る
の
だ
が
、
古
風
な
文
体
に
強
度
が
あ
り
、
独
特
の
世
界

観
を
見
せ
て
く
れ
る
。
同
人
誌
の
書
き
手
の
レ
ベ
ル
の
高
さ
を
改
め

て
感
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

まほろば賞まほろば賞　　選評選評

　

今
回
も
力
作
ぞ
ろ
い
で
、
選
者
の
一
人
と
し
て
読
み
終
え
る
と
深

い
た
め
息
を
つ
き
呻
吟
す
る
こ
と
の
繰
り
返
し
で
あ
っ
た
。
主
に
日

本
文
芸
山
の
す
そ
野
は
限
り
な
く
広
が
り
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
と
楽
し
い
夢
想
を
抱
い
て
し
ま
う
。

　

同
郷
の
よ
し
み
と
し
て
、「
神カ

ミ
ン
チ
ュ女」（『
四
人
』
105
号
・
106
号
）
大

城
由
乃
を
最
初
に
読
ん
だ
。
迫
力
の
あ
る
物
語
の
展
開
と
神カ

ミ
ン
チ
ュ女と

言

う
不
思
議
な
存
在
が
こ
の
作
品
を
重
層
な
も
の
に
し
て
い
て
、
当
選

作
に
な
る
こ
と
に
異
議
は
唱
え
な
か
っ
た
。
沖
縄
の
人
に
し
か
書
け

な
い
作
品
で
あ
る
が
、
神
女
と
い
う
想
像
の
人
物
を
作
り
上
げ
た
こ

と
が
必
ず
し
も
成
功
し
て
い
る
と
は
思
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
作

者
の
作
品
に
対
す
る
強
い
思
い
は
行
間
か
ら
あ
ふ
れ
て
い
て
読
後
感

　
　
　

今
回
も
力
作
ぞ
ろ
い
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
小
浜
清
志

こはま　きよし

1950 沖縄県生まれ
　劇団四季など様々な職を遍歴
　87 作家中上健次に師事、マ
　ネージャーを務めるかたわら
　文学修行
　88「風の河」で文学界新人賞
　を受賞
　他の作品に「消える島」「後
　生橋」「光の群れ」「火の闇」
　などがある

三
田
誠
広
文
学
の
原
点
を
な
し
て
み
ず
み
ず
し
い
輝
き
を
放
つ
傑
作
。

み
や
び
出
版　

１
５
０
０
円
＋
税
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も
良
か
っ
た
。
ま
ほ
ろ
ば
賞
受
賞
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

「
黄
昏
の
朝
」（『
文
宴
』
139
号
）
藤
原
伸
久
を
興
味
深
く
読
ん
だ
。

キ
リ
コ
と
い
う
女
性
の
人
に
は
見
え
な
い
も
の
が
見
え
る
と
言
う
能

力
が
三
年
前
か
ら
突
然
現
れ
た
と
い
う
。
ま
ず
、
タ
カ
シ
の
喫
茶
店

に
き
て
、
す
ぐ
タ
カ
シ
の
左
手
に
白
い
蛇
が
巻
き
付
い
て
い
る
と
告

げ
ら
れ
た
。
タ
カ
シ
は
た
だ
茫
然
と
な
る
。「
信
じ
て
も
ら
え
な
い

の
も
分
か
っ
て
い
ま
す
が
腕
を
カ
ウ
ン
タ
ー
に
置
い
て
く
だ
さ
い
」

キ
リ
コ
は
そ
う
言
う
な
り
、
絡
ま
っ
た
ヒ
モ
を
ほ
ど
く
よ
う
に
、
両

手
を
手
首
の
辺
り
で
動
か
し
て
い
る
。そ
し
て
、取
れ
た
と
言
い
、「
痛

い
で
す
か
？
」
と
聞
い
て
く
る
。
我
に
返
っ
て
み
る
と
痛
み
が
き
れ

い
に
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。

　

キ
リ
コ
の
魅
力
を
見
せ
つ
け
て
作
品
が
展
開
す
る
が
、
読
み
手
を

決
し
て
飽
き
さ
せ
な
い
工
夫
も
み
ご
と
で
あ
る
。
キ
リ
コ
の
過
去
も

明
か
さ
れ
て
き
て
二
人
は
結
ば
れ
る
予
感
を
残
し
て
作
品
は
終
わ
る
。

私
は
当
選
作
で
も
い
い
と
思
っ
て
い
た
が
、
題
名
の
悪
さ
を
指
摘
さ

れ
る
と
反
論
で
き
な
か
っ
た
。

「
水
路
」（『
あ
る
か
い
ど
』
74
号
）
渡
谷
邦
、
夫
に
よ
れ
ば
、
ど
う

も
水
路
の
辺
り
に
わ
た
し
に
似
た
女
が
い
る
ら
し
い
。
と
い
う
書
き

出
し
か
ら
し
て
こ
の
作
品
の
異
様
さ
が
垣
間
見
え
る
が
、
わ
た
し
に

似
た
女
と
出
会
い
後
を
つ
け
て
い
き
ア
パ
ー
ト
を
知
る
。
翌
日
わ
た

し
は
あ
の
女
の
ア
パ
ー
ト
へ
む
か
う
。
自
分
が
何
を
し
た
い
の
か
さ

え
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
部
屋
は
明
か
り
が
つ
い
て
い
た
。
外
階
段
を

あ
が
り
部
屋
の
前
に
立
っ
た
。
そ
の
と
き
部
屋
の
中
か
ら
ド
ス
ン
と

い
う
音
が
し
て
、
女
の
金
切
り
声
が
聞
こ
え
た
。
慌
て
て
戸
口
か
ら

離
れ
換
気
扇
の
下
の
壁
に
隠
れ
耳
を
す
ま
す
。
男
の
怒
鳴
り
声
と
女

の
金
切
り
声
が
つ
づ
き
男
は
出
て
い
っ
た
。
わ
た
し
は
女
の
も
と
に

行
き
声
を
か
け
る
。
女
は
た
だ
殴
ら
れ
た
だ
け
と
そ
っ
け
な
い
。
わ

た
し
は
自
分
の
住
所
と
電
話
番
号
を
書
い
て
女
に
渡
し
て
帰
る
。
何

日
か
し
て
女
が
現
れ
る
。
靴
を
間
違
え
て
い
た
事
を
指
摘
さ
れ
る
。

し
か
し
、
女
は
そ
の
ま
ま
住
み
つ
き
、
わ
た
し
は
女
の
代
わ
り
に
弁

当
工
場
に
も
い
く
。
変
わ
っ
た
人
物
と
奇
妙
な
展
開
は
あ
る
が
敢
え

て
作
者
は
深
掘
り
を
し
よ
う
と
し
な
い
よ
う
に
見
え
る
こ
と
が
少
し

残
念
で
あ
っ
た
。

「
お
仙
―
―
続
番
町
皿
屋
敷
」（『
創
』
20
号
）
髙
見
直
宏
、
夏
の
怪

談
話
で
あ
る
お
皿
が
一
枚
二
枚
と
い
う
皿
屋
敷
の
物
語
を
見
事
に
ま

と
め
た
作
品
で
一
気
に
読
ま
せ
て
く
れ
た
。
時
代
物
で
は
な
く
現
代

の
作
品
が
ど
う
し
て
も
読
み
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

「
父
の
マ
リ
ア
」（『
ガ
ラ
ン
ス
』
31
号
）
入
江
修
山
、
隠
れ
キ
リ
シ

タ
ン
の
女
と
恋
に
落
ち
た
父
の
足
跡
を
た
ど
る
は
な
し
で
あ
る
。
し

か
し
、
恋
に
落
ち
た
二
人
の
気
持
ち
が
あ
ま
り
書
か
れ
て
い
な
い
の

が
淋
し
か
っ
た
。

まほろば賞まほろば賞　　選評選評

　　

女
性
の

女
性
の
感
受
性
と
能
力

　
　
　
　
　
　
　
五
十
嵐
勉

　
　
　
　
　
　
　
五
十
嵐
勉
　　

いがらし　つとむ

1949　山梨県生まれ
　早稲田大学文学部文芸科卒
79「流

る た く

謫の島」群像新人長編小説
賞
84-90 カンボジアを中心に東南
アジアを取材「東南アジア通
信」編集長
　主著「緑の手紙」（読売新聞・
NTT　プリンテック「インター
ネット文芸」最優秀賞）・「鉄の
光」「ノンチャン、NONGCHAN
／聖丘寺院へ」「破壊者たち」

　

今
回
は
大
城
由
乃
氏
の
「
神カ
ミ
ン
チ
ュ女」
が
圧
倒
的
で
、
扱
っ
て
い
る
題

材
と
言
い
、
文
章
の
迫
力
と
言
い
、
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
の
お
も
し
ろ

さ
と
言
い
、
抜
き
ん
出
て
い
た
。
沖
縄
に
は
、
東
北
地
方
と
並
ん
で

日
本
で
最
も
憑
依
能
力
の
高
い
風
土
が
あ
り
、
ユ
タ
と
か
カ
ミ
ン

チ
ュ
は
そ
の
代
表
的
な
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
超
能
力
者
だ
が
、
こ
の

作
品
に
よ
っ
て
そ
の
世
界
を
よ
く
味
わ
わ
せ
て
も
ら
っ
た
。
こ
の
能

力
を
小
説
に
展
開
す
る
作
品
に
は
初
め
て
接
し
た
が
、
Ａ
Ｉ
が
代
表

す
る
機
械
化
や
組
織
化
が
進
む
現
代
に
お
い
て
、
む
し
ろ
こ
う
い
う

世
界
が
異
様
な
新
鮮
さ
で
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
喚
起
す
る
の
は
お
も
し

ろ
い
現
象
だ
と
、
あ
ら
た
め
て
反
時
代
的
な
可
能
性
を
感
じ
た
。
こ

の
能
力
は
、
歴
史
の
中
に
眠
る
怨
み
や
怒
り
、
矛
盾
や
理
不
尽
さ
や

残
忍
さ
を
自
由
に
取
り
出
せ
、
現
代
に
蘇
生
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。
小
説
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
武
器
に
す
る
表
現
方
法
に
と
っ

て
は
、
極
め
て
有
効
な
可
能
性
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
の
霊
媒
の
能

力
に
よ
っ
て
過
去
と
現
代
を
自
由
に
行
き
来
で
き
、
怨
嗟
や
人
間
の

叫
び
を
自
在
に
取
り
出
せ
る
方
法
装
置
が
こ
こ
に
は
あ
る
。
こ
の
方

法
と
舞
台
装
置
を
使
え
ば
、
沖
縄
に
あ
る
問
題
を
現
代
に
鮮
明
に
浮

か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
、
血
肉
を
備
え
た
作
品
と
し
て
生
き

生
き
と
歩
き
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
米
軍
基
地
の
問

題
に
し
て
も
、
島
津
の
侵
略
に
し
て
も
、
中
国
と
の
問
題
に
つ
い
て

も
、
は
た
ま
た
現
代
の
ミ
サ
イ
ル
基
地
の
問
題
に
し
て
も
、
こ
の
超

能
力
者
た
ち
が
呼
び
寄
せ
る
現
実
の
シ
ー
ン
と
し
て
再
生
可
能
に
な

る
。
私
が
こ
の
小
説
と
筆
者
に
大
き
な
可
能
性
を
感
じ
た
の
は
、
そ

れ
が
方
法
と
し
て
大
き
な
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
備
え
て
い
る
か
ら
だ
っ

た
。
た
だ
、
こ
れ
を
実
現
さ
せ
る
の
は
、
過
去
の
歴
史
に
も
よ
く
目

を
凝
ら
し
、
様
々
な
見
識
と
洞
察
を
身
に
着
け
て
、
か
つ
ま
た
そ
れ

を
表
現
す
る
高
い
表
現
能
力
を
身
に
着
け
た
上
で
の
こ
と
な
の
で
、

単
な
る
期
待
に
終
わ
る
確
率
も
少
な
く
な
い
。
た
だ
私
と
し
て
は
、

感
じ
る
以
上
可
能
性
に
賭
け
て
ほ
し
い
気
は
し
た
。

　

こ
の
作
品
自
体
に
つ
い
て
、
褒
め
る
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
る
。
沖

縄
の
裏
町
の
酒
場
な
ど
よ
く
書
け
て
い
る
し
、
不
動
産
業
の
野
心
性

の
絡
み
も
お
も
し
ろ
く
読
ま
せ
る
。
特
に
神カ

ミ
ン
チ
ュ女の
梓あ
ず
さが
神
の
森
で
試

練
を
受
け
る
彷
徨
い
は
、
あ
り
ふ
れ
た
商
業
文
芸
誌
に
は
け
っ
し
て

出
て
こ
な
い
狂
気
と
日
常
の
境
目
が
露
出
し
て
い
る
。
沖
縄
戦
の
少
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年
の
爆
弾
で
粉
砕
さ
れ
る
場
面
、
少
女
た
ち
の
自
決
場
面
は
迫
力
が

あ
っ
て
、
強
烈
な
生
々
し
さ
が
あ
る
な
ど
、
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
ま

た
読
み
終
わ
っ
て
、
小
説
的
な
お
も
し
ろ
さ
や
充
実
感
が
残
る
こ
と

も
、
ま
ほ
ろ
ば
賞
に
ふ
さ
わ
し
い
。
一
般
書
店
に
流
通
さ
せ
て
も
、

か
な
り
読
む
人
が
い
そ
う
な
手
ご
た
え
を
感
じ
た
。
今
後
が
た
い
へ

ん
だ
が
、
ぜ
ひ
が
ん
ば
っ
て
、
こ
の
世
界
を
さ
ら
に
生
か
し
て
い
っ

て
も
ら
い
た
い
。

　

今
回
は
た
ま
た
ま
女
性
の
超
能
力
・
感
受
性
・
宗
教
性
の
よ
う
な

共
通
な
力
が
全
作
品
に
通
底
す
る
結
果
に
な
っ
て
、
興
味
深
か
っ
た

が
、
特
別
賞
の
藤
原
伸
久
氏
の
「
黄
昏
の
朝
」
も
、
主
人
公
の
キ
リ

コ
が
他
人
の
病
ん
で
い
る
部
分
を
癒
す
特
別
な
能
力
が
あ
っ
て
、
ス

ト
ー
リ
ー
の
牽
引
力
に
な
っ
て
い
た
。
キ
リ
コ
に
つ
い
て
は
と
て
も

よ
く
書
け
て
い
て
、
そ
の
魅
力
が
読
み
手
を
引
っ
張
っ
て
い
く
。
途

中
か
ら
キ
リ
コ
が
な
ぜ
そ
の
能
力
を
身
に
付
け
た
か
、
キ
リ
コ
の
過

去
に
入
っ
て
い
く
と
こ
ろ
か
ら
マ
ス
タ
ー
と
の
個
人
間
も
深
ま
り
、

キ
リ
コ
自
身
が
癒
さ
れ
て
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
に
な
っ
て
い
く
。
そ
の

流
れ
も
鮮
や
か
で
読
者
を
楽
し
ま
せ
る
ス
ト
ー
リ
ー
・
テ
ラ
ー
と
し

て
の
筆
者
の
卓
越
し
た
力
が
窺
わ
れ
る
の
だ
が
、
私
に
は
二
つ
気
に

な
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
一
つ
は
主
人
公
の
マ
ス
タ
ー
の
存
在
が
希
薄

で
、
人
物
と
し
て
生
き
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
何
を
悩
み
、
何
に

困
り
、
店
を
ど
う
し
た
い
の
か
、
人
物
が
見
え
て
こ
な
い
。
そ
れ
が

不
満
だ
っ
た
の
と
、
も
う
一
つ
は
、
タ
イ
ト
ル
で
「
黄
昏
の
朝
」
は

何
を
言
っ
て
い
る
の
か
イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
ば
な
い
。
相
反
す
る
言
葉

な
の
で
、
無
理
が
あ
る
。
た
と
え
ば
「
キ
リ
コ
の
段
ボ
ー
ル
箱
」
の

よ
う
な
タ
イ
ト
ル
な
ら
、
お
も
し
ろ
み
も
増
し
た
よ
う
に
思
っ
た
。

　

河
林
満
賞
の
入
江
修
山
氏
「
父
の
マ
リ
ア
」
も
女
性
と
宗
教
の
問

題
を
骨
格
に
し
て
い
る
。
薬
売
り
の
父
が
行
商
先
で
知
り
合
っ
た
恋

仲
の
女
性
と
愛
を
誓
い
合
う
が
、
宗
教
の
違
い
か
ら
、
結
ば
れ
る
こ

と
な
く
、別
の
道
を
歩
む
。し
か
し
そ
の
誓
い
は
心
の
奥
で
守
ら
れ
、

女
性
は
生
涯
独
身
を
貫
き
、
薬
売
り
の
男
は
別
な
女
性
と
結
婚
す
る

も
の
の
、
息
子
に
そ
の
女
性
の
名
前
を
付
け
て
誓
い
に
添
う
。
息
子

が
晩
年
の
女
性
の
元
を
は
る
ば
る
訪
ね
、
女
性
の
一
途
な
貫
き
を
、

自
身
の
名
に
重
ね
る
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
海
上
で
の
光
の
中
の

逢
引
が
昇
華
さ
れ
て
、
美
し
い
。
貫
き
が
生
き
る
道
筋
に
光
り
残
る

作
品
だ
っ
た
。

　

読
者
か
ら
の
支
持
が
最
も
多
か
っ
た
の
は
、
髙
見
直
宏
氏
の
「
お

仙
―
―
続
番
町
皿
屋
敷
」
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
岡
本
綺
堂
の
「
番

町
皿
屋
敷
」
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
あ
と
の
独
自
の

ス
ト
ー
リ
ー
展
開
と
文
章
力
は
す
ば
ら
し
い
。
井
戸
か
ら
お
菊
の
亡

霊
が
皿
を
数
え
て
現
れ
る
シ
ー
ン
は
、
思
わ
ず
背
筋
が
ゾ
ッ
と
す
る

ほ
ど
の
出
来
栄
え
で
、
こ
の
卓
越
し
た
文
章
力
だ
け
で
も
何
か
の
賞

に
値
す
る
。
ま
た
権
次
や
そ
れ
が
憑
依
し
た
と
見
ら
れ
る
野
良
犬
な

ど
周
囲
の
人
物
や
動
物
の
描
写
も
メ
イ
ン
の
流
れ
を
し
っ
か
り
支
え

て
い
て
盛
り
上
げ
て
い
る
。
お
菊
の
恋
の
成
就
へ
の
落
ち
も
、
真
弓

と
い
う
し
っ
か
り
し
た
女
性
の
存
在
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
配
置
の
妙
を

醸
し
て
い
て
、
成
功
し
て
い
る
。
時
代
小
説
の
可
能
性
を
あ
ら
た
め

　　
　　

女
性
た
ち
の
不
思
議
な
力
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
中
上
　
紀
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て
示
し
て
く
れ
た
、
優
れ
た
作
品
だ
っ
た
。

　

渡
谷
邦
氏
の
「
水
路
」
は
、
別
な
角
度
か
ら
女
性
の
不
思
議
な
感

知
力
を
見
せ
て
く
れ
た
小
説
で
あ
る
。
選
考
会
で
は
か
な
り
評
価
が

高
か
っ
た
。「
自
分
に
似
た
女
性
が
い
る
」
こ
と
か
ら
、
そ
の
女
性

が
気
に
な
り
、
近
づ
い
て
い
く
。
そ
の
女
性
が
し
だ
い
に
自
分
の
生

活
に
入
り
込
ん
で
き
て
、
互
い
に
入
れ
替
わ
る
よ
う
に
、
そ
の
女
性

の
働
き
先
に
代
わ
り
に
出
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
り
す
る
。
そ
の

間
、
絶
え
ず
水
路
に
水
死
体
の
話
が
入
り
込
む
。
幸
福
と
不
幸
、
日

常
と
非
日
常
の
間あ

わ
いが

見
え
隠
れ
し
な
が
ら
、
最
後
は
平
穏
な
日
常
に

戻
っ
て
い
く
。
非
日
常
を
垣
間
見
さ
せ
て
、
不
運
や
不
安
を
覚
え
さ

せ
る
そ
の
手
腕
は
高
度
な
も
の
で
読
ま
せ
る
力
は
横
溢
し
て
い
る

が
、
こ
の
作
品
に
結
果
的
に
イ
ン
パ
ク
ト
が
な
い
の
は
、
幸
福
の
側

に
あ
く
ま
で
留
ま
り
、
け
っ
し
て
負
の
領
域
に
は
転
落
し
て
い
か
な

い
安
全
さ
の
側
に
書
き
手
が
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
ち
ょ
い
見
せ
の
手

腕
は
す
ば
ら
し
い
が
、
ど
こ
ま
で
も
勝
ち
組
の
側
に
留
ま
る
姿
勢

に
、
人
生
に
は
絶
え
ず
待
ち
受
け
て
い
る
落
と
し
穴
の
恐
怖
が
本
格

的
に
伝
わ
っ
て
こ
な
い
恨
み
が
あ
る
。
こ
の
側
に
足
を
踏
み
入
れ
、

し
っ
か
り
書
け
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
お
そ
ら
く
こ
の
作
者
は
飛
躍
す

る
と
思
わ
れ
る
。期
待
度
と
言
う
点
で
は
、大
き
な
も
の
が
残
っ
た
。

　

全
体
を
通
し
て
、
今
回
も
充
実
し
た
読
後
感
を
覚
え
た
。
ま
ほ
ろ

ば
賞
の
作
品
は
商
業
誌
の
レ
ベ
ル
を
凌
駕
す
る
同
人
雑
誌
の
実
力
を

世
に
示
し
て
い
る
。
今
後
も
同
人
雑
誌
の
情
熱
あ
る
創
作
の
力
を
期

待
し
た
い
。　

なかがみ　のり

1971　東京生まれ
　ハワイ大学美術学部卒業
　99「イラワジの赤い花 ミャンマ　
ーの旅」（集英社）を上梓
　同年「彼女のプレンカ」（集英社）
　ですばる文学賞受賞
「悪霊」（毎日新聞社）「いつか物語に
なるまで」（晶文社）「夢の船旅─父中
上健次と熊野─」（河出書房新社）「ア
ジア熱」（大田出版）「シャーマンが歌
う夜」「水の宴」（集英社）「海の宮」
（新潮社）「熊野物語」（平凡社）「天
狗の回路」（筑摩書房）など著作多数

　

二
〇
二
四
年
も
暑
い
夏
の
盛
り
、「
ま
ほ
ろ
ば
賞
」
の
選
考
会
が

大
田
区
民
プ
ラ
ザ
に
て
行
わ
れ
た
。
三
田
誠
広
、
小
浜
清
志
、
五
十

嵐
勉
各
選
考
委
員
の
方
と
久
し
ぶ
り
に
お
目
に
か
か
っ
た
が
、
皆
さ

ん
ま
す
ま
す
健
康
で
精
力
的
に
お
仕
事
を
さ
れ
、
暑
さ
負
け
し
つ
つ

あ
っ
た
私
は
圧
倒
さ
れ
る
ば
か
り
だ
っ
た
。

　

さ
て
、
素
晴
ら
し
い
候
補
作
五
作
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
い
た
。
今

回
の
作
品
は
す
べ
て
に
お
い
て
人
間
ド
ラ
マ
が
こ
と
さ
ら
色
鮮
や
か

に
描
か
れ
て
い
る
と
思
っ
た
。
読
み
な
が
ら
何
だ
か
、
あ
れ
も
こ
れ

も
Ａ
Ｉ
に
頼
る
の
で
な
け
れ
ば
ス
マ
ホ
内
で
ク
リ
ー
ン
に
補
正
、
完



85 84

結
さ
れ
、
汗
臭
く
汚
く
不
格
好
な
人
間
で
あ
る
こ
と
が
ま
る
で
罪
で

あ
る
か
の
よ
う
な
今
の
日
本
で
息
を
す
る
私
た
ち
に
対
し
て
、
痛
烈

な
皮
肉
が
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
た
。

　

ま
た
、
五
作
品
に
描
か
れ
た
、
切
腹
に
心
霊
、
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン

ガ
ー
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
、
神
女
、
薬
売
り
、
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
に

隠
し
念
仏
と
言
っ
た
も
の
の
特
殊
性
に
も
注
目
し
た
い
。
普
通
に
暮

ら
し
て
い
る
限
り
、
触
れ
る
機
会
は
ほ
と
ん
ど
な
い
要
素
で
あ
る
。

だ
が
こ
れ
ら
は
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
で
は
な
く
、
歴
史
の
ど
こ
か
で
、
あ

る
い
は
今
で
も
地
方
の
ど
こ
か
で
、
確
実
に
起
き
た
、
あ
る
い
は
生

き
て
存
在
し
て
い
る
要
素
で
も
あ
る
。

　

髙
見
直
宏
氏
の「
お
仙
─
─
続
番
町
皿
屋
敷
」は「
ま
ほ
ろ
ば
賞
」

の
候
補
作
に
は
珍
し
い
時
代
小
説
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
冒
頭
か
ら
扱

わ
れ
る
播
磨
の
切
腹
に
至
る
経
緯
は
、怪
談
に
も
な
っ
た「
皿
屋
敷
」

の
話
を
も
と
に
し
た
ド
ロ
ド
ロ
の
愛
憎
劇
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
屋

敷
で
働
い
た
お
仙
が
自
分
が
生
き
残
る
た
め
に
告
げ
口
を
し
た
こ
と

や
、
実
は
皿
を
一
枚
盗
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
ど
は
、
非
常
に
人

間
的
で
あ
り
、
現
代
に
も
通
じ
る
リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
る
。
た
だ
、
お

菊
と
播
磨
の
恋
愛
そ
の
も
の
の
様
子
を
も
っ
と
読
み
た
か
っ
た
。
そ

の
部
分
が
あ
れ
ば
、
お
菊
が
ど
う
し
て
そ
こ
ま
で
の
こ
と
を
し
た
の

か
、よ
り
心
を
重
ね
ら
れ
る
と
思
っ
た
。ち
な
み
に
、「
ま
ほ
ろ
ば
賞
」

候
補
作
に
は
よ
く
動
物
が
登
場
す
る
が
、
こ
の
作
品
で
も
犬
が
大
活

躍
し
、
大
い
に
読
ま
せ
る
場
面
で
あ
っ
た
。

　

ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
、
つ
ま
り
そ
っ
く
り
な
顔
の
人
物
に
つ
い
て

描
い
た
の
は
渡
谷
邦
氏
の
「
水
路
」
だ
。
自
分
に
似
た
女
を
ず
っ
と

追
い
か
け
て
い
く
と
い
う
行
為
は
、
否
が
応
で
も
読
み
手
の
ペ
ー
ジ

を
め
く
る
手
を
速
ま
ら
せ
る
だ
ろ
う
。
進
ん
で
い
く
道
が
、
綺
麗
な

遊
歩
道
か
ら
、
ど
ん
ど
ん
ぬ
か
る
み
の
よ
う
な
路
地
に
変
わ
っ
て
い

く
の
も
い
い
。
途
中
で
「
気
を
つ
け
ろ
よ
」
と
か
「
誰
々
が
水
路
に

落
ち
た
」
な
ど
と
言
っ
て
く
る
奇
怪
な
老
人
の
存
在
も
、
異
世
界
の

入
り
口
に
立
つ
、
地
獄
の
番
人
の
よ
う
で
絶
妙
だ
。
そ
っ
く
り
な
顔

の
女
は
や
が
て
主
人
公
た
ち
の
家
に
や
っ
て
く
る
よ
う
に
な
り
、
や

が
て
工
場
勤
務
の
女
に
代
わ
っ
て
主
人
公
が
働
い
た
り
と
、「
取
り

替
え
」
の
よ
う
な
こ
と
が
行
わ
れ
る
。
そ
の
間
に
女
が
主
人
公
の
夫

と
関
係
を
持
つ
の
で
は
な
い
か
と
下
世
話
な
想
像
を
読
者
は
す
る
か

も
し
れ
な
い
が
、
残
念
な
が
ら
そ
れ
は
起
き
な
い
。
だ
が
工
場
で
は

顔
を
す
っ
ぽ
り
覆
う
服
装
が
課
さ
れ
る
。
誰
だ
か
わ
か
ら
な
く
な
る

と
い
う
こ
と
は
、
誰
に
で
も
交
換
可
能
、
つ
ま
り
こ
れ
は
、
誰
の
心

の
中
に
も
あ
る
欲
望
の
一
つ
な
の
で
は
な
い
か
。
主
人
公
は
そ
こ
で

す
で
に
女
に
な
り
変
わ
っ
て
お
り
、
女
は
主
人
公
に
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
工
場
か
ら
出
て
き
た
の
が
女
な
の
か
主
人
公
な
の
か
、
誰

に
も
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
は
あ
る
意
味
、
男
女
の
関
係
を
持
つ
の
と

同
じ
こ
と
だ
。

「
河
林
満
賞
」
を
受
賞
し
た
入
江
修
山
氏
の
「
父
の
マ
リ
ア
」
で

は
、
そ
こ
に
描
か
れ
る
薬
売
り
と
い
う
仕
事
の
奥
深
さ
と
過
酷
さ
が

ま
ず
目
を
引
く
。
主
人
公
の
父
、
和
一
は
薬
売
り
と
し
て
隠
れ
キ
リ

シ
タ
ン
の
居
住
地
に
出
入
り
し
な
が
ら
、
文
と
い
う
若
い
女
と
親
交
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を
深
め
、
や
が
て
船
の
上
で
あ
い
び
き
を
す
る
仲
に
な
る
が
、「
隠

し
念
仏
」
の
宗
教
を
背
景
に
持
つ
和
一
と
キ
リ
シ
タ
ン
の
文
は
最
後

ま
で
理
解
し
合
う
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
の
越
え
ら
れ
な
さ
が
と
て

も
痛
々
し
く
描
か
れ
て
い
る
。
だ
が
注
目
し
た
い
の
は
、
抱
き
合
っ

た
ま
ま
小
船
に
乗
っ
て
流
さ
れ
て
行
く
場
面
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
る

で
熊
野
那
智
の
浜
で
か
つ
て
行
わ
れ
た
補
陀
落
渡
海
の
死
出
の
旅
の

よ
う
で
、
宗
教
に
阻
ま
れ
た
愛
な
の
に
多
分
に
宗
教
的
だ
。
二
人
は

助
か
っ
た
が
引
き
裂
か
れ
、
何
十
年
も
経
っ
た
後
に
息
子
の
文
夫
は

そ
の
話
を
聞
き
、
自
分
の
名
前
に
二
人
の
愛
の
証
を
見
る
と
い
う
ラ

ス
ト
よ
り
も
、
そ
の
流
れ
て
い
る
場
面
に
感
動
が
あ
る
と
思
っ
た
。

「
特
別
賞
」
を
受
賞
し
た
藤
原
伸
久
氏
の
「
黄
昏
の
朝
」
で
は
、
キ

リ
コ
と
い
う
不
思
議
な
力
を
持
つ
女
性
を
軸
に
話
が
進
む
。
喫
茶
店

が
磁
場
と
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
冴
え
な
い
見
た
目
を
し
た
彼
女
は

多
く
の
人
々
を
癒
す
が
、
並
行
す
る
よ
う
に
彼
女
の
痛
み
も
明
か
さ

れ
て
い
く
。
キ
リ
コ
は
、
皆
の
こ
と
を
癒
し
な
が
ら
、
実
は
自
分
が

癒
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
作
は
読
み
応
え
の
あ
る
場
面
も
多

く
、「
ペ
ン
ギ
ン
の
合
唱
」
な
ど
、
動
物
の
描
写
も
楽
し
い
。
彼
女

自
身
の
痛
み
の
中
心
で
あ
る
事
故
死
し
た
息
子
の
話
を
し
た
の
ち
、

キ
リ
コ
は
美
し
く
明
る
い
女
性
に
変
貌
し
て
い
く
。
女
性
の
持
つ
霊

力
あ
る
い
は
何
ら
か
の
パ
ワ
ー
を
、
小
説
と
し
て
語
る
「
意
味
」
の

よ
う
な
も
の
を
強
く
感
じ
さ
せ
た
作
品
だ
っ
た
。

　

宗
教
や
風
習
、
あ
る
い
は
工
場
の
勤
務
の
中
身
な
ど
、
な
か
な
か

知
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
に
も
触
れ
ら
れ
た
こ
と
も
、今
回
の「
ま

ほ
ろ
ば
賞
」
の
収
穫
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
特
筆
す
べ
き
こ
と

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
で
女
性
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

だ
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
不
思
議
な
力
を
持
っ
て
い
る
女
性
も
複
数
い

る
。
そ
れ
は
、
男
性
が
あ
る
意
味
こ
う
し
た
何
ら
か
の
「
力
」
の
あ

る
女
性
に
、
ど
こ
か
依
存
し
て
い
る
、
そ
れ
が
今
す
ご
く
見
え
て
し

ま
っ
て
い
る
時
代
だ
と
い
う
意
味
か
も
し
れ
な
い
と
も
思
う
。

　

そ
の
中
で
も
現
代
に
生
き
る
あ
る
女
性
の
問
題
か
ら
繋
が
る
形

で
、
沖
縄
に
伝
わ
る
神
女
と
い
う
伝
統
の
信
仰
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム

そ
し
て
戦
争
の
時
代
と
リ
ン
ク
し
て
い
る
大
城
由
乃
氏
の
「
神カ

ミ
ン
チ
ュ女」

に
最
も
高
い
票
を
入
れ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

　

文
字
の
一
つ
一
つ
に
、
神
が
か
っ
た
も
の
を
感
じ
た
の
も
そ
う
だ

が
、
や
は
り
今
広
く
読
者
に
伝
え
る
べ
き
沖
縄
戦
の
歴
史
、
凄
惨
な

事
実
と
し
て
、
も
し
か
し
た
ら
、
当
時
者
が
ま
だ
ぎ
り
ぎ
り
存
命
し

て
い
る
今
だ
か
ら
こ
そ
、
リ
ア
ル
な
ボ
イ
ス
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
最

後
の
チ
ャ
ン
ス
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
を
女
性
な
ら
で

は
の
繊
細
な
視
点
、
名
前
は
変
え
ら
れ
て
い
る
が
久
高
島
と
思
し
き

離
島
に
生
き
る
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
通
し
た
有
無
を
言
わ
さ
な
い
説

得
力
と
し
て
、
記
さ
れ
て
い
る
と
思
っ
た
。
特
に
、
幼
い
娘
の
片
方

の
目
を
失
わ
せ
て
ま
で
の
神
が
か
り
に
は
、
驚
き
を
隠
せ
な
か
っ

た
。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
し
か
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も

虐
待
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
問
わ
れ
る
可
能
性
を
恐
れ
ず
そ
こ
ま
で
書

く
と
い
う
こ
と
は
、
作
家
が
書
き
た
い
も
の
を
書
け
な
く
な
っ
て
き

た
昨
今
の
風
潮
に
一
石
を
投
じ
る
よ
う
で
も
あ
る
。
最
後
ま
で
迫
力
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の
あ
る
作
品
だ
っ
た
。

　

ス
マ
ホ
化
し
た
都
会
の
日
常
で
私
た
ち
が
失
っ
た
何
か
、
も
は
や

物
語
で
さ
え
も
伝
え
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
を
真

摯
に
伝
え
る
と
い
う
こ
と
。
ま
た
一
つ
、
小
説
の
役
割
と
い
う
も
の

を
学
ん
だ
気
が
し
た
。
選
考
会
後
、
打
ち
上
げ
の
席
で
、
五
十
嵐
勉

氏
が
「
ま
ほ
ろ
ば
賞
」
を
受
賞
し
た
「
神カ

ミ
ン
チ
ュ女」
の
著
者
大
城
由
乃
氏

に
受
賞
の
連
絡
を
す
る
際
に
、
ひ
と
こ
と
だ
け
お
祝
い
を
お
伝
え
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
。
沖
縄
の
太
陽
の
下
の
波
の
よ
う
に
優
し
く
お
お

ら
か
な
お
声
に
、
私
も
元
気
を
貰
っ
た
。

　
　

ま
ほ
ろ
ば
賞

　
「「
神神カ

ミ
ン
チ
ュ

カ
ミ
ン
チ
ュ女女
」」
（
「
四
人
」

（
「
四
人
」
105105
号
・
号
・
106106
号
）
号
）

　
　
　
　
　
　
　
大
城
由
乃

　
ま
ほ
ろ
ば
賞
　
受
賞
の
言
葉
　
　
大
城
由
乃

 　

こ
の
た
び
、
身
に
余
る
名
誉
あ
る
賞
を
頂
き
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

　

吉
報
を
お
受
け
さ
せ
て
頂
い
た
時
の
驚
き
は
、
こ
れ
ま
で
の
人
生
の

中
で
最
も
大
き
な
も
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
同
時
に
大
変
光
栄
に
思
い

ま
し
た
。
こ
れ
も
ひ
と
え
に
「
四
人
」
の
同
人
誌
と
合
評
会
な
ど
に
於

い
て
、
同
人
の
方
々
か
ら
多
く
の
学
び
と
御
指
導
を
賜
り
ま
し
た
お
陰

で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

ま
た
先
生
方
を
は
じ
め
他
の
同
人
雑
誌
の
秀
作
を
拝
見
さ
せ
て
頂
く

機
会
に
あ
ず
か
っ
た
こ
と
も
、
大
い
に
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。　

今
回

の
受
賞
を
励
み
に
、
「
ま
ほ
ろ
ば
」
と
い
う
言
葉
に
ふ
さ
わ
し
い
作
品

を
書
い
て
い
け
る
よ
う
、
こ
れ
か
ら
も
邁
進
し
て
い
く
所
存
で
ご
ざ
い

ま
す
。
こ
の
た
び
は
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

大城由乃
おおしろ　よしの　

1961 沖縄県旧糸満町生れ
　97 飲食店経営の傍ら詩作
2015 頃より小説を手掛ける
　21 同人誌「四人」入会
　沖縄県在住

今回は特別贈賞とし
て、木内是壽氏より御
寄附いただいた高島屋
製デザイン電気スタン
ドをお贈りします。
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特
別
賞
　
受
賞
の
言
葉
　
　
藤
原
伸
久

全国同人雑誌最優秀賞全国同人雑誌最優秀賞　　

　

選
ん
で
い
た
だ
き
ま
し
て
、
有
難
う
ご
ざ
い
ま
す
。
誰
も
見
向
き
も
せ
ず
、
新
聞
の
書
評
に

す
ら
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
作
品
が
特
別
賞
に
選
ば
れ
る
と
は
‼　

ま
さ
に
驚
天

動
地
、
寝
耳
に
松
竹
梅
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ゼ
ロ
で
は
な
い
が
何
物
に
も
な
り
得
な
い
私
の
小

説
も
よ
う
や
く
日
の
目
を
見
た
や
ら
見
な
い
の
や
ら
…
…
。
ふ
だ
ん
は
野
山
を
駆
け
ず
り
回
り
、

言
語
か
ら
は
る
か
に
遠
ざ
か
っ
て
野
放
図
に
生
き
て
お
り
ま
す
。
光
と
影
、
花
と
枯
木
、
妄
想

と
理
想
が
洗
濯
機
の
脱
水
槽
の
よ
う
に
渦
ま
い
て
い
る
日
常
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
中
で
書

く
こ
と
が
独
立
し
て
単
一
化
さ
れ
、
そ
れ
故
救
わ
れ
る
こ
と
の
多
い
毎
日
で
あ
り
ま
す
。
今
日

も
小
説
の
舞
台
と
な
っ
た
水
族
館
前
で
、
飼
育
員
さ
ん
と
話
し
な
が
ら
魚
を
釣
り
、
ア
シ
カ
の

声
を
聞
い
て
お
り
ま
し
た
。
形
あ
っ
て
定
ま
ら
ぬ
生
活
の
中
で
ポ
ツ
リ
ポ
ツ
リ
と
題
材
を
拾
い

集
め
、
定
ま
ら
ず
し
て
形
を
な
す
小
説
を
書
い
て
お
り
ま
す
。
人
生
は
小
説
よ
り
も
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
を
体
現
す
べ
く
こ
れ
か
ら
も
精
進
流
転
い
た
す
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。
謹
白
。

　

ま
ほ
ろ
ば
賞

　
特
別
賞

「
黄
昏
の
朝
」

「
黄
昏
の
朝
」
（
「
文
宴
」

（
「
文
宴
」
139139
号
）
号
）

　　
藤
原
伸
久

藤
原
伸
久

藤原伸久
ふじわら　のぶひさ

「文宴」同人
中部ペンクラブ・津文研会員
三重県文学新人賞・同奨励賞受賞
中部ペンクラブ賞受賞
原稿はすべて手書き
トライアスロン・登山・ボルダリン
グなど多才

風媒社　1500円

　

こ
の
度
の
受
賞
を
、
ま
こ
と
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

思
い
も
掛
け
な
い
入
選
と
受
賞
で
す
。

　

こ
れ
は
、
わ
た
し
の
力
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

貴
重
な
文
献
を
書
き
残
さ
れ
た
先
学
諸
氏
と
雑
誌
「
ガ
ラ
ン
ス
」
及
び
梓

書
院
の
編
集
の
方
々
、
さ
ら
に
は
、
図
書
館
・
資
料
館
・
博
物
館
・
文
化
財

係
の
方
々
か
ら
頂
い
た
お
力
と
ご
支
援
の
お
か
げ
で
す
。

　

心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

や
む
に
已
ま
れ
な
い
思
い
で
書
い
て
き
て
、
七
十
代
の
老
境
と
な
り
ま
し

た
。

　

自
分
が
終
焉
を
迎
え
る
で
あ
ろ
う
土
地
の
歴
史
を
紐
解
い
て
小
説
に
し
た

い
と
考
え
て
四
年
目
に
な
り
ま
す
。

　

今
後
も
生
あ
る
限
り
、
郷
土
史
小
説
の
創
作
に
励
み
ま
す
。

　

ま
ほ
ろ
ば
賞

　
河
林
満
賞

「
父
の
マ
リ
ア

「
父
の
マ
リ
ア
」」（
「
ガ
ラ
ン
ス
」

（
「
ガ
ラ
ン
ス
」
3131
号
）
号
）

まほろば賞発表

　　
入
江
修
山

入
江
修
山

　
河
林
満
賞
　
受
賞
の
言
葉
　
　
入
江
修
山

入江修山
いりえ　しゅうざん

1951　宮崎県生まれ
　30 代に福岡県で塩野実（松原新一）氏の文
学学校に学び、同氏主宰の「河床」同人として
小説を本名で連載する
　51 歳で脱サラ就農し、有機稲作農業経営の
傍らに随筆と小説を「ガランス」に投稿する。
同誌の会員となり、近年は郷土史を基にした作
品を筆名で創作している
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ま
ほ
ろ
ば
賞

　
読
者
賞

「「
お
仙
お
仙
―
―
―
―
続
番
町
皿
屋
敷

続
番
町
皿
屋
敷
」」

髙
見
直
宏

髙
見
直
宏

（
「
創
」

（
「
創
」
2020
号
）
号
）

　

思
い
が
け
な
い
評
価
を
頂
き
、
身
が
引
き
締
ま
る
思
い
で
す
。
本
作
は
岡
本

綺
堂
著
「
番
町
皿
屋
敷
」
の
続
編
と
し
て
創
作
し
ま
し
た
。
書
き
出
し
、
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
を
継
承
し
、
伏
線
ま
で
「
番
町
皿
屋
敷
」
を
基
に
し
ま
し
た
。
こ
の

場
を
借
り
て
、
亡
き
岡
本
綺
堂
先
生
に
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」

　

未
熟
者
で
す
が
、
今
後
も
精
進
を
続
け
、
本
作
を
超
え
る
作
品
の
創
作
を
目

指
し
ま
す
。
読
者
の
皆
様
、
文
芸
思
潮
様
、
同
人
の
皆
様
に
感
謝
し
ま
す
。

　
読
者
賞
　
　
受
賞
の
言
葉
　
　
　
　
髙
見
直
宏

髙
見
直
宏
　
　
　

髙見直宏
たかみ　ただひろ

1962　静岡県浜松市生まれ
　　　愛知県名古屋市在住
2018「弦の会」同人
　20「掌編小説ムーの会」に加わる
　23「創」に加わる

　

ま
ほ
ろ
ば
賞

　
優
秀
賞

　　
「
水
路
」

「
水
路
」

　　
渡
谷
渡
谷
　　

邦邦
（
「
あ
る
か
い
ど
」

（
「
あ
る
か
い
ど
」
7474
号
）
号
）

渡谷邦
　わたりだに　くに

1955　広島市生まれ
岡山大学法文学部仏文科卒業
2013 年大阪文学学校入学
　21 年より「あるかいど」同人
　岡山市在住


