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『
花
火
―
―
九
つ
の
冒
漬
的
な

物
語
』
は
、
鮮
烈
な
業
績
を
文
学

史
に
刻
ん
で
半
世
紀
の
人
生
を
閉

じ
る
こ
と
に
な
る
英
国
人
女
性
作

家
ア
ン
ジ

ェ
ラ

・
カ
ー
タ
ー

（■

９
４
０
～
■
９
９
２
）
が
、
■
９

６
９
年
か
ら
２
年
間
の
滞
日
経
験

を
結
晶
さ
せ
■
、
■
９
７
４
年
に

英
国
で
刊
行
し
た
異
色
の
短
篇
集

で
あ
る
。

和
訳
者
の
榎
本
義
子

・
フ
ェ
リ

ス
女
学
院
大
学
名
誉
教
授
が
、
米

国
の
大
学
院
で
は
英
文
科
の
常
識

と
し
て
イ
ン
プ
ッ
ト
さ
れ
る
思
想

史
と
文
芸
批
評
の
問
題
意
識
を
駆

使
し
た

「解
説
」
は
、
質
量
と
も

に
学
術
論
文
級
だ
っ
実
生
活
の
足

跡
か
ら
、
エ
ッ
セ
イ
の
引
用
、
日

本
の
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
記
事
類
、
在

日
の
友
人
達
へ
の
手
紙
ま
で
、
員

重
な
関
連
情
報
が
ど
っ
さ
り
で
、

鑑
寧
と
解
釈
の
パ
ー
ス
ペ
タ
ア
ィ

ヴ
を
広
め
深
め
て
く
れ
る
。

カ
ー
タ
ー
は
欧
米
の
学
界
で
評

価
の
高
い
研
究
対
象
だ
が
、
本
書

は
日
本
人
に
と
っ
て
ユ
ニ
ー
ク
で

貴
重
な
資
料
だ
。

ま
ず
、
①

「日
本
の
思
い
出
」

で
、
日
本
男
性
が
具
体
的
に
賛
美

さ
れ
て
い
る
。
「背
骨
は
し
な
や

か
に
す
ん
な
り
と
伸
び
、
肩
幅
は

広
く
…
…
不
思
議
な
両
性
具
有
の

よ
う
な
美
し
さ
を
持
ち
」
、
豊
か

な
髪
は
漆
黒
、
肌
の
感
触
は
滑
ら

か
で
、
ま
ぶ
た
は
猫
の
よ
う
に
奥

二
重
。
「彼
に
防
腐
処
置
を
し
て
、

ガ
フ
ス
の
棺
に
入
れ
て
、
私
の
側

に
置
い
て
お
き
た
か
っ
た
」。

西
欧
の
読
者
に
は
新
鮮
な
驚
き

だ
ろ
う
。
ハ
ー
レ
ク
イ
ン
発
足
の

■
９
６
４
年
か
ら
隆
盛
を
誇
っ
て

い
る
ロ
マ
ン
ス
小
説
で
も
、
近
年

は
ア
ラ
プ
の
王
子
や
シ
ト
ク
が
目

立
っ
て
き
た
が
、
日
本
人
も
他
の

東
洋
系
の
ヒ
ー
ロ
ー
も
い
ま
だ
に

登
場
し
て
い
な
い
の
だ
。
　
　
ヽ

③

「紫
の
上
の
情
事
」
で
は
、

レ
デ
ィ
・
パ
ー
プ
ル
は
娼
婦
役
の

木
彫
り
操
り
人
形
で
、
「形
而
上

学
の
隙
間
か
ら
こ
の
世
に
入
り
、

男
た
ち
を
破
滅
さ
せ
て
啓
発
す
る

恐
ろ
し
い
存
在
」
だ
。
「神
学
的

に
見
れ
ば
、
こ
の
芸
術
〔人
形
劇
〕

は
神
を
冒
漬
す
る
も
の
か
も
し
れ

な
い
」
と
あ
る
か
ら
、
本
書
の
副

題
が
ユ
ダ
ヤ

。
キ
リ
ス
ト
教
の
伝

統
を
超
え
る
異
次
元
の
マ
ジ
ッ
ク

・リ
ア
リ
ズ
ム
を
指
す
と
わ
か
る
一

源
氏
物
語
へ
の
冒
漬
と
怒
る
人

は
、
欧
米
の
大
学
で
教
材
に
使
っ

て
み
る
と
い
い
。
若
紫
は
幼
く
し

て
光
源
氏
に
誘
拐
さ
れ
、
洗
脳
教

育
さ
れ
、
初
夜
の
翌
朝
に
は
床
に

泣
き
伏
し
、
晩
年
に
は
六
条
院
で

暮
ら
す
側
室
た
ち
へ
の
贈
物
を
源

氏
と
相
談
し
て
き
め
る
。

「ま
る
で
娼
家
の
女
将
扱
い
じ

ゃ
な
い
か
。
自
分
な
ら
じ
っ
と
我

慢
し
て
い
な
い
」
と
、
男
子
も
女

子
も
反
応
は
年
々
同
じ
だ
っ
た
。

吸
血
鬼
の
故
郷
を
巡
業
中
に
老
師

の
キ
ス
で
人
間
化
し
た
紫
の
上

が
、
彼
を
食
い
殺
し
て
劇
場
を
焼

く
結
末
は
集
団
願
望
に
近
い
。

な
に
し
ろ
逆
転
は
カ
ー
タ
ー
の

主
要
テ
ー
マ
だ
。
特
に
多
用
さ
れ

る
の
は
∽
ヽ
●
３
，
８
，

（シ
ネ
ス

セ
ジ
ア
）
。
英
和
辞
典
で
は
見
つ

け
難
い
が
、
十
九
世
紀
か
ら
英
文

学
で
な
じ
み
深
い
《
転
移
の
感
覚
》

だ
。
日
本
で
は
完
全
な
他
者
で
「ピ

ン
ク
の
頬
と
青
い
日
と
け
ば
け
ば

し
い
黄
色
の
髪
」
を
も
つ
第

一
話

の
私
は
、
「ラ
ッ
パ
の
よ
う
に
鳴

り
響
い
」
て
し
ま
う
の
だ
。

⑤

「森
の
奥
ま
で
達
し
て
」
で

も
、
蔦
が

「官
能
的
フ
ラ
メ
ン
コ

の
熱
狂
的
な
激
し
さ
で
豊
か
な
コ

ン
ト
ラ
ル
ト
を
歌
」
い
、
肉
食
の

睡
蓮
が
鋭
い
歯
で
か
み
つ
く
。
「ア

ダ
ム
が
エ
デ
ン
を
公
開
し
た
よ
う

な
」
森
で
育
ち
同
じ
人
の
異
な
る

面
を
表
す
と
見
え
た
男
女
双
生
児

は
、
十
三
歳
で
ジ

ェ
ン
ダ
ー
の
違

い
を
感
じ
、
牡
蠣
の
味
が
す
る
リ

．ン
ゴ
を
食
べ
て
キ
ス
を
す
る
。

シ
ネ
ス
セ
ジ
ア
は
視
覚
と
聴
覚

な
ど
の
錯
綜
を
超
え
て
、
鏡
の
中

で
は
進
化
生
物
学
的
現
象
を
起
こ

す
か
ら
怖
い
。
⑥

「肉
体
と
鏡
」

で
見
知
ら
ぬ
者
同
士
が
結
び
つ
い

た
東
京
の
安
っ
ぼ
い
ラ
ブ
ホ
テ
ル

で
は
、
「鏡
が
時
も
場
所
も
人
格

も
消
し
去
り
」
、
「私
は
鏡
に
書
か

れ
た
文
章
の
主
語
」
と
な
る
。

⑦

「主
人
」
の
自
人
ハ
ン
タ
ー

が
ア
マ
ソ
ン
流
域
で
買
っ
た
少
女

奴
隷
フ
ラ
イ
デ
ー
は
、
性
的
虐
待

に
耐
え
ぬ
い
て
ラ
イ
フ
ル
の
名
手

に
な
る
と
ジ
ャ
ガ
ー
化
し
て
、
言

語
を
失
い
、
ひ
げ
が
生
え
、
泣
け

な
く
な
り
、
主
人
を
射
殺
す
る
。

そ
し
て
③

「映
像
」
は
致
命
的

な
結
果
を
も
た
ら
す
。　
一
人
称
の

四
話
中
、
こ
の
私
だ
け
は
男
と
わ

か
る
シ
ョ
ッ
ク
は
三
分
の

一
ま
で

き
て
襲
う
。
猛
大
に
守
ら
れ
た
美

少
女
ア
ン
ナ
に
拉
致
さ
れ
、
雌
雄

同
体
の

「そ
れ
だ
け
で
完
結
し
た

合

一
の
よ
・つ
な
」
人
物
テ
イ
レ
シ

ア
ス
に
、
「鏡
の
中
の
あ
な
た
に

キ
ス
し
な
さ
い
」
と
命
じ
ら
れ
る
。

快
感
で
失
心
し
た
彼
は
鏡
の
中
で

日
覚
め
た
。
濃
い
人
気
が
音
を
動

的
な
抽
象
画
に
す
る

「目
に
見
え

る
沈
黙
」
の
洞
窟
で
、
ア
ン
ナ
は

「私
を
レ
イ
プ
し
た
」
。
《
女
の
報

復
》
の
隠
喩
ど
こ
ろ
か
、
現
場
描

写
は
生
々
し
い
。

彼
は
少
女
と
大
を
殺
し
て
か

ら
、
オ
ト
コ
性
を
発
揮
す
る
。
「私

は
傲
慢
で
、
男
と
し
て
誇
り
を
持

っ
て
、
鏡
の
中
に
映
し
出
さ
れ
た

私
自
身
を
、私
の
反
転
し
た
私
を
、

こ
の
世
界
の
死
を
、
抱
き
締
め
る

た
め
に
」
、
両
手
を
差
し
伸
べ
て

進
ん
で
い
く
の
だ
。

そ
れ
に
し
て
も
、
「私
が
本
物

の
合
だ
っ
た
。
私
は
正
と
反
を
、

あ
ち
ら
と
こ
ち
ら
の
世
界
を
、
編

ん
で
統
合
し
て
い
た
。
そ
れ
が
失

わ
れ
て
し
ま
っ
た
」
と
嘆
い
て
老

衰
し
始
め
た
テ
イ
レ
シ
ア
ス
が
、

ヘ
ー
グ
ル
弁
証
法
の
具
象
化
で
あ

る
と
、
訳
者
の
注
釈
ぬ
き
で
読
み

解
け
る
日
本
の
読
者
は
多
い
の
だ

ろ
う
か
。

カ
ー
タ
ー
は
神
話
や
文
学
の
象

徴
的
人
物
名
や
哲
学
概
念
な
ど
を

常
用
語
の
短
文
に
ち
り
ば
め
て
、

花
火
の
息
吹
で
重
い
寓
話
や
激
烈

な
物
語
を
ひ
ら
め
か
せ
る
。
訳
者

に
よ
る
簡
潔
で
的
確
な
説
明
が
、

連
想
の
花
を
咲
か
せ
、
実
存
主
義

的
な
自
己
鏡
像
に
野
獣
派
の
色
彩

を
そ
え
て
く
れ
る
の
だ
。

栗
本
房
子
氏
の
イ
ラ
ス
ト
は
、

カ
ー
タ
ー
の
マ
ジ
ッ
ク
世
界
を
凝

縮
し
て
み
せ
る
。
鋭
い
棒
讐
を
２３

本
も
髪
に
挿
し
た
ア
ー
モ
ン
ド
型

吊
り
目
の
花
魁
は
、
西
洋
人
が
思

い
描
ぐ
日
本
の
伝
統
的
高
級
娼
婦

の
イ
メ
ー
ジ
び

っ
た
り
で
、
お
見

事
Ｉ
　
乙
女
と
ジ
ャ
ガ
ー
の
重
な

り
あ
う
横
顔
も
ゴ
シ
ッ
ク
童
話
風

に
美
し
く
怖
い
。
寄
り
添
う
若
い

裸
身
の
足
先
が
根
を
ひ
ろ
げ
、
伸

ば
し
た
腕
か
ら
枝
葉
が
生
い
茂
っ

て
い
く
双
生
児
の
樹
は
、
急
進
的

と
自
認
し
た
カ
ー
タ
ー
の
両
性

一

体
観
、
ジ

ェ
ン
ダ
ー
共
生
論
の
愛

ら
し
い
表
象
と
み
え
る
。

肺
ガ
ン
で
世
を
去
る

一
カ
月
前

に

「お
寺
の
鐘
を
撞
い
て
く
だ
さ

い
」
と
、
カ
ー
タ
ー
は
在
日
の
友

人
に
書
き
送
っ
た
。
中
世
文
学
専

攻
だ
っ
た
彼
女
が
愛
し
た
形
而
上

派
の
詩
人
ジ
ヨ
ン
・
ダ
ン
は
、
「誰

が
為
に
鐘
は
鳴
る
ヽ
と
問
う
な
か

れ
。
そ
は
汝
を
悼
ん
で
鳴
る
な
り
」

と
■
６
２
４
年
の
説
教
集
で
諭
し

て
い
る
。
女
声
的
に
高
く
軽
や
か

に
鳴
り
渡
る
教
会
の
鐘
と
、
重
く

ず
っ
し
り
響
い
て
身
を
ゆ
す
る
男

声
的
な
寺
鐘
の
合
奏
さ
な
が
ら
い

『花
火
』
は
読
み
返
す
こ
と
に
異

な
る
音
色
を
奏
で
て
、
華
麗
な
シ

ネ
ス
セ
ジ
ア
絵
巻
を
繰
り
広
げ
て

く
れ
る
弔
鐘
と
い
え
る
。

（元
イ
リ
ノ
イ
大
学
教
授
／
比
較

文
学
）
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