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山
本
周
五
郎
著
『
な
が
い
坂
』
は
、

昭
和
三
十
九
年
六
月
二
十
九
日
号
か

ら
、
昭
和
四
十
一
年
一
月
八
日
号
ま

で
『
週
刊
新
潮
』
に
連
載
さ
れ
、
昭
和

四
十
一
年
二
月
と
三
月
に
新
潮
社
よ
り

刊
行
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
新
潮
文
庫

で
、
上
下
二
巻
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
も

の
を
使
用
す
る
。

こ
こ
に
来
て
（
二
〇
一
二
年
一
月
三

○
日
）、
政
府
の
設
置
し
た
、
緊
急
災

害
対
策
本
部
や
原
子
力
災
害
対
策
本
部

の
会
議
の
議
事
録
が
作
成
さ
れ
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
国

会
に
お
い
て
追
求
さ
れ
て
い
る
。
記
録

が
重
要
と
い
う
主
張
が
本
書
評
の
意
図

な
の
だ
が
、
た
ま
た
ま
、
政
府
の
記
録

未
作
成
の
露
見
と
重
な
っ
た
。（
二
月

二
十
三
日
現
在
、
米
国
の
原
子
力
規
制

委
員
会
が
、
福
島
原
発
事
故
を
め
ぐ
っ

て
の
同
委
員
会
の
議
事
録
を
公
開
し

た
。
内
容
は
深
刻
だ
が
、
原
子
爆
弾
の

開
発・製
造
の
国
と
い
う
だ
け
で
な
く
、

危
機
管
理
の
体
制
が
で
き
て
い
る
国
と

そ
う
で
は
な
い
国
の
相
違
か
）。

主
人
公
の
阿
部
小
三
郎
は
、
家
の
納

戸
に
あ
る
「
拾
礫
紀
聞
」
を
読
ん
で
い

る
。「
記
事
文
」
を
納
め
た
も
の
。「
な

ん
の
年
の
水
禍
に
ど
ん
な
被
害
が
あ
っ

た
か
、
ど
の
年
の
火
事
で
は
ど
こ
が
ど

の
く
ら
い
焼
け
て
、
幾
人
の
男
女
が
死

ん
だ
か
、…
な
ど
と
い
う
類
い
で
あ
る
」

（
文
庫
、
上
、
十
六
頁
）。

中
以
下
の
侍
の
子
弟
や
、
町
家
の
者

も
入
学
す
る
こ
と
が
で
き
る
藤
明
塾
の

教
師
で
、
阿
部
家
の
納
戸
の
蔵
書
を
見

に
来
る
小
出
方
正
か
ら
、「
拾
礫
紀
聞
」

を
読
む
よ
う
に
す
す
め
ら
れ
る
。
小
三

郎
の
家
格
か
ら
す
る
と
藤
明
塾
だ
が
、

彼
は
、
も
う
一
つ
の
藩
校
で
、
中
以
上

の
家
格
の
子
弟
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た

尚
功
館
の
試
験
を
受
け
て
入
学
す
る
。

そ
し
て
、
入
学
前
か
ら
指
導
し
て
く
れ

た
尚
功
館
の
教
師
谷
宗
岳
に
、
十
二
歳

に
な
っ
た
の
だ
か
ら
、「
こ
の
藩
の
成

り
立
ち
、
今
日
に
至
る
歴
代
の
事
績
、

政
治
の
功
罪
、
災
厄
、
豊
凶
の
究
明
、

こ
れ
ら
の
詳
細
を
知
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
藩
士
と
し
て
の
自
分
の
立
場
も

は
っ
き
り
す
る
し
、
将
来
な
に
を
な
す

べ
き
か
と
い
う
こ
と
も
わ
か
る
」（
同
、

五
十
頁
）
と
言
わ
れ
て
以
降
、剣
術
も
、

学
問
に
つ
い
て
も
目
立
た
な
く
な
る
。

小
三
郎
は
、
藩
校
の
教
官
た
ち
の
推

薦
が
働
い
た
ら
し
く
、
藩
主
の
お
側
小

姓
に
な
り
、
さ
ら
に
元
服
し
主
水
正

（
も
ん
ど
の
し
ょ
う
）
と
名
乗
り
、
郡

奉
行
付
き
与
力
に
な
る
。火
事
が
起
き
、

「
二
十
年
前
の
大
火
事
の
と
き
と
そ
っ

く
り
」
と
い
う
指
摘
か
ら
、「
拾
礫
紀

聞
」
の
記
事
か
ら
、「
も
し
も
大
き
く

な
っ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
こ
れ
と
、
打

つ
手
を
考
え
て
い
た
」（
同
、一
一
○
頁
）

の
で
、
そ
れ
ら
を
次
々
に
実
行
す
る
。

材
木
問
屋
を
ま
わ
り
、
寺
を
た
ず

ね
、
藩
の
備
荒
用
の
米
は
手
続
き
に
時

間
が
か
か
る
の
で
、
豪
農
の
米
村
家
の

貯
蔵
米
を
出
す
こ
と
を
指
示
し
、
炊
き

出
し
を
す
る
た
め
の
人
数
を
集
め
る
こ

と
と
米
村
家
へ
つ
れ
て
い
く
こ
と
を
命

じ
た
。

「
八
月
の
大
火
は
、
じ
つ
に
二
十
年

ぶ
り
の
出
来
事
で
、
焼
け
た
家
数
は
丙

申
の
大
火
の
と
き
の
三
割
も
多
く
、
焼

け
出
さ
れ
た
人
数
は
四
割
も
多
か
っ

た
。
し
か
も
あ
れ
か
ら
半
年
し
か
経
た

な
い
の
に
、
焼
け
跡
は
き
れ
い
に
片
づ

き
、
…
そ
の
日
稼
ぎ
の
職
人
や
人
足
、

手
伝
い
や
追
廻
し
な
ど
ま
で
、
ち
ゃ
ん

と
仮
宅
に
は
い
っ
て
、
い
ち
お
う
安
定

し
た
暮
ら
し
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
」（
同
、
一
一
四
頁
）。

「
丙
申
の
大
火
の
と
き
と
は
大
違

い
」、「
阿
部
主
水
正
が
ひ
と
り
で
や
っ

た
こ
と
」（
同
、
一
一
七
頁
）。

阿
部
主
水
正
は
、
さ
ら
に
、
大
火
で

焼
け
だ
さ
れ
た
少
年
、
少
女
た
ち
が
、

引
き
取
ら
れ
た
先
か
ら
逃
げ
出
し
て
浮

浪
者
の
よ
う
な
生
活
を
送
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
孤
児
た
ち
の
家
を
建
て
た
。
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小
説
「
な
が
い
坂
」
は
、
阿
部
主
水

正
（
絶
家
し
て
い
た
三
浦
家
を
復
活
さ

せ
て
三
浦
主
水
正
に
）
が
城
代
家
老
に

就
任
し
て
、
城
代
家
老
と
し
て
初
め
て

城
へ
の
「
な
が
い
坂
」
を
登
っ
て
行
く

と
こ
ろ
で
終
わ
る
。
文
庫
の
上
巻
は
、

あ
る
種
立
身
出
世
の
物
語
、
あ
る
い
は

成
長
物
語
と
も
言
え
る
。

こ
こ
で
取
り
上
げ
た
い
の
は
、
主
人

公
が
、
記
録
を
も
と
に
、
あ
れ
や
こ
れ

や
の
対
策
を
考
え
、
実
行
し
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
記
録
が
大
切
だ
と
い
う

こ
と
。
そ
う
し
た
記
録
を
も
と
に
、
後

の
人
間
は
対
策
を
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
こ
と
。

災
害
に
対
し
て
、
予
防
策
や
事
後
対

策
を
立
て
、
そ
れ
ら
を
実
施
す
る
の
が

為
政
者
の
仕
事
で
あ
る
。
山
本
の
小
説

は
、
大
震
災
で
は
な
く
、
大
火
と
い
う

災
害
で
あ
る
が
。

山
本
は
、
別
の
文
脈
で
、
物
事
の
対

処
の
仕
方
に
つ
い
て
、三
浦
主
水
正
に
、

「
お
よ
そ
人
間
の
生
活
は
、
過
去
と
の

つ
な
が
り
を
断
っ
て
は
存
在
し
な
い
と

思
い
ま
す
、
新
し
い
事
実
を
処
理
す
る

に
は
、
経
験
の
中
か
ら
前
例
を
選
び
出

し
、
そ
れ
ら
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
適

切
な
手
段
が
と
れ
る
の
だ
と
思
い
ま
す

が
」（
文
庫
、
下
、
二
八
一
頁
）
と
言

わ
し
め
て
い
る
。「
経
験
の
中
か
ら
前

例
を
選
び
出
す
」
に
は
、
記
憶
す
る
こ

と・記
録
す
る
こ
と
は
、
重
要
で
あ
る
。

「
な
が
い
坂
」
に
出
て
く
る
「
孤
児

た
ち
の
家
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の

か
。「
火
事
で
親
き
ょ
う
だ
い
を
失
っ

た
か
れ
ら
は
、
そ
の
こ
と
で
共
通
の
嘆

き
や
悲
し
み
や
絶
望
感
が
あ
る
。
こ
れ

は
お
そ
ら
く
、
他
人
に
は
理
解
で
き
な

い
こ
と
だ
ろ
う
、
か
れ
ら
が
い
っ
し
ょ

に
生
活
す
れ
ば
、
お
互
い
に
慰
め
あ
い

劬
（
い
た
わ
）
り
あ
う
こ
と
が
で
き
る

に
相
違
な
い
。
か
れ
ら
に
精
神
的
な
よ

り
ど
こ
ろ
を
与
え
な
が
ら
、
好
き
な
職

を
身
に
つ
け
る
ほ
う
が
い
い
の
で
は
な

い
か
、
と
主
水
正
は
主
張
し
た
」（
文

庫
、
上
、
一
三
五
頁
）。「
読
み
書
き
算

盤
を
覚
え
、
手
に
職
を
つ
け
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
」（
同
、一
三
九
頁
）。「
子

供
部
屋
は
う
ま
く
い
っ
た
。
自
分
た
ち

の
家
が
あ
り
、
食
糧
が
あ
る
と
い
う
こ

と
で
、
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
が
で
き
た
の

で
あ
ろ
う
。
十
二
三
歳
に
な
る
と
、
男

の
子
は
自
分
た
ち
で
捜
し
て
稼
ぎ
に
で

か
け
、
女
の
子
た
ち
は
女
中
奉
公
や
、

紙
漉
き
場
へ
働
き
に
い
っ
た
。
い
や
に

な
っ
て
も
自
分
の
家
が
あ
る
し
、
そ
こ

に
は
充
分
な
食
糧
と
、
常
に
世
話
を
し

て
く
れ
る
者
が
い
た
か
ら
だ
。
三
人
い

る
寺
男
の
女
房
た
ち
、
読
み
書
き
を
教

え
る
師
匠
た
ち
三
人
の
ほ
か
に
、
進
ん

で
着
る
物
や
履
き
物
の
面
倒
を
み
に
か

よ
っ
て
来
る
、
近
在
の
百
姓
の
老
母
や

女
房
た
ち
が
、
五
人
に
も
殖
え
て
い
っ

た
」（
同
、
一
四
三
頁
）。

こ
の
や
り
方
は
、
現
在
で
も
、
大
変

重
要
な
考
え
で
、
取
り
組
み
で
あ
る
。

江
戸
時
代
に
こ
う
し
た
取
り
組
み
が

す
で
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
山
本
周

五
郎
は
、
ど
こ
ま
で
史
料
を
読
み
込
ん

で
こ
の
作
品
を
作
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

江
戸
時
代
、火
事
の
際
に
、「
拝
借
米
」

の
制
度
、凶
作
時
の
「
夫
食
米
」
制
度
、

水
害
の
際
の
粥
や
焼
飯
の
施
与
が
行
わ

れ
た
。
ま
た
、
天
災
地
変
の
折
に
、
救

小
屋
で
浮
浪
者
を
収
容
し
た
と
い
う
記

録
が
あ
る
（
池
田
敬
正
著
『
日
本
社
会

福
祉
史
』
一
九
八
六
年
、
九
十
七
―

一
一
三
頁
）。
し
か
し
、こ
う
し
た
「
孤

児
の
家
」が
江
戸
時
代
に
あ
っ
た
の
か
。

こ
れ
は
、
東
北
大
飢
饉
や
濃
尾
大
震
災

に
よ
る
孤
児
を
収
容
し
た
石
井
十
次
や

同
じ
く
濃
尾
大
震
災
の
孤
児
た
ち
を
自

宅
に
引
き
取
っ
た
石
井
亮
一
の
事
績
を

思
い
起
こ
さ
せ
る
。
濃
尾
大
震
災
は
、

一
八
九
一
年
に
起
き
て
い
る
。
山
本
周

五
郎（
一
九
〇
三
～
一
九
六
七
年
）は
、

濃
尾
大
震
災
の
記
録
や
見
聞
を
こ
の
作

品
に
投
影
し
た
の
で
は
な
い
か
。　

三
浦
（
山
本
周
五
郎
）
の
自
然
観
、

人
間
観
、「
人
間
は
自
然
の
た
め
に
翻

弄
さ
れ
て
き
た
。
恵
ま
れ
与
え
ら
る
と

同
時
に
、
奪
わ
れ
た
り
ふ
み
に
じ
ら
れ

た
り
す
る
。
自
然
そ
の
も
の
は
云
い
よ

う
も
な
く
荘
厳
で
美
し
い
が
、
そ
の
作

用
は
し
ば
し
ば
恐
怖
と
死
を
と
も
な

う
」(

同
、
四
一
九
頁)
。「
…
こ
う
い

う
雨
で
洪
水
に
な
る
危
険
が
迫
っ
て

も
、
鳥
や
毛
物
に
は
な
に
も
で
き
な
い

が
、
人
間
に
は
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
の
な

に
か
が
で
き
る
。
…
い
つ
か
は
そ
れ
を

防
ぐ
方
法
を
み
つ
け
だ
し
、
自
然
の
作

用
の
も
た
ら
す
災
害
に
う
ち
勝
つ
よ
う

に
な
る
だ
ろ
う
」(

同
、
四
二
〇
頁)

。

も
う
一
冊
、
高
澤
武
司
・
加
藤
彰
彦

編
『
福
祉
に
お
け
る
危
機
管
理
―
阪

神・淡
路
大
震
災
に
学
ぶ
―
』
有
斐
閣
、

一
九
九
八
年
刊
。

こ
の
本
は
、
題
名
の
と
お
り
、
社
会

福
祉
に
お
け
る
危
機
管
理
の
必
要
性
を

述
べ
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
際
に
、

社
会
福
祉
の
専
門
機
関
は
ど
う
よ
う
に

対
応
し
た
の
か
を
分
析
ま
と
め
た
も
の

で
あ
る
。
こ
う
し
た
研
究
を
「
自
家
薬

籠
中
の
物
」
に
し
て
お
く
べ
き
で
あ
っ

た
。今
回
の
東
北
大
震
災
に
つ
い
て
も
、

大
い
に
参
考
と
な
り
得
た
だ
ろ
う
。
残

念
な
こ
と
に
、
編
者
に
よ
れ
ば
、
版
元

品
切
れ
（
実
質
、
絶
版
）
と
の
こ
と
。

今
日
の
出
版
事
情
で
は
仕
方
が
な
い
の

か
も
し
れ
な
い
が
こ
う
し
た
研
究
こ

そ
、
末
永
く
刊
行
し
続
け
て
ほ
し
い
も

の
で
あ
る
。




