
　

こ
れ
ま
で
の
シ
リ
ー
ズ
で
「『
太
陽
の
季

節
』
の
作
家
」
と
い
う
こ
と
を
書
い
た
と

こ
ろ
、
そ
れ
で
は
「『
月
の
季
節
』
の
作
家
」

と
は
何
か
、
ま
た
そ
れ
は
誰
か
と
問
わ
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
小
説
や
文
学
に

詳
し
く
は
な
い
の
で
す
が
、
長
野
県
佐
久

市
在
住
の
作
家
で
内
科
医
の

南な

ぎ

・

け

い

し

木
佳
士
さ
ん
が
「『
月
の
季

節
』
の
作
家
」
を
代
表
す
る
一

人
だ
と
思
い
ま
す
。「
心
�
�

�
�
�
傷
�
癒�

�

�
�
再
生
�
�

�
�
物
語
」
が
、
月
の
季
節
を

象
徴
す
る
テ
ー
マ
だ
と
思
い
ま

す
。

�

�
傷
�
�
�
�
�

　

「
心
と
か
ら
だ
の
傷
を
癒
し
、

再
生
し
て
い
く
」
と
い
う
こ
の

テ
ー
マ
は
、
石
原
慎
太
郎
さ
ん

の
「
太
陽
の
季
節
」
を
踏
ま
え

て
思
い
つ
き
ま
し
た
。
戦
後
の

神
奈
川
県
逗
子
（
湘

し
ょ
う
な
ん南

地
区
）

の
海
辺
を
舞
台
に
、
世
間
か
ら

は
不
道
徳
と
見
ら
れ
る
破
天
荒

な
若
者
た
ち
の
生
態
を
描
い
た

の
が
こ
の
小
説
で
す
が
、
映
画

化
さ
れ
た
こ
の
作
品
を
Ｄ
Ｖ
Ｄ

で
見
直
し
た
と
こ
ろ
、
映
画
公

開
を
前
に
し
た
予
告
編
も
収
録

さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
「
大

人
�
�
�
無
軌
道
�
言
�
�
�

�
�
�
傷
�
�
�
�
�
�
�
�

�
何
�
本
当
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
」
と
い

う
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
ま
し

た
。

　

さ
ら
に
、
原
作
者
の
石
原
さ

ん
の
コ
メ
ン
ト
と
し
て
「
こ
れ

が
果
た
し
て
大
人
の
言
う
よ
う

に
抵
抗
で
あ
り
反
抗
で
あ
ろ
う

か
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
続

い
て
い
ま
し
た
。

　

激
し
い
な
あ
と
率
直
に
感
じ

ま
し
た
。
そ
し
て
思
っ
た
の

が
「
傷
�
�
�
�
�
�
�
�
�
何
�
本
当

�
�
�
�
�
」
と
い
う
の
が
「
太
陽
の
季
節
」

の
テ
ー
マ
で
あ
る
の
な
ら
、
太
陽
と
補
完

関
係
に
あ
る
「
月
の
季
節
」
は
、「
�
�
�

�
傷
�
�
�
�
�
�
�
心
�
�
�
�
�
癒

�
�
再
生
�
�
�
�
季
節
」
で
は
な
い
か

と
い
う
こ
と
で
し
た
（
太
陽
と
月
の
補
完

関
係
に
つ
い
て
は
シ
リ
ー
ズ
61
、
62
、
63

で
書
い
て
い
ま
す
）。

　

当
時
の
若
者
た
ち
が

ま
だ
「
拳け

ん
と
う闘

」
と
呼
ん

で
い
た
ボ
ク
シ
ン
グ
を

彼
ら
の
あ
り
余
る
エ
ネ

ル
ギ
ー
の
注
入
先
に
設

定
し
た
こ
と
、
そ
の
ボ

ク
シ
ン
グ
は
戦
争
で
負

け
た
相
手
の
米
国
の
ス

ポ
ー
ツ
で
あ
る
と
い
う

の
も
、「
太
陽
の
季
節
」

の
テ
ー
マ
性
を
強
調
す
る
仕
掛
け
に
な
っ

て
い
ま
す
。

�

�
昭
和
天
皇
逝
去
�
前
年

　

南
木
佳
士
さ
ん
も
石
原
さ
ん
と
同
じ
く

純
文
学
の
新
し
い
書
き
手
を
表
彰
す
る
芥

川
賞
を
受
賞
し
て
い
ま
す
。
受
賞
作
は
「
ダ

イ
ヤ
モ
ン
ド
ダ
ス
ト
」
で
す
。

　

主
人
公
は
病
院
の
男
性
看
護
師
。
米
国

の
鉱
山
用
ト
ロ
ッ
コ
を
改
良
し
た
ス
ピ
ー

ド
の
遅
い
電
車
の
運
転
士
だ
っ
た
父
と
の

関
係
を
軸
に
し
た
物
語
で
、
高
度
経
済
成

長
期
を
経
た
後
の
地
方
を
舞
台
に
し
て
い

ま
す
。
あ
る
日
、
病
院
に
ベ
ト
ナ
ム
戦
争

で
戦
闘
機
に
乗
っ
て
い
た
米
国
の
中
年
宣

教
師
が
肺
が
ん
の
末
期
で
入
院
す
る
の
で

す
が
、
主
人
公
の
父
も
脳
梗
塞
で
倒
れ
同

じ
部
屋
に
入
り
ま
す
。
国
は
違
い
ま
す
が
、

時
代
に
置
い
て
け
ぼ
り
に
さ
れ
た
二
人
の

心
の
交
流
が
感
動
的
に
描
か
れ
て
い
ま

す
。

　

こ
の
作
品
は
高
度
経
済
成
長
が
も
た
ら

し
た
日
本
の
暮
ら
し
ぶ
り
の
劣
化
を
見
つ

め
、
そ
の
過
程
で
傷
つ
い
た
日
本
人
の
心

と
か
ら
だ
と
、
そ
こ
か
ら
再
生
し
よ
う
と

す
る
姿
を
描
い
て
い
る
と
思
い
ま
し
た
。

　

こ
の
作
品
で
南
木
さ
ん
が
芥
川
賞
を
受

賞
し
た
の
が
一
九
八
八
年
（
昭
和
63
）。
石

原
さ
ん
の
受
賞
か
ら
33
年
後
で
す
。
こ
の

年
は
昭
和
天
皇
が
逝
去
す
る
前
の
年
で
も

あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
昭
和
と
い
う
時
代
が

終
わ
る
と
き
だ
っ
た
わ
け
で
、
戦
後
の
「
太

陽
の
季
節
」
を
過
ご
し
て
き
た
日
本
が
、「
心

�
�
�
�
�
傷
�
癒�

�

�
�
再
生
�
�
�
�

�
月
�
季
節
�」
に
転
換
し
た
こ
と
を
象
徴
す

る
受
賞
で
あ
っ
た
と
言
え
ま
す
。

　

そ
の
後
、
平
成
時
代
の
初
期
、
日
本
の

企
業
経
営
者
が

世
界
の
ト
ッ
プ

ク
ラ
ス
の
資
産

家
に
な
る
と
い

う
よ
う
な
バ
ブ

ル
経
済
に
な
り

ま
し
た
が
、
文

字
通
り
そ
れ

は
あ
ぶ
く
（
バ

ブ
ル
）
で
あ
っ

た
た
め
破
裂
し

た
と
き
の
傷
は

深

く
、

大

き

な
後
遺
症
を

残
し
ま
し
た
。

樋ひ

ぐ

ち

・

か

な

こ

口
加
南
子
さ

ん
と
寺て

ら
お
・
あ
き
ら

尾
聰
さ

ん
を
主
人
公
に

映
画
化
も
さ
れ

た
南
木
さ
ん

の
「
阿
弥
陀
堂

だ
よ
り
」
が
発

表
さ
れ
た
の
が
、
バ
ブ
ル
経
済
崩
壊
後
の

一
九
九
五
年
だ
っ
た
と
い
う
の
も
象
徴
的

で
す
。

　

南
木
さ
ん
は
、
人
の
最
期
を
看
取
る
医

業
と
そ
う
し
た
人
間
の
死
を
自
分
の
中
で

消
化
し
よ
う
と
す
る
文
筆
業
の
二
足
の
わ

ら
じ
を
履
い
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
芥
川

賞
の
受
賞
を
機
に
そ
の
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し

ま
す
。
パ
ニ
ッ
ク
障
害
と
う
つ
病
を
患
い
、

生
き
て
い
く
こ
と
自
体
が
困
難
な
時
期
が

続
き
、
病
状
の
回
復
期
に
こ
の
作
品
を
書

き
ま
し
た
。
パ
ニ
ッ
ク
障
害
を
病
ん
だ
女

性
医
師
が
夫
の
田
舎
に
移
り
住
み
、
そ
こ

で
出
会
っ
た
阿
弥
陀
堂
の
堂
守
の
老
女
ら

と
の
交
流
を
通
し
て
再
生
し
て
い
く
物
語

で
す
。

　

飼
い
猫
と
の
触
れ
合
い
を
通
し
て
癒
さ

れ
再
生
し
て
い
く
医
師
の
姿
を
描
い
た
近

作
「
ト
ラ
や
」
も
感
動
的
で
す
。

�

�
回
復
期
�
�
浄
土
�

　

「
月
」
を
作
品
の
タ
イ
ト
ル
に
盛
り
込
ん

だ
小
説
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
南
木

さ
ん
の
作
品
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

作
品
の
中
で
は
「
月
」
と
「
夕
日
」
が
癒

し
と
再
生
を
も
た
ら
す
重
要
な
装
置
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　

「
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
ダ
ス
ト
」
で
は
朝
一

番
の
電
車
で
浅
間
山
の
峯
に
消
え
て
い
く

月
を
見
る
の
が
好
き
だ
っ
た
父
。「
ト
ラ

や
」
で
は
、
精
神
を
病
ん
だ
と
き
は
首
を

吊
ろ
う
と
思
う
ほ
ど
に
そ
の
引
力
に
ひ
か

れ
た
山
際
の
夕
日
に
、
回
復
期
に
は
浄
土

を
見
つ
け
、
生
き
る
力
を
も
ら
っ
て
い
ま

す
。
夕
日
は
月
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
シ

リ
ー
ズ
109
で
書
き
ま
し
た
よ
う
に
、
二
つ

の
星
は
お
互
い
に
見
つ
め
合
う
関
係
に
あ

り
、
心
の
傷
を
癒
す
光
を
放
つ
と
い
う
意

味
で
月
に
近
し
い
役
割
を
持
っ
て
い
ま
す
。

月
と
相
性
の
良
い
仏
教
を
、
日
本
人
の
伝

統
的
な
信
仰
の
場
で
あ
っ
た
阿
弥
陀
堂
を

舞
台
に
扱
っ
た
の
が
「
阿
弥
陀
堂
だ
よ
り
」

で
す
。

　

戦
後
、「
太
陽
の
季
節
」
が
始
ま
っ
て
か

ら
五
十
年
余
り
。
映
画
の
主
人
公
だ
っ
た

南
田
洋
子
さ
ん
が
認
知
症
に
な
り
、
同
じ

く
主
人
公
だ
っ
た
夫
の
長
門
裕
之
さ
ん
の

看
病
を
経
て
亡
く
な
っ
た
姿
を
テ
レ
ビ
な

ど
を
通
じ
て
見
せ
つ
け
ら
れ
ま
し
た
。
二

人
の
間
に
は
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
あ
っ
た

よ
う
で
す
が
、
そ
の
傷
は
癒
さ
れ
た
で
し
ょ

う
か
。
右
の
写
真
は
映
画
「
阿
弥
陀
堂
だ

よ
り
」
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
で
す
。

傷
を
癒
し
再
生
す
る
人
々
を
描
く

「月の季節」の作家、南木佳士さん

　

発
行　

二
〇
一
〇
年 

三
月
二
十
三
日

   

編
集   

さ
ら
し
な
堂

　
　
　
　

 　

  　

（
代
表
・
大
谷
善
邦
）

　

〒
三
八
九
‐
〇
八
一
三

　

 

長
野
県
千
曲
市
大
字
若
宮
一
一
八
四
‐
六

　
　
　

    

（
旧
更
級
郡
更
級
村
）

112


