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一

敗
戦
直
後
の
新
聞
小
説

織
田
作
之
助
﹃
十
五
夜
物
語
﹄
は
︑﹁
産
業
経
済
︵
大
阪
︶
新
聞
︵
�
︶
﹂
に
︑

一
九
四
五
年
九
月
五
日
か
ら
一
九
日
ま
で
︑
全
一
五
回
に
わ
た
っ
て
掲
載
さ

れ
た
︒
敗
戦
後
に
最
も
早
く
連
載
さ
れ
た
新
聞
小
説
の
ひ
と
つ
で
あ
る
︒

も
ち
ろ
ん
︑
吉
川
英
治
﹃
太
閤
記
﹄︵﹁
読
売
新
聞
﹂
一
九
三
九
・
一
・
一

～
﹁
読
売
報
知
﹂
一
九
四
五
・
八
・
二
三
︶
や
久
生
十
蘭
﹃
祖
父
っ
ち
や

ん
﹄︵﹁
中
部
日
本
新
聞
﹂
一
九
四
五
・
五
・
一
七
～
八
・
二
三
︶
の
よ
う
に
︑

八
月
一
五
日
を
わ
ず
か
に
ま
た
い
だ
作
品
は
あ
る
︒
ま
た
︑
子
母
澤
寛
﹃
勝

海
舟
﹄︵﹁
日
本
産
業
経
済
﹂
一
九
四
四
・
五
・
二
九
～
﹁
日
本
経
済
新
聞
﹂

一
九
四
六
・
一
二
・
二
︶
や
大
佛
次
郎
﹃
鞍
馬
天
狗
敗
れ
ず
﹄︵﹁
佐
賀
新

聞
﹂
一
九
四
五
・
六
・
二
四
～
一
〇
・
六
︶
の
よ
う
に
︑
掲
載
さ
れ
続
け
た

作
品
も
あ
る
︵
�
︶
︒
し
か
し
︑
敗
戦
後
に
書
か
れ
た
新
聞
小
説
と
し
て
は
︑
ま
だ

玉
音
放
送
か
ら
三
週
間
︑
降
伏
文
書
調
印
か
ら
三
日
し
か
経
っ
て
い
な
い
日

か
ら
の
ス
タ
ー
ト
と
い
う
の
は
異
例
の
早
さ
で
あ
っ
た
︵
�
︶
︒

た
と
え
ば
︑
太
宰
治
﹃
パ
ン
ド
ラ
の
匣
﹄︵﹁
河
北
新
報
﹂
一
九
四
五
・
一

〇
・
二
二
～
一
九
四
六
・
一
・
七
︶
も
︑
戦
後
非
常
に
早
い
時
期
に
書
か
れ

た
作
品
で
あ
っ
た
︒
河
北
新
報
社
文
化
局
長
を
務
め
た
村
上
辰
雄
は
︑
太
宰

に
依
頼
し
た
理
由
の
一
つ
と
し
て
︑﹁
終
戦
後
な
る
べ
く
時
を
移
さ
ず
に
連

載
小
説
を
新
聞
に
出
し
た
か
つ
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
頃
は
︑
新
聞
の
連
載
小

説
は
一
つ
も
な
か
っ
た
﹂
と
書
い
て
い
る
︵
�
︶
︒
し
か
し
︑
仙
台
に
い
た
村
上
が
︑

青
森
疎
開
中
の
太
宰
に
﹁
終
戦
後
︑
敗
戦
日
本
で
最
初
に
連
載
さ
れ
る
新
聞

小
説
﹂
を
依
頼
し
て
い
た
頃
︑
既
に
大
阪
の
新
聞
で
は
織
田
の
連
載
が
始

ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

奥
野
健
男
は
﹃
パ
ン
ド
ラ
の
匣
﹄
に
つ
い
て
︑﹁
敗
戦
か
ら
二
カ
月
し
か

経
っ
て
い
な
い
︑
未
曾
有
の
混
乱
期
︑
激
動
期
﹂
に
新
聞
小
説
を
書
く
こ
と

が
︑
大
き
な
リ
ス
ク
を
伴
う
こ
と
だ
っ
た
と
説
明
し
て
い
る
︵
�
︶
︒
す
な
わ
ち

﹁
政
情
は
占
領
軍
の
意
向
に
よ
っ
て
刻
々
に
変
り
︑
日
本
人
の
思
想
や
心
情

は
︑
敗
戦
に
よ
る
挫
折
︑
屈
辱
︑
不
安
︑
平
和
へ
の
よ
ろ
こ
び
︑
希
望
な
ど

の
間
を
矛
盾
を
は
ら
み
な
が
ら
大
き
く
︑
か
つ
微
妙
に
揺
れ
動
い
て
い
た
︒
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こ
う
い
う
時
期
に
︑
毎
日
毎
日
少
し
ず
つ
新
聞
に
発
表
さ
れ
︑
あ
と
も
ど
り

も
訂
正
も
き
か
な
い
︑
新
聞
連
載
小
説
を
書
く
と
い
う
こ
と
は
︑
大
変
な
勇

気
と
自
信
を
要
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
﹂
と
い
う
の
で
あ
る
︒

実
際
﹃
十
五
夜
物
語
﹄
が
連
載
さ
れ
た
半
月
の
間
に
は
︑
新
聞
メ
デ
ィ
ア

そ
の
も
の
が
大
き
な
変
化
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
︒
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
九
月
一
〇
日
に

﹁
言
論
及
新
聞
ノ
自
由
ニ
関
ス
ル
覚
書
﹂
を
布
告
︒
同
一
四
日
に
は
︑
戦
時

下
に
お
い
て
独
占
的
通
信
社
で
あ
っ
た
同
盟
通
信
社
に
業
務
の
停
止
を
命
じ

た
︒
同
一
八
日
か
ら
二
日
間
は
﹁
朝
日
新
聞
﹂
の
発
行
を
停
止
し
︑
一
九
日

に
は
︑
そ
の
後
の
占
領
期
間
︑
日
本
の
新
聞
を
強
く
規
制
す
る
こ
と
に
な
る

﹁
日
本
新
聞
規
則
ニ
関
ス
ル
覚
書
﹂︵
プ
レ
ス
・
コ
ー
ド
︶
を
通
告
し
た
︒

織
田
は
﹃
十
五
夜
物
語
﹄
を
単
行
本
﹃
猿
飛
佐
助
﹄︵
三
島
書
房
︑
一
九

四
六
・
一
︶
に
収
録
し
た
際
︑﹁
あ
と
が
き
﹂
で
﹁
終
戦
直
後
の
こ
と
で
新

聞
社
と
し
て
も
見
透
し
が
定
ま
ら
ず
︑
十
五
回
と
い
ふ
妙
な
依
頼
で
︑
お
ま

け
に
依
頼
さ
れ
た
三
日
後
に
は
も
う
第
一
回
の
原
稿
を
掲
載
し
て
ゐ
る
と
い

ふ
ど
さ
く
さ
ま
ぎ
れ
の
新
聞
小
説
だ
つ
た
﹂
と
ふ
り
返
っ
て
い
る
︒
も
っ
と

も
こ
の
﹁
あ
と
が
き
﹂
か
ら
わ
か
る
の
は
︑
織
田
が
そ
の
よ
う
な
混
乱
を
︑

自
ら
の
文
学
的
主
張
の
た
め
に
活
用
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
︒

作
者
は
強
引
に
荒
唐
無
稽
な
作
品
を
送
つ
て
︑
編
輯
局
を
ま
ご
つ
か
せ

た
︒
社
の
内
部
で
は
け
ん
け
ん
が
う
が
う
た
る
非
難
を
ま
き
起
し
た
ら

し
く
︑
し
か
し
そ
の
点
は
作
者
の
光
栄
と
し
て
ゐ
る
所
で
あ
る
︒
日
本

文
学
常
識
は
一
見
糞
真
面
目
な
︑
エ
ツ
サ
エ
ツ
サ
と
人
生
に
取
り
組
ん

だ
所
謂
深
刻
な
作
品
を
︑
鰯
の
頭
の
や
う
に
信
仰
す
る
と
い
ふ
傾
向
が

あ
り
︑
こ
の
種
の
諷
刺
的
作
品
を
つ
ね
に
﹁
不
真
面
目
だ
﹂
の
一
言
を

以
て
片
づ
け
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
︑
し
か
し
︑
作
者
は
そ
の
や
う
な
常

識
︑
そ
し
て
ま
た
︑
新
聞
小
説
は
美
男
美
女
の
甘
い
恋
を
良
家
の
家
庭

が
眉
を
ひ
そ
め
な
い
程
度
の
上
品
さ
を
以
て
描
く
べ
き
も
の
と
い
ふ
新

聞
小
説
の
常
識
を
︑
打
破
る
た
め
に
も
︑
敢
て
非
難
を
覚
悟
し
て
︑
こ

の
作
品
を
書
い
た
の
で
あ
る
︒
十
五
回
と
い
ふ
回
数
に
制
限
さ
れ
て
︑

尻
切
れ
ト
ン
ボ
に
終
つ
て
し
ま
つ
た
こ
と
は
残
念
だ
が
︑
こ
の
や
う
な

新
聞
小
説
の
形
式
は
何
れ
誰
か
が
や
つ
て
く
れ
る
と
思
つ
て
ゐ
る
︒
誰

も
や
ら
な
け
れ
ば
︑
作
者
は
も
う
一
度
や
つ
て
み
た
い
︒
自
由
は
許
さ

れ
た
が
︑
内
容
だ
け
で
な
く
︑
形
式
の
自
由
も
あ
つ
て
も
い
い
の
で
は

な
い
か
︒

織
田
は
混
乱
に
乗
じ
て
︑
あ
え
て
﹁
荒
唐
無
稽
﹂
な
﹁
諷
刺
的
作
品
﹂
を

発
表
し
て
み
せ
た
︒
そ
れ
は
﹁
日
本
文
学
常
識
﹂
と
﹁
新
聞
小
説
の
常
識
﹂

を
打
破
す
る
た
め
の
﹁
形
式
﹂
の
実
験
だ
っ
た
と
い
う
︒
青
山
光
二
も
﹁
新

聞
小
説
の
常
識
を
や
ぶ
っ
た
形
式
上
の
実
験
に
意
義
が
あ
ろ
う
﹂
と
指
摘
し

て
い
る
︵
�
︶
︒
し
か
し
こ
れ
ま
で
そ
の
﹁
諷
刺
﹂
や
﹁
形
式
の
自
由
﹂
ま
た
﹁
実

験
﹂
の
具
体
的
な
内
容
は
問
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
︒

織
田
は
﹃
清
楚
﹄︵﹁
大
阪
新
聞
﹂
一
九
四
三
・
五
・
一
～
二
九
︶︑﹃
そ
れ

で
も
私
は
行
く
﹄︵﹁
京
都
日
日
新
聞
﹂
一
九
四
六
・
四
・
二
六
～
七
・
二

五
︶︑﹃
夜
光
虫
﹄︵﹁
大
阪
日
日
新
聞
﹂
一
九
四
六
・
五
・
二
四
～
八
・
九
︶

な
ど
︑
前
後
に
発
表
し
た
新
聞
小
説
に
お
い
て
は
︑
大
阪
や
京
都
の
地
名
を

積
極
的
に
取
り
入
れ
て
︑
地
方
紙
の
購
読
者
か
ら
関
心
を
寄
せ
ら
れ
や
す
い

作
品
に
し
て
い
る
︒
ま
た
︑﹃
合
駒
富
士
﹄︵
野
田
丈
六
名
義
︑
実
業
日
報
社
︑

一
九
四
二
・
七
︶
の
﹁
序
﹂
で
は
︑﹁
こ
の
小
説
は
︑
新
聞
に
連
載
さ
れ
た
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も
の
だ
が
︑
私
は
夕
刊
を
読
む
人
々
に
︑
毎
日
さ
さ
や
か
な
謎
を
饗
応
し

た
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
織
田
は
一
般
的
な
新
聞
小
説
の
作
法
を
身

に
つ
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︵
�
︶
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
﹃
十
五
夜
物
語
﹄
で
は
︑

あ
え
て
異
な
る
小
説
を
書
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒
で
は
︑
そ
れ
は
ど
の
よ

う
な
も
の
か
︒

本
論
で
は
︑
従
来
の
研
究
に
お
い
て
は
織
田
の
小
説
と
し
て
も
新
聞
小
説

と
し
て
も
一
九
四
五
年
の
小
説
と
し
て
も
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
﹃
十
五

夜
物
語
﹄
に
つ
い
て
考
察
す
る
︒
一
篇
の
構
成
や
語
り
の
構
造
は
も
ち
ろ
ん
︑

先
行
作
品
と
の
関
係
も
洗
い
直
し
︑
当
時
の
掲
載
紙
の
紙
面
に
も
置
き
直
す
︒

そ
の
よ
う
な
分
析
を
通
じ
て
︑
作
家
が
語
っ
た
﹁
諷
刺
﹂
や
﹁
形
式
の
自

由
﹂
の
実
態
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
た
い
︒

二

﹃
十
五
夜
物
語
﹄
の
構
成
︱
︱
﹁
作
者
﹂
の
前
景
化

﹃
十
五
夜
物
語
﹄
全
一
五
回
は
次
の
よ
う
に
展
開
す
る
︒

冒
頭
で
﹁
作
者
﹂
が
新
聞
小
説
に
つ
い
て
論
じ
た
後
︑
雷
の
世
界
を
語
る
︒

雷
の
雷
助
は
妻
の
雷
子
と
人
間
界
の
噂
を
す
る
︵
第
一
夜
︶︒
雷
夫
婦
は
猿

飛
佐
助
と
の
応
酬
を
経
て
︵
第
二
夜
︶︑
雷
子
は
遠
眼
鏡
で
関
ケ
原
に
急
ぐ

夢
想
判
官
を
見
る
︵
第
三
夜
︶︒
夢
想
判
官
は
関
ケ
原
で
新
免
武
蔵
に
出
会

い
︑
戦
に
遅
れ
た
こ
と
を
知
る
︵
第
四
夜
︶︒
落
武
者
気
分
の
判
官
は
︑
沈

黙
し
た
城
下
町
を
訪
れ
︑
馬
と
馬
方
の
三
蔵
を
得
る
︵
第
五
夜
︶︒
判
官
は

悪
家
老
の
穴
山
権
右
衛
門
の
暴
政
を
知
り
︑
退
治
を
決
意
す
る
︵
第
六
夜
︶︒

判
官
は
佐
助
の
助
力
で
天
を
舞
い
︑
穴
山
を
成
敗
す
る
︵
第
七
夜
︶︒
そ
の

後
も
放
浪
す
る
判
官
は
︑
前
方
に
見
え
た
灯
火
を
天
守
閣
に
幽
閉
さ
れ
た
姫

の
救
い
を
求
め
る
合
図
だ
と
思
い
こ
む
︵
第
八
夜
︶︒
判
官
主
従
は
竹
藪
の

あ
ば
ら
屋
で
三
好
清
海
入
道
と
出
会
い
︑
名
乗
り
合
う
︵
第
九
夜
︶︒﹁
作

者
﹂
は
読
者
か
ら
の
手
紙
を
紹
介
し
た
後
︑
三
好
が
侍
を
や
め
た
事
情
を
語

ろ
う
と
す
る
︵
第
十
夜
︶︒
判
官
は
姫
が
さ
ら
わ
れ
た
と
い
う
三
好
の
法
螺

を
信
じ
る
︵
第
十
一
夜
︶︒﹁
作
者
﹂
は
映
画
の
記
憶
を
語
っ
た
後
︑
一
〇
年

を
経
過
さ
せ
る
︒
判
官
主
従
は
相
変
わ
ら
ず
姫
を
探
し
続
け
て
い
る
︵
第
十

二
夜
︶︒
判
官
は
天
下
の
豪
傑
を
求
め
て
い
る
天
下
無
二
斎
に
出
会
う
︵
第

十
三
夜
︶︒
無
二
斎
は
判
官
に
︑
雲
風
群
東
次
と
い
う
山
賊
と
土
地
の
情
勢

を
教
え
る
︵
第
十
四
夜
︶︒
判
官
が
東
次
を
退
治
す
る
︒
そ
の
様
子
を
雷
子

が
見
て
欠
伸
を
す
る
︵
最
後
の
夜
︶︒

こ
の
よ
う
に
一
篇
は
三
つ
の
層
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
︒
中
核
に
は
︑
夢

想
判
官
と
い
う
夢
み
る
武
士
が
立
身
出
世
を
志
し
て
旅
す
る
﹁
人
間
界
﹂
が

あ
る
︒
た
だ
作
中
に
は
︑
そ
の
﹁
人
間
界
﹂
を
﹁
下
界
﹂
と
し
て
雲
の
上
か

ら
眺
め
て
い
る
﹁
雷
の
社
会
﹂
も
存
在
す
る
︒
さ
ら
に
︑
そ
れ
ら
を
新
聞
小

説
と
し
て
﹁
げ
ん
に
書
き
つ
つ
あ
る
﹂
と
い
う
﹁
作
者
﹂
の
世
界
が
縁
取
っ

て
い
る
の
で
あ
る
︒

織
田
は
﹃
十
五
夜
物
語
﹄
を
︑
ラ
ジ
オ
放
送
劇
﹃
夢
想
判
官
﹄
の
シ
ナ
リ

オ
を
元
に
作
っ
た
︒﹃
夢
想
判
官
﹄
は
一
九
四
五
年
六
月
二
二
日
と
七
月
五

日
に
書
か
れ
︑
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
阪
で
収
録
も
さ
れ
た
が
︑
放
送
は
さ
れ
な
か
っ
た

よ
う
で
あ
る
︵
	
︶
︒
し
か
し
自
筆
シ
ナ
リ
オ
原
稿
﹃
夢
想
判
官

第
一
夜
﹄﹃
夢

想
判
官

第
二
夜
﹄
が
残
っ
て
お
り
︑
増
田
周
子
編
﹃
大
阪
都
市
遺
産
研
究

叢
書

別
集
�

織
田
作
之
助
と
大
阪
︵


︶
﹄
に
岩
田
陽
子
に
よ
る
翻
刻
が
掲
載

さ
れ
て
い
る
︒

3



そ
の
翻
刻
に
よ
れ
ば
︑﹃
夢
想
判
官

第
一
夜
﹄
は
︑﹃
十
五
夜
物
語
﹄
の

﹁
第
一
夜
﹂
か
ら
﹁
第
十
四
夜
﹂
ま
で
の
内
容
と
重
な
っ
て
い
る
︒
た
だ
し

﹁
第
四
夜
﹂
に
あ
た
る
部
分
ま
で
の
展
開
が
概
ね
一
致
し
て
い
る
の
に
比
べ

て
︑﹁
第
五
夜
﹂
以
降
に
は
差
異
も
少
な
く
な
い
︒
シ
ナ
リ
オ
原
稿
で
は
︑

夢
想
判
官
が
三
蔵
に
出
会
う
場
は
沈
黙
し
た
城
下
町
に
設
定
さ
れ
て
い
な
い

し
︑
悪
家
老
の
穴
山
も
い
な
い
︒
竹
藪
の
あ
ば
ら
屋
で
会
う
の
は
三
好
清
海

入
道
で
は
な
く
島
左
近
で
あ
り
︑
判
官
は
島
の
娘
で
あ
る
小
夜
姫
に
夜
叉
丸

と
い
う
刀
を
託
す
使
命
を
預
か
る
︒
判
官
が
天
下
の
豪
傑
た
ち
と
刃
を
交
え

る
場
面
も
設
け
ら
れ
て
い
る
︒
そ
れ
で
も
︑
天
下
無
二
斎
に
会
い
︑
雲
風
群

東
次
の
噂
を
聞
く
と
い
う
大
筋
は
同
じ
で
あ
る
︒

﹃
夢
想
判
官

第
二
夜
﹄
は
︑
判
官
が
群
東
次
を
倒
す
序
盤
は
﹃
十
五
夜

物
語
﹄
の
﹁
最
後
の
夜
﹂
と
同
じ
で
あ
る
︒
だ
が
そ
の
後
は
︑
小
夜
姫
を
救

い
出
し
た
り
︑
小
田
原
城
に
忍
び
こ
ん
だ
り
︑
大
坂
の
陣
に
参
加
し
た
り
す

る
︑
ま
っ
た
く
別
の
作
品
に
な
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
シ
ナ
リ
オ
原
稿
に
は
両

夜
を
通
じ
て
﹁
放
送
員
の
配
役
紹
介
に
か
ぶ
せ
て
美
し
い
音
楽
を
か
ぶ
せ
ま

せ
う
﹂﹁
音
楽
に
よ
る
ギ
ャ
グ
的
効
果
﹂
な
ど
音
響
効
果
を
指
示
し
た
ト
書

き
は
書
き
こ
ま
れ
て
い
る
が
︑﹁
作
者
﹂
の
世
界
は
存
在
し
な
い
︵

︶
︒
10

こ
の
よ
う
に
︑
ラ
ジ
オ
放
送
劇
と
し
て
書
か
れ
た
﹃
夢
想
判
官
﹄
と
比
較

す
る
と
︑﹃
十
五
夜
物
語
﹄
で
は
判
官
の
活
躍
が
抑
え
ら
れ
て
い
る
︒
題
名

の
変
更
が
︑
判
官
の
後
退
を
端
的
に
表
し
て
い
よ
う
︒
代
わ
っ
て
前
景
化
し

て
い
る
の
が
﹁
作
者
﹂
で
あ
る
︒

﹃
十
五
夜
物
語
﹄
は
﹁
千
一
夜
物
語
の
向
ふ
を
張
り
︑
十
五
夜
物
語
と
題

し
て
︑
今
夜
か
ら
十
五
夜
の
間
私
が
書
く
こ
と
に
す
る
﹂︵
第
一
夜
︶
と
い

う
一
文
か
ら
始
ま
る
︒
あ
た
か
も
﹁
一
回
十
五
枚
づ
つ
で
︑
六
回
だ
け
︑
私

が
や
つ
て
み
る
こ
と
に
し
ま
す
﹂
と
始
ま
る
太
宰
治
﹃
女
の
決
闘
﹄︵﹁
月
刊

文
章
﹂
一
九
四
〇
・
一
～
六
︶
の
よ
う
に
︑
冒
頭
か
ら
﹁
私
﹂
が
ま
さ
に
こ

の
小
説
を
書
い
て
い
る
こ
と
を
明
示
し
︑
掲
載
さ
れ
る
回
数
ま
で
予
告
す
る

の
で
あ
る
︒

こ
こ
で
﹃
千
一
夜
物
語
﹄
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
︒
も
ち

ろ
ん
﹃
十
五
夜
物
語
﹄
は
︑
内
容
に
お
い
て
﹃
千
一
夜
物
語
﹄
を
踏
ま
え
て

い
る
と
は
言
い
が
た
い
︒
し
か
し
語
り
の
構
造
に
は
似
て
い
る
面
が
あ
る
︒

﹃
千
一
夜
物
語
﹄
で
は
︑
シ
ェ
ヘ
ラ
ザ
ー
ド
が
王
に
語
る
物
語
と
共
に
︑
語

る
場
そ
の
も
の
が
も
う
一
つ
の
物
語
を
形
成
し
て
い
る
︒
こ
の
小
説
も
︑
夢

想
判
官
の
物
語
と
共
に
︑﹁
作
者
﹂
を
自
称
す
る
﹁
私
﹂
が
語
る
場
も
小
説

の
一
部
と
し
て
読
ま
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

三

先
行
作
品
と
の
差
異
︱
︱
吉
川
英
治
の
新
聞
小
説
を
中
心
に

﹃
十
五
夜
物
語
﹄
は
︑
他
に
も
複
数
の
先
行
作
品
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
に

作
ら
れ
て
い
る
︒

第
一
に
想
起
さ
れ
る
の
は
︑
セ
ル
バ
ン
テ
ス
の
﹃
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
﹄
で

あ
る
︒
夢
想
判
官
は
夢
想
家
の
騎
士
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
と
︑
従
者
の
三
蔵
は

サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
と
︑
痩
馬
は
ロ
シ
ナ
ン
テ
と
容
易
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
︵

︶
︒
11

﹁
第
八
夜
﹂
の
判
官
が
﹁
前
方
の
一
筋
の
灯
﹂
を
﹁
天
守
閣
に
幽
閉
さ
れ
て

ゐ
る
み
め
美
は
し
き
姫
君
が
救
ひ
を
求
め
る
合
図
の
灯
で
あ
る
︱
と
い
ふ
風

に
思
ひ
込
ん
で
し
ま
﹂
う
場
面
は
︑
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
が
風
車
を
巨
人
だ
と

思
い
こ
む
有
名
な
場
面
の
変
奏
で
あ
る
︒
そ
の
よ
う
に
︑
騎
士
道
小
説
の
パ

4



ロ
デ
ィ
で
あ
る
﹃
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
﹄
を
踏
ま
え
る
こ
と
で
︑
一
篇
は
滑
稽

か
つ
﹁
諷
刺
﹂
的
な
作
品
で
あ
る
こ
と
を
読
者
に
印
象
づ
け
て
い
る
︒

次
に
想
起
さ
れ
る
作
品
と
し
て
︑
織
田
の
﹃
猿
飛
佐
助
﹄︵
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
阪

放
送
局
︑
一
九
四
五
・
一
・
三
〇
～
二
・
一
↓
﹁
新
潮
﹂
一
九
四
五
・
二
︑

﹁
新
文
学
﹂
一
九
四
五
・
三
︶
が
あ
げ
ら
れ
る
︒﹁
会
心
作
﹃
猿
飛
佐
助
﹄
の

作
中
人
物
︑
猿
飛
佐
助
と
三
好
清
海
入
道
を
登
場
せ
し
め
て
︑
主
人
公
の
活

躍
ぶ
り
を
援
護
さ
せ
て
い
る
﹂︵
青
山
前
掲
論
︶
の
で
あ
る
︒

ラ
ジ
オ
放
送
で
好
評
を
得
た
自
作
を
利
用
し
︑
雷
の
夫
婦
や
猿
飛
佐
助
が

登
場
す
る
荒
唐
無
稽
な
設
定
に
し
た
こ
と
は
︑
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
発
表
す
る

作
品
と
し
て
︑
子
ど
も
ま
で
含
め
た
幅
広
い
読
者
が
関
心
を
持
つ
内
容
に
す

る
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
︒
忍
術
あ
り
︑
言
葉
あ
そ
び
あ
り

の
自
由
な
世
界
を
︑
法
螺
話
を
楽
し
む
よ
う
に
受
け
取
ら
せ
よ
う
と
い
う
ね

ら
い
で
あ
る
︒

た
だ
︑
こ
れ
ら
は
ラ
ジ
オ
放
送
劇
﹃
夢
想
判
官
﹄
に
も
共
通
す
る
性
質
で

あ
っ
た
︒﹃
十
五
夜
物
語
﹄
の
独
自
性
は
︑
新
聞
小
説
を
始
め
る
に
あ
た
っ

て
︑
新
聞
小
説
自
体
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒

語
り
手
は
﹁
第
一
夜
﹂
で
︑﹁
新
聞
小
説
は
面
白
く
な
く
な
つ
た
と
は
近

頃
の
定
評
で
あ
る
﹂
と
断
じ
た
う
え
で
︑
次
の
よ
う
に
既
成
の
新
聞
小
説
を

批
判
し
︑
自
作
と
差
異
化
し
よ
う
と
す
る
︒

何
故
新
聞
小
説
が
面
白
く
な
く
な
つ
た
か
︱
︱
思
ふ
に
新
聞
小
説
の

主
人
公
は
近
頃
歴
史
上
の
余
り
に
も
有
名
な
人
物
が
多
す
ぎ
た
の
で
は

な
か
ら
う
か
︒︵
中
略
︶
次
に
近
頃
の
新
聞
小
説
に
は
︑
ま
た
か
と
思

ふ
程
︑
美
丈
夫
で
時
局
的
で
行
動
家
で
正
義
漢
で
︑
独
身
で
︑
自
分
で

は
異
性
に
心
を
ひ
か
れ
ぬ
癖
に
︑
異
性
か
ら
は
い
や
と
い
ふ
位
慕
は
れ

て
困
る
と
い
ふ
果
報
者
が
主
人
公
に
な
つ
て
ゐ
た
︒
か
う
い
ふ
修
身
の

教
科
書
み
た
い
な
鼻
持
ち
な
ら
ぬ
果
報
者
が
主
人
公
に
な
つ
て
︑
の
さ

ば
つ
て
ゐ
る
小
説
な
ぞ
如
何
に
作
者
が
努
力
し
て
も
面
白
く
な
る
筈
が

な
か
ら
う
︒

こ
こ
に
於
て
︑
私
は
些
か
趣
向
を
変
へ
て
︑
全
く
の
無
名
で
歴
史
の

教
科
書
に
も
修
身
の
教
科
書
に
は
出
て
ゐ
な
い
が
︑
極
め
て
風
変
り
で

あ
る
と
思
は
れ
る
人
物
を
書
か
う
と
思
ふ
︒

こ
こ
で
批
判
さ
れ
て
い
る
対
象
と
し
て
最
も
想
起
さ
れ
や
す
い
の
は
︑
吉

川
英
治
の
新
聞
小
説
で
あ
ろ
う
︒
吉
川
の
﹃
太
閤
記
﹄
が
︑﹃
十
五
夜
物
語
﹄

と
同
じ
新
聞
に
一
週
間
前
ま
で
連
載
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︵

︶
︒
織
田
も

12

﹃
太
閤
記
﹄
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
︑
青
山
光
二
に
宛
て
た
一
九
四
五
年

九
月
一
七
日
付
書
簡
に
﹁
今
︑
吉
川
英
治
の
太
閤
記
の
あ
と
を
大
阪
新
聞
に

書
い
て
い
る
﹂
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
︒

吉
川
は
敗
戦
の
日
を
境
に
筆
を
断
つ
︵

︶
︒
書
き
た
め
て
あ
っ
た
原
稿
に
よ
っ

13

て
﹁
産
業
経
済
︵
大
阪
︶
新
聞
﹂
で
は
八
月
二
九
日
ま
で
連
載
が
続
く
が
︑

三
〇
日
の
﹁
社
告
﹂
で
﹁
本
紙
連
載
小
説
﹁
太
閤
記
﹂
は
作
者
吉
川
英
治
氏

の
都
合
に
よ
り
当
分
休
載
致
し
ま
す
﹂
と
断
ら
れ
る
︒
そ
の
穴
を
埋
め
た
の

が
織
田
だ
っ
た
︒

一
般
に
新
聞
連
載
小
説
は
︑
直
前
に
連
載
さ
れ
て
い
た
作
品
と
の
関
係
を

無
視
で
き
な
い
︒
特
に
︑
前
の
作
品
が
有
名
で
︑
か
つ
唐
突
に
打
ち
切
ら
れ

た
場
合
︑
作
者
も
読
者
も
前
作
を
意
識
せ
ず
に
読
む
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
︒

織
田
の
小
説
は
︑
そ
う
し
た
前
の
作
品
の
余
韻
を
利
用
し
た
書
か
れ
方
を
し

5



て
い
る
の
で
あ
る
︒

吉
川
英
治
の
﹃
太
閤
記
﹄
は
︑
大
筋
で
は
一
般
的
な
﹃
太
閤
記
﹄
の
筋
を

踏
襲
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
戦
国
時
代
に
尾
張
に
生
ま
れ
た
日
吉
丸
が
︑

逆
境
を
乗
り
越
え
て
立
身
出
世
し
︑
豊
臣
秀
吉
と
し
て
天
下
人
に
な
る
物
語

で
あ
る
︒
た
だ
し
後
に
書
き
加
え
ら
れ
た
部
分
を
含
め
て
も
︑
秀
吉
が
関
白

に
就
く
一
五
八
五
︵
天
正
一
三
︶
年
ご
ろ
で
終
わ
っ
て
お
り
︑
朝
鮮
の
役
や

晩
年
の
話
は
語
ら
れ
な
い
︒
一
方
で
︑
小
説
は
﹁
日
本
の
天
文
五
年
は
︑
中

国
の
明
の
嘉
靖
十
五
年
の
時
に
あ
た
る
﹂
と
い
う
一
文
か
ら
始
ま
り
︑
序
盤

は
明
の
景
徳
鎮
で
陶
器
の
製
法
を
学
ん
で
い
た
五
郎
太
夫
の
話
が
主
で
︑
そ

の
息
子
が
日
吉
丸
の
幼
な
じ
み
に
な
り
︑
そ
の
後
も
た
び
た
び
登
場
す
る
と

い
う
設
定
が
加
わ
っ
て
い
る
︒
ゆ
え
に
尾
崎
秀
樹
が
言
う
よ
う
に
︵

︶
︑
吉
川
に

14

は
当
初
︑
大
陸
と
の
関
係
を
活
か
す
腹
案
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

当
時
の
読
者
も
︑
吉
川
﹃
太
閤
記
﹄
を
︑
同
じ
紙
面
で
連
日
報
道
さ
れ
る

日
中
戦
争
に
関
わ
る
記
事
と
重
ね
て
読
ん
だ
可
能
性
は
高
い
︒
連
載
中
の
紙

面
に
︑﹃
太
閤
記
﹄
を
戦
争
中
の
現
在
に
な
ぞ
ら
え
て
読
ま
せ
よ
う
と
す
る

文
脈
が
作
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
﹁
〝
太
閤
記
〟
愈
よ
佳
境

へ

元
旦
か
ら
﹃
秀
吉
篇
﹄﹂︵﹁
読
売
新
聞
﹂
一
九
三
九
・
一
二
・
二
五
︶
で

は
﹁
大
衆
文
壇
の
巨
豪
吉
川
英
治
氏
が
全
生
命
を
傾
倒
し
て
本
年
初
頭
よ
り

執
筆
連
載
中
の
名
作
﹁
太
閤
記
﹂
は
戦
時
下
の
英
雄
待
望
時
代
に
合
致
せ
る

国
民
皆
読
の
書
と
し
て
白
熱
的
賞
賛
を
受
け
て
居
り
ま
す
﹂
と
あ
る
︒
ま
た

﹁
太
閤
記

秀
吉
篇
︵
下
︶﹂︵﹁
読
売
新
聞
﹂
一
九
四
二
・
一
二
・
二
七
︶
の

﹁
作
者
の
こ
と
ば
﹂
で
は
﹁
い
ま
や
南
方
圏
の
皇
化
と
と
も
に
澎
湃
と
し
て

秀
吉
的
人
物
が
求
め
ら
れ
﹂
て
い
る
と
語
ら
れ
る
︒
一
九
四
四
年
一
一
月
二

三
日
の
﹁
読
売
報
知
﹂
と
﹁
大
阪
新
聞
﹂
に
は
︑﹁
待
望
の
巨
篇
再
登
場
﹂

と
し
て
﹁
大
東
亜
戦
争
正
に
天
王
山
の
戦
を
戦
ふ
時
巨
篇
﹁
太
閤
記
﹂
の
意

義
ま
た
大
な
り
と
確
信
す
る
﹂
と
あ
る
︒

も
と
も
と
吉
川
﹃
太
閤
記
﹄
は
︑
正
力
松
太
郎
が
﹁
ち
ょ
う
ど
︑
支
那
事

変
が
起
こ
っ
て
い
る
最
中
で
︑
日
本
軍
が
ど
ん
ど
ん
支
那
大
陸
に
攻
め
こ
ん

で
い
る
︒
国
中
が
︑
こ
の
事
変
で
︑
わ
き
返
っ
て
い
る
︒
い
ま
か
ら
幾
百
年

前
に
も
︑
こ
の
様
に
し
て
︑
支
那
大
陸
の
続
き
で
あ
る
朝
鮮
に
︑
秀
吉
が
無

理
矢
理
︑
攻
め
こ
ん
で
行
っ
た
︱
︱
と
思
い
つ
い
﹂
て
作
家
に
勧
め
た
こ
と

か
ら
生
ま
れ
た
と
い
う
︵

︶
︒
そ
う
し
た
経
緯
を
考
え
れ
ば
︑
読
売
新
聞
社
に

15

と
っ
て
右
の
よ
う
な
方
向
性
は
当
然
と
も
言
え
た
︒
同
新
聞
文
化
部
長
を
務

め
た
矢
沢
高
佳
は
︑﹁﹁
太
閤
記
﹂
の
な
い
明
日
︑
明
後
日
︑﹁
太
閤
記
﹂
の

な
い
戦
争
下
の
日
々
︑﹁
太
閤
記
﹂
の
な
い
読
売
︱
︱
誰
に
も
そ
ん
な
こ
と

は
あ
の
当
時
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
︒
困
苦
に
堪
え
︑
日
本
の
勝
利
の
た

め
に
︑
死
に
直
面
し
な
が
ら
日
々
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
職
場
に
挺
身
し
て
い
る
人

た
ち
の
た
め
に
︑
紙
面
の
ど
こ
か
に
﹁
太
閤
記
﹂
を
載
せ
な
け
れ
ば
︱
︱
そ

れ
が
読
売
全
体
の
底
を
流
れ
て
い
た
空
気
で
あ
り
︑
一
つ
の
見
え
ざ
る
執
念

で
も
あ
っ
た
﹂
と
回
想
し
て
い
る
︵

︶
︒
16

そ
れ
に
対
し
て
﹃
十
五
夜
物
語
﹄
に
は
︑
戦
国
時
代
の
後
に
︑
立
身
出
世

も
功
名
を
得
ら
れ
な
い
主
人
公
が
描
か
れ
て
い
る
︒
夢
想
判
官
の
登
場
は
︑

太
閤
没
後
の
関
ケ
原
の
戦
い
で
あ
る
︒
し
か
も
判
官
は
そ
の
戦
に
さ
え
間
に

合
わ
な
い
︒

こ
こ
で
判
官
に
戦
の
終
わ
り
を
告
げ
る
の
が
︑
新
免
︵
宮
本
︶
武
蔵
に
さ

れ
て
い
る
こ
と
も
見
過
ご
せ
な
い
︒
吉
川
英
治
の
﹃
宮
本
武
蔵
﹄︵﹁
朝
日
新

6



聞
﹂
一
九
三
五
・
八
・
二
三
～
一
九
三
九
・
七
・
一
一
︶
も
︑
昭
和
一
〇
年

代
に
絶
大
な
人
気
を
誇
っ
た
新
聞
小
説
だ
か
ら
で
あ
る
︒
こ
の
小
説
が
や
は

り
︑
関
ケ
原
の
戦
い
終
了
直
後
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
︒
つ
ま
り
﹃
十
五
夜
物

語
﹄
は
︑
武
蔵
を
登
場
さ
せ
て
い
る
ば
か
り
か
︑
冒
頭
場
面
も
吉
川
﹃
宮
本

武
蔵
﹄
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︵

︶
︒
17

だ
か
ら
こ
そ
︑﹃
十
五
夜
物
語
﹄
は
﹃
宮
本
武
蔵
﹄
か
ら
ず
れ
て
い
る
点

に
特
色
が
あ
る
︒
武
蔵
も
初
陣
が
関
ケ
原
の
戦
い
で
あ
り
︑
戦
国
時
代
に
間

に
合
っ
た
と
は
言
え
な
い
︒
が
︑
夢
想
判
官
は
さ
ら
に
︑
関
ケ
原
の
戦
場
に

さ
え
遅
刻
し
︑
そ
の
後
も
一
〇
年
間
放
浪
す
る
︒
こ
の
遅
れ
は
︑
武
力
に
よ

る
出
世
功
名
を
目
指
す
時
代
が
過
ぎ
去
っ
た
こ
と
を
印
象
づ
け
る
︒
つ
ま
り
︑

吉
川
英
治
の
著
名
な
新
聞
小
説
を
想
起
さ
せ
つ
つ
ず
ら
す
こ
と
で
︑
戦
時
下

に
ふ
さ
わ
し
い
剣
の
時
代
の
話
を
過
去
の
も
の
と
し
て
︑
こ
れ
か
ら
戦
後
の

話
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
読
者
に
伝
わ
る
よ
う
に
し
く
ま
れ
て
い
る

の
で
あ
る
︒

似
て
い
る
の
が
︑﹃
十
五
夜
物
語
﹄
と
同
時
期
に
連
載
さ
れ
て
い
た
大
佛

次
郎
﹃
丹
前
屏
風
﹄︵﹁
毎
日
新
聞
﹂
一
九
四
五
・
九
・
一
四
～
一
一
・
一

三
︶
で
あ
る
︒
一
篇
は
︑
傾
奇
者
と
し
て
名
高
い
前
田
慶
次
を
主
人
公
と
し

て
い
る
︒
し
か
し
慶
次
の
戦
国
時
代
に
お
け
る
活
躍
は
描
か
れ
な
い
︒
時
代

は
既
に
徳
川
の
世
で
︑
人
を
食
っ
た
飄
々
と
し
た
老
人
が
実
は
あ
の
慶
次
だ

と
わ
か
る
趣
向
に
な
っ
て
い
る
︒
一
九
四
五
年
九
月
に
︑
大
阪
と
東
京
で
︑

二
人
の
作
家
が
新
聞
小
説
の
素
材
に
ポ
ス
ト
戦
国
時
代
に
お
け
る
自
由
奔
放

な
主
人
公
を
選
ん
で
い
た
の
は
偶
然
で
は
あ
る
ま
い
︒
大
佛
は
後
に
﹁
敗
戦

で
︑
打
ち
の
め
さ
れ
た
状
態
に
居
る
中
に
︑
供
の
奴
を
従
え
て
往
来
を
六
法

を
踏
ん
で
歩
い
た
︑
こ
の
無
法
な
主
人
公
が
︑
私
に
は
気
に
入
っ
て
い
た
﹂

と
述
べ
て
い
る
︵

︶
︒
18

﹃
丹
前
屏
風
﹄
は
︑
新
聞
連
載
と
し
て
は
中
絶
し
て
し
ま
っ
た
︒
し
か
し

大
佛
は
後
に
︑
わ
ず
か
な
書
き
足
し
を
す
る
だ
け
で
短
篇
小
説
と
し
て
完
結

さ
せ
て
い
る
︒
そ
れ
が
可
能
だ
っ
た
の
は
︑
一
篇
が
時
代
小
説
と
し
て
一
つ

の
世
界
を
成
り
立
た
せ
て
お
り
︑
紙
面
か
ら
独
立
さ
せ
て
も
読
め
る
作
品
で

あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒

﹃
十
五
夜
物
語
﹄
も
︑
そ
れ
自
体
を
荒
唐
無
稽
で
滑
稽
な
作
品
と
し
て
評

価
し
う
る
こ
と
は
︑
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
﹃
笑
い

日
本
文
学
に
お
け
る
美
と
情

念
の
流
れ
﹄︵
現
代
思
潮
社
︑
一
九
七
三
・
六
︶
に
収
録
さ
れ
て
い
る
事
実

が
示
し
て
い
る
︒
が
︑
そ
の
﹁
諷
刺
的
作
品
﹂
と
し
て
の
魅
力
を
探
る
た
め

に
は
︑
語
り
の
構
造
を
ふ
り
返
っ
た
う
え
で
︑
一
九
四
五
年
九
月
に
お
け
る

新
聞
紙
面
に
置
き
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

四

夢
想
判
官
の
相
対
化

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
︑
夢
想
判
官
の
物
語
は
︑
直
接
的
に
は
語
ら
れ
な

い
︒
語
り
手
が
こ
の
小
説
を
作
っ
て
い
く
場
も
小
説
の
一
部
に
し
て
い
る
︒

﹁
第
十
夜
﹂
で
は
︑﹁
こ
の
物
語
の
連
載
が
始
ま
つ
て
間
も
な
く
︑
読
者
か

ら
極
め
て
風
変
り
な
手
紙
が
二
通
来
た
﹂
と
し
て
︑﹁
読
者
﹂
の
手
に
よ
る

言
説
ま
で
出
て
く
る
︒
一
通
は
﹁
十
五
夜
物
語
を
読
ん
で
ゐ
る
者
で
す
︒
正

直
に
い
つ
て
あ
の
小
説
は
感
心
し
ま
せ
ん
﹂
と
し
て
文
章
の
欠
陥
を
指
摘
し
︑

﹁
八
千
万
総
ザ
ン
ゲ
の
今
日
貴
下
も
少
し
は
反
省
し
て
貰
ひ
た
い
﹂
と
批
判

す
る
﹁
き
び
し
い
手
紙
﹂︒
も
う
一
通
は
︑
題
名
を
﹁
十
六
夜
日
記
﹂
と
間
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違
え
た
あ
げ
く
﹁
金
子
五
百
金
お
貸
し
下
さ
い
ま
せ
ん
か
﹂
と
依
頼
す
る

﹁
虫
の
よ
い
手
紙
﹂
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
な
手
紙
が
︑
現
実
に
読
者
か
ら
織
田
の
も
と
へ
届
い
た
の
か
ど

う
か
は
わ
か
ら
な
い
︒
が
︑
重
要
な
こ
と
は
︑
作
品
内
に
夢
想
判
官
の
話
と

は
別
に
︑﹁
作
者
﹂
と
﹁
読
者
﹂
と
が
接
す
る
場
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
︒
し
か
も
︑
そ
の
場
で
は
﹁
こ
の
や
う
な
手
紙
が
来
る
所
を
見
る
と
︑

ど
う
も
こ
の
物
語
は
失
敗
ら
し
い
︒
何
だ
か
そ
ん
な
や
う
な
気
が
す
る
︒
例

へ
ば
昨
夜
の
く
だ
り
な
ん
か
な
つ
ち
や
ゐ
な
い
︒
作
者
も
ほ
と
ほ
と
不
満
足

で
あ
る
﹂
と
こ
ぼ
さ
れ
る
︒
語
り
の
場
が
際
立
つ
こ
と
で
︑
夢
想
判
官
の
話

は
感
情
移
入
の
対
象
と
い
う
よ
り
︑
距
離
を
置
い
て
読
ま
れ
る
よ
う
に
方
向

づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︵

︶
︒
19

主
人
公
は
共
感
を
呼
ぶ
の
で
は
な
く
︑
遠
く
か
ら
笑
わ
れ
る
対
象
と
し
て

造
型
さ
れ
て
い
る
︒
だ
か
ら
﹃
十
五
夜
物
語
﹄
で
は
︑
戦
闘
場
面
の
描
写
も

﹃
宮
本
武
蔵
﹄
と
ち
が
っ
て
淡
泊
で
あ
る
︒﹁
最
後
の
夜
﹂
の
雲
風
群
東
次
と

の
斬
り
合
い
に
し
て
も
︑
一
文
で
決
着
が
つ
い
て
し
ま
う
︒
一
方
で
︑
語
り

手
は
﹁
思
へ
ば
こ
の
物
語
も
い
よ
い
よ
最
後
の
夜
に
到
つ
て
︑
わ
が
夢
想
判

官
の
山
賊
退
治
と
い
ふ
勇
ま
し
い
場
面
に
な
つ
た
こ
と
を
︑
作
者
は
読
者
と

共
に
喜
び
た
い
﹂
な
ど
と
︑
く
だ
く
だ
と
語
る
︒

さ
ら
に
︑
判
官
の
姿
は
末
尾
で
雷
の
雷
子
に
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
︒

か
く
て
会
議
山
の
山
賊
は
一
人
残
ら
ず
平
げ
ら
れ
て
し
ま
つ
た
︒

雷
子
は
そ
の
一
部
始
終
を
遠
眼
鏡
で
覗
い
て
ゐ
た
が
︑
騒
ぎ
が
収
ま

る
と
︑
急
に
大
き
な
欠
伸
を
し
て
︑

﹁
あ
ー
あ
︑
人
間
と
い
ふ
も
の
は
何
を
好
ん
で
あ
ん
な
血
な
ま
ぐ
さ
い

喧
嘩
を
す
る
ん
だ
ら
う
︒
人
間
つ
て
詰
ら
な
い
も
の
だ
ね
え
︒﹂

さ
う
言
ひ
な
が
ら
︑
ご
ろ
り
と
横
に
な
る
と
︑
や
が
て
寝
入
つ
て
し

ま
つ
た
︒

雷
子
の
台
詞
は
︑
明
ら
か
に
戦
争
を
愚
か
な
も
の
と
し
て
批
判
し
て
い
る
︒

シ
ナ
リ
オ
原
稿
﹃
夢
想
判
官

第
二
夜
﹄
は
︑
判
官
が
大
坂
の
陣
で
西
軍
に

属
し
︑
東
軍
に
立
ち
向
か
っ
て
い
く
場
面
で
終
わ
り
︑
雷
の
夫
婦
は
末
尾
に

は
出
て
こ
な
い
︒
ま
た
︑﹃
十
五
夜
物
語
﹄
が
単
行
本
﹃
猿
飛
佐
助
﹄
に
収

録
さ
れ
た
際
に
︑
初
出
本
文
と
の
間
に
異
同
は
少
な
い
が
︑
末
尾
の
み
﹁
そ

の
後
の
判
官
主
従
に
つ
い
て
は
知
る
所
は
な
い
︒
知
る
必
要
も
な
い
︒﹂
と

い
う
一
文
が
付
け
加
わ
っ
て
い
る
︒
こ
う
し
た
一
連
の
結
末
部
分
の
改
変
は
︑

夢
想
判
官
へ
の
感
情
移
入
を
妨
げ
︑
人
間
同
士
の
争
い
を
俯
瞰
す
る
見
方
へ

読
者
を
誘
っ
て
い
る
と
言
え
る
︒

つ
ま
り
︑﹃
十
五
夜
物
語
﹄
は
ポ
ス
ト
戦
国
時
代
を
舞
台
に
︑
武
力
に
よ

る
出
世
功
名
を
求
め
る
主
人
公
を
滑
稽
な
夢
想
家
と
し
て
描
い
て
い
る
︒
そ

の
意
味
で
戦
後
に
ふ
さ
わ
し
い
作
品
で
あ
っ
た
︒
冒
頭
と
末
尾
に
﹁
人
間

界
﹂
か
ら
離
れ
た
雷
の
世
界
を
設
定
し
︑
さ
ら
に
こ
の
小
説
を
作
っ
て
い
る

楽
屋
裏
を
描
く
こ
と
は
︑
戦
争
を
﹁
諷
刺
﹂
す
る
ね
ら
い
と
連
動
し
て
い
た

の
で
あ
る
︒

五

敗
戦
直
後
の
紙
面
の
な
か
で

﹁
諷
刺
的
作
品
﹂
と
し
て
の
読
み
を
誘
う
箇
所
は
︑
末
尾
以
外
に
も
確
認

で
き
る
︒

た
と
え
ば
﹁
第
十
一
夜
﹂
で
︑
三
好
清
海
入
道
は
︑
侍
を
や
め
た
理
由
の
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第
一
に
﹁
侍
だ
け
が
あ
た
か
も
特
別
の
人
間
で
あ
る
か
の
如
く
︑
そ
の
特
権

を
振
り
は
ま
し
て
来
た
﹂
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
︒
こ
れ
が
軍
人
の
横
暴
を
示

し
て
い
る
こ
と
は
見
や
す
い
︒
先
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
シ
ナ
リ
オ
原
稿
﹃
夢

想
判
官
﹄
で
は
︑
判
官
が
出
く
わ
す
あ
ば
ら
屋
で
笛
を
吹
い
て
い
た
男
は
三

好
で
は
な
く
島
左
近
で
あ
っ
た
︒
島
は
主
君
の
石
田
三
成
が
捕
ら
わ
れ
た
ゆ

え
に
﹁
潔
よ
く
切
腹
﹂
す
る
︒
あ
く
ま
で
武
士
道
を
貫
こ
う
と
す
る
島
か
ら
︑

武
器
を
捨
て
て
侍
を
や
め
た
三
好
へ
︒
こ
の
変
更
も
ま
た
︑
織
田
が
一
篇
を

戦
後
の
物
語
と
し
て
書
い
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒

ま
た
︑
当
時
の
新
聞
紙
面
に
対
応
し
た
部
分
も
あ
る
︒﹁
家
老
の
穴
山
権

右
衛
門
は
お
の
れ
の
私
腹
を
肥
や
す
た
め
に
︑
苛
酷
こ
の
上
も
な
い
取
立
て

を
行
つ
て
﹂﹁
今
や
人
民
は
餓
死
を
待
つ
許
り
﹂
だ
が
﹁
箝
口
令
を
発
し
て
︑

政
道
に
つ
い
て
の
一
切
の
不
平
︑
発
言
︑
献
策
を
禁
じ
﹂
て
い
る
︵
第
六

夜
︶
と
か
︑﹁
こ
の
土
地
の
役
人
共
は
雲
風
群
東
次
か
ら
掠
奪
品
の
裾
分
け

を
貰
つ
て
ゐ
る
の
で
︑
見
て
見
ぬ
振
り
を
し
て
ゐ
る
ば
か
り
か
︑
彼
等
の
城

主
に
は
こ
と
の
一
切
を
隠
し
て
雲
風
の
ク
の
字
も
い
は
な
い
﹂︵
第
十
四
夜
︶

と
か
い
っ
た
叙
述
は
︑﹁
産
業
経
済
︵
大
阪
︶
新
聞
﹂
の
投
書
欄
﹁
拡
声
器
﹂

の
内
容
に
近
い
︒
一
九
四
五
年
九
月
三
〇
日
の
﹁
拡
声
器
﹂
で
は
︑﹁
九
月

の
〝
拡
声
〟﹂
と
し
て
︑
新
聞
社
編
集
部
に
よ
っ
て
投
書
の
傾
向
が
分
析
さ

れ
て
い
る
︒
そ
こ
で
は
﹁
寄
せ
ら
れ
た
言
葉
の
う
ち
首
位
を
占
め
る
も
の
は

矢
張
り
大
衆
の
日
常
生
活
関
係
そ
れ
も
食
糧
の
問
題
を
最
多
と
す
る
が
︑
特

に
戦
時
中
に
お
け
る
担
当
官
僚
︑
統
制
関
首
脳
部
の
横
暴
と
不
正
行
為
に
対

す
る
剔
扶
暴
露
と
そ
れ
ら
の
退
陣
を
迫
る
も
の
が
圧
倒
的
に
多
い
︑
末
端
配

給
期
間
の
情
実
販
売
︑
横
流
し
︑
業
務
上
の
横
領
な
ど
も
少
く
な
く
︑
終
戦

時
に
お
け
る
特
配
物
資
に
対
す
る
町
会
役
員
の
不
正
行
為
糾
弾
も
相
当
数
に

上
り
現
役
員
総
退
陣
の
強
硬
論
も
見
ら
れ
た
﹂
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
︒

さ
ら
に
﹁
第
十
四
夜
﹂
に
は
︑
語
り
手
が
﹁
こ
の
自
称
天
下
無
二
斎
は
身

体
こ
そ
よ
ぼ
よ
ぼ
で
は
あ
つ
た
が
︑
精
神
ま
で
も
よ
ぼ
よ
ぼ
に
は
な
つ
て
ゐ

な
か
つ
た
か
ら
︑
彼
の
言
は
あ
た
か
も
尾
崎
行
雄
さ
ん
の
言
の
如
く
︑
ま
こ

と
に
聴
く
べ
き
も
の
が
多
い
﹂
と
述
べ
る
部
分
が
あ
る
︒
尾
崎
行
雄
は
当
時
︑

敗
戦
後
の
混
乱
の
な
か
で
改
め
て
脚
光
を
浴
び
て
い
た
︒﹁
朝
日
新
聞
﹂
大

阪
版
は
︑﹁
正
邪
を
識
れ

咢
堂
翁
記
者
団
に
語
る
﹂︵
一
九
四
五
・
九
・

四
︶
や
﹁
武
力
背
景
の
講
話
拒
絶

首
相
宮
へ
尾
崎
行
雄
氏
の
意
見
書
﹂

︵
一
九
四
五
・
九
・
八
︶
と
い
っ
た
記
事
で
︑
尾
崎
が
精
力
的
に
政
治
活
動

を
再
開
し
た
こ
と
を
報
じ
て
い
た
︒﹁
第
十
四
夜
﹂
掲
載
の
前
日
に
あ
た
る

同
月
一
七
日
の
﹁
産
業
経
済
︵
大
阪
︶
新
聞
﹂
で
も
︑﹁
新
日
本
へ
の
提
言

︵
七
︶
政
治
﹂
に
お
い
て
﹁
尾
崎
は
軍
閥
︑
官
僚
の
嵐
の
中
を
終
始
一
貫
民

権
護
持
の
た
め
に
独
り
闘
つ
て
き
た
︑
特
に
最
近
に
お
け
る
〝
陸
海
軍
大
臣

を
文
官
に
し
内
閣
以
外
に
お
い
て
行
動
す
べ
し
〟
と
の
持
論
を
も
つ
て
権
力

に
食
ひ
下
が
つ
た
の
で
あ
る
が
︑
時
の
流
は
如
何
に
せ
ん
︑
尾
崎
的
政
治
は

終
に
顧
り
み
ら
れ
な
か
つ
た
﹂
と
い
う
記
事
が
載
っ
て
い
た
︒

つ
ま
り
﹁
尾
崎
行
雄
﹂
へ
の
言
及
は
︑
こ
の
時
期
の
報
道
記
事
に
対
応
し

た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
も
っ
と
も
︑
こ
れ
ら
の
報
道
記
事
と
小
説
と

で
は
︑
尾
崎
の
取
り
あ
げ
方
に
温
度
差
が
あ
る
︒﹃
十
五
夜
物
語
﹄
全
体
の

﹁
諷
刺
﹂
的
構
成
と
引
用
し
た
一
節
の
よ
う
な
唐
突
な
言
及
か
ら
は
︑
尾
崎

そ
の
人
を
か
ら
か
う
意
図
は
な
い
に
せ
よ
︑
戦
後
に
な
っ
て
急
に
尾
崎
を
担

ぎ
出
し
た
メ
デ
ィ
ア
を
揶
揄
し
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
の
で
あ
る
︒
語
り
手
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の
言
葉
と
し
て
は
︑﹁
第
十
二
夜
﹂
の
﹁
世
間
に
は
空
約
束
で
ぎ
り
ぎ
り
ま

で
引
つ
張
つ
て
置
い
て
い
ざ
と
い
ふ
時
に
約
束
を
破
つ
た
あ
げ
く
︑
お
前
の

方
が
悪
い
な
ど
と
逆
ね
ぢ
を
食
は
す
や
う
な
人
が
多
い
の
で
油
断
な
ら
な

い
﹂
と
い
う
︑
判
官
と
三
蔵
と
の
や
り
と
り
の
間
に
唐
突
に
挟
ま
れ
る
主
張

も
︑
八
月
一
五
日
を
境
に
論
調
を
一
変
さ
せ
た
メ
デ
ィ
ア
を
当
て
こ
す
っ
て

い
る
よ
う
に
読
め
る
だ
ろ
う
︒

こ
の
よ
う
に
︑
創
作
欄
は
紙
面
の
他
の
記
事
と
関
わ
り
な
が
ら
︑
ず
れ
て

も
い
る
︒
し
か
し
そ
の
よ
う
な
ず
れ
が
︑
常
に
作
品
の
﹁
諷
刺
﹂
性
を
効
果

的
に
す
る
方
向
に
働
い
た
わ
け
で
は
な
い
︒

た
と
え
ば
連
載
前
日
に
当
た
る
一
九
四
五
年
九
月
四
日
の
﹁
産
業
経
済

︵
大
阪
︶
新
聞
﹂
に
は
︑﹁
捨
て
よ
甘
い
考
へ

飢
餓
地
獄
も
夢
で
な
い
﹂

﹁
備
へ
よ
冬
将
軍
に

困
難
な
薪
炭
事
情
を

横
山
大
阪
府
林
業
課
長
に
訊

く
﹂﹁
簡
単
な
﹃
草
﹄
の
食
べ
方

食
糧
自
給
は
草
類
か
ら

家
庭
で
も
出

来
る
繊
維
の
抜
き
取
り
﹂
と
い
っ
た
記
事
が
並
ん
で
い
た
︒
同
五
日
︑﹁
第

一
夜
﹂
と
同
じ
面
に
は
︑
原
爆
の
脅
威
を
伝
え
る
﹁
人
類
の
敵
〝
原
子
爆

弾
〟﹂
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
︒
あ
る
い
は
同
七
日
︑﹃
十
五
夜
物
語
﹄
の
﹁
第

三
夜
﹂
と
同
じ
面
に
は
﹁
進
駐
軍
と
地
元
民
心
得
帖
﹂
と
し
て
﹁
理
不
尽
な

要
求

断
固
拒
否
せ
よ

女
の
服
装
は
モ
ン
ペ
姿
が
最
良
﹂﹁
大
声
で
近
隣

に
救
援

反
撥
抗
争
で
免
れ
た
例

米
兵
の
暴
行
﹂
と
い
っ
た
記
事
が
載
っ

て
い
た
︒
同
八
日
﹁
第
四
夜
﹂
の
真
下
に
は
﹁
イ
ン
フ
レ
問
題
﹂
に
つ
い
て

﹁
金
融
界
証
券
界
第
一
線
に
活
躍
せ
ら
る
る
権
威
者
﹂
た
ち
に
よ
る
座
談
会

﹁
戦
後
の
経
済
を
語
る
﹂
が
載
り
︑
以
後
こ
の
座
談
会
は
﹁
最
後
の
夜
﹂
ま

で
一
貫
し
て
﹃
十
五
夜
物
語
﹄
に
接
し
て
掲
載
さ
れ
続
け
た
︒
こ
の
よ
う
な

社
会
状
況
を
反
映
し
た
紙
面
の
な
か
で
︑
連
載
開
始
の
﹁
第
一
夜
﹂
で
雷
の

雷
助
に
﹁
下
界
に
は
変
つ
た
話
も
な
い
﹂
と
言
い
放
た
せ
る
現
実
離
れ
し
た

小
説
は
︑
軽
佻
浮
薄
だ
と
受
け
取
ら
れ
て
も
仕
方
が
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒

た
し
か
に
﹃
十
五
夜
物
語
﹄
に
は
︑
敗
戦
か
ら
占
領
へ
と
事
態
が
着
々
と

進
行
す
る
な
か
で
︑
そ
の
よ
う
な
﹁
人
間
﹂
の
営
み
全
体
を
俯
瞰
す
る
目
が

存
在
す
る
︒
目
前
の
現
実
に
と
ら
わ
れ
な
い
︑
悩
み
を
笑
い
飛
ば
す
自
由
な

視
座
を
提
示
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
︑﹁
新
聞
小
説
の
常
識
﹂
を
破
ろ
う

と
し
た
意
欲
作
だ
と
は
言
え
よ
う
︒
が
︑
現
実
の
不
安
と
困
難
で
埋
め
尽
く

さ
れ
た
当
時
の
深
刻
な
新
聞
紙
面
に
は
そ
ぐ
わ
ず
︑
空
回
り
し
て
い
る
面
は

否
定
で
き
な
い
︒
物
資
不
足
で
二
頁
し
か
な
か
っ
た
当
時
の
狭
隘
な
新
聞
紙

で
は
︑
小
説
に
紙
面
を
割
く
こ
と
自
体
が
た
め
ら
わ
れ
て
も
不
思
議
で
は
な

か
っ
た
︒
そ
う
し
た
時
期
に
︑
紙
面
の
現
実
を
軽
視
す
る
か
の
よ
う
な
作
品

が
︑
編
集
部
で
評
判
が
悪
か
っ
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
︒

む
ろ
ん
織
田
も
そ
れ
は
承
知
で
︑
一
五
回
と
い
う
制
限
さ
れ
た
枠
の
な
か

で
試
み
た
﹁
形
式
﹂
の
実
験
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
ふ
り
返
れ
ば
︑﹃
十

五
夜
物
語
﹄
に
は
﹁
風
変
り
﹂
と
い
う
語
が
頻
出
す
る
︒
冒
頭
で
雷
助
は
佐

助
と
夢
想
判
官
を
﹁
風
変
り
な
人
間
﹂
と
し
て
紹
介
し
︑
三
蔵
も
﹁
風
変
り

な
馬
方
﹂
で
︑
三
好
も
﹁
風
変
り
﹂
な
人
物
と
し
て
登
場
す
る
︒
そ
も
そ
も

﹁
作
者
﹂
は
冒
頭
で
﹁
極
め
て
風
変
り
で
あ
る
と
思
は
れ
る
人
物
﹂
を
書
く

と
宣
言
し
て
い
た
し
︑﹁
読
者
﹂
か
ら
も
﹁
風
変
り
﹂
な
手
紙
が
届
く
︒
こ

の
よ
う
に
語
り
の
場
に
ま
で
お
よ
ぶ
﹁
風
変
り
﹂
な
設
定
が
︑﹁
諷
刺
的
﹂

で
﹁
自
由
﹂
な
小
説
の
基
盤
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
︒

し
か
し
重
要
な
こ
と
は
︑﹁
風
変
り
﹂
な
人
物
に
興
味
を
も
っ
て
遠
眼
鏡
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で
判
官
を
見
て
い
た
雷
子
が
︑
末
尾
で
﹁
人
間
と
い
ふ
も
の
は
⁝
﹂﹁
人
間

つ
て
⁝
﹂
と
愛
想
を
尽
か
す
こ
と
で
あ
る
︒
こ
こ
に
は
も
う
︑
判
官
を
他
の

人
物
よ
り
﹁
風
変
り
﹂
だ
と
評
価
す
る
視
線
は
存
在
し
な
い
︒
判
官
も
愚
か

な
﹁
人
間
﹂
の
一
人
に
過
ぎ
な
い
︒
従
来
の
新
聞
小
説
に
は
な
い
﹁
風
変

り
﹂
な
主
人
公
を
書
く
︑
と
い
う
﹁
作
者
﹂
の
ね
ら
い
は
最
後
ま
で
貫
き
通

さ
れ
て
は
い
な
い
︒
そ
の
こ
と
は
途
中
で
﹁
ど
う
も
こ
の
物
語
は
失
敗
ら
し

い
﹂
と
書
い
て
い
た
彼
に
も
半
ば
自
覚
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
︒
つ
ま
り

﹃
十
五
夜
物
語
﹄
は
︑﹁
風
変
り
﹂
な
主
人
公
に
よ
る
新
し
い
新
聞
小
説
を
書

こ
う
と
し
た
﹁
作
者
﹂
が
失
敗
す
る
話
な
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
な
小
説
の
構
造
は
︑
織
田
が
半
年
後
に
書
い
た
新
聞
小
説
﹃
そ

れ
で
も
私
は
行
く
﹄
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
︒
作
中
作
家
﹁
小
田
策
之
助
﹂

は
現
実
の
事
件
を
そ
の
ま
ま
小
説
に
し
よ
う
と
試
み
る
︒
し
か
し
自
分
の
知

ら
な
か
っ
た
人
物
が
事
件
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
を
教
え
ら

れ
︑﹁
現
実
を
甘
く
見
て
ゐ
た
こ
の
小
説
家
は
︑
は
つ
と
水
を
浴
び
せ
か
け

ら
れ
﹂
る
︒
た
だ
し
小
説
全
体
と
し
て
は
︑
そ
の
よ
う
な
作
中
作
家
の
失
敗

を
通
じ
て
︑
複
雑
な
現
実
を
言
葉
に
よ
っ
て
写
し
取
る
こ
と
の
困
難
に
つ
い

て
︑
創
作
欄
以
外
の
紙
面
を
含
め
て
読
者
の
再
考
を
促
す
と
い
う
構
造
を
成

り
立
た
せ
て
い
る
︵

︶
︒
20

﹃
十
五
夜
物
語
﹄
は
︑
新
し
い
新
聞
小
説
の
主
人
公
像
の
提
示
に
失
敗
す

る
新
聞
小
説
で
あ
っ
た
︒
戦
後
に
は
従
来
と
は
異
な
る
理
想
像
が
求
め
ら
れ

る
こ
と
を
訴
え
な
が
ら
も
︑
そ
の
像
は
す
ぐ
に
は
見
出
せ
な
い
こ
と
が
示
さ

れ
る
︒
そ
し
て
単
行
本
収
録
時
に
﹁
形
式
の
自
由
﹂
へ
の
再
挑
戦
を
語
っ
た

織
田
は
︑
こ
の
後
に
書
い
た
新
聞
小
説
で
は
主
人
公
ら
し
い
主
人
公
を
書
か

な
く
な
っ
て
い
く
︒﹃
そ
れ
で
も
私
は
行
く
﹄
の
主
人
公
で
あ
る
梶
鶴
雄
は

次
第
に
物
語
の
後
景
へ
と
退
い
て
い
く
し
︑﹃
土
曜
夫
人
﹄︵﹁
読
売
新
聞
﹂

一
九
四
六
・
八
・
三
一
～
一
二
・
六
︶
で
は
多
様
な
登
場
人
物
に
つ
い
て

﹁
彼
等
は
み
ん
な
主
人
公
﹂
で
あ
り
﹁
同
時
に
ま
た
︑
こ
の
人
物
だ
け
が
と

く
に
主
人
公
だ
と
い
ふ
こ
と
は
出
来
な
い
﹂
と
語
ら
れ
る
︒
標
的
は
人
物
か

ら
世
相
へ
と
移
る
︒
そ
の
世
相
を
描
く
た
め
に
︑
改
め
て
新
聞
と
い
う
媒
体

を
積
極
的
に
利
用
し
て
い
っ
た
形
跡
が
あ
る
︒
そ
の
具
体
的
な
あ
り
よ
う
に

つ
い
て
は
︑
別
稿
を
踏
ま
え
つ
つ
︵

︶
︑
さ
ら
に
今
後
の
考
察
で
明
ら
か
に
し
て

21

い
き
た
い
︒

注︵
�
︶

か
つ
て
こ
の
小
説
は
﹁
大
阪
新
聞
﹂
に
連
載
さ
れ
た
と
見
な
さ
れ
て
き
た
︒

し
か
し
山
内
乾
史
﹁
織
田
作
之
助
著
述
一
覧
稿
︵
Ⅳ
︶﹂︵﹁
近
代
﹂
一
九
九

七
・
三
︶
に
よ
っ
て
﹁
産
業
経
済
新
聞
﹂
に
連
載
さ
れ
た
と
訂
正
さ
れ
た
︒

た
だ
こ
の
時
期
の
当
該
の
新
聞
は
︑
両
社
の
区
別
が
困
難
で
あ
る
こ
と
も
事

実
で
あ
る
︒
一
九
四
五
年
三
月
一
三
日
の
大
阪
市
へ
の
空
襲
に
よ
り
﹁
曾
根

崎
に
あ
る
大
阪
新
聞
の
社
屋
は
︑
奇
跡
的
に
無
傷
だ
っ
た
︒
だ
が
︑
江
戸
堀

の
産
業
経
済
新
聞
社
は
全
焼
し
た
︒
そ
の
日
か
ら
︑
産
業
経
済
新
聞
の
ス

タ
ッ
フ
は
大
阪
新
聞
社
に
移
り
︑
共
同
で
新
聞
の
製
作
に
当
た
っ
た
﹂︵﹃
大

阪
新
聞

周
年
記
念
誌
﹄
大
阪
新
聞
社
︑
一
九
九
七
・
一
二
︶︒
産
業
経
済

75

新
聞
社
と
大
阪
新
聞
社
の
連
名
に
よ
る
﹁
社
告
﹂︵
一
九
四
五
・
七
・
六
︶

に
は
︑﹁
従
来
各
戸
配
布
し
て
を
り
ま
し
た
大
阪
新
聞
﹂
は
本
日
よ
り
﹁
産

業
経
済
新
聞
﹂
に
合
同
︑
同
紙
を
配
達
致
し
ま
す
︒
尚
大
阪
新
聞
夕
刊
は
戦

時
判
型
を
以
て
従
来
通
り
立
売
発
行
し
て
を
り
ま
す
﹂
と
あ
る
︒
以
来
一
〇

月
一
日
ま
で
﹁
産
業
経
済
新
聞
﹂
の
題
字
の
下
に
横
書
き
で
小
さ
く
﹁
大
阪

11



新
聞
﹂
と
記
さ
れ
た
新
聞
が
発
行
さ
れ
て
い
た
︒
し
た
が
っ
て
本
論
で
は

﹁
産
業
経
済
︵
大
阪
︶
新
聞
﹂
と
表
記
す
る
︒

︵
�
︶

た
だ
し
﹃
鞍
馬
天
狗
敗
れ
ず
﹄
は
︑
同
時
期
に
連
載
を
始
め
た
﹁
佐
賀
新

聞
﹂
以
外
の
地
方
紙
で
は
八
月
一
五
日
前
後
で
中
絶
し
て
い
る
︒
内
海
孝

﹁
解
説

大
佛
次
郎
と
居
留
地
の
発
見
︱
︱
な
ぜ
横
浜
居
留
地
を
舞
台
に
登

場
さ
せ
た
の
か
︱
︱
﹂︵﹃
大
佛
次
郎
セ
レ
ク
シ
ョ
ン

鞍
馬
天
狗
敗
れ
ず
﹄

未
知
谷
︑
二
〇
〇
九
・
九
︶
参
照
︒

︵
�
︶

高
木
健
夫
編
﹃
新
聞
小
説
史
年
表
﹄︵
国
書
刊
行
会
︑
一
九
九
六
・
一
︶

に
よ
れ
ば
︑
一
九
四
五
年
八
月
か
ら
書
か
れ
始
め
た
新
聞
小
説
は
な
く
︑
九

月
か
ら
書
か
れ
た
の
は
大
佛
次
郎
﹁
日
本
の
門
出
﹂︵﹁
東
京
新
聞
﹂
一
九
四

五
・
九
・
九
～
一
一
︶
お
よ
び
﹃
丹
前
屏
風
﹄︵﹁
毎
日
新
聞
﹂
一
九
四
五
・

九
・
一
四
～
一
一
・
一
三
︶︑
山
手
樹
一
郎
﹃
明
治
元
年
﹄︵﹁
中
部
日
本
新

聞
﹂
一
九
四
五
・
九
・
一
八
～
一
二
・
八
︶
で
あ
る
︒
い
ず
れ
も
﹃
十
五
夜

物
語
﹄
よ
り
開
始
は
遅
く
︑﹁
日
本
の
門
出
﹂
は
大
佛
次
郎
﹃
終
戦
日
記
﹄

︵
文
春
文
庫
︑
二
〇
〇
七
・
七
︶
に
﹁
エ
ッ
セ
イ
﹂
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
︑
小
説
で
は
な
い
︒

︵
�
︶
﹁
終
戦
直
後
の
金
木
町
に
て
﹂︵﹁
東
北
文
学
﹂
一
九
四
八
・
八
︶︒
新
聞
小

説
と
し
て
の
﹃
パ
ン
ド
ラ
の
匣
﹄
に
つ
い
て
は
︑
拙
稿
﹁﹁
河
北
新
報
﹂
の

な
か
の
﹃
パ
ン
ド
ラ
の
匣
﹄﹂︵﹁
太
宰
治
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
﹂
二
〇
一
四
・
六
︶

を
参
照
さ
れ
た
い
︒

︵
�
︶
﹁﹃
パ
ン
ド
ラ
の
匣
﹄
に
つ
い
て
﹂︵
太
宰
治
﹃
パ
ン
ド
ラ
の
匣
﹄
旺
文
社

文
庫
︑
一
九
七
二
・
九
︶

︵
�
︶
﹁
作
品
解
題
﹂︵﹃
定
本
織
田
作
之
助
全
集

第
五
巻
﹄
文
泉
堂
出
版
︑
一

九
九
五
・
三
︶

︵
�
︶

新
聞
社
が
こ
の
時
期
に
織
田
に
白
羽
の
矢
を
立
て
た
の
も
︑
戦
時
中
に
突

発
的
な
連
載
小
説
の
空
白
期
間
を
穴
埋
め
し
た
実
績
を
買
っ
た
た
め
で
あ
ろ

う
︒
一
九
四
三
年
四
月
二
二
日
の
﹁
大
阪
新
聞
﹂
で
は
︑
中
野
実
﹃
戦
士
の

譜
﹄
が
﹁
次
の
朝
刊
小
説
﹂
と
し
て
告
知
さ
れ
て
い
る
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑

五
月
一
日
か
ら
連
載
さ
れ
た
の
は
織
田
の
﹃
清
楚
﹄
で
あ
っ
た
︒
連
載
中
の

五
月
二
三
日
に
は
﹁
次
の
朝
刊
小
説
﹂
の
欄
に
﹁
先
に
中
野
実
氏
に
委
嘱
し

た
﹁
戦
士
の
譜
﹂
は
同
氏
の
良
心
的
な
希
求
に
よ
つ
て
︑
暫
く
延
期
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
の
で
︑
そ
れ
に
代
つ
て
︑
北
村
小
松
氏
の
小
説
﹁
大
道
﹂

を
掲
出
い
た
し
ま
す
﹂
と
あ
り
︑
中
野
の
謝
罪
の
言
葉
が
載
っ
て
い
る
︒

﹃
大
道
﹄
は
︑﹃
清
楚
﹄
が
終
了
し
た
翌
日
︵
五
月
三
〇
日
︶
か
ら
始
ま
る
︒

つ
ま
り
﹃
戦
士
の
譜
﹄
が
予
定
ど
お
り
連
載
で
き
ず
︑
代
役
の
目
処
も
立
っ

て
い
な
か
っ
た
時
期
を
織
田
の
﹃
清
楚
﹄
が
埋
め
た
と
推
定
で
き
る
︒

︵
	
︶

大
谷
晃
一
﹃
織
田
作
之
助
︱
︱
生
き
愛
し
書
い
た
﹄︵
沖
積
舎
︑
一
九
九

八
・
七
︶
二
五
一
頁
︒

︵


︶

関
西
大
学
大
阪
都
市
遺
産
研
究
セ
ン
タ
ー
︑
二
〇
一
三
・
三

︵

︶

こ
の
ち
が
い
は
ラ
ジ
オ
放
送
劇
と
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
ち
が
い
に
還

10

元
で
き
な
い
︒
や
は
り
﹃
大
阪
都
市
遺
産
研
究
叢
書

別
集
�

織
田
作
之

助
と
大
阪
﹄
で
自
筆
原
稿
が
翻
刻
さ
れ
て
い
る
ラ
ジ
オ
放
送
劇
﹃
瀬
戸
内

海
﹄
に
は
﹁
織
田
作
之
助
﹂
が
登
場
す
る
か
ら
で
あ
る
︒

︵

︶
︵
�
︶
の
青
山
光
二
﹁
作
品
解
題
﹂
に
指
摘
が
あ
る
︒
織
田
が
﹃
ド
ン
・

11

キ
ホ
ー
テ
﹄
の
翻
案
を
書
こ
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
︑﹁
工
夫
に
富
め
る
紳

士
﹂︵﹁
新
太
陽
﹂
一
九
四
四
・
一
〇
︶
で
︑﹁﹁
工
夫
に
富
め
る
ラ
マ
ン
チ
ャ

の
紳
士
︑
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
﹂
に
あ
や
か
つ
て
︑
僕
は
今
年
中
に
﹁
工
夫
に

富
め
る
紳
士
﹂
と
題
す
る
小
説
乃
至
シ
ナ
リ
オ
を
書
く
予
定
で
あ
る
﹂
と
述

べ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
︒
な
お
︑
シ
ナ
リ
オ
原
稿
﹃
夢
想
判
官

第
一

夜
﹄
で
は
︑
三
蔵
は
﹁
三
蔵
伴
左
衛
門
﹂
と
い
う
名
を
与
え
ら
れ
︑
よ
り
サ

ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
に
近
づ
け
ら
れ
て
い
る
︒

︵

︶

吉
川
英
治
﹃
太
閤
記
﹄︵
単
行
本
で
は
﹃
新
書
太
閤
記
﹄︶
は
︑﹁
読
売
新

12

聞
﹂
の
協
力
紙
で
あ
っ
た
﹁
大
阪
新
聞
﹂
で
は
一
九
四
三
年
一
月
一
日
か
ら

一
一
月
六
日
ま
で
と
︑
四
四
年
一
二
月
五
日
か
ら
四
五
年
八
月
二
九
日
ま
で

連
載
さ
れ
た
︒﹁
産
業
経
済
新
聞
﹂
で
は
︑︵
�
︶
で
述
べ
た
﹁
大
阪
新
聞
﹂

と
の
合
同
に
伴
い
︑
一
九
四
五
年
七
月
六
日
か
ら
八
月
二
九
日
ま
で
連
載
さ

12



れ
た
︒

︵

︶

談
話
﹁
英
霊
に
詫
び
る
︵
�
︶
慚
愧
の
念
で
胸
さ
く
﹂︵﹁
朝
日
新
聞
﹂
一

13

九
四
五
・
八
・
二
三
︶
に
は
︑﹁
あ
の
十
五
日
以
来
︑
筆
を
擱
き
︑
敗
戦
国

民
の
一
人
と
し
て
皇
国
復
興
に
捧
ぐ
べ
き
己
が
進
む
べ
き
道
を
探
し
求
め
て

い
る
︑﹁
英
霊
に
詫
び
る
﹂
の
執
筆
を
請
う
て
も
悲
痛
な
面
持
ち
に
更
に
悲

痛
の
色
を
濃
く
し
﹁
自
分
た
ち
と
し
て
当
然
為
す
べ
き
こ
と
で
あ
ら
う
が
︑

い
ま
暫
く
沈
黙
を
守
ら
せ
て
ほ
し
い
﹂
と
い
ふ
﹂
吉
川
の
姿
が
描
か
れ
て
い

る
︒
ま
た
︑
吉
川
の
一
九
四
六
年
五
月
三
日
付
栗
原
元
信
宛
書
簡
に
﹁
小
生

は

あ
の
昨
年
八
月
十
五
日
の
翌
日

即
ち
十
六
日
の
朝
以
来

連
載
中
の

新
聞
小
説
も
や
め

ま
つ
た
く
筆
を
洗
つ
て

ひ
た
す
ら

陛
下
の
お
こ
と

ば
と
共
に
自
発
的
に
慎
み
の
意
を
表
し
て
ま
ゐ
り
ま
し
た
﹂
と
あ
る
︵﹃
吉

川
英
治
全
集

書
簡

川
柳

詩
歌
﹄
講
談
社
︑
一
九
八
四
・
一
︶︒

53

︵

︶

尾
崎
秀
樹
﹁﹁
新
書
太
閤
記
﹂
の
位
置
﹂︵﹃
吉
川
英
治

人
と
文
学
﹄
新

14

有
堂
︑
一
九
八
〇
・
七
︶

︵

︶

正
力
松
太
郎
﹁
私
と
吉
川
英
治
さ
ん
﹂︵﹁
吉
川
英
治
全
集
月
報
�
﹂
講
談

15

社
︑
一
九
六
七
・
一
︶

︵

︶
﹁﹁
太
閤
記
﹂
の
思
い
出
﹂︵﹁
吉
川
英
治
全
種
月
報
	
﹂
講
談
社
︑
一
九
六

16

七
・
二
︶

︵

︶
﹃
十
五
夜
物
語
﹄
冒
頭
で
批
判
さ
れ
て
い
た
近
年
の
新
聞
小
説
の
主
人
公

17

像
も
︑﹃
太
閤
記
﹄
の
秀
吉
と
い
う
よ
り
︑
お
通
や
朱
美
に
惚
れ
ら
れ
つ
つ

剣
の
道
に
邁
進
す
る
﹃
宮
本
武
蔵
﹄
の
武
蔵
像
と
一
致
す
る
︒
逆
に
︑
シ
ナ

リ
オ
原
稿
﹃
夢
想
判
官
﹄
の
小
夜
姫
が
登
場
せ
ず
︑
想
像
上
の
姫
を
探
し
求

め
て
い
る
こ
と
に
な
っ
た
の
も
︑
新
聞
小
説
の
定
型
を
ず
ら
そ
う
と
し
て
い

る
た
め
で
あ
ろ
う
︒

︵

︶
﹁
あ
と
が
き
﹂︵﹃
大
佛
次
郎
時
代
小
説
自
選
集

第
八
巻

由
井
正
雪

18
︵
下
︶・
お
ぼ
ろ
駕
籠
・
丹
前
屏
風
﹄
読
売
新
聞
社
︑
一
九
七
〇
・
一
一
︶

︵

︶
﹃
十
五
夜
物
語
﹄
は
︑
こ
の
よ
う
な
構
造
も
﹃
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
﹄
か
ら

19

摂
取
し
た
可
能
性
が
あ
る
︒﹃
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
﹄
は
︑
セ
ル
バ
ン
テ
ス
と

思
し
き
語
り
手
が
︑
ア
ラ
ビ
ア
人
の
歴
史
家
が
書
い
た
原
稿
の
ス
ペ
イ
ン
語

訳
を
編
集
し
つ
つ
語
っ
て
い
る
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
︒
つ
ま
り
﹃
ド

ン
・
キ
ホ
ー
テ
﹄
も
︑
語
り
の
場
の
い
か
が
わ
し
さ
が
前
面
に
出
る
こ
と
で
︑

そ
の
場
は
も
ち
ろ
ん
︑
主
人
公
の
活
躍
も
距
離
を
置
い
て
読
ま
れ
る
構
造
を

持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

︵

︶

拙
稿
﹁
織
田
作
之
助
﹃
そ
れ
で
も
私
は
行
く
﹄
論
︱
︱
﹁
京
都
日
日
新

20

聞
﹂
を
手
が
か
り
に
﹂︵﹁
国
語
と
国
文
学
﹂
二
〇
一
一
・
一
〇
︶
参
照
︒

︵

︶
︵

︶
に
同
じ
︒

21

20

﹇
付
記
﹈
本
稿
は
︑
平
成
二
七
年
度
大
阪
大
学
国
語
国
文
学
会
︵
二
〇
一
五
・

一
・
一
〇
︶
に
お
け
る
講
演
﹁
織
田
作
之
助
の
新
聞
小
説
︱
︱
﹃
十
五
夜
物

語
﹄﹃
夜
光
虫
﹄
を
中
心
に
﹂
の
前
半
部
に
基
づ
い
た
考
察
で
あ
る
︒
ま
た
︑

こ
の
考
察
は
平
成
二
六
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
︵
若
手
研
究
︵
Ｂ
︶
課
題

番
号
2
6
7
7
0
0
7
8︶
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒

︵
さ
い
と
う
・
ま
さ
お

本
学
大
学
院
准
教
授
︶

13


