
時
評

「
実
人
生
」と
い
う
文
脈
谷
岡
亜
紀

　
藤
島
秀
憲
と
加
藤
治
郎
は
一
歳
違
い
の
同
世
代
だ
が
、
そ
の
経
歴
や
作
品

は
実
に
対
照
的
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
「
現
代
短
歌
」
の
多
様
性
が
見
え
て
く

る
。
最
新
歌
集
『
ミ
ス
テ
リ
ー
』
と
『
混
乱
の
ひ
か
り
』
を
取
り
上
げ
る
。

・
引
き
出
せ
ば
二
百
枚
目
の
テ
ィ
ッ
シ
ュ
か
な
死
ぬ
こ
と
が
ま
だ
残
さ
れ
て

　
い
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
島
秀
憲
『
ミ
ス
テ
リ
ー
』

・〈
蒸
発
〉
と
い
う
二
文
字
を
折
々
に
思
い
つ
つ
こ
の
夏
を
し
の
ぎ
つ

・
医
学
生
が
父
の
解
剖
す
る
午
後
を
チ
ラ
シ
配
り
に
歩
く
わ
た
し
は

　
母
の
死
後
、
チ
ラ
シ
配
り
の
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
つ
つ
、
作
者
は
認
知
症
と

な
っ
た
父
の
世
話
に
疲
労
し
困
惑
す
る
。
こ
の
父
は
か
つ
て
酒
乱
で
あ
り
、

そ
し
て
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
だ
っ
た
。
安
い
テ
ィ
ッ
シ
ュ
で
涙
を
拭
う
日
々
に
、

作
者
は
死
、
ま
た
は
蒸
発
を
し
き
り
に
考
え
る
。
そ
し
て
父
が
死
ん
だ
。
一

人
と
な
っ
た
作
者
は
、
父
母
と
暮
ら
し
た
家
を
売
っ
て
ア
パ
ー
ト
に
移
り
、

歌
集
を
出
し
て
注
目
さ
れ
、
賞
を
受
け
、
そ
し
て
ま
た
月
日
は
流
れ
た
。

・
む
か
し
む
か
し
父
と
母
い
て
わ
れ
の
い
て
笑
う
声
な
く
暮
ら
し
て
い
た
り

　
あ
の
日
々
は
「
む
か
し
む
か
し
」
と
な
っ
た
。
作
者
は
一
度
失
っ
た
「
家

族
」
を
、
歌
に
書
き
と
ど
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
再
び
取
り
戻
す
の
で
あ
る
。

そ
し
て
い
ま
、
さ
ら
に
新
し
い
「
家
庭
」
を
作
る
こ
と
に
な
っ
た
。

・
わ
が
の
ぼ
る
脚
立
を
お
さ
え
い
る
妻
よ
　
届
け
を
出
し
て
二
ヶ
月
経
ち
ぬ

・
箸
置
き
の
あ
る
生
活
に
戻
り
た
り
朝
の
ひ
か
り
が
浅
漬
け
に
差
す

・
こ
の
先
の
こ
と
は
手
相
見
し
か
知
ら
ず
一
年
契
約
し
て
捺
す
判
子

　
先
の
こ
と
は
手
相
見
し
か
判
ら
な
い
に
し
て
も
、
い
ま
作
者
の
食
卓
に
は

穏
や
か
な
朝
の
光
が
差
し
て
い
る
。
藤
島
君
、
生
き
て
い
て
本
当
に
よ
か
っ

た
。
こ
れ
は
、
私
小
説
を
方
法
と
し
て
選
択
し
た
、
一
つ
の
達
成
で
あ
る
。

・
パ
ン
ケ
ー
キ
に
十
字
を
刻
む
ナ
イ
フ
か
ら
伝
わ
る
な
に
か
斬
る
や
わ
ら
か

　
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
加
藤
治
郎
『
混
乱
の
ひ
か
り
』

・
ニ
ュ
ー
ク
リ
ア
ウ
ェ
ポ
ン
と
言
う
な
め
ら
か
に
氷
の
塔
の
輝
く
彼
方

　
一
方
、
加
藤
の
世
界
を
よ
く
示
す
の
は
こ
の
よ
う
な
作
品
で
あ
る
。
二
首

と
も
に
、
比
喩
性
、
特
に
暗
喩
（
メ
タ
フ
ァ
ー
）
が
核
と
な
っ
て
い
る
。
一

首
目
で
は
パ
ン
ケ
ー
キ
が
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
文
明
の
手
触
り
を
体
現
し
つ
つ
人
体

の
比
喩
と
も
な
り
、
十
字
が
宗
教
的
儀
式
を
、
ナ
イ
フ
が
そ
の
厳
か
な
暴
力

性
を
、
そ
れ
ぞ
れ
暗
示
す
る
。
二
首
目
で
は
上
句
の
核
兵
器
に
対
し
て
、
下

句
の
「
氷
の
塔
」
の
輝
き
が
〈
像
的
な
喩
〉
と
し
て
暗
示
的
に
機
能
す
る
。

・
さ
く
ら
ば
な
陽
に
凍
り
つ
く
広
場
に
は
少
年
兵
の
す
ら
り
と
並
ぶ

・
晩
秋
の
渚
の
よ
う
に
ゆ
る
や
か
な
曲
線
の
さ
き
息
づ
く
も
の
は

　
こ
れ
ら
で
は
現
実
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
寓
意
化
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ

が
、
一
首
全
体
を
通
し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
。
比
喩
性
に
基
づ
く
イ
メ
ー
ジ

の
造
形
。
そ
れ
は
「
前
衛
短
歌
」
の
方
法
の
核
と
な
る
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ

を
踏
襲
し
つ
つ
、さ
ら
に「
現
代
短
歌
」の
実
り
か
ら
の
大
き
な
意
味
で
の「
本

歌
取
り
」
が
加
藤
作
品
の
ベ
ー
ス
に
あ
る
。
い
わ
ば
〈
知
〉
に
よ
る
現
代
短

歌
の
継
承
で
あ
る
。
岡
井
隆
的
な
ナ
ン
セ
ン
ス
や
言
葉
遊
び
、さ
ら
に
は「
口

語
」「
風
俗
」
の
混
入
も
、
そ
の
一
端
と
捉
え
ら
れ
る
。
加
藤
の
「
口
語
」
は

自
然
な
話
し
言
葉
で
は
な
い
。
そ
れ
は
デ
ビ
ュ
ー
か
ら
一
貫
し
て
、
ポ
ッ
プ

カ
ル
チ
ャ
ー
を
志
向
し
た
「
セ
リ
フ
体
」
で
あ
る
。
加
藤
は
後
書
で
「
現
代

短
歌
に
お
け
る
ラ
イ
ト
・
ヴ
ァ
ー
ス
」
の
定
義
と
し
て
、
機
知
、
レ
ト
リ
ッ

ク
、
風
俗
、
口
語
と
と
も
に
「
私
の
苦
を
負
わ
な
い
歌
」
を
挙
げ
て
い
る
。

が
、
加
藤
の
イ
メ
ー
ジ
す
る
「
現
代
短
歌
」
の
み
が
私
た
ち
の
「
現
代
」
で

は
な
い
こ
と
だ
け
は
、
し
っ
か
り
押
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
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