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前
号
作
品
短
評
Ａ
〈
小
野
澤
〉

◦
紫
も
白
花
も
あ
る
ホ
タ
ル
ブ
ク
ロ
烏
瓜
に
も
黄
の
実
も
あ
ら
む　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

梅
津
純
子

「
も
」
が
四
ヵ
所
で
つ
か
わ
れ
た
が
、
一
首
に
意
味
は
通
っ
て
い
て
、
面
白
い
云
い
方
で
も
あ
る
。「
も
」
の
意
味

は
、
並
列
や
付
加
。
格
助
詞
の
「
に
」
に
並
列
や
列
挙
、
強
調
の
意
味
を
加
え
る
こ
と
が
あ
る
。「
烏
瓜
に
も
」
で
、

加
え
た
意
味
は
当
然
だ
ろ
う
か
。
ホ
タ
ル
ブ
ク
ロ
に
は
ピ
ン
ク
も
あ
る
。
烏
瓜
で
黄
の
実
が
歌
（
詠
）
わ
れ
て
い
な

い
こ
と
、
な
ど
に
触
れ
た
あ
と
で
の
歌
で
あ
る
。

　

白
き
糸
の
花
（
一
首
目
）、
真
白
き
レ
ー
ス
の
花
（
二
首
目
）
も
こ
の
烏
瓜
の
も
の
、
庭
の
花
。

　

歌
に
手
順
が
あ
っ
て
、（
亡
き
父
の
も
の
）
牧
野
（
の
索
引
）
も
引
か
れ
る
。
そ
れ
が
朝
ド
ラ
の
後
（
六
首
目
）。

じ
つ
の
と
こ
ろ
作
者
の
調
査
で
、
こ
れ
が
（「
花
も
葉
も
此
は
似
て
非
な
る
」）
黄
烏
瓜
（
き
か
ら
す
う
り
）
で
あ
る

こ
と
が
し
れ
る
。
ま
た
そ
の
塊
根
（
の
デ
ン
プ
ン
）
が
あ
の
懐
か
し
い
汗
知
ら
ず
「
天
花
粉
」
の
原
料
に
な
る
こ
と

も
し
る
（
後
ろ
の
二
つ
の
歌
）。
こ
れ
ら
プ
ロ
セ
ス
が
一
連
に
な
っ
た
。
読
み
手
に
も
つ
い
て
ゆ
く
面
白
さ
が
あ
る
。

疑
問
と
解
明
の
そ
の
あ
と
に
、
こ
れ
、

　
　

雌
雄
異
株
な
れ
ば
レ
ー
ス
の
白
き
花
黄
熟
の
実
を
結
ぶ
こ
と
あ
り
や

◦
除
草
後
の
丘
に
一
羽
の
オ
ス
の
雉
往
き
つ
戻
り
つ
一
声
も
な
く　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
橋
千
佳
子

　

歌
が
対
に
も
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、お
お
よ
そ
歌
を
受
け
た
歌
が
あ
る
。
そ
う
や
っ
て
み
え
て
ゆ
く
世
界
が
あ
る
。

オ
ス
の
雉
、
地
味
な
メ
ス
の
雉
は
む
し
ろ
し
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
歌
に
は
、
こ
の
歌
、

　
　

雉
一
羽
大
樹
の
下
の
叢
に
在
り
し
我
が
巣
を
た
だ
捜
し
お
り

　

除
草
作
業
の
歌
は
、
そ
れ
ら
の
歌
の
直
前
に
あ
る
。

　
　

炎
天
下
緑
の
波
を
倒
し
ゆ
く
シ
ル
バ
ー
さ
ん
の
斜
め
横
隊

　

一
連
タ
イ
ト
ル
は
「
炎
天
」。
シ
ル
バ
ー
さ
ん
、
は
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
の
人
。
緑
の
波
を
倒
し
ゆ
く
、
は

比
喩
的
な
云
い
方
だ
が
、「
丘
」
に
対
し
て
い
る
も
の
か
、
ゆ
た
か
な
も
の
が
あ
る
。
七
、八
首
目
は
庭
で
の
じ
し
ん

の
作
業
（
中
の
も
の
）。
コ
ニ
シ
キ
ソ
ウ
、
モ
ス
キ
ー
ト
音
の
表
記
も
目
を
ひ
く
。
九
、十
首
目
は
絵
画
展
の
も
の
。

槐
多
の
自
画
像
、
屏
風
絵
の
業
平
に
独
自
の
把
握
が
あ
る
。
ガ
ラ
ン
ス
硬
し
、
ま
た
、
日
本
男
子
五
等
身
な
る
。
ガ

ラ
ン
ス
は
槐
多
が
好
ん
で
つ
か
っ
た
色
だ
と
い
う
、
深
い
茜
色
。

　
　
　
　

◦
ス
テ
ン
レ
ス
の
鋏
も
よ
い
と
使
ひ
し
が
鋼
の
裁
ち
鋏
を
い
か
に
せ
む　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

布
宮
慈
子

　

鋼
の
裁
ち
鋏
、
は
手
も
と
に
あ
る
も
の
か
。
裁
ち
鋏
は
わ
が
家
に
も
あ
る
が
、
裁
縫
は
し
な
い
の
で
、
使
う
機
会

が
な
い
。
い
か
に
せ
む
、
は
研
ぎ
の
問
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。
一
連
タ
イ
ト
ル
も
「
研
ぎ
」。
二
首
目
か
ら
、
研

ぎ
屋
を
さ
が
し
た
よ
う
だ
。
わ
れ
の
ラ
シ
ャ
切
り
鋏
（
三
首
目
）、
が
有
名
な
庄
三
郎
で
な
い
こ
と
の
断
り
が
あ
り
、
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こ
れ
は
面
白
い
。
ネ
ッ
ト
検
索
で
は
、
裁
ち
鋏
で
庄
三
郎
が
す
ぐ
に
出
て
く
る
。
裁
ち
鋏
、
は
布
を
裁
断
す
る
洋
裁

の
道
具
。

　
　

四
十
七
年
前
に
求
め
し
鋏
に
て
研
ぎ
に
出
さ
む
と
荷
物
を
つ
く
る

　

荷
物
を
つ
く
る
、
に
手
作
業
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
の
紹
介
で
決
ま
っ
た
研
ぎ
屋
（
群
馬
県
桐
生

市
）、
こ
こ
と
の
や
り
と
り
、
評
価
が
後
段
の
歌
に
な
っ
て
い
る
。

　

あ
ら
た
め
て
整
理
さ
れ
た
云
い
方
、
洋
裁
熱
、
こ
の
十
首
目
は
い
い
。

　
　

あ
ら
た
め
て
道
具
は
た
い
せ
つ
稲
穂
垂
る
季
節
に
洋
裁
熱
は
上
が
り
来く

31

前
号
作
品
短
評
Ｂ
〈
慈
子
〉

◦
椅
子
三
つ
夕
の
す
ず
み
を
し
て
い
る
か
路
地
の
奥
に
も
兄
弟
が
い
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
野
澤
繁
雄

「
夕
涼
み
」
と
題
す
る
一
連
。
昭
和
の
一
場
面
を
見
る
よ
う
で
あ
る
。
東
京
の
下
町
、
寅
さ
ん
の
帰
っ
て
く
る
場
所

の
よ
う
な
路
地
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
郷
愁
を
覚
え
る
設
定
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
現
代
に
お
け
る
夕
涼

み
は
、
ど
ん
な
場
面
な
の
だ
ろ
う
か
。
読
む
側
の
想
像
に
よ
っ
て
ず
い
ぶ
ん
変
わ
っ
て
く
る
は
ず
だ
。

　
　

出
て
み
る
と
乗
り
合
う
こ
と
の
あ
る
こ
と
に
人
の
カ
ラ
ダ
が
こ
ん
な
に
近
い

　

電
車
や
バ
ス
な
ど
、
乗
り
物
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
混
ん
で
い
な
く
て
も
次
の
客
の
た
め
に
一
人
分
と
思
う

座
席
を
確
保
し
、
座
る
。
ま
た
立
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
ゆ
と
り
を
も
っ
て
立
つ
こ
と
は
稀
だ
。
た
ま
に
外
出
し
て

み
る
と
、
他
人
の
体
が
近
く
に
あ
る
こ
と
に
驚
く
の
だ
。
家
族
よ
り
も
密
着
し
た
状
態
で
運
ば
れ
て
い
く
乗
り
物
。

具
体
的
に
何
も
い
っ
て
い
な
い
が
、「
乗
り
合
う
」
と
い
う
表
現
か
ら
公
共
交
通
機
関
を
指
す
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い

な
い
。「
こ
ん
な
に
近
い
」
と
い
う
驚
き
が
、
逆
に
作
者
の
日
常
を
映
し
出
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。

◦
秋
立
つ
に
猛
暑
収
ま
る
気
配
な
く
熱
中
症
へ
の
備
へ
は
つ
づ
く　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

河
村
郁
子

　

立
秋
を
意
味
す
る
「
秋
立
つ
」
と
暦
の
上
で
は
な
っ
た
け
れ
ど
も
、ま
だ
熱
中
症
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
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こ
の
夏
は
。
ま
っ
た
く
も
っ
て
猛
暑
・
酷
暑
の
夏
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
、
立
秋
と
は
毎
年
八
月
七
日
ご
ろ
～
八
月

二
十
二
日
ご
ろ
に
あ
た
る
が
、
日
付
が
固
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
。

　
　

灼
熱
の
敷
石
の
す
き
間
に
緑
這
ひ
雑く

草さ

の
力
が
励
ま
し
く
る
る

　

焼
け
つ
く
よ
う
に
熱
い
敷
石
の
間
に
緑
が
見
え
る
。
雑
草
の
な
ん
と
強
い
こ
と
か
、
そ
の
強
さ
が
自
分
を
励
ま
し

て
く
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
な
る
ほ
ど
、
草
は
夏
の
あ
い
だ
も
太
陽
の
熱
を
思
い
切
り
吸
収
し
て
い
る
よ
う
に

伸
び
る
。
暑
さ
に
参
っ
て
い
る
い
る
場
合
で
は
な
い
、
と
草
に
教
え
ら
れ
た
作
者
で
あ
る
。

　
　

犬
の
散
歩
に
朝
は
つ
ゆ
草
夕
方
は
月
見
草
愛
で
し　

見
当
た
ら
ぬ
な
り

　

か
つ
て
犬
の
散
歩
を
し
て
い
た
こ
ろ
は
、
早
朝
に
は
露
草
を
ま
た
夕
刻
は
月
見
草
を
美
し
い
と
思
っ
て
見
て
い
た

が
、
こ
と
し
は
見
か
け
な
い
。
ど
う
し
た
の
だ
ろ
う
。
今
ま
で
当
た
り
前
と
思
っ
て
い
た
季
節
感
が
、
す
で
に
な
く

な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
不
安
を
う
た
っ
て
い
る
。

◦
聖
五
月
ク
マ
の
依よ

り
し
ろ代
伐
ら
れ
お
り　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
野
祐
子

「
聖
五
月
」
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
マ
リ
ア
の
月
で
あ
る
こ
と
か
ら
五
月
の
美
称
。
も
と
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
「
聖
母
月
」

に
発
し
て
い
て
「
マ
リ
ア
月
」
と
も
い
う
そ
う
だ
が
、
こ
こ
で
は
深
い
意
味
は
な
い
。「
依
代
」
は
、
神
霊
が
現
れ

る
と
き
に
宿
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
樹
木
・
岩
石
・
御ご

幣へ
い

・
動
物
な
ど
が
祀
ら
れ
る
。
原
始
宗
教
（
ア
ニ

ミ
ズ
ム
）
で
は
、
こ
の
世
に
在
る
も
の
す
べ
て
に
魂
が
宿
り
、
そ
れ
が
神
と
な
り
精
霊
と
な
り
人
々
の
暮
ら
し
と
密

接
な
関
係
を
持
つ
と
考
え
て
い
る
そ
う
だ
。
ク
マ
の
崇
高
な
感
じ
と
山
で
失
わ
れ
て
ゆ
く
も
の
へ
の
残
念
な
気
持
ち

が
一
句
を
支
え
て
い
る
。

　
　

夏
負
け
の
毛
並
を
晒
す
テ
ン
・
キ
ツ
ネ

　
　

山
百
合
の
盗
ら
れ
し
し
じ
ま
広
が
り
ぬ

　

わ
か
り
や
す
い
句
。
夏
の
ひ
ど
い
暑
さ
は
、
山
に
い
る
動
物
た
ち
へ
も
大
き
く
影
響
し
、
見
す
ぼ
ら
し
い
姿
に

な
っ
て
い
た
と
い
う
。
逃
げ
場
の
な
い
気
候
の
変
動
は
、
等
し
く
生
き
物
に
降
り
か
か
り
、
同
じ
時
を
過
ご
し
て
い

る
の
だ
と
気
づ
く
瞬
間
で
あ
る
。
テ
ン
や
キ
ツ
ネ
が
人
間
の
よ
う
に
「
夏
負
け
」
し
た
と
い
う
の
が
面
白
い
。
百
合

が
盗
ま
れ
て
し
ま
っ
て
、
元
あ
っ
た
場
所
が
静
ま
り
か
え
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
見
る
作
者
の
心
に
も
空
洞
が
生
ま
れ

た
よ
う
だ
。
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