
あ
る
大
衆
作
家

古

山

登

直
木

(
三
十

五
)
賞
と

い
え
ぽ

、
同
時

に
創
設

さ

れ

た
芥

川

(
龍
之
介
)
賞

と
共

に
、
数
多

い
文
学
賞

の

一
つ
と
し
て
そ

の
存
在
を
知

ら
れ

て
い
る
が
、

一

方

の
芥
川
龍
之
介

の
作
品

は
高
校

の
国
語
教
科
書

に

も
収
録

さ
れ
、

ど

の
文
学
全
集

で
も

一
巻

本

に
な

っ

た
り
文
庫
本

に
も

な

っ
て
没
後
も

長
く
読

み
継
が
れ

て
い
る
が
、
直
木

三
十
五

の
作
品
を
読

ん
だ
こ
と

の

あ

る
人

は
果

し
て
何
人

い
る
だ
ろ
う
。

尤
も
、
読

み
た
く

て
も
、

一
昨
年
小
部
数
復
刻

出

版

さ
れ
た

(
示
入
社
刊
)
改
造

社
版

『直
木

三
十
五

全

集
』

(全

21
巻
、

昭

9
～
10
)

を
除

い
て

は
、
今

や
彼

の
著
書

を
手

に
入
れ

る
こ
と
は
殆

ん
ど

不
可
能

す
べ

に
近

い
こ
と
だ
か
ら
、
読
む
術

も
な

い
。
大
衆
作
家

の
場
合
、
直
木

の
み
な
ら
ず
、
生
前

ど

ん
な

に
華

々

し
く
活
躍

し
た
流
行

作
家

で
も
、

亡
く
な

っ
て
し

ま

う
と
同
時

に
ば

っ
た
り
著
書

の
売
れ
行
き

が
落
ち
、

時
を
経
ず

し
て
そ

の
作

家

の
名
前
を
書
店

で
見
ら
れ

な
く
な

る
と
い
う

σ
が
通
例

で
、

こ
れ
は
読

み
物
作

家

・
大
衆
作
家

の
宿
命

と

い

っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

そ

の
理
由

は
、
幾

つ
か
考
え
ら
れ

る
が
、

そ

の

一

つ
と
し

て
、
大
衆
小
説

(
特

に
現
代
小
説
)

の
場
合

週

刊
誌

な
ど

い
わ
ゆ

る

マ
ガ
ジ

ン
を
主
な
発
表

の
場

と
す
る
関
係
も
あ

っ
て
、
作

品

の
内
容

は
必
然
的

に

同
時
代

の
世
相
や
風
俗

に
影

響
さ
れ
ざ

る
を
得

な

い

と

い
う

こ
と
が
あ

る
。
だ

か
ら
こ
そ
毎
日

(新
聞
)

毎
週

(週
刊

誌
)
毎
月

(月
刊

の
大
衆

・
婦
人
誌
)

興
味
を
も

っ
て
愛
読
さ
れ
楽

し
ま
れ
る

の
だ

ろ
う
が
、

さ

て
、
著
者
が

亡
く
な

っ
て
し
ま
う
と
、
途
端

に
、

か

つ
て
は
共
感

を
も

っ
て
受
け
止

め
た
時

代
相
や
流

行
風
俗

は
色
褪

せ
た
古

い
も

の
に
な

っ
て
し
ま
う
。

例
え
ぽ
、
新
聞
、

週
刊
誌
、
婦
人
雑
誌

の
超
人
気

作
家

と
し

て
持

て
囃

さ
れ
た
獅
子
文

六

(
明
26
ー
昭

44
)

の
場
合
。

さ
す
が

フ
ラ
ン
ス
近
代
劇

の
権
威

だ

け
あ

っ
て
、
会
話

の
妙

な
ど
軽

妙
洒
脱
な
筆
捌

き
は

そ
れ

だ
け
で
読

者
を
魅
き

つ
け

る
も

の
が
あ

っ
た
が
、

何

よ
り
も
、

ユ
ー
モ
ア
と

サ
タ
イ
ヤ
ー

に
溢
れ

た
構

ア
プ

レ

成
と
描
写

で
戦
後

の
風
俗
や
考

え
方

を
見
事

に
描
き

出

し
た
技

倆

で
評

判

と

な
り
、

お
か
げ

で
掲
載

紙

『
朝

日
新

聞
』

の
部
数

が
大
巾

に
伸

び

た
と
さ

え

い

わ
れ

る

『自

由
学

校
』

(昭

26
)
を

は
じ

め
出
版

す

る
作
品

の
殆
ど
が

ベ

ス
ト

セ
ラ
ー
に
な

っ
た
も

の
だ

が

、
亡
く
な

っ
て
新
聞
、

雑
誌

の
目
次

に
そ

の
名
が

見

・兄
な
く
な

る
と
途
端

に
売

れ
行
き
が
落

ち
た
と

い

わ
れ
て

い
る
。
時
代
小
説

の
吉

川
英
治

(明

25
～
昭

37
)

と
共

に
大
衆
文
学

の
双
壁

と
併
称
さ
れ

た
超
人

気
作
家

に
し

て
こ
の
有
様
だ

か
ら
、
他
は
推

し
て
知

る
べ
し
と

い

っ
て
い
い
だ

ろ
う
。

と

こ
ろ
が

、
近
年
、

こ
の
ほ
ぼ
定

説
と

い

っ
て
い

い
現
象

に
異
変
が
起

き

て
い
る
と
い
う
。

そ

の

一
例
が
梶

山
季
之
氏

(
以
下
敬
称
略

)

の
場

ソ
ウ

ル

合
だ
。
梶
山
季
之

は
昭
和
四
年
、
京
城
生

れ
。
広
島

高

等
師
範
を
卒
業
後
、

文
学
を
志

し
て
上
京

、
有

吉

佐
和

子

(
昭

6
-
59
)

三
浦
朱
門

(
大

15
～
)
曽

野

綾

子

(
昭
6

～
)
阪

田
寛

夫

(
大

14
～
)
ら

と
同
人

雑
誌
第

一
五
次

『新
思
潮
』

を
発
行
し

一
途

に
文

学

修
行

に
励

む
が
、
取
材
力

の
旺
盛
さ
と
筆

の
速

さ
が

文
藝
春
秋

の
池
島
信
平

(
明
42
～
昭
48
)
編
集
局

長

ら

に
認

め
ら
れ

て
い
わ
ゆ

る

"
ト

ッ
プ
屋
"
と

し
て

重
宝
が

ら
れ
、
結
局
そ

の
こ
と
が
彼

の
作
家
生
活

の

.1



方
向
を
決
定

す
る
こ
と

に
な

っ
た
。

梶
山
季
之
が
文

壇

に
デ
ビ

ュ
ー
し
た

の
は
昭
和

三

十
七
年
、

い
わ
ゆ
る
企
業

ス
パ
イ
も

の
の
走
り
と

い

わ
れ

る
作
品

『黒

の
試
走
車
』

を
提
げ

て
の
も

の
で
、

推
理
小
説
史
上
新

分
野
を
拓
く
も

の
と
し

て
評
判

に

な
り
、
彼

は
忽

ち
流
行
作
家

の
地
位

を
獲

得
し

た
。

そ
れ

か
ら

香
港

で
客
死
す

る
ま
で

の
十

三
年
間
、

彼

は
働
き

に
働
き

つ
づ
け

た
。
週
刊
誌

を
主
舞
台

に

執
筆
量

は
凄

ま
じ

い
と
表
現
す

る

の
が

適
切

で
あ

る

と
も

い
え

る
よ
う
な
仕
事
ぶ
り

で

一
ヵ
月

の
執
筆
量

が
千
枚
を
超

え
る
こ
と
さ
え
あ

っ
た
と

い
う
。

そ

の
間
、
右
手

人
差
し
指

の
腱
鞘
炎

に
罹
り

ペ

ン

が
握
れ
な
く

な

っ
た
り
、
若

い
頃

の
肺
結
核
が
再
発

し

て
入
院
生
活

を
余
儀
な
く
さ

れ
た
時

期
も
あ

っ
た
。

そ
し

て
晩
年

は
死
病
と
な

っ
た
肝
臓
癌

に
苦
し

め
ら

れ

た
が
、
彼

は
休

む

こ
と
な
く
書
き

つ
づ
け

た
。

し

か
し
香
港

の
ホ

テ
ル
で
四
十

六
年

の
生
涯
を
終
え

た

時
、
彼

の
家

族

に
は
借
金
以
外

の
遺
産

は
土
地
建
物

(
自
宅

マ
ン
シ
ョ
ン
と
事
務
所
、
伊

豆

の
山
荘
な
ど
)

だ
け

し
か
な
か

っ
た
。

い

っ
た
い
肉
体

が
ボ

ロ
ボ

ロ

に
な

る
ま
で
あ
ん
な

に
稼

い
だ

カ
ネ
は
何
処

へ
行

っ

て
し

ま

っ
た

の
か
。
多
く

の
人
が
疑

問
を
抱

い
た
。

答
え

は
簡
単

で
あ

っ
た
。
第

一
は
、
彼

は
、

ノ

ン

フ

ィ
ク

シ
ョ
ン
作

家
を
目
指
す
数
人

の
青
年

の
私
的

な
取
材
陣

を
養

っ
て
い
た
こ
と
で
あ

る
。
正
確

で
豊

富

な
資
料
あ

っ
て
こ
そ

の

"
梶
山
文
学
"

で
あ

っ
た

か
ら
、
勿
論
取
材
費

に
糸
目

は
着
け

な
か

っ
た
。

一

人

二
人
な
ら
別

と
し
て
、

い
わ
ば
食
客

と
も

い
う

べ

き

人

々
を
多
数
抱

え
こ
み
、
そ

の
生
活
費

と
取

材
費

の
全
額
を
負
担

し
た

の
で
は
た
ま

っ
た
も

の
で
は
な

い
。
そ

の
上
、
彼

は
実

に
し
ば

し
ば
若

い
編
集

老

に

御

馳
走

し

た
。

そ
こ
に
は
、
功
利

の
意
図

ら
し

い
も

の
は
全
く
感
じ
ら
れ
ず

、
勘
定

は
総

て
自
分
持

ち

で
、

数

が
多

か

っ
た
か
ら
、

こ

の
方

の
金
額
も
ぼ

か

に
な

ら
な
か

っ
た
。

そ
ん
な
工
合
だ

か
ら
、
稼

い
で
も
稼

い
で
も

い
わ
ゆ

る

"
自

転
車

操
業
"

で
あ

っ
た
。

一
方
、
彼

は
ラ
イ

フ
ワ
ー
ク
と

し
て
、

日
系

朝
鮮

人

ハ
ワ
イ
移
民

を
描

く
作

品

(
仮
題

「
積
乱

雪
」
)

を
書

く

こ
と
を
作
家
生
命

と
し

て
、
構
想

を
練

り
尨

大
な
資
料
を
収
集

し
て

い
た
が
、
け

っ
き

ょ
く
毎
日

の
稿
料
稼
ぎ

に
追

わ
れ
、

こ
の
雄
図

は
数
枚

の
メ
モ

に
書

き
残

し
た
に
止

ま

っ
て
し
ま

っ
た
。

当
然
、
後
世

に
遺

る
よ
う
な
文
学
的

に
優

れ
た
作

品
が
書

け

る
よ
う

な
余

裕
は
な

か

っ
た
。

だ
か
ら
彼

が
急

逝
し

た
時
、
彼

の
友

人
た
ち

は
爾
後

の
遺

族

の

生

活
を
深
刻

に
心
配

し
た
も

の
で
あ

る
。

と

こ
ろ
が
、

こ

の
心
配
は
杞
憂

で
あ

っ
た
。

彼

の

没
後

も
、
既

に
十

七
年

も
経

っ
た
と

い
う

の
に
新

刊

増

刷
合
わ

せ
て
年
間

ほ
ぼ

百
万
部
が
毎
年
売

れ
て

い

る
と

い
う

の
で
あ

る
。

こ
れ
は
大
衆
小
説
、
殊

に
現

代
小
説

は
作

者

の
没
後

は
急

激

に
売
れ
行
き
が

止
ま

る
と

い
う
定
説

に
と

っ
て
驚

異

で
あ

っ
た
。

こ

の
現
象

を
、

一
九

八
〇
年

代

に
始
ま

っ
た
文
庫

合
戦
が
生

み
出
し

た
企
画

の
枯

渇
と
大
手
出
版

に
よ

る
激

し

い

マ
ス
プ

ロ

・
マ
ス
セ
ー

ル
競
争

の
申

し
子

と

し
て
、
岩

波
文
庫
が
代
表

す
る

"
文
化
的
商

品
"

と

し
て

の
文
庫
本
と
比
較

し
て
慨
嘆
す

る
読
書

子
も

多

い
が

、
果
た
し

て
そ
れ

だ
け
だ
ろ
う

か
?

総

て

の
大
衆

・
現
代
作
家
が

同
じ
よ
う
な
幸
運

に

浴

し
て

い
る
と
す
れ
ぽ

こ

の
指
摘

は
正
し

い
と
見

る

べ
き

だ
ろ
う
が
、
必
ず

し
も

そ
う

で
は
な

い
と

こ
ろ

を
見

る
と
、
矢

張
り
梶
山
季
之

の
作
品

に
は
彼

な
ら

で
は
の
も

の
が
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
彼
な
ら

で
は

の
も

の
と

は
何

で
あ

っ
た

か
、

は

っ
き
り
と

は
掴

め
な

い
が

、
彼

の
場
合
、
確

か
に

一
人
の
風
俗
作
家

・
、・・
ス
テ
リ

i
作
家

・
ポ

ル

ノ
作
家

(晩
年

)
と

し
て
片
付

け
ら
れ

る
か
も
知

れ

な

い
に
し

て
も
、
彼
が
、
正
確

な
資
料
を
豊
富

に
使

っ
て
、
風
俗

や
社
会
風
潮

を
描

く
際

に
も
単
純

に
風

俗

・
社
会
風
潮

を
反
射
的

に
表
現

す

る
の
で
は
な
く

て
、

そ
れ
ら
を
資
料
と
対
比

し
て
自
分
な
り

に
咀
嚼

し
て
い
た
こ
と

に
、
彼
が
定
説

を
覆
し

て
没
後
も
長

く
生
き
残

っ
て

い
る
秘
密

の

一
端

が
あ

る
よ
う

に
愚

考
す

る

の
だ
が
、

い
か
が

で
あ

ろ
う
か
?
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