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木
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輔
 
 

単
行
本
『
冥
途
』
 
は
、
初
出
が
別
々
で
あ
る
十
人
短
編
の
集
ま
り
で
あ
 
 

る
。
従
来
の
研
究
に
お
い
て
、
単
行
本
『
冥
途
』
 
は
百
聞
が
夢
の
よ
う
に
 
 

措
い
た
作
品
集
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
作
品
内
の
独
特
 
 

な
秩
序
や
と
り
と
め
の
な
さ
か
ら
夢
の
よ
う
に
措
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
本
作
晶
全
体
を
百
聞
が
夢
ら
し
く
描
い
た
創
作
で
 
 

あ
る
と
仮
定
し
た
。
ま
た
、
各
作
品
の
稿
了
の
年
月
と
、
単
行
本
『
冥
途
』
 
 

の
収
録
順
は
大
き
く
異
な
り
、
（
冥
途
〉
が
最
後
に
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
 
 

と
に
着
目
し
た
。
こ
れ
ら
か
ら
、
単
行
本
『
冥
途
』
を
一
つ
の
作
品
と
し
 
 

て
読
む
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
分
析
・
考
察
し
た
。
 
 
 

作
品
構
成
の
分
析
を
進
め
、
各
作
品
は
三
つ
の
舞
台
構
成
に
な
っ
て
い
 
 

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
分
析
を
行
う
中
で
、
水
・
土
手
・
道
 
 

と
い
う
頻
出
語
に
着
日
し
、
各
作
品
に
 
（
支
配
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
場
所
 
 

へ
の
逸
脱
）
 
と
い
う
共
通
の
主
題
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
 
 

し
、
本
作
品
の
最
後
に
収
録
さ
れ
て
い
る
（
冥
途
》
は
こ
れ
ら
の
共
通
項
 
 

を
持
っ
て
は
お
ら
ず
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
分
析
を
進
め
た
。
『
百
鬼
 
 

園
日
記
帖
』
 
の
「
子
供
に
神
秘
的
な
恐
怖
を
教
え
た
い
」
「
臆
病
と
云
う
 
 

事
は
不
徳
で
は
な
い
」
と
い
う
百
聞
の
記
述
か
ら
、
《
冥
途
》
に
お
い
て
「
私
」
 
 

を
自
分
の
領
域
に
帰
っ
て
来
さ
せ
る
と
い
う
意
凶
が
あ
っ
た
と
判
断
で
き
 
 

る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
単
行
本
『
冥
途
』
が
一
つ
の
物
語
を
構
成
し
て
 
 

い
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
 
 

明
治
翻
訳
文
学
に
お
け
る
振
り
仮
名
 
 

国
語
学
研
究
室
 
五
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八
四
 
神
保
か
お
り
 
 

本
研
究
は
、
明
治
期
に
翻
訳
さ
れ
た
文
学
作
品
を
対
象
に
、
そ
こ
に
用
 
 

い
ら
れ
た
振
り
仮
名
の
調
査
を
す
る
。
そ
し
て
、
明
治
期
の
翻
訳
文
学
作
 
 

品
の
振
り
仮
名
に
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
、
そ
れ
ら
 
 

が
明
治
期
を
通
じ
て
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
の
か
、
ジ
ャ
ン
ル
ご
と
に
違
 
 

い
は
あ
る
の
か
と
い
う
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 
 
 

本
研
究
で
は
、
『
明
治
翻
訳
文
学
全
集
』
 
（
大
空
社
）
 
の
中
か
ら
、
小
説
 
 

一
〇
三
作
品
、
詩
四
〇
作
品
、
戯
曲
二
四
作
品
を
選
び
、
そ
の
中
に
用
い
 
 

ら
れ
て
い
る
振
り
仮
名
に
つ
い
て
調
査
を
し
た
。
 
 
 

そ
の
結
果
、
明
治
二
〇
年
頃
を
境
に
振
り
仮
名
の
位
置
が
右
側
に
統
一
 
 

さ
れ
て
い
く
こ
と
、
振
り
仮
名
の
曇
が
全
体
的
に
減
少
し
て
い
く
こ
と
な
 
 

ど
が
い
え
た
。
次
に
、
外
来
語
の
表
記
に
つ
い
て
は
、
徐
々
に
片
仮
名
で
 
 

書
か
れ
る
傾
向
が
高
ま
っ
て
い
っ
た
と
と
も
に
、
日
本
に
取
り
入
れ
ら
れ
 
 

て
か
ら
の
時
間
が
長
い
語
や
人
々
に
よ
く
使
用
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
 
 

る
語
は
、
平
仮
名
で
振
り
仮
名
が
振
ら
れ
る
傾
向
が
強
い
こ
と
が
わ
か
っ
 
 

た
。
さ
ら
に
、
漢
字
の
音
を
表
す
振
り
仮
名
の
割
合
は
徐
々
に
減
少
し
、
 
 

と
」
 
 

「
年
齢
」
 
の
よ
う
に
漢
字
の
音
以
外
を
表
す
振
り
仮
名
が
増
加
し
て
い
く
 
 

こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
様
々
な
面
で
変
化
が
み
ら
れ
た
の
は
、
 
 

明
治
期
に
は
表
記
方
法
が
統
一
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
出
版
物
の
増
 
 

加
に
伴
う
コ
ス
ト
の
削
減
、
明
治
期
に
入
り
急
増
し
た
西
洋
の
外
国
文
学
 
 

を
翻
訳
す
る
際
の
翻
訳
者
達
の
模
索
な
ど
の
原
因
が
考
え
ら
れ
る
。
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