
時
評わ

た
し
は
作
中
人
物
じ
ゃ
な
い
で
す
よ

　「
わ
た
し
は
作
中
人
物
じ
ゃ
な
い
で
す
よ
」
と
書
い
た
缶
バ
ッ
ジ
を
俳
人

の
石
原
ユ
キ
オ
（tw

itter
：@yukioi

）
が
作
成
し
た
。「Sisterlee

（
シ
ス
タ
ー

リ
ー
）」
に
は
石
原
の
開
発
動
機
が
以
下
の
様
に
綴
ら
れ
て
い
る
。「（
句
会

に
於
い
て
）
作
者
が
明
ら
か
に
な
っ
た
際
に
作
者
本
人
と
作
品
の
ギ
ャ
ッ
プ

に
言
及
し
た
り
、
俳
句
の
内
容
に
ち
な
ん
で
冷
や
か
し
た
り
す
る
場
面
を
何

度
も
見
て
き
た
」「
こ
の
手
の
作
中
人
物
と
作
者
の
混
同
は
容
易
に
セ
ク
シ
ャ

ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
結
び
つ
く
」「
た
と
え
セ
ク
ハ
ラ
に
至
ら
な
か
っ
た
と
し

て
も
、
作
中
人
物
と
作
者
を
混
同
し
て
か
か
る
の
は
迷
惑
に
な
り
得
る
。
作

品
に
絡
め
て
私
生
活
を
詮
索
さ
れ
て
は
た
ま
ら
な
い
。（
中
略
）
作
者
の
プ

ラ
イ
ベ
ー
ト
に
無
遠
慮
に
踏
み
込
ま
な
い
よ
う
批
評
の
場
で
は
十
分
に
注
意

し
た
い
。
そ
ん
な
思
い
か
ら
こ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
生
ま
れ
た
」
と
。

　
句
会
の
中
で
作
中
人
物
を
作
者
と
結
び
付
け
て
俳
句
の
内
容
で
作
者
が
か

ら
か
わ
れ
た
り
私
生
活
を
詮
索
さ
れ
る
こ
と
の
被
害
を
防
止
す
る
た
め
に
、

こ
の
缶
バ
ッ
ジ
を
作
ら
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
令
和
二
年
五
月
か
ら
一
年

二
ケ
月
ほ
ど
の
間
に
約
百
個
が
売
れ
、
プ
レ
ゼ
ン
ト
企
画
な
ど
で
積
極
的
に

拡
散
し
て
い
る
そ
う
だ
。

　
勿
論
こ
れ
は
俳
句
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
作
者
の
生
活
を
よ
り
詠
み

込
み
や
す
い
短
歌
に
も
大
き
な
問
題
に
な
り
得
る
。
事
実
、
こ
の
歌
は
作
者

の
ど
の
様
な
経
験
を
元
に
し
て
詠
ま
れ
た
の
か
と
い
う
様
な
質
問
は
歌
会
後

の
二
次
会
等
で
は
し
ば
し
ば
聞
か
れ
る
会
話
で
あ
る
し
、
歌
会
中
に
出
た
ス

キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
な
解
釈
を
作
者
発
表
後
に
作
者
へ
蒸
し
返
さ
れ
る
の
も
見
た
。

　
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
二
点
、
作
中
人
物
を
作
者
と
結
び
付
け
る
こ
と

の
是
非
と
、
作
品
内
容
を
元
に
し
て
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
問
題
で
あ
る
。

　
作
歌
の
際
に
歌
人
が
自
分
や
そ
の
周
り
の
こ
と
を
詠
む
こ
と
は
多
く
、
作

中
人
物
と
作
者
が
一
致
（
含
部
分
一
致
）
す
る
こ
と
も
多
い
。
し
か
し
そ
れ

が
全
て
で
は
な
い
た
め
、
作
中
人
物
と
作
者
を
完
全
一
致
さ
せ
て
解
釈
す
る

こ
と
は
読
み
を
狭
め
る
一
因
に
な
り
得
る
。
想
像
の
余
地
の
あ
る
歌
は
、
面

白
い
。
卑
近
な
詮
索
は
、
そ
の
想
像
の
余
地
を
狭
め
て
歌
を
委
縮
さ
せ
る
。

作
者
の
人
物
像
を
離
れ
て
読
ま
れ
る
こ
と
で
得
る
大
き
な
可
能
性
は
、
作
者

な
り
の
背
景
を
重
ね
る
読
み
方
と
両
軸
と
し
て
常
に
意
識
す
べ
き
だ
ろ
う
。

　
問
題
が
大
き
い
の
は
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
で
あ
る
。
歌
会
に
限
ら
ず
公
に
人
の

集
ま
る
場
に
於
い
て
一
切
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
根
絶
を
目
指
し
て
い
く
こ
と

は
、
そ
の
結
社
な
り
各
歌
会
の
義
務
で
あ
る
。
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
発
す
る
側

で
は
悪
意
の
な
い
言
動
で
も
、
時
に
は
人
を
傷
つ
け
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
と
な

り
得
る
と
い
う
こ
と
は
全
て
の
参
加
者
が
自
覚
す
べ
き
で
あ
る
。
強
い
て
言

う
と
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
大
半
は
無
自
覚
と
黙
認
が
主
因
で
あ
る
。
万
が
一
悪

意
な
く
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
的
な
言
動
が
出
て
し
ま
っ
た
際
に
は
、
そ
れ
を
指

摘
、
せ
め
て
被
害
者
の
フ
ォ
ロ
ー
と
併
せ
て
何
ら
か
の
形
で
発
言
者
に
伝
え

る
こ
と
の
で
き
る
様
に
、
結
社
全
体
で
目
指
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

　
勿
論
す
ぐ
に
全
て
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
即
座
に
根
絶
さ
せ
る
こ
と
は
難
し

い
。
こ
の
小
さ
な
缶
バ
ッ
ジ
を
契
機
に
、
作
者
と
作
中
人
物
を
結
び
付
け
る

こ
と
で
嫌
な
思
い
を
す
る
人
が
少
な
か
ら
ず
居
る
こ
と
を
一
つ
の
ケ
ー
ス
ス

タ
デ
ィ
と
し
て
、
皆
で
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
対
す
る
意
識
を
向
上
さ
せ
て
い
き

た
い
と
思
う
。
私
自
身
の
自
戒
と
決
意
を
込
め
て
。

佐
藤
博
之

	 62


