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当
会
の
「
何
で
も
読
も
う
会
」
で
、
昭
和
二
十
年
～
三
十
年
頃
の
芥
川
賞
作
品
を
読
ん
で
来
た
。

一
段
落
し
た
今
、
直
木
賞
作
品
に
取
り
組
ん
で
い
る
。 

か
つ
て
、
芥
川
賞
は
純
文
学
系
、
直
木
賞
は
大
衆
小
説
系
と
言
わ
れ
て
き
た
。
ネ
ー
ミ
ン
グ
か
ら

し
て
純
文
学
の
方
が
上
等
な
感
じ
が
す
る
が
、
ど
う
な
の
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
戦
後
す
ぐ
、
両
者
の

間
に
「
中
間
小
説
」
も
登
場
、
横
光
利
一
や
石
坂
洋
次
郎
な
ど
が
推
進
し
た
よ
う
で
、
こ
う
な
る
と

素
人
は
訳
が
分
ら
な
い
。 

似
た
話
だ
が
、
昭
和
の
初
期
に
「
芥
川
・
谷
崎
文
学
論
争
」
が
あ
っ
た
そ
う
だ
。
「
話
の
筋
の
面

白
さ
＝
物
語
の
組
み
立
て
」
を
重
視
し
、
『
源
氏
物
語
』
を
そ
の
代
表
と
す
る
谷
崎
に
対
し
、
芥
川

は
「
話
ら
し
い
話
の
な
い
小
説
が
そ
の
価
値
を
定
め
る
」
と
し
て
志
賀
直
哉
の
『
焚
火
』
を
挙
げ
た
。

最
も
詩
に
近
い
小
説
と
彼
は
い
う
。 

 

調
べ
る
う
ち
に
あ
る
評
論
に
出
会
っ
た
。
日
本
文
学
は
そ
も
そ
も
「
日
記
文
学
」
と
「
物
語
文
学
」

の
二
つ
の
伝
統
が
あ
り
、
日
記
文
学
を
継
い
で
い
る
の
が
明
治
以
降
の
私
小
説
で
、
こ
れ
が
純
文
学

の
流
れ
だ
と
い
う
。
一
般
人
に
読
ま
せ
る
の
が
目
的
で
な
い
か
ら
故
意
に
面
白
く
し
な
い
し
、
そ
の

代
わ
り
文
体
・
表
現
を
自
分
が
気
に
入
る
ま
で
ス
ト
イ
ッ
ク
に
追
求
し
た
。
芥
川
が
主
張
す
る
の
は

こ
れ
に
近
い
だ
ろ
う
。
物
語
文
学
の
方
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
話
の
筋
、
構
成
が
命
で
あ
る
。
た
だ

物
語
系
は
、
例
え
ば
『
細
雪
』
の
よ
う
な
、
純
文
学
系
と
見
な
さ
れ
る
も
の
や
『
大
菩
薩
峠
』
の
よ

う
な
大
衆
小
説
と
幅
が
広
い
。
二
人
は
二
つ
の
川
の
別
の
舟
に
乗
り
、
叫
び
合
っ
て
い
た
よ
う
だ
。 

二
人
の
共
通
点
は
日
本
語
に
対
す
る
執
念
、
あ
く
な
き
追
求
で
あ
る
。
自
分
の
言
葉
に
こ
だ
わ
り
、

表
現
力
の
確
立
に
努
め
た
。
志
賀
に
し
ろ
、
こ
の
二
人
に
し
ろ
、
作
者
名
が
な
く
て
も
誰
の
も
の
か

想
像
で
き
そ
う
だ
。
私
た
ち
が
今
日
書
き
慣
れ
て
い
る
文
章
は
彼
ら
先
人
の
奮
闘
の
お
陰
と
言
え
る
。 

 

と
こ
ろ
で
、
あ
る
評
論
に
よ
る
と
あ
の
名
文
家
の
太
宰
治
は
自
分
の
努
力
な
し
に
先
人
の
文
章
力

を
も
の
に
し
て
し
ま
っ
た
と
辛
口
だ
っ
た
。
太
宰
の
時
代
に
は
す
で
に
今
の
口
語
文
体
が
確
立
さ
れ

て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

私
達
「
書
こ
う
会
」
も
言
葉
を
大
事
に
し
て
書
い
て
い
き
た
い
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 


