
1 海辺の老夫、小説を読む 

九 

海
辺
の
老
夫
、
小
説
を
読
む 

蝶
と
呼
ば
れ
る
老
夫
は
、
虚
勢
を
張
っ
て
人
並
み
に
書
物
を
読
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

読
み
の
速
度
が
遅
い
の
で
読
む
書
物
の
数
は
限
ら
れ
る
。
と
く
に
小
説
を
手
に
す
る
こ
と
が
少
な
い
。
関

心
が
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
に
向
か
っ
て
こ
の
傾
向
は
改
ま
ら
ず
、
秋
が
深
ま
る
と
い
う
の
に
今
年
に
な
っ
て

読
ん
だ
小
説
は
ま
だ
な
い
。
さ
す
が
に
あ
じ
け
な
い
と
考
え
て
思
い
立
っ
た
。
現
代
小
説
と
り
わ
け
日
本

の
も
の
を
読
ま
な
く
て
は
い
け
な
い
が
、
一
つ
を
選
ぶ
と
し
た
ら
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
評
判
の

ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
い
う
の
が
少
し
ひ
っ
か
か
る
が
、
最
も
縁
の
な
か
っ
た
村
上
春
樹
に
決
め
る
。
数
多
い

作
品
の
う
ち
の
何
に
す
る
か
。
今
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
の
五
十
代
の
作
品
『
海
辺
の
カ
フ
カ
』
に
し
た
。

表
題
の
「
海
辺
」
が
、
海
辺
に
住
む
者
に
ふ
さ
わ
し
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
、
「
カ
フ
カ
」
と
い
う
の
も
意

味
深
長
だ
。
こ
う
し
て
、
老
夫
は
め
っ
た
に
読
ま
な
い
小
説
を
読
む
こ
と
に
な
っ
た
。 

 

さ
て
、
都
会
に
出
た
お
り
に
久
し
ぶ
り
に
書
店
で
買
っ
た
と
き
初
め
て
、
こ
の
人
が
Ｆ
・
カ
フ
カ
賞
を

受
賞
し
た
と
い
う
こ
と
を
知
る
う
か
つ
さ
で
あ
る
。
と
に
か
く
、
た
い
へ
ん
な
数
の
人
々
が
ほ
め
あ
げ
る

作
品
を
自
分
な
り
に
読
ん
で
み
よ
う
。
付
和
雷
同
す
る
の
は
き
ら
い
だ
か
ら
、
少
し
構
え
て
読
む
。 
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読
み
始
め
て
す
ぐ
、
単
語
と
一
つ
一
つ
の
文
が
平
明
だ
と
知
る
。
と
て
も
読
み
や
す
い
。
最
初
の
一
章

と
二
章
で
、
文
体
を
変
え
て
か
け
離
れ
た
物
語
を
始
め
る
と
い
う
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
予
想

さ
せ
る
よ
う
に
、
三
章
と
四
章
で
、
全
体
の
物
語
が
二
重
奏
で
語
ら
れ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
「
僕
」

が
語
る
奇
数
章
が
主
題
を
紡
ぎ
、
偶
数
章
は
好
奇
心
を
く
す
ぐ
り
な
が
ら
不
条
理
を
伴
奏
す
る
。
そ
の
う

ち
、
一
方
が
現
在
形
の
文
で
他
方
は
過
去
形
の
文
で
つ
づ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
や
が
て
、
両
方

に
出
る
言
葉
が
し
だ
い
に
か
す
か
な
関
連
を
暗
示
し
て
、
奇
数
章
と
偶
数
章
が
か
ら
ま
っ
て
く
る
こ
と
を

期
待
さ
せ
る
。
語
り
は
と
て
も
巧
み
だ
、
と
思
う
。
平
明
な
文
章
が
、
思
い
つ
め
た
感
情
や
、
と
ぼ
け
て

い
て
し
か
も
奥
行
き
あ
る
意
味
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
に
複
雑
な
内
容
を
そ
れ
ら
に
ふ
さ
わ
し
く
的
確
に
記
述

す
る
。
そ
う
い
う
文
章
が
次
々
に
な
め
ら
か
に
繰
り
出
さ
れ
る
。
し
か
し
軽
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
。 

文
章
が
翻
訳
文
の
色
彩
を
帯
び
て
い
る
こ
と
が
老
夫
に
も
見
て
と
れ
る
。
日
本
人
が
普
通
使
わ
な
い
よ

う
な
組
み
合
わ
せ
の
言
葉
で
文
が
構
成
さ
れ
る
。
定
型
的
に
な
り
が
ち
な
文
に
、
思
い
が
け
な
い
形
容
動

詞
や
副
詞
な
ど
が
く
っ
つ
い
て
い
る
。
作
者
は
新
し
い
文
体
を
つ
く
り
出
す
た
め
に
、
意
識
し
て
そ
う
い

う
言
葉
を
紡
ぎ
出
す
の
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
少
年
の
頃
か
ら
世
界
文
学
全
集
を
一
通
り
読
ん
だ
と
い
う

人
は
、
文
章
を
書
く
と
き
半
ば
自
然
に
そ
う
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
そ
れ
は
、
二
十
世
紀
後
半
に
日

本
語
が
変
化
し
て
き
た
こ
と
と
も
関
係
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
戦
後
に
日
本
語
を
読
み
書
き
し
て
成
長
し
た

日
本
人
は
、
翻
訳
調
の
文
章
を
意
識
で
き
な
い
ほ
ど
に
な
っ
て
き
た
。
だ
か
ら
、
多
く
の
人
々
が
違
和
感
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を
も
た
ず
、
か
え
っ
て
新
鮮
に
感
じ
な
が
ら
こ
う
い
う
文
章
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
。 

 
文
庫
本
で
は
少
し
む
つ
か
し
い
漢
字
に
ル
ビ
が
ふ
っ
て
あ
る
。
読
者
の
た
め
の
サ
ー
ビ
ス
精
神
は
、
作

品
自
体
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
偶
数
章
の
主
人
公
ナ
カ
タ
さ
ん
と
伴
走
者
星
野
さ
ん
と
の
か
け

あ
い
は
、
伝
来
の
落
語
や
漫
才
を
聴
く
よ
う
だ
。
星
野
青
年
が
柄
に
も
な
く
「
知
事
さ
ん
は
資
本
家
の
犬
」

と
い
う
よ
う
な
言
葉
を
口
に
す
る
と
、
「
労
働
者
諸
君
」
と
呼
び
か
け
る
車
寅
次
郎
を
想
い
出
す
。
こ
こ

に
は
、
映
画
や
漫
画
な
ど
の
影
響
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。
実
際
、
映
画
イ
ン
デ
ィ
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
よ
う
な

冒
険
物
語
を
な
ぞ
り
、
象
徴
的
な
物
体
と
し
て
石
が
登
場
す
る
。
登
り
つ
め
た
状
態
か
ら
の
出
口
を
探
す

一
九
七
〇
年
代
以
後
の
先
進
諸
国
は
、
な
ん
で
も
あ
り
の
時
代
な
の
だ
。
少
年
の
猫
殺
し
が
限
度
を
失
う

こ
と
に
ま
で
行
き
つ
く
現
実
社
会
が
あ
る
。
す
で
に
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
文
学
の
世
界
で
試
さ
れ
て
い
る
。

現
代
小
説
は
、
現
実
に
起
き
て
い
る
だ
ろ
う
ど
ん
な
こ
と
も
、
昔
の
作
家
な
ら
た
め
ら
っ
た
だ
ろ
う
こ
と

ま
で
、
も
の
お
じ
せ
ず
に
書
く
よ
う
に
な
っ
た
。
新
し
い
小
説
が
さ
ら
に
斬
新
な
記
述
を
追
求
す
る
の
は

当
然
の
流
れ
だ
。
そ
し
て
こ
の
小
説
は
、
そ
う
い
う
す
べ
て
を
実
に
て
ぎ
わ
よ
く
語
る
表
現
力
を
も
つ
。

現
代
人
は
お
の
ず
と
そ
れ
に
引
き
こ
ま
れ
て
い
く
。 

外
国
と
日
本
の
文
学
を
広
く
読
み
こ
ん
で
い
る
作
家
は
、
そ
れ
ら
の
道
具
立
て
や
手
法
な
ど
を
み
な
取

り
こ
む
。
こ
の
小
説
の
筋
書
き
は
、
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
『
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
』
と
同
じ
も
の
だ
。
欧
米
人
に
な
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じ
み
の
運
命
的
で
精
神
分
析
的
な
テ
ー
マ
を
、
遠
い
異
国
の
現
代
日
本
を
舞
台
に
、
幻
想
小
説
に
仕
立
て

て
み
せ
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
お
も
し
ろ
い
の
は
、
そ
う
い
う
こ
と
を
語
り
の
中
で
明
か
し
て
、
読
者

を
親
切
に
導
い
て
い
く
点
だ
。
生
き
霊
が
出
る
と
こ
ろ
で
は
古
代
の
『
源
氏
物
語
』
の
事
例
で
種
明
か
し

し
、
幻
想
小
説
と
し
て
江
戸
時
代
の
『
雨
月
物
語
』
の
名
も
引
く
。
幻
想
の
森
の
中
で
目
じ
る
し
を
示
さ

れ
る
読
者
は
そ
こ
で
迷
う
こ
と
が
な
い
。 

 

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
小
説
が
決
し
て
軽
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
。
古
今
東
西
の
文
学
を
溶
け
こ
ま
せ

た
長
い
物
語
が
、
魅
力
的
な
文
体
で
進
行
す
る
。
透
明
な
文
章
が
つ
づ
ら
れ
る
中
に
、
自
然
や
世
界
に
つ

い
て
た
い
へ
ん
深
い
省
察
が
現
わ
れ
て
、
読
者
は
さ
ま
ざ
ま
な
思
索
に
誘
わ
れ
る
。
地
の
文
章
だ
け
で
は

な
く
、
十
五
歳
の
少
年
と
相
手
は
驚
く
ほ
ど
知
的
な
会
話
を
交
わ
し
、
機
智
に
あ
ふ
れ
た
や
り
と
り
を
す

る
。
ず
い
ぶ
ん
気
を
つ
け
て
読
ま
な
け
れ
ば
見
の
が
し
て
し
ま
う
ほ
ど
。
文
学
の
知
識
が
披
露
さ
れ
、
音

楽
に
つ
い
て
も
い
ろ
い
ろ
教
え
ら
れ
る
。
幻
想
小
説
は
ま
た
教
養
小
説
で
も
あ
る
の
だ
。
と
て
も
盛
り
だ

く
さ
ん
な
小
説
で
あ
る
。
作
者
が
並
々
な
ら
な
い
知
識
と
力
量
の
持
ち
主
だ
と
い
う
こ
と
を
知
る
。 

た
だ
、
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
の
悲
劇
を
歩
む
少
年
の
運
命
の
記
述
が
十
分
緊
密
で
は
な
い
と
感
じ
た
。
悲
劇

的
な
運
命
は
初
め
か
ら
明
か
さ
れ
て
い
て
、
出
来
す
ぎ
な
ほ
ど
事
が
運
び
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
記
述
が
あ

る
だ
け
だ
。
運
命
的
な
出
来
事
は
事
後
に
運
命
だ
と
悟
ら
れ
て
、
運
命
を
選
び
と
っ
た
当
事
者
に
は
そ
れ
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が
必
然
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
事
態
に
つ
い
て
の
記
述
は
希
薄
だ
か
ら
、
「
僕
」
に
な
り

き
っ
て
運
命
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
「
僕
」
の
情
動
を
十
分
に
は
体
験
で
き
な
い
。
そ
れ
は
幻
想

小
説
と
い
う
形
式
か
ら
く
る
限
界
な
の
だ
ろ
う
。
と
も
か
く
、
こ
れ
は
た
い
へ
ん
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
小

説
だ
。
心
情
を
通
わ
す
情
景
の
描
写
は
美
し
く
、
い
な
か
の
老
夫
さ
え
捉
え
て
う
っ
と
り
さ
せ
る
。
数
多

い
読
者
は
こ
の
魅
力
の
と
り
こ
に
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
。
蛇
足
だ
が
、
幻
想
が
終
わ
っ
て
、
生
き
る
希
望
が

生
ま
れ
た
少
年
に
つ
い
て
の
最
後
の
数
ペ
ー
ジ
は
や
や
平
凡
で
、
夢
か
ら
覚
め
た
よ
う
な
幻
滅
を
感
じ
た
。

幻
想
小
説
は
、
終
わ
ら
せ
方
が
む
つ
か
し
い
。 

 

幻
想
あ
る
い
は
冒
険
の
物
語
は
、
そ
の
社
会
の
問
題
と
無
縁
な
の
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
こ
の
物
語
は
、

客
観
的
に
見
れ
ば
、
資
本
主
義
経
済
が
地
球
全
体
に
及
ん
で
飽
和
し
た
社
会
が
出
口
を
探
し
て
い
る
状
況

の
中
で
紡
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
文
中
の
は
し
ば
し
に
多
く
の
問
題
を
示
唆
す
る
言
葉
が
現
わ
れ
、
庶

民
の
生
活
の
一
端
が
語
ら
れ
、
戦
争
や
社
会
福
祉
に
ま
で
思
い
を
致
す
ヒ
ン
ト
が
埋
め
こ
ま
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
は
む
し
ろ
あ
っ
さ
り
と
触
れ
ら
れ
る
だ
け
だ
。
ほ
と
ん
ど
著
者
自
身
で
も
あ
る
Ｆ
・
カ

フ
カ
の
描
く
人
物
の
よ
う
に
、
人
間
と
社
会
の
不
条
理
に
耐
え
か
ね
て
い
る
、
と
ま
で
は
み
え
な
い
。
健

康
で
タ
フ
な
少
年
カ
フ
カ
に
代
わ
っ
て
、
作
者
が
そ
れ
を
ど
れ
だ
け
引
き
受
け
る
つ
も
り
な
の
か
も
よ
く

わ
か
ら
な
い
。
運
命
あ
る
い
は
深
層
心
理
と
い
う
メ
タ
フ
ァ
ー
の
お
お
う
暗
闇
を
く
ぐ
り
抜
け
て
出
る
、
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青
春
物
語
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
そ
う
だ
。 

衣
食
に
関
す
る
カ
タ
カ
ナ
言
葉
で
老
夫
の
知
ら
な
い
も
の
が
あ
り
、
身
の
ま
わ
り
の
品
々
に
対
す
る
愛

好
が
ほ
の
見
え
る
。
自
動
車
に
つ
い
て
の
関
心
も
あ
る
よ
う
だ
。
「
僕
」
は
大
き
な
家
で
不
自
由
な
く
育

っ
た
よ
う
だ
し
、
知
的
な
会
話
を
交
わ
す
佐
伯
さ
ん
も
大
島
さ
ん
も
庶
民
の
乗
ら
な
い
自
動
車
に
乗
っ
て

い
る
。
こ
う
い
う
描
き
方
は
、
中
産
階
級
以
上
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
作
家
た
ち
に
よ
る
描
写
に
影
響
さ
れ
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
ら
の
趣
味
は
、
高
度
経
済
成
長
を
遂
げ
て
い
っ
た
日
本
の
都
会
で
成
長

し
た
人
に
身
に
つ
い
た
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
登
場
人
物
た
ち
は
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
だ
け
で
は

な
く
外
国
の
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
に
も
親
し
ん
で
い
る
。
こ
の
小
説
の
読
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に

い
く
ぶ
ん
か
ず
つ
体
験
し
た
こ
と
を
親
密
に
感
じ
な
が
ら
味
わ
う
の
だ
。
外
国
の
読
者
に
と
っ
て
も
、
日

本
の
ほ
か
の
小
説
よ
り
も
理
解
し
や
す
く
親
し
み
や
す
い
だ
ろ
う
。 

 

全
体
と
し
て
見
れ
ば
こ
の
小
説
は
、
よ
く
考
え
て
構
想
し
、
配
置
と
展
開
を
あ
ら
か
じ
め
十
分
に
設
計

し
て
つ
く
ら
れ
た
創
作
物
だ
と
思
う
。
し
か
も
実
際
に
展
開
す
る
と
き
に
は
言
葉
が
あ
ふ
れ
出
て
、
そ
の

な
め
ら
か
な
語
り
が
細
部
ま
で
豊
か
な
物
語
を
形
づ
く
る
。
文
章
の
透
明
さ
に
つ
な
げ
て
表
現
す
れ
ば
、

き
わ
め
て
多
数
の
ガ
ラ
ス
を
複
雑
に
組
み
立
て
た
精
巧
な
工
芸
的
作
品
と
い
え
る
。
ガ
ラ
ス
の
部
品
は
色

と
り
ど
り
で
な
お
透
明
さ
を
た
た
え
て
い
る
。
構
え
て
読
ん
だ
せ
い
で
、
弱
点
を
見
出
そ
う
と
す
る
書
き
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ぶ
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
名
作
に
備
わ
る
べ
き
要
素
は
み
な
含
ま
れ
て
い
る
と
思
う
。 

構
え
て
い
な
が
ら
引
き
こ
ま
れ
て
、
十
分
に
楽
し
ん
だ
わ
た
し
は
、
こ
の
小
説
か
ら
何
を
得
た
だ
ろ
う

か
。
何
事
も
断
定
す
る
力
の
な
い
者
に
は
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
名
作
は
教
訓
を
与
え
な
い
。
た
だ

没
入
し
て
味
わ
う
も
の
だ
。
そ
れ
は
、
『
源
氏
物
語
』
の
昔
か
ら
決
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
わ
た
し

は
た
し
か
に
興
味
深
く
味
わ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
Ｊ
・
ジ
ョ
イ
ス
の
短
編
集
『
ダ
ブ
リ
ン
の
市
民
』
の
解

説
で
、
文
芸
批
評
家
が
そ
れ
ぞ
れ
の
短
編
か
ら
ど
れ
ほ
ど
多
く
の
意
味
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
に

あ
き
れ
た
経
験
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
感
想
を
つ
づ
っ
て
も
何
の
用
も
な
さ
な
い
こ
と
を
知
っ

て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
才
知
の
な
い
者
に
は
こ
う
い
う
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た
。 

 

物
語
か
ら
解
き
放
た
れ
た
老
人
は
、
自
分
の
生
き
た
時
代
に
も
っ
と
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
的
な
あ
り
方
が

あ
り
え
た
の
だ
、
と
あ
ら
た
め
て
思
う
。
し
か
し
、
そ
れ
で
大
き
く
心
を
乱
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
ほ
ど
歳

を
と
っ
て
い
る
。
秋
の
夕
暮
れ
、
対
岸
の
小
さ
な
漁
村
を
夕
陽
が
明
る
く
照
ら
す
。
そ
の
岸
ま
で
迫
る
山
々

は
特
別
姿
が
い
い
わ
け
で
は
な
く
、
こ
ち
ら
の
海
岸
も
ど
こ
に
で
も
あ
る
あ
り
ふ
れ
た
風
景
だ
。
都
の
知

識
人
が
花
も
紅
葉
も
な
い
さ
び
し
い
風
景
を
歌
に
詠
ん
だ
と
き
、
そ
こ
に
暮
ら
す
人
間
は
念
頭
に
な
か
っ

た
の
だ
が
、
そ
の
海
辺
に
、
は
か
な
い
蝶
の
よ
う
な
老
夫
が
自
然
の
一
部
と
な
っ
て
た
た
ず
む
。 
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二
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一
三
年
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