
書

評

浅
野
洋
著

『
小
説
の
〈
顔
〉』

藤
井

貴
志

扱
わ
れ
る
作
家
も
時
代
も
実
に
バ
ラ
エ
テ
ィ
に

富
む
本
書
の
「「
序
」
に
代
え
て
」
の
中
で
著
者

は
、
鷗
外
「
追
儺
」
の
中
の
一
節
―
―
「
一
体
小

説
は
か
う
い
ふ
も
の
を
か
う
い
ふ
風
に
書�

く�

べ�

き�

で
あ
る
と
い
ふ
の
は
、
ひ
ど
く
囚
は
れ
た
思
想
で

は
あ
る
ま
い
か
。
僕
は
僕
の
夜
の
思
想
を
以
て
、

小
説
と
い
ふ
も
の
は
何
を
ど
ん
な
風
に
書�

い�

て�

も�

好
い
も
の
だ
と
い
ふ
断
案
を
下
す
」
―
―
を
引
用

し
、
こ
の
文
中
の
「「
書
く
」（
傍
点
部
分
）
を

「
読
む
」
に
読
み
換
え
て
み
た
ら
ど
う
か
」
と
提

案
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
る
。
そ
の
意
図
す
る
と

こ
ろ
は
「
近
年
「
流
行
」」
し
て
い
る
と
著
者
の

い
う
「「
か
う
い
ふ
風
に
読�

む�

べ�

き�

」
と
い
う
理

論
先
行
型
の
「
読
み
」」
が
し
ば
し
ば
陥
る
概
念

的
裁
断
の
平
板
さ
に
対
し
、「
鷗
外
の
虎
の
威
を

借
り
て
釘
を
刺
」
す
こ
と
に
あ
る
。
文
学
理
論
と

い
う
先
験
的
な
鋳
型
の
中
へ
流
し
込
ま
れ
、
個
々

の
顔
立
ち
を
変
形
も
し
く
は
喪
失
し
て
し
ま
う
テ

ク
ス
ト
に
対
し
、「
作
品
自
体
の
「
読
み
」」
を
通

じ
て
固
有
の
〈
顔
〉
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と

―
―
ど
う
や
ら
そ
の
困
難
な
営
み
を
指
し
て
『
小

説
の
〈
顔
〉』
と
い
う
表
題
は
与
え
ら
れ
て
い
る

よ
う
な
の
だ
。

た
だ
し
、
本
書
を
賢
し
げ
な
文
学
理
論
に
対
す

る
素
朴
な
反
措
定
と
し
て
、
た
と
え
ば
理
論
に

よ
っ
て
厚
化
粧
を
施
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
の
奥
に
潜

む
〈
素�

顔�

〉
の
探
求
と
し
て
読
み
解
く
と
す
れ
ば

忽
ち
間
違
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
事
実
、
同
じ

「「
序
」
に
代
え
て
」
の
中
で
は
、
ド
・
マ
ン
の

『
読
む
こ
と
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
』
の
一
節
に
擬
え
な

が
ら
「
私
が
読
み
始
め
る
際
の
指
針
の
ひ
と
つ
」

が
語
ら
れ
も
す
る
の
だ
し
、
第
Ⅰ
部
に
収
録
さ
れ

た
四
編
の
漱
石
論
の
う
ち
、「「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」

試
論
」
で
は
Ｒ
・
バ
ル
ト
『
エ
ッ
セ
・
ク
リ
テ
ィ
ッ

ク
』
が
、
続
く
「「
坊
つ
ち
や
ん
」
管
見
」
で
は

Ｍ
・
フ
ー
コ
ー
『
言
葉
と
物
』
が
、
さ
ら
に

「「
こ
ゝ
ろ
」
の
書
法
」
で
は
再
び
バ
ル
ト
の

『
言
語
の
ざ
わ
め
き
』
が
、
何
れ
も
論
旨
に
と
っ

て
抜
き
に
は
で
き
な
い
重
要
度
を
担
い
挿
入
さ
れ

て
い
る
。他
に
目
立
つ
と
こ
ろ
で
は
太
宰
論
「「
魚

服
記
」
の
空
白
法
」（
Ⅳ
部
）
に
お
け
る
ラ
カ
ン

や
ド
ゥ
ル
ー
ズ
だ
ろ
う
か
。

〈
顔
〉
を
め
ぐ
る
序
論
に
お
け
る
態
度
表
明

と
、
そ
の
後
に
続
く
文
学
理
論
な
り
現
代
思
想
な

り
の
決
し
て
少
な
く
な
い
援
用
と
の
間
の
整
合
性

に
、
正
直
戸
惑
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
は
事

実
で
あ
る
。
著
者
が
編
者
の
一
人
に
名
を
連
ね
る

『
芥
川
龍
之
介
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』（
平
成
１２
、

世
界
思
想
社
）
収
録
の
論
文
「
今
、
ア
ク
タ
ガ
ワ

と
ど
う
向
き
合
う
か
」
で
も
や
は
り
〈
作
者
〉
の

機
能
を
め
ぐ
る
バ
ル
ト
や
フ
ー
コ
ー
の
言
説
が
引

用
さ
れ
、
と
同
時
に
「
み
ず
か
ら
は
一
滴
の
返
り

血
も
浴
び
ず
に
「
作
者
」
を
扼
殺
し
、「
作
品
」

の
時
代
錯
誤
を
嘲
笑
す
る
一
部
の
テ
ク
ス
ト
主�

義�

者�

」
が
そ
の
エ
ピ
ゴ
ー
ネ
ン
と
し
て
糾
弾
さ
れ
て

い
た
か
ら
、
こ
う
し
た
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
ス
タ
ン

ス
を
著
者
に
余
儀
な
く
さ
せ
た
歴
史
的
な
光
景
や

経
緯
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
一
見
す
る
と
錯
綜
や

矛
盾
と
み
え
る
記
述
の
裡
に
、
読
ま
れ
る
べ
き
何

か
し
ら
の
歴
史
的
な
軋
轢
や
微
細
な
変
化
の
徴
候

が
孕
ま
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ず
、
本
書
の
コ
ン

ス
タ
テ
ィ
ヴ
な
記
述
内
容
と
は
別
に
、
著
者
と
同

時
代
の
無
意
識
が
も
た
ら
し
た
と
も
い
え
る
そ
の

よ
う
な
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
な
側
面
に
こ
そ
、
私

は
興
味
を
惹
か
れ
た
。

本
書
に
収
録
さ
れ
た
論
文
は
昭
和
五
十
七
年
か

ら
平
成
二
十
五
年
ま
で
に
発
表
さ
れ
た
十
七
編
で
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あ
る
が
、
約
三
十
年
の
歴
史
的
ス
パ
ン
の
中
で
方

法
論
的
に
も
実
に
多
彩
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
実
践
さ

れ
て
い
る
。
著
者
が
漱
石
の
猫
を
評
し
て
い
う

「
融
通
無
碍
」
と
い
う
言
葉
が
相
応
し
い
そ
の
多

様
な
論
文
の
〈
顔
〉
に
つ
い
て
、
以
下
素
描
を
試

み
た
い
。

ま
ず
、「
Ⅱ

芥
川
文
学
の
境
界
」
と
し
て
纏

め
ら
れ
た
四
編
の
論
考
で
あ
る
。「
手
巾
」
の
プ

レ
テ
ク
ス
ト
と
し
て
久
米
正
雄
の
短
編
「
母
」
を

同
定
し
、
モ
デ
ル
で
あ
る
新
渡
戸
稲
造
の
著
作

『
武
士
道
』
の
「
第
十
一
章

克
己
」
か
ら
西
山

夫
人
の
「
微
笑
」
に
込
め
ら
れ
た
同
時
代
的
意
味

を
探
り
、
さ
ら
に
桜
井
鷗
村
訳
『
武
士
道
』
の

「
訳
序
」
か
ら
「
愛
児
の
訃
」
と
い
う
共
通
項
を

析
出
し
て
み
せ
る
「「
手
巾
」
私
注
」
は
本
書
の

中
で
も
最
も
実
証
性
の
高
い
章
で
あ
ろ
う
。
さ
ら

に
「
ス
ト
リ
ン
ト
ベ
ル
ク
の
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ギ

イ
」
の
同
時
代
的
典
拠
に
つ
い
て
の
説
得
力
に
富

む
論
証
ま
で
含
ま
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
論

が
芥
川
研
究
を
確
実
に
推
し
進
め
る
一
編
で
あ
っ

た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

続
く
「「
地
獄
変
」
の
限
界
」
で
は
、「
作
者
」

の
傀
儡
に
堕
し
、「
既
存
の
意
味
の
体
系
を
破
壊
」

す
る
こ
と
や
「
未
踏
」
の
領
域
に
踏
み
込
む
こ
と

が
決
し
て
な
い
「
自
足
す
る
語
り
手
」
が
厳
し
く

剔
抉
さ
れ
る
。
こ
の
章
で
指
摘
さ
れ
る
「
限
界
」

は
続
く
論
考
「「
袈
裟
と
盛
遠
」
の
可
能
性
」
と

対
に
な
っ
て
お
り
、「
作
家
の
計
算
し
つ
く
し
た

結
構
」
や
「
論
理
づ
く
の
オ
チ
」
に
回
収
さ
れ
る

こ
と
の
な
い
「
袈
裟
と
盛
遠
」
の
不
透
明
な
「
厄

介
」
さ
の
中
に
漱
石
「
そ
れ
か
ら
」
に
連
な
る

「
近
代
」
の
「
愛
の
ア
ポ
リ
ア
」
へ
の
対
峙
が
看

取
さ
れ
、
対
照
的
に
「〈
芸
術
至
上
主
義
〉
と
い

う
既�

得�

の�

観�

念�

を
極
彩
色
の
語
り
口
で
包
ん
だ
だ

け
」
の
「
地
獄
変
」
の
方
向
に
お
い
て
失
わ
れ
た

「
未
発
の
可
能
性
」
が
そ
こ
に
見
出
さ
れ
て
い

く
。
従
来
の
芥
川
評
価
軸
の
転
換
を
試
み
る
姿
勢

は
果
敢
だ
が
、
し
か
し
そ
の
よ
う
な
「
可
能
性
」

が
終
に
成
就
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
問
題
は
あ
る

の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
も
残
る
。
そ
れ
に

応
え
る
よ
う
に
Ⅱ
部
の
最
後
に
は
「「
蜃
気
楼
」

の
意
味
」
が
配
置
さ
れ
、「
伝
達
さ
れ
る
べ
き
共

通
の
〈
意
味
〉
と
い
う
接
着
剤
」
を
喪
失
し
て

「
奇
怪
な
漂�

流�

物�

」
と
化
す
「
蜃
気
楼
」
に
「
新

た
な
〈
こ
と
ば
〉
を
望
む
地
平
」
が
仮
託
さ
れ
る

こ
と
で
、「
地
獄
変
」
で
も
「
袈
裟
と
盛
遠
」
で

も
な
い
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
な
「
芥
川
の
〈
達
成
〉」

が
垣
間
見
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

次
に
「
Ⅲ

明
治
の
陰
影
」
に
各
二
編
ず
つ
収

録
さ
れ
た
一
葉
論
と
鷗
外
論
に
移
ろ
う
。
ま
ず

「「
十
三
夜
」
の
身
体
」
で
は
、
原
田
の
「
鬼
」

へ
の
変
貌
や
録
之
助
の
「
破
滅
」
が
何
れ
も
お
関

の
妊
娠
と
い
う
「
身
体
の
ス
テ
ィ
グ
マ
」
を
契
機

と
す
る
こ
と
に
着
目
、
妊
娠
に
ま
つ
わ
る
女
性
の

「
マ
タ
ニ
テ
ィ
・
ブ
ル
ー
」
を
よ
り
広
く
男
性
を

も
含
む
形
で
捉
え
直
し
た
「
プ
リ
ー
グ
ナ
ン
ト
・

ブ
ル
ー
」
と
い
う
概
念
の
も
と
に
「
男
た
ち
の
動

揺
や
錯
乱
」
が
分
析
さ
れ
る
。
同
時
代
の
ジ
ェ
ン

ダ
ー
に
纏
わ
る
歴
史
的
力
学
を
踏
ま
え
た
上
で
、

身
体
論
を
新
し
い
形
で
拓
く
好
論
と
い
え
る
だ
ろ

う
。
続
く
「「
た
け
く
ら
べ
」
の
擬
態
」
で
は
、

日
清
戦
争
の
た
だ
中
に
起
稿
さ
れ
な
が
ら
、
そ
れ

へ
の
明
示
的
な
言
及
の
な
い
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
実

は
「
日
清
戦
争
を
丸
ご
と
内
臓
す
る
裏
声
で
歌
わ

れ
た
〈
戦
争
小
説
〉
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と

の
大
胆
な
仮
説
の
も
と
に
追
跡
さ
れ
る
。
書
か
れ

て
い
な
い
「
裏
声
」
を
聞
き
取
る
と
い
う
問
題
設

定
に
予
め
潜
む
困
難
を
予
感
し
な
が
ら
も
、
同
時

代
資
料
を
用
い
つ
つ
黙
説
法
の
政
治
学
―
―
子
ど

も
達
の
「
小
さ
な
〈
戦
争
〉」
の
背
後
に
現
実
の

「
大
き
な
〈
戦
争
〉」
の
黙
劇
を
読
む
―
―
を
浮

上
さ
せ
て
い
く
繊
細
な
手
付
き
に
次
第
に
説
得
さ

れ
て
い
く
過
程
は
ス
リ
リ
ン
グ
で
あ
っ
た
。

鷗
外
論
で
あ
る
「「
百
物
語
」
の
モ
テ
ィ
ー
フ
」

は
、
明
治
二
十
九
年
に
開
催
さ
れ
た
〈
百
物
語
〉
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を
同
年
の
鷗
外
の
父
の
死
と
旧
津
和
野
藩
当
主
・

亀
井
茲
明
の
死
と
い
う
二
つ
の
出
来
事
の
濃
密
な

記
憶
と
不
可
分
と
し
、
二
つ
の
死
に
体
現
さ
れ
て

い
た
「
忠
・
孝
」
と
い
う
「
倫
理
」
が
も
は
や

「
過
ぎ
去
つ
た
世
の
遺
物
」
と
な
っ
て
し
ま
っ
た

こ
と
を
現
す
謂
わ
ば
「
挽
歌
」
と
し
て
、
明
治
四

十
四
年
に
「
百
物
語
」
が
執
筆
さ
れ
た
こ
と
の
意

味
を
み
る
。
続
く
「「
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
」

の
〈
寂
し
〉
い
風
景
」
で
は
、
作
品
冒
頭
近
く
に

書
き
込
ま
れ
た
「
廃
藩
置
県
」
の
記
述
と
鷗
外
の

伝
記
的
事
実
と
の
「
四
年
の
時
差
」（
虚
構
の
操

作
）
か
ら
、
鷗
外
の
故
郷
に
対
す
る
「
引
き
裂
か

れ
た
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
心
情
」
を
浮
き
彫
り
に

し
て
い
く
。〈
性
欲
〉
に
コ
ー
ド
化
さ
れ
が
ち
な

先
行
研
究
の
紋
切
り
型
を
あ
え
て
ズ
ラ
し
、
テ
ク

ス
ト
の
〈
空
白
〉
の
中
に
「
沈
黙
」
す
る
も
う
一

つ
の
歴
史
を
透
視
す
る
過
程
は
鮮
や
か
で
あ
る
。

研
究
史
を
手
際
よ
く
纏
め
つ
つ
そ
の
穴
を
突

き
、
従
来
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
独
自
の

分
析
視
覚
へ
と
問
題
を
リ
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
し
て
み

せ
る
技
術
は
、
本
書
全
体
を
貫
く
特
色
と
い
っ
て

よ
い
。
た
と
え
ば
既
に
手
垢
に
ま
み
れ
た
テ
ク
ス

ト
で
あ
る
漱
石
の
「
こ
ゝ
ろ
」
を
「
変
身
」
と
い

う
テ
ー
マ
か
ら
再
読
し
、
そ
の
「
曖
昧
さ＝

多
義

性
」
の
最
大
要
因
を
複
数
の
人
物
が
同
一
の
呼
称

／
自
称
で
呼
ば
れ
る
こ
と
の
「
人
称
の
メ
タ
モ
ル

フ
ォ
ー
シ
ス
」
に
看
る
「「
こ
ゝ
ろ
」
の
書
法
」

（
Ⅰ
部
）、
ま
た
「
Ⅳ

小
説
と
戦
略
」
に
収
録

さ
れ
た
「「
眠
れ
る
美
女
」
管
見
」
で
は
、
少
女

と
老
人
の
「
淫
靡
な
戯
れ
に
目
を
奪
わ
れ
が
ち
」

な
先
行
論
に
対
し
、
そ
の
二
者
関
係
の
背
後
に
潜

む
「
秘
密
の
宿
を
管
理
・
監
視
す
る
宿
の
女
」
を

「
真
の
主
人
公
」
と
し
て
浮
上
さ
せ
、「
四
十
半

ば
」
の
彼
女
の
「
性
の
黄
昏
」
を
前
景
化
す
る
こ

と
で
テ
ク
ス
ト
を
反
転
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
て

い
る
。

同
じ
く
第
Ⅳ
部
の
最
初
の
論
考
「「
痴
人
の
愛
」

の
戦
略
」
は
、
日
本
近
代
の
「
傑
作
」
を
プ
レ
テ

ク
ス
ト
と
し
て
様
々
に
パ
ロ
デ
ィ
化
し
て
い
く

「
痴
人
の
愛
」
に
、
と
り
わ
け
「〈
漱
石
〉
的
世

界
を
標
的
と
す
る
〈
戦
略
〉」
を
見
出
し
、
譲
治

と
ナ
オ
ミ
の
空
間
的
移
動
の
足
跡
の
中
に
「〈
山

の
手＝

智
識
階
級
〉
に
よ
る
言
説
の
統
御
」
に
対

抗
す
る
よ
う
な
「
ウ
ォ
ー
タ
ー
・
フ
ロ
ン
ト
」
を

め
ぐ
る
物
語
、
即
ち
「
反
・
山
の
手
の
物
語
」
を

読
む
。
都
市
論
的
視
点
は
本
書
の
掉
尾
を
飾
る

「「
木
の
都
」
試
論
」
で
も
援
用
さ
れ
、
大
阪
・

上
町
を
舞
台
に
〈
私
小
説
〉
と
は
似
て
非
な
る

〈
私
〉
お
よ
び
「
幻
影
の
〈
故
郷
〉」
を
立
ち
上

フ
ラ
ヌ
ー
ル

げ
る
織
田
作
之
助
に
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
的
「
遊
歩
者

の
ま
な
ざ
し
」
が
、
さ
ら
に
は
小
林
秀
雄
の
「
故

郷
を
失
つ
た
文
学
」
が
重
ね
ら
れ
て
い
く
だ
ろ

う
。こ

の
章
に
は
や
は
り
小
林
秀
雄
の
「
私
小
説

論
」
が
引
用
さ
れ
、「
社
会
化
し
た
私
」
の
問
題

が
〈
顔
〉
の
主
題
系
と
絡
め
て
触
れ
ら
れ
て
い
る

の
だ
が
、
個
人
的
に
は
む
し
ろ
「
私
小
説
論
」
の

次
の
一
節
―
―
「
わ
が
国
の
私
小
説
の
傑
作
は
個

人
の
明
瞭
な
顔�

立�

ち�

を
示
し
て
ゐ
る
」
と
し
た
上

で
「
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
文
学
」
が
「
こ
の
顔
立
ち
」

を
「
抹
殺
し
た
」
こ
と
の
逆
説
的
効
用
を
説
く
箇

所
を
こ
そ
取
り
上
げ
て
も
ら
い
た
か
っ
た
。
こ
こ

に
は
著
者
が
「「
序
」
に
代
え
て
」
で
展
開
し
た

「
理
論
」
と
〈
顔
〉
を
め
ぐ
る
構
造
的
な
二
律
背

反
が
既
に
顕
著
に
現
れ
て
い
る
か
ら
だ
。

さ
ら
に
こ
の
問
題
を
本
書
の
中
に
敷
衍
す
る
な

ら
ば
、「
空�

白�

の
〈
受
け
取
り
手
〉
で
し
か
な
い

人
物
を
主
題
と
す
る
〈
書
簡
体
小
説
〉」
と
い
う

方
法
に
よ
っ
て
、「
無
数
の
他
者
」
の
目
に
映
る

「
断�

片�

的�

な�

〈�

私�

〉�

の�

集�

合�

」
と
し
て
「〈
虚
構

の
「
太
宰
治
」〉」
が
立
ち
上
が
る
と
説
く
論
考

「「
虚
構
の
春
」
の
〈
太
宰
治
〉」（
Ⅳ
部
）
も
、

小
林
の
「
私
小
説
論
」
お
よ
び
〈
顔
〉
の
主
題
系

と
接
続
可
能
な
視
座
を
有
す
る
こ
と
が
見
え
て
く

る
に
違
い
な
い
。
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極
め
て
上
質
に
完
成
さ
れ
た
各
論
を
そ
れ
自
体

と
し
て
閉
じ
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
解
体
や
節

合
を
通
じ
て
横
断
的
か
つ
多
様
に
開
い
て
い
く
こ

と
は
む
し
ろ
読
者
の
側
に
投
げ
掛
け
ら
れ
た
課
題

な
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
本
書
で
は
触

れ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
三
島
由
紀
夫
や
花
田

清
輝
の
〈
仮
面
〉
の
主
題
系
を
『
小
説
の
〈
顔
〉』

と
交
錯
さ
せ
る
と
何
が
見
え
て
く
る
の
か
―
―
そ

う
し
た
あ
り
得
た
か
も
し
れ
な
い
可
能
性
や
相
乗

効
果
を
私
は
様
々
に
夢
想
し
た
。

最
後
に
、
や
は
り
「「
序
」
に
代
え
て
」
の
中

に
記
さ
れ
て
い
る
も
う
一
つ
の
「
指
針
」
―
―

「
私
的
な
好
み
で
い
え
ば
、
た
と
え
論
文
で
も

「
読
者
」
が
な
る
べ
く
「
面
白
く＝

楽
し
く
」
読

め
る
よ
う
な
叙
述
を
工
夫
す
る
こ
と
」
―
―
は
、

ほ
ぼ
全
て
の
論
文
で
達
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
付

言
し
て
お
き
た
い
。

（
二
〇
一
三
年
十
一
月
、
翰
林
書
房
、
三
八
三
頁
、

本
体
三
八
〇
〇
円
＋
税
）

（
ふ
じ
い
た
か
し

愛
知
大
学
准
教
授
）
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