
第
三
回
懸
賞
小
説
の
選
考
は
伊
藤
整
、

野
間
宏
の
両
氏
に
お
ね
が
い
し
た
が
、
去
る

五
月
十
六
日
東
京
の
文
芸
春
秋
新
社
の
ク
ラ

ブ
に
お
集
ま
り
い
た
だ
き
、
選
後
の
講
評
を

お
ね
が
い
し
た
。
入
選
に
決
ま
っ
た
「
あ
る

体
験
・
Ｋ
の
話
か
ら
」
、
「
雪
」
を
中
心
と

し
て
、
注
目
さ
れ
る
い
く
つ
か
の
作
品
に
つ

い
て
、
そ
の
選
考
経
過
や
所
感
を
の
べ
て
い

た
だ
い
た
。
（
編
集
部
）

野
間

今
回
で

三
度
目
だ
が
、

表
現
力
か
ら
い
え
ば
最
初
が

い
ち
ば
ん
優
れ
て
い
た
。
曽
我

君
の
「
あ
る
微
笑
」
の
印
象
が

強
く
残
っ
て
い
る
。
昨
年
度
は

ダ
メ
だ
っ
た
が
、
今

回
は
テ
ー
マ
が
複
雑
に
な
り
、
鋭

さ
が
出
て
き
た
。
真
似
ご
と
で
な

し
に
自
分
の
眼
で
み
て
、
テ
ー
マ
に

し
よ
う
と
い
う
意
識
が
沈
殿
し
て

き
て
い
る
が
、
ま
だ
類
型
的
な
と
こ
ろ
も

入
っ
て
い
る
。

伊
藤

い
ろ
ん
な
萌
芽
が
あ
る
が
、
ど
の

人
も
迷
っ
て
い
て
、
い
ま
ひ
と
つ
伸
ば
せ
な

い
。
こ
れ
は
ど
う
な
る
か
と
読
む
者
の
好

奇
心
を
誘
う
と
こ
ろ
は
あ
る
が
、
そ
れ
を

ど
う
発
展
さ
せ
て
い
け
ば
効
果
が
強
ま
る

か
、
と
い
う
展
開
力
が
足
り
な
い
。
五
行

書
い
た
ら
、
五
行
書
い
た
だ
け
の
イ
メ
ー

ジ
を
読
者
に
与
え
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ

れ
を
追
っ
て
、
発
展
さ
せ
て
い
か
ね
ば
な
ら

な
い
。
途

中

で
投

げ

出

し

て
は
い
け

な
い
。

野
間

次
が
ど
う
な
る
か
と
い
う
読
者
の

期
待
に
反
し
て
、
延
長
さ
れ
ず
に
終
わ
っ

て
い
る
。
作
品
で
扱
わ
れ
る
人
物
や
思
想

を
も
う
少
し
、
時
間
を
か
け
て
、
自
分
の

中
に
溶
か
し
込
ん
で
考
え
る
べ
き
だ
。

伊
藤

た
と
え
ば
真
船
豊
が
や
っ
た
よ
う

に
、
自
分
の
書
こ
う
と
す
る
人
物
と
、
し

ば
ら
く
一
緒
に
く
ら
し
て
み
る
と
よ
い
。
ひ

と
つ
の
テ
ー
マ
に
ど
れ
だ
け
取
り
組
ん
で
い

る
の
か
疑
問
を
感
じ
る
。

伊
藤

「
チ
イ
」

「
あ

る

敗
北
」「に
ご
り
水
」

「
お
え
つ
」
は
ま
ず

小
説
と
し
て
無
理

だ
。

野
間

「
暗
い
祭
」

の
テ
ー
マ
は
面
白

い
が
、
そ
れ
に
せ
ま

る
文
章
力
が
な
い
、

の
め
り
こ
ん
で
し
ま
っ

て
い
る
。

伊
藤

熱
中
型
の

文
章
だ
が
、
も
う

少
し
読
者
に
届
く

よ
う
に
書
い
て
く

れ
た
ら
よ
か
っ
た
。
読
み
よ
う
に
よ
っ
て
は

心
理
学
の
文
献
み
た
い
な
感
じ
が
す
る
。

「
退
職
金
」
「
虫
」
と
い
う
、
古
風
な
小
説

二
編
が
か
な
り
う
ま
く
書
け
て
い
て
面
白

か
っ
た
が
、
前
者
は
終
わ
り
が
始
め
に
だ

し
た
モ
チ
ー
フ
と
結
び
つ
い
て
い
れ
ば
よ
か
っ

た
。
押
し
方

が
間
違
っ
た

と
思
う
。
後

者
は
、
恋
人

が
よ
く
描
け

て
い
な
い
。

野
間

「
狂
人
」
も
、
ど
う
発
展
す
る
の
か

と
期
待
し
て
い
た
ら
、
題
の
と
う
り
に
“
狂

人
”
だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
が
っ
か
り
し
た
。

フ
デ
の
た
つ
人
だ
と
思
う
が
も
っ
と
異
な
っ

た
展
開
が
遂
げ
ら
れ
る
べ
き

だ
っ
た
。

伊
藤

大
学
生
に
は
、
二
十

歳
前
後
の
人
に
適
し
た
書
き

方
が
あ
る
は
ず
だ
が
、
一
般

的
に
若
い
年
齢
で
書
く
と
、
無
理
を
す
る

も
の
で
、
自
分
が
現
在
あ
る
こ
と
を
正
直

に
見
つ
け
て
、
率
直
に
書
く
こ
と
は
む
づ
か

し
い
。
そ
れ
が
で
き
る
と
い
う
の
は
才
能
が

あ
る
人
だ
と
思
う
。
そ
の
点
で
「
雪
」
を
買

う
。
「
あ
る
体
験
」
は
架
空
の
話
だ
け
れ
ど

も
、
こ
う
い
う
こ
と
は
現
実
に
よ
く
ぶ
つ
か

る
こ
と
で
、
“
不
安
定
な
も
の
”
を
か
な
り

よ
く
書
け
て
い
る
。

野
間

「
雪
」
は
わ
り
に
好
き
だ
っ
た
。
初

め
の
う
ち
は
、
言
葉
づ
か
い
の
点
で
ゴ
タ
ゴ

タ
し
て
い
る
が
、
女
性
と
の
幻
想
の
中
を

か
き
わ
け
な
が
ら
進
ん
で
い
く
に
つ
れ
リ
ア

リ
ズ
ム
に
な
り
、
女
性
の
と
こ
ろ
へ
着
く
。

で
き
れ
ば
、
始
め
の
幻
想
味
に
戻
っ
て
終

わ
っ
て
も
ら
い
た
か
っ
た
。
も
っ
と
磨
き
だ

せ
ば
、
新
し
い
も
の
が
で
て
く
る
と
思
う
。

「
あ
る
体
験
」
は
自
分
の
位
置
を
明
確
に

し
え
な
い
不
安
定
と
い
う
も
の
が
よ
く
書

け
て
い
る
。
あ
る
瞬
間
に
、
自
分
が
周
囲

の
も
の
か
ら
断
ち
切
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
こ

に
“
現
代
”
と
い
う
も
の
を
も
う
一
度
見

直
し
て
み
よ
う
と
い
う
文
学
と
し
て
の
新

し
さ
が
あ
る
。

伊
藤

「
雪
」
は
非
常
に
プ
ラ
イ
ベ
イ
ト
な

感
じ
だ
し
「
あ
る
体
験
」
は
抽
象
的
で
比

較
す
る
の
は
困
難
で
、
ど
ち
ら
が
優
れ
て

い
る
と
は
い
い
難
い
。
（
と
い
う
こ
と
で
、

「
雪
」
「
あ
る
体
験
」
の
二
編
を
、
い
づ
れ
も

入
選
と
す
る
こ
と
に
ま
と
ま
る
）

野
間

で
き
る
だ
け
多
く
の
作
品
を
読
ん

で
も
ら
い
た
い
。
そ
れ
と
無

意
識
的
に
対
抗
す
る
形
で

創
作
さ
れ
る
わ
け
だ
か
ら
。

そ
れ
に
一
回
切
り
で
な
く
、
つ
づ
け
て
応

募
し
て
も
ら
い
た
い
。

伊
藤

ど
の
人
も
一
人
で
書
い
て
い
る
よ

う
で
、
そ
れ
は
へ
ん
に
流
行
に
左
右
さ
れ

た
り
せ
ず
自
由
で
よ
い
の
だ
が
、
同
人
雑

誌
の
よ
う
な
形
で
仲
間
と
テ
ー
マ
を
練
り

合
う
こ
と
も
必
要
だ
。
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