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「
路
傍
の
石
」は
、
昭

和
12（
１
９
３
７
）年
１

月
か
ら
６
月
に
か
け
て

「
東
京
・
大
阪
朝
日
新
聞
」

（
以
下
、「
朝
日
新
聞
」）に
連
載
さ
れ
た
小
説
で
す
。

成
績
優
秀
で
あ
り
な
が
ら
貧
し
さ
の
た
め
に
中
学
校
へ
の

進
学
が
叶
わ
ず
、
奉
公
に
出
さ
れ
た
少
年
・
愛あ

い

川か
わ

吾ご

一い
ち

が
、

苦
労
を
重
ね
な
が
ら
懸
命
に
生
き
る
道
を
模
索
し
成
長
を
遂

げ
て
い
く
と
い
う
物
語
で
す
。

主
人
公
で
あ
る
吾
一
の
境
遇
に
は
、
同
じ
く
成
績
優
秀
で

あ
り
な
が
ら
も
呉
服
商
で
あ
っ
た
父
の
信
条
か
ら
奉
公
へ
出

さ
れ
た
山
本
有
三﹇
１
８
８
７
―
１
９
７
４
﹈の
生
い
立
ち
が

重
ね
ら
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
学
問
へ

の
思
い
が
断
ち
切
れ
ず
奉
公
先
か
ら
郷
里
へ
舞
い
戻
っ
た
有

三
と
は
異
な
り
、
吾
一
は
母
が
亡
く
な
っ
た
た
め
に
奉
公
先

を
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
父
の
い
る
東
京
へ
上
京
し
て
い

ま
す
。
紆
余
曲
折
を
経
て
文
選
工
の
職
を
得
、
働
く
か
た
わ

ら
夜
学
へ
通
う
よ
う
に
な
る
と
い
う
道
筋
に
は
、
有
三
の
人

生
と
の
関
連
を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
ず
、
創
作
で
あ
る
こ

と
が
分
か
る
で
し
ょ
う
。

相
次
ぐ
厳
し
い
現
実
に
直
面
し
な
が
ら
も
、
そ
の
都
度
精

神
的
な
成
長
を
遂
げ
て
い
く
吾
一
を
描
い
た「
路
傍
の
石
」は
、

幼
年
期
・
思
春
期
か
ら
青
年
期
に
至
る
主
人
公
の
成
長
を
描

く「
教
養
小
説
」を
企
図
し
て
執
筆
さ
れ
た
小
説
で
あ
る
と
も

指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

も
と
も
と
有
三
は
、「
路
傍
の
石
」を
二
部
構
成
と
し
、
第

一
部
で
は
吾
一
の
少
年
期
か
ら
青
年
期（
明
治
30
年
代
）を
、

第
二
部
で
は
そ
の
約
40
年
後（
作
品
の
連
載
さ
れ
て
い
た
昭
和

12
年
前
後
）を
描
く
つ
も
り
で
あ
っ
た
と
言
い
ま
す
。

「
朝
日
新
聞
」に
は
、「
尋
常
五
年
生
と
し
て
現
は
れ
る
作
中

の
主
人
公
が
、
浮
世
の
波
濤
を
経
て
成
人
し
、
更
に
愛
児
の

成
長
に
当
面
す
る
ま
で
の
人
生
記
録
」（
＊
１
）と
の
予
告
が
打

た
れ
、
吾
一
が
成
人
後
に
子
ど
も
を
持
ち
、
親
と
な
る
こ
と

が
示
唆
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
昭
和
13
年
に
映
画「
路
傍

の
石
」の
メ
ガ
ホ
ン
を
と
っ
た
監
督
・
田た

坂さ
か

具と
も

隆た
か

は
、
有
三
か

ら「
一
人
の
少
年
が
七
つ
の
段
階
を
こ
え
て
成
長
し
て
行
き
、

最
後
に
自
分
の
歩
ん
で
来
た
み
ち
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
た
ら
、

実
は
何
も
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
描
き
た
い
」（
＊
２
）と
い

う
構
想
を
聞
い
た
こ
と
を
明
か
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、「
路
傍
の
石
」は
、
少
年

期
か
ら
青
年
期
を
経
て
中
老
に
至
っ
た
男
性
が
、
己
の
歩
ん

で
来
た
人
生
を
省
み
る
作
品
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
同
作
は
複
雑
な
経
緯
を
辿
り
、
当
初
の
構
想
と

は
異
な
る
姿
へ
と
着
地
し
て
い
き
ま
す
。

「
朝
日
新
聞
」紙
上
で
の
第
一
部
終
了
後
、
激
化
す
る
日
中

戦
争
の
影
響
か
ら
一
年
以
上
も
第
二
部
を
連
載
す
る
こ
と
が

か
な
わ
ず
、
有
三
は
、
や
む
な
く
同
紙
で
の
連
載
を
断
念
し

ま
す
。
翌
年
、
掲
載
誌
を「
主
婦
之
友
」に
変
え
、
改
稿
の
う

え
再
び
第
一
部
か
ら
連
載
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
も
、
厳
し
さ

を
増
す
検
閲
の
た
め
自
由
に
執
筆
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
り
、

昭
和
15
年
、
第
一
部
終
了
に
も
至
ら
ず
筆
を
折
っ
て
い
ま
す
。

戦
後
は
、「
今
度
こ
そ
自
由
に
描
け
る
は
ず
で
あ
る
」と
し
な

が
ら
も
、
社
会
の
急
変
に
よ
る
価
値
観
の
変
動
か
ら
か「
前
の

構
想
の
ま
ゝ
で
は
、
私
に
は
、
今
日
も
な
お
書
け
な
い
」（
＊
３
）

と
言
い
、
再
び
書
き
継
ご
う
と
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

一
方
で
、
当
初
の
構
想
か
ら
は
逸
脱
し
た
も
の
の「
こ
れ
は

こ
れ
な
り
で
、
今
の
世
に
だ
し
て
も
、
多
少
の
存
在
理
由
が

あ
る
も
の
と
信
ず
る
」（
＊
４
）と
も
述
べ
て
お
り
、
昭
和
22
年
、

「
新
篇　

路
傍
の
石
」の
最
後
の
五
つ
の
章
を
カ
ッ
ト
し
た
鱒

書
房
版『
新
編　

路
傍
の
石
』を
出
版
し
て
い
ま
す
。
こ
の
鱒

書
房
版
は
、
働
き
な
が
ら
夜
学
へ
通
え
る
こ
と
に
決
ま
っ
た

吾
一
が
向
学
の
喜
び
に
涙
を
流
す
と
い
う
、
一
縷
の
希
望
が

差
し
込
む
結
末
と
な
っ
て
い
ま
す
。
同
書
は
、
そ
の
後
も
長

く
の
間
世
間
に
普
及
し
、
現
在
も
、
小
学
校
上
級
生
を
対
象

と
し
た
偕
成
社
文
庫『
路
傍
の
石
』（
平
成
14
年
５
月
）の
底
本

と
し
て
採
用
さ
れ
、
子
ど
も
た
ち
に
読
み
継
が
れ
て
い
ま
す
。

時
代
に
翻
弄
さ
れ
、
未
完
に
終
わ
っ
た「
路
傍
の
石
」は
、

有
三
の
判
断
に
よ
っ
て
、
不
屈
の
精
神
で
自
ら
の
人
生
を
切

り
開
い
て
い
く「
少
年
」の
物
語
へ
と
姿
を
変
え
、
時
代
を
越

え
て
多
く
の
人
々
の
心
に
勇
気
を
与
え
続
け
る
名
作
と
し
て

記
憶
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

本
展
で
は
、
少
年
・
吾
一
の
姿
に
焦
点
を
当
て
、
自
筆
原

稿
や
、
連
載
当
時
の
朝
日
新
聞
、
映
画
ポ
ス
タ
ー
な
ど
の
多

彩
な
資
料
と
と
も
に
人
々
を
惹
き
つ
け
る「
路
傍
の
石
」の
魅

力
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
作
品
が
執
筆
さ
れ
た
こ
の
洋
館
で
、

本
展
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

（
文
芸
企
画
員
・
学
芸
員　

三
浦
穂
高
）

＊
１
…
朝
日
新
聞
記
者「
元
旦
よ
り
連
載　

長
編
小
説『
路
傍
の
石
』」（「
朝
日
新
聞
」

昭
和
11
年
12
月
30
日
）

＊
２
…
岸
松
雄「
続
・
現
代
日
本
映
画
人
伝（
８
）田
坂
具
隆
」（「
映
画
評
論
」3
月

号　

昭
和
34
年
2
月
）

＊
３
…『
新
篇　

路
傍
の
石
』あ
と
が
き（
鱒
書
房　

昭
和
22
年
３
月
）

＊
４
…
前
同

会
期
：
令
和
３
年
９
月
11
日（
土
）〜
令
和
４
年
３
月
６
日（
日
）

　左は「主婦之友」連載第21回「新篇　路傍の石」第三章冒頭「お月さまは、なぜ落
ちないのか」の原稿です。作品の後半部、吾一が東京で文選工となってしばらくた
ち、ようやく一人前の日給をもらえるようになった頃、吾一の前に、おなじく文
選工の得次という青年が現れます。得次は「お月さまはどうして落っこちないの」
という弟の質問に「お天とうさまやお星さんと、仲よくお手てをつないでいるから
さ」と答えたことを引き合いに出し、自分たちも手をつなぎあい、主人や自分のた
めではなく、だれもが落っこちないように働かなくてはならない、と語ります。
　有三は戦後に刊行された鱒書房版『新編　路傍の石』（昭和22年）のあとがきにお
いて、得次の言葉が当時の内務省の検閲にかかったことを明かしています。この
できごとをきっかけに「自分の作品に忠ならんとすれば、時代の認識に、遠ざかる
かのごときうらみを残し、時代の認識に調子を合わせようとすれば、ゆがんだか
たちのものを書かなければなりません。」（「ペンを折る」）と慷

こう

慨
がい

して筆を折り、「お月
さまは、なぜ落ちないのか」第３章を最後に「路傍の石」は未完のまま閉じられるこ
ととなりました。この原稿は、戦時の混乱に苛まれた「路傍の石」の成立に関わる
貴重な資料といえるでしょう。

コラム 「お月さまは、なぜ落ちないのか」

原稿「路傍の石　お月さまは、
なぜ落ちないのか　三」

編集・発行

三鷹市山本有三記念館
〒 181-0013　東京都三鷹市下連雀 2-12-27
TEL 0422-42-6233
ホームページ
http://mitaka-sportsandculture.or.jp/yuzo/

開館時間：午前９時 30 分～午後５時
休 館 日： 月曜日及び年末年始（12 月 29 日～ 1月 4日）・月曜日が祝日の場合は開館し、

翌日と翌々日を休館

入 館 料：300 円（20 名以上の団体 200 円）
・ 中学生以下、障害者手帳持参の方とその介助者、校外学習の高校生以下と引率教諭、
「東京・ミュージアムぐるっとパス 2021」利用者は無料

アクセス：JR 中央線「三鷹駅」南口より徒歩 12 分、
JR 中央線・京王井の頭線「吉祥寺駅」南口（公園口）より徒歩 20 分

　七夕間近の令和３年７月２日・３日、朗読家・野田香苗さんとヴィオラ・ダ・ガンバ奏
者・藍原ゆきさんをお招きし、朗読コンサートを開催しました。有三の随想「一即多」や「母
の思い出」の朗読にあわせ、デュマシ「第一組曲　プレリュード」、マレ「アルペジオによる
プレリュードヘ長調」などが演奏されました。「ヴィオラ・ダ・ガンバの音色が洋館にあっ
ていた」「作品に引き込まれた」などの感想が寄せられ、暑さを忘れ朗読と音楽に聴き入る
素敵なひとときとなりました。

7月　第12回 朗読コンサート

　日本近現代文学・児童文学を専門とする久米依子先生（日本大学教授）を講師にお迎えし、
企画展「『日本少国民文庫が灯したもの』―若き編集者たちとの交流―」（会期：令和２年９
月12日～令和３年３月７日）の関連講演会を令和３年２月７日に開催しました。「君たち
はどう生きるか」―有三と『日本少国民文庫』の挑戦」と題し、近年の「君たちはどう生きるか」
ブームにも触れながら『日本少国民文庫』の編集を務めた吉野源三郎らの来歴や山本有三と
の関わり、文庫における役割等についてご講演いただきました。『日本少国民文庫』を幼い
ころに愛読していたという参加者のほか、「人間関係や時代背景を知り理解が深まった」「編
集者たちの思いを知ることができた」などの感想が寄せられました。

２月　山本有三記念館・三鷹ネットワーク大学共催講演会
「君たちはどう生きるか」―有三と『日本少国民文庫』の挑戦

事業報告
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2021年9月

左、ヴィオラ・ダ・ガンバ奏者 藍原ゆきさん
右、朗読家 野田香苗さん

　四季折々の姿を見せる山本有三記念館を描いてみませんか。コンテスト終了後、受賞作品を山本有三記念館にて展示いたします。
有三記念公園は入場無料です。お気軽にスケッチにお越しください！
募 集 期 間：令和3年10月1日（金）～12月12日（日）
コンテスト：令和4年１月15日（土）～23日（日）　会場：三鷹市公会堂さんさん館
受賞作品展示：令和4年２月１日（火）～３月６日（日）　会場：三鷹市山本有三記念館
＊スケッチコンテスト応募詳細につきましては、当記念館までお問合せいただくか、ホームページをご覧ください。

第７回　三鷹市山本有三記念館スケッチコンテスト作品募集

山
本
有
三「
路
傍
の
石
」に
描
か
れ
た
少
年

企画展

「
路
傍
の
石
」

＊
画
像
…「
主
婦
之
友
」第
22
巻
第
11
号（
昭
和
13
年
11
月
）



三鷹市山本有三記念館館報　第 23 号　［2］［3］　三鷹市山本有三記念館館報　第 23 号

山
本
有
三
の
代
表
作『
路
傍
の
石
』を
、
作
者
自
ら
は
ド

イ
ツ
の
成
長
小
説
に
類
似
し
た
構
想
の
下
に
書
き
進
め
た

と
述
べ
て
い
る
が
、
と
く
に
主
人
公
愛
川
吾
一
が
伊
勢
屋

に
奉
公
に
あ
が
る
ま
で
の
物
語
は
、
い
わ
ゆ
る
児
童
文
学

的
要
素
が
濃
い
と
言
え
る
。
そ
こ
に
は
吾
一
を
取
り
巻
く

多
彩
な
子
ど
も
た
ち
の
姿
が
鮮
明
な
子
ど
も
社
会
の
構
図

を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
。

物
語
の
展
開
の
中
で
前
半
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
形
成

し
て
い
る
の
は
、
吾
一
の
鉄
橋
ぶ
ら
下
が
り
事
件
で
あ
ろ
う
。

そ
の
事
件
を
中
心
に
子
ど
も
社
会
の
姿
が
生
き
生
き
と
描

か
れ
て
い
る
。
こ
の
当
時
吾
一
は
高
等
小
学
の
二
年
生（
尋

常
小
学
六
年
級
に
該
当
）で
あ
り
、
新
し
く
こ
の
地
に
で
き

る
中
学
校
へ
の
進
学
を
志
望
す
る
少
年
で
あ
る
。
結
局
吾

一
は
家
庭
の
状
況
か
ら
中
学
進
学
を
断
念
し
、
伊
勢
屋
に

奉
公
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
物
語
の
大

き
な
切
れ
目
が
あ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
吾
一
は
伊

勢
屋
と
い
う
大
人
の
社
会
の
中
に
否
応
な
く
組
み
込
ま
れ

て
ゆ
く
の
に
対
し
、
小
学
生
時
代
の
吾
一
は
、
京
造
や
秋

太
郎
、
作
次
、
お
き
ぬ
、
さ
ら
に
道
雄
ら
と
と
も
に
ほ
ぼ

同
年
代
の
子
ど
も
た
ち
の
中
で
独
自
の
集
団
を
形
成
し
て

お
り
、
そ
う
し
た
子
ど
も
た
ち
の
姿
が
、
い
わ
ば
群
像
と

し
て
生
き
生
き
と
描
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、『
路
傍
の
石
』

前
半
世
界
の
尽
き
せ
ぬ
魅
力
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
吾
一
た
ち
は
、
子
ど
も
の
年
齢
と
し
て
は

あ
る
意
味
で
微
妙
な
と
こ
ろ
に
あ
ろ
う
。
現
代
で
は
十
歳

の
壁
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
子
ど
も
た
ち
が
幼
年
期
を

経
て
心
身
と
も
に
大
き
く
変
化
す
る
時
期
が
十
歳
前
後
に

訪
れ
る
。
無
論
個
人
差
は
あ
る
が
、
身
体
的
に
も
大
人
へ

の
変
化
が
兆
し
、
精
神
面
で
も
大
人（
親
）か
ら
の
自
立
、

反
発
、
批
判
、
視
野
の
拡
幅
な
ど
が
見
ら
れ
て
く
る
。
そ

う
し
た
十
歳
の
壁
を
越
え
た
あ
た
り
の
状
況
が
、
吾
一
と

そ
の
周
囲
が
形
成
す
る
子
ど
も
社
会
に
、
不
安
定
で
微
妙

な
影
を
落
と
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
目
を
宮
沢
賢
治
に
向
け
れ
ば
、
賢
治
が
生
涯
に

唯
一
稿
料
を
手
に
し
た
と
い
わ
れ
る『
雪
渡
り
』と
い
う
名

作
童
話
が
あ
る
。
そ
の
中
で
、
狐
の
幻
燈
会
へ
の
入
場
券

を
兄
た
ち
の
分
ま
で
も
ら
お
う
と
す
る
四
郎
と
妹
の
か
ん

子
に
向
か
っ
て
、
子
狐
の
紺
三
郎
が「
兄
さ
ん
た
ち
は
十
一

歳
以
下
で
す
か
」と
尋
ね
る
場
面
が
あ
る
。
四
郎
が
十
一
歳

よ
り
も
上
だ
と
答
え
る
と
、
紺
三
郎
は
、「
そ
れ
で
は
残
念

で
す
が
兄
さ
ん
た
ち
は
お
断
わ
り
で
す
。」と
答
え
る
。
そ

し
て
、
四
郎
と
か
ん
子
は
青
白
い
大
き
な
十
五
夜
の
月
が

の
ぼ
っ
た
晩
、
幻
想
的
な
狐
の
幻
燈
会
へ
と
招
か
れ
て
ゆ

く
の
で
あ
る
。
こ
の「
十
一
歳
以
下
で
す
か
」と
い
う
言
葉
は
、

ま
さ
に
先
述
の
よ
う
な
子
ど
も
の
成
長
の
移
り
目
に
符
合

し
て
い
る
と
言
え
る
。

ま
た
、『
銀
河
鉄
道
の
夜
』の
ジ
ョ
バ
ン
ニ
と
カ
ム
パ
ネ

ル
ラ
の
場
合
、
心
理
の
動
き
は
ジ
ョ
バ
ン
ニ
に
比
し
カ
ム

パ
ネ
ル
ラ
の
方
が
大
人
の
も
つ
冷
静
な
客
観
的
視
点
や
視

野
の
広
さ
を
、
色
濃
く
帯
び
て
い
る
印
象
が
あ
る
。
こ
れ

と
類
似
し
た
面
が『
路
傍
の
石
』の
子
ど
も
像
に
も
見
ら
れ

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
て
、『
路
傍
の
石
』の
主
人
公
愛
川
吾
一
は
級
長
を
つ

と
め
て
い
る
。
学
業
は
優
秀
で
あ
り
、
相
当
の
自
負
も
あ
る
。

ま
た「
お
れ
は
級
長
な
ん
だ
か
ら
、
先
生
の
言
っ
た
こ
と
は
、

ど
ん
な
こ
と
を
し
て
も
守
ら
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
ん
だ
と

い
う
考
え
」に
支
配
さ
れ
て
い
る
。
吾
一
は
子
ど
も
た
ち
の

中
で
、
一
定
の
敬
意
と
信
頼
を
得
て
い
る
が
、
そ
の
性
格

は
自
ら
を
一
つ
の
枠
や
規
律
の
中
に
は
め
込
む
よ
う
な
と

こ
ろ
が
あ
る
と
は
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
吾
一
と
周
り
の
子
ど
も
た
ち
の
そ
れ
ぞ
れ
の

個
性
を
鮮
や
か
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
も
の
に
、
冒
頭
部

近
く
で
描
か
れ
る
登
校
時
の
遅
刻
を
め
ぐ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド

が
あ
る
。

こ
の
日
は
伊
勢
屋
の
秋
太
郎
が
な
か
な
か
や
っ
て
来
ず
、

吾
一
は
遅
刻
す
る
の
で
は
な
い
か
と
や
き
も
き
す
る
。
そ

れ
に
対
し
て
京
造
は
、
ど
っ
し
り
と
構
え
て
い
る
。
級
長

を
つ
と
め
て
い
る
吾
一
は
、「
ひ
と
り
が
こ
な
い
か
ら
と

い
っ
て
、
自
分
ま
で
遅
刻
す
る
の
は
た
ま
ら
な
い
」と
思
う

少
年
で
あ
る
。
一
方
、
京
造
は「
お
い
て
っ
ち
ま
う
の
か
。」

と
吾
一
に
言
っ
て
待
と
う
と
す
る
。
こ
の
吾
一
と
京
造
の

考
え
方
の
違
い
は
、
学
校
や
先
生
の
言
い
付
け
を
守
る
の
か
、

仲
間
を
大
事
に
す
る
の
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
し
か

し
な
が
ら
、
こ
の
の
ち
の
京
造
の
言
動
に
、
吾
一
は「
げ
ん

4

4

こ
つ

4

4

で
む
な
も
と
を
、
ド
カ
ン
と
や
ら
れ
た
よ
う
な
気
が

し
た
」の
で
あ
る
。
結
局
一
人
で
先
に
学
校
へ
向
か
っ
て
し

ま
っ
た
吾
一
を
、
後
ろ
か
ら
仲
間
の
子
ど
も
た
ち
が
追
い

か
け
て
き
た
時
、
そ
の
中
の
作
次
が
次
の
よ
う
に
言
う
。

「（
略
）京
ち
ゃ
ん
が
ね
、
秋
ち
ゃ
ん
ち
へ
行
く
の
は
お

れ
だ
け
で
い
い
、
み
ん
な
先
へ
行
け
っ
て
言
っ
た
ん

だ
よ
。」

こ
の
言
葉
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
京
造
の
心
理
と
行
動
は

単
純
な
も
の
で
は
な
い
。
先
述
の
価
値
観
に
加
え
、
自
ら

が
子
ど
も
社
会
の
中
で
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
握
っ
て
い
る

と
い
う
自
覚
か
ら
、
仲
間
の
遅
刻
の
巻
き
添
え
を
回
避
し

よ
う
と
す
る
ぎ
り
ぎ
り
の
選
択
が
な
さ
れ
て
い
る
。
状
況

判
断
と
行
動
の
選
択
と
い
う
面
で
、
吾
一
よ
り
も
視
点
に

奥
行
き
が
あ
る
。
京
造
の
家
は
材
木
を
扱
う
店
と
思
わ
れ

る
が
、
店
で
働
く
男
た
ち
を
取
り
ま
と
め
る
材
木
店
の
気

風
と
い
っ
た
も
の
も
影
を
落
と
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

京
造
は
最
後
は
自
分
だ
け
が
遅
刻
し
、
吾
一
に
文
句
を
言

う
で
も
な
く
、
教
室
で
平
然
と
立
た
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
先
述
の
鉄
橋
ぶ
ら
下
が
り
事
件
で
あ
る
が
、
子

ど
も
た
ち
の
自
慢
話
比
べ
の
中
で
、
吾
一
が
つ
い
あ
り
も

し
な
い
鉄
橋
ぶ
ら
下
が
り
の
自
慢
話
を
口
に
し
て
し
ま
う
。

そ
の
話
を
疑
う
作
次
に
、
お
き
ぬ
が「
ひ
い
き
の
役
者
を
応

援
す
る
」よ
う
に
、「
吾
一
ち
ゃ
ん
、
や
っ
て
み
せ
て
お
や

り
よ
。」と
い
っ
た
の
を
契
機
に
、
吾
一
も
引
く
に
引
け
な

く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
吾
一
が
実
際
に
鉄
橋
に
ぶ

ら
下
が
る
過
程
で
、
周
り
の
子
ど
も
た
ち
の
対
応
は
さ
ま

ざ
ま
に
分
か
れ
る
。
京
造
は
、
吾
一
を
物
か
げ
に
呼
び
入

れ
る
と
、
や
め
る
よ
う
に
説
得
す
る
。
作
次
に
も
話
を
つ

け
る
と
い
う
。
が
、
吾
一
の
血
走
っ
た
目
を
み
る
と
、「
え

こ
じ
だ
な
あ
、
お
め
え
は
。」と
言
っ
て
立
ち
去
っ
て
し
ま
う
。

そ
の
後
お
き
ぬ
も
、「
よ
そ
う
よ
、
こ
ん
な
こ
と
。」と
言
っ
て
、

逃
げ
よ
う
と
吾
一
を
誘
う
が
、
吾
一
は
動
か
ず
、
お
き
ぬ

は
逃
げ
て
し
ま
う
。
そ
の
後
枕
木
に
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
る

吾
一
の
直
前
で
汽
車
が
停
車
し
た
と
き
、
ほ
か
の
子
ど
も

た
ち
も
あ
わ
て
て
ど
こ
か
へ
逃
げ
て
し
ま
う
。

残
っ
た
の
は
、
吾
一
と
京
造
で
あ
る
。
京
造
が
や
ら
せ

た
の
か
、
吾
一
が
自
ら
や
っ
た
の
か
と
問
わ
れ
、
二
人
は

抱
き
つ
い
て
泣
き
な
が
ら
、
お
互
い
を
か
ば
い
合
う
。
そ

し
て
、
京
造
は
自
分
た
ち
二
人
の
ほ
か
に
は
誰
も
い
な
か
っ

た
と
証
言
す
る
。
あ
の
状
況
判
断
に
長
け
て
い
る
京
造
が

止
め
き
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
悔
い
て
泣
く
と
こ
ろ
は
ひ
と

き
わ
印
象
深
い
。

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
以
降
、
吾
一
は
子
ど
も
社
会
の
中
で
、

「
小
英
雄
」の
よ
う
な
扱
い
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
作
者

の
山
本
有
三
は
記
す
。

　

子
ど
も
の
世
界
は
実
力
の
世
界
で
あ
る
。
腕
っ
ぷ

し
の
強
い
者
が
大
将
に
な
る
。
学
問
の
で
き
る
者
が

尊
敬
さ
れ
る
。
学
問
が
あ
っ
て
、
腕
っ
ぷ
し
の
強
い

者
は
、
そ
の
な
か
で
も
、
最
も
崇
拝
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。（
中
略
）彼
ら
の
世
界
に
は
、
位
も
勲
章
も
な

い
け
れ
ど
も
、
も
っ
と
き
び
し
い
、
自
然
の
格
づ
け

が
存
在
し
て
い
た
。

こ
う
し
た
子
ど
も
の
世
界
で
の
愛
川
吾
一
の
位
置
づ
け
は
、

し
か
し
な
が
ら
、
小
学
校
を
終
え
る
と
こ
ろ
で
幕
を
閉
じ

る
。
伊
勢
屋
に
奉
公
す
る
と
い
う
大
人
社
会
の
枠
組
み
に

組
み
込
ま
れ
て
ゆ
く
。
い
わ
ゆ
る
十
歳
の
壁
を
く
ぐ
り
抜
け
、

大
人
的
な
心
理
や
思
考
を
身
に
つ
け
つ
つ
あ
る
子
ど
も
た

ち
は
、
そ
の
後
小
学
校
の
終
了
ま
で
は
、
基
本
的
に
子
ど

も
達
中
心
の
仲
間
社
会
の
中
で
生
き
る
。
し
か
し
、
そ
の

後
の
子
ど
も
た
ち
の
進
路
が
分
岐
し
て
ゆ
く
に
伴
い
、
前

掲
の
山
本
有
三
が
語
っ
て
い
た
子
ど
も
の
世
界
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
子
ど
も
た
ち
の
胸
底
に
封
印
さ
れ
て
し
ま
う
。

『
路
傍
の
石
』に
お
い
て
、
児
童
文
学
的
要
素
は
そ
の
一

部
に
と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
小
説

の
冒
頭
か
ら
四
分
の
一
ほ
ど
の
分
量
し
か
も
た
な
い「
子
ど

も
た
ち
の
世
界
」が
、
今
な
お
読
者
を
惹
き
つ
け
て
や
ま
な

い
の
は
、
読
者
の
胸
底
深
く
潜
む
子
ど
も
時
代
の
景
が
ノ

ス
タ
ル
ジ
ー
を
基
軸
に
さ
ま
ざ
ま
な
感
情
を
伴
っ
て
顕た

ち

あ
が
っ
て
く
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

〈
付
記
〉『
路
傍
の
石
』の
引
用
は『
定
本
山
本
有
三
全
集
』第
九
巻（
昭
和
五
十
一
年
六
月
、

新
潮
社
）に
拠
っ
た
。

『
路
傍
の
石
』の
子
ど
も
像
と
そ
の
魅
力

山
田
吉
郎
（
鶴
見
大
学
短
期
大
学
部
教
授
）

山
田
吉
郎
（
や
ま
だ
よ
し
ろ
う
）

昭
和
29（
１
９
５
４
）年
、
神
奈
川
県
生
ま
れ
。

専
門
は
日
本
近
代
文
学
、
児
童
文
学
。
主
な
論
文
に「
山
本
有
三『
路
傍
の
石
』の
構

造
―
子
ど
も
社
会
へ
の
視
角
」（「
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
」平
成
20
年
６
月
）、「
教

材
と
し
て
の
神
沢
利
子『
く
ま
の
子
ウ
ー
フ
』―
幼
児
教
育
・
小
学
校
教
育
の
視
点

か
ら
―
」（「
鶴
見
大
学
紀
要
」第
55
号
、
平
成
30
年
２
月
）な
ど
が
あ
る
。


