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第
二
百
六
十
三
回
「
い
の
ち
の
初
夜
」 

 
 
 
 
 
 

相
沢 

英
之 

  

昭
和
の
初
め
頃
に
亡
く
な
っ
た
作
家
の
作
品
で
あ
る
。
最
初
の
題
は
「
最
初
の
一
夜
」
で
あ
っ
た
が
、

こ
れ
を
読
ん
だ
川
端
康
成
が
改
題
を
し
、
「
い
の
ち
の
初
夜
」
と
な
っ
た
。 

 

作
者
は
奇
し
く
も
、
自
分
が
癩
患
者
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
、
東
京
府
下
東
村
山
の
「
全
生
病
院
」

に
入
院
。
昭
和
一
〇
年
「
間
木
老
人
」
を
文
学
界
に
発
表
、
癩
患
者
の
最
初
に
書
い
た
小
説
と
し
て
文
壇

に
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
を
巻
き
起
こ
し
、
文
学
界
賞
を
受
け
た
。 

 

川
端
は
私
の
一
高
の
先
輩
で
あ
っ
て
、
私
も
彼
の
小
説
を
と
り
つ
か
れ
る
よ
う
に
読
ん
で
い
た
が
、
彼

の
推
し
た
こ
の
小
説
も
一
晩
で
読
ん
だ
よ
う
な
気
が
す
る
。 

 

戦
後
癩
の
特
効
薬
も
普
及
し
、
患
者
も
全
快
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
彼
が
全
生
病
院
に
入
っ
て
い

た
頃
は
、
不
治
の
病
と
し
て
隔
離
さ
れ
、
彼
自
身
、
何
度
も
自
殺
を
決
意
し
た
が
、
昭
和
十
二
年
腸
結
核

で
二
十
三
才
の
若
い
生
命
を
閉
じ
て
し
ま
っ
た
。 

 

私
は
、
丁
度
そ
の
頃
一
高
に
入
学
し
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
小
説
を
乱
読
し
て
い
た
頃
で
あ
っ
た
が
、

「
い
の
ち
の
初
夜
」
は
全
く
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
一
本
で
あ
っ
た
。 

 

し
か
し
、
そ
れ
に
と
ど
め
て
お
け
ば
良
か
っ
た
の
に
、
こ
の
「
い
の
ち
の
初
夜
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
記

念
祭
の
飾
り
つ
け
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。
一
高
の
記
念
祭
は
、
寮
の
各
部
屋
ご
と
に
一
部
屋
十
数
人
の
生

徒
が
知
恵
を
出
し
会
っ
て
つ
く
る
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一
月
三
十
一
日
の
記
念
祭
の
イ
ブ
に
な
っ
て
も
、

セ
ン
ベ
イ
ー
と
酒
は
遠
慮
な
く
減
っ
て
行
く
の
に
、
い
い
案
が
で
き
な
い
。
そ
れ
で
も
や
っ
と
思
い
つ
い

た
の
が
「
こ
の
生
命
の
初
夜
」
で
あ
っ
た
。 

 

「
わ
れ
ら
は
い
か
に
す
る
め
い
か
」
。
全
く
の
く
だ
ら
な
い
、
ゴ
ロ
合
わ
せ
み
た
い
な
題
の
飾
り
つ
け
に

な
っ
て
仕
舞
っ
た
。
飾
り
つ
け
と
言
っ
て
も
、
部
屋
の
窓
に
「
す
る
め
」
と
「
い
か
」
を
宙
に
張
っ
た
糸

で
ぶ
ら
げ
る
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
や
っ
と
難
問
を
片
ず
け
た
と
ば
か
り
、
又
、
夜
の
街

を
渋
谷
に
飲
み
に
出
か
け
て
し
ま
っ
た
が
、
翌
朝
見
て
み
る
と
い
か
も
、
す
る
め
も
見
当
た
ら
な
い
。
多

分
、
付
近
の
部
屋
の
悪
童
ど
も
の
仕
業
に
相
違
な
い
と
歯
が
み
を
し
た
が
、
仕
方
が
な
い
、
も
一
度
街
に

い
か
と
す
る
め
を
買
い
に
行
っ
た
。 

 

そ
の
年
の
飾
り
場
の
傑
作
は
「
桐
一
葉
落
ち
て
天
下
の
秋
を
知
る
」
と
い
う
有
名
な
芝
居
の
題
を
も
ぢ

っ
て
「
桐
双
葉
、
落
ち
て
、
天
下
の
安
芸
」
と
知
る
で
あ
っ
た
。
双
葉
山
が
六
十
九
連
勝
の
あ
と
「
安
芸

の
海
に
破
れ
た
こ
と
を
う
た
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

わ
た
し
は
、
未
だ
に
こ
の
川
柳
は
よ
く
出
来
て
い
た
、
と
思
っ
て
い
る
。 

 

も
っ
と
も
最
も
手
を
抜
い
た
作
品
は
？
「
偉
大
な
る
暗
闇
」
と
い
う
、
た
だ
電
気
を
消
し
て
真
暗
な
部

屋
を
見
せ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
よ
り
は
、
自
分
達
の
方
が
手
間
が
か
か
っ
て
い
る
と
、

笑
い
合
っ
た
も
の
で
あ
る
。
偉
大
な
る
暗
闇
は
夏
目
漱
石
の
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
の
中
の
人
物
の
借
物

で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。 

 

あ
ゝ
、
そ
れ
に
し
て
も
あ
の
時
代
は
懐
か
し
い
。 


