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山
崎
薫
判
事
を
偲
ぶ

編
集
部

二
十
四
回
生
奥
田

陽

今
号
所
載
の
「
千
里
山
の
果
て
は
今
(
二
ご
の
「
旧
一
中
通
学

路
」
の
中
で
「
タ
ナ
ゴ
の
い
る
池
・
千
里
山
農
園
(
阪
急
園
芸
ご

を
調
べ
て
い
て
、
こ
こ
が
阪
急
か
ら
吹
田
市
に
寄
付
さ
れ
た

「
千
里
山
農
園
」
で
あ
る
と
思
い
当
た
り
ま
し
た
。

「
千
里
山
7

0
年
の
あ
ゆ
み
」
(
以
後
「
あ
ゆ
み
」
と
略
称
)
に

あ
る
「
悪
名
高
い
道
路
今
昔
」
で
は
、
戦
後
千
里
山
の
道
路
が
あ

ち
こ
ち
陥
没
し
大
問
題
に
な
っ
て
い
る
時
、
伏
見
政
治
、
林
良

二
の
千
里
山
選
出
両
市
会
議
員
が
議
会
で
徹
底
的
に
追
求
さ
れ

て
吹
田
市
を
動
か
し
、
昭
和
珂
年
に
下
水
管
を
含
む
道
路
改
良

工
事
が
始
ま
り
ま
し
た
。
原
資
は
阪
急
が
吹
田
市
に
寄
付
し
た

千
里
山
農
園

一
万
坪
を
含
む
土
地

一
六
四
O
O坪
の
売
却
金
で

す
。
伏
見
・
林
両
議
員
の
功
績
は
当
然
後
々
ま
で
伝
え
ら
れ
る

べ
き
も
の
で
す
が
、
阪
急
と
の
交
渉
の
段
階
で
吹
田
市
の
村
田

助
役
(
後
の
吹
田
市
長
)
と
共
に
時
効
説
を
唱
え
る
阪
急
と
談
判

し
、
正
論
で
阪
急
に
責
任
を
認
め
さ
せ
た
山
崎
薫
判
事
の
名
が

「
あ
ゆ
み
」
で
欠
落
し
て
い
る
の
は
残
念
で
な
り
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
「
変
貌
時
の
思
い
出
」
(
「
あ
ゆ
み
」
見
べ

l
ジ
)

で
黒
川
幸
夫
氏
(
元
当
会
世
話
人
会
代
表
故
引
黒
川
高
秀
さ
ん

の
お
父
上
)
が
シ
ロ
ア
リ
騒
動
が
起
こ
っ
た
千
二
小
講
堂
の
改

築
(
昭
和
見
年
)
と
新
校
舎
敷
地
取
得
(
市
営
住
宅
敷
地
を
阪
急

所
有
の
土
地
と
交
換
)
で
の
山
崎
薫
判
事
の
功
績
を
書
い
て
お

が
脆
く
な
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
、
下
水
管
の
周
り
は
山
砂
で

埋
め
戻
さ
れ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
ナ
オ
ち
ゃ
ん
に
と
っ
て
は
、

格
好
の
お
砂
場
で
し
た
。
時
折
、
牛
や
馬
に
引
か
れ
た
荷
車
が

通
る
ぐ
ら
い
で
、
自
動
車
な
ん
て
滅
多
に
通
ら
な
い
の
で
、
陥

没
し
た
穴
は
放
っ
た
ら
か
し
で
し
た
。

三
年
上
の
私
も
同
じ
経
験
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。
道
路
も
遊

び
場
と
し
て
走
り
回
っ
て
い
た
当
時
の
子
供
達
に
と
っ
て
は
、

穴
ぼ
こ
も
砂
場
に
な
り
遊
び
場
の

一つ

で
し
た
。
埋
め
戻
し
た

あ
と
狭
い
道
で
は

一
本
、
広
い
道
で
は
「
へ
」
の
字
形
に
丸
太
を

埋
め
て
雨
水
を
側
溝
に
流
し
て
い
ま
し
た
。
(
奥
田
記
)

阪
急
電
鉄
、
吹
田
市
に
土
地
を
寄
附

第
九
号

(
N
g
a
年
7
月
日
日
)
千
里
山
開
発
物
語
(
後
編
四
)
千
里
山
人

そ
れ
は
京
阪
が
阪
急
と
分
離
し
て
間
も
な
い
頃
で
あ
っ
た
。

当
時
は
ま
だ
総
て
に
わ
た
っ
て
戦
後
復
旧
が
捗
っ
て
い
な
い
頃

で
、
千
里
山
住
宅
地
の
道
路
が
甚
し
く
破
損
し
て
い
て
、
下
水

道
が
土
中
で
破
れ
た
ま
ま
で
取
り
換
え
な
い
た
め
、
大
雨
が
降

る
と
下
水
管
の
水
が
溢
れ
て
道
路
の
ま
ん
中
に
大
穴
を
あ
け
、

自
動
車
も
走
れ
な
い
と
い
う
道
路
が
随
所
に
あ
っ
た
。
千
里
山

自
治
会
で
は
吹
田
市
に
こ
の
道
路
修
繕
を
申
し
入
れ
る
と
、
住

宅
地
の
道
路
は
阪
急
電
鉄
が
修
理
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
て
市

は
与
り
知
ら
な
い
と
い
う
返
事
。
税
金
だ
け
は
遠
慮
無
く
取
り

ら
れ
ま
す
。

今
回
図
ら
ず
も
、
山
崎
薫
判
事
が
毎
回
本
誌
に
寄
稿
頂
い
て

い
る
日
伊
藤
(
山
崎
)
稜
子
さ
ん
の
お
父
上
で
あ
る
こ
と
が
判
明

し
「
父
山
崎
薫
の
思
い
出
」
を
ご
寄
稿
頂
き
ま
し
た
、
謹
ん
で
掲

載
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

人
間
味
溢
れ
た
山
崎
薫
判
事
を
偲
ぶ
と
共
に
、
千
里
山
の
将

来
に
尽
く
さ
れ
た
そ
の
功
績
を
今

一
度
、
思
い
起
こ
し
た
い
と

存
じ
ま
す
。

資
料
以
下
こ
れ
ま
で
会
誌
に
掲
載
し
た
山
崎
薫
判
事
の
関
係

記
事
(
抜
粋
)
を
再
録
致
し
ま
す
。

童
話
風
「
長
靴
を
は
い
た
ナ
オ
ち
ゃ
ん
」

第
十
七
号

(N2品
年

7
月

8
日
)
川
ベ

l
ジ

幻
萩
原
直
大
さ
ん
が
当
時
の
陥
没
道
路
の
思
い
出
を
書
い
て

お
ら
れ
ま
す
。

坂
道
で
困
っ
た
の
は
、
ナ
オ
ち
ゃ
ん
が
も
う
少
し
大
き
く
な

っ
て
ボ

l
ル
遊
び
を
す
る
よ
う
に
な

っ
て
か
ら
で
す
、
ボ
ー
ル

を
取
り
損
ね
る
と
、
ど
ん
ど
ん
下
に
転
が
る
か
ら
で
す
。
で
も

坂
道
の
お
陰
で
、
側
溝
に
水
を
流
し
て
、
そ
れ
を
途
中
で
泥
の

ダ
ム
を
造
り
堰
き
止
め
て
遊
び
ま
し
た
、
将
来
土
木
屋
に
な
る

要
素
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
?

千
里
山
の
道
っ
て
実
に
よ
く
陥
没
し
た
も
の
で
す
。

下
水
管

立
て
て
お
き
な
が
ら
何
故
そ
ん
な
返
事
を
す
る
の
か
と
調
べ
て

み
る
と
、
千
里
山
住
宅
地
が
大
阪
住
宅
経
営
株
式
会
社
の
手
で

つ
く
ら
れ
た
時
、
住
宅
地
内
の
道
路
は
会
社
の
所
有
地
で
あ
る

の
で
会
社
が
道
路
修
理
夫
を
常
傭
し
て
道
路
を
管
理
し
て
い

た
。
そ
の
後
京
阪
電
鉄
が
之
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
だ
が
、
道

路
を
私
有
道
路
に
し
て
お
く
こ
と
は
万
事
不
都
合
な
の
で
「
該

道
路
の
修
繕
は

一
切
当
社
に
お
い
て
負
担
す
る
」
旨
の

一
札
を

納
れ
て
千
里
村
に
寄
附
し
村
道
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

千
里
村
が
吹
田
市
に
合
併
さ
れ
た
時
、
こ
の

一
札
を
つ
け
た

ま
ま
吹
田
市
道
と
な
っ
た
の
で
、
吹
田
市
は
千
里
山
住
宅
地
の

道
路
修
繕
は
少
し
も
や
ら
ず
、
京
阪
電
鉄
が
道
路
人
夫
を
常
傭

し
て
維
持
管
理
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
阪
急
電
鉄

が
千
里
山
住
宅
地
の
経
営
を
京
阪
よ
り
引
き
継
い
だ
時
、
そ
の

点
の
引
継
ぎ
が
充
分
で
な
か
っ
た
と
見
え
、
阪
急
は
市
道
の
修

理
は
市
が
当
然
な
す
べ
き
で
あ
る
、
そ
の

一
札
な
る
も
の
は
時

効
に
な
っ
て
い
る
と
強
弁
し
て

一
向
に
修
理
し
な
い
の
で
、
住

宅
地
の
道
路
は
荒
れ
る
が
ま
ま
で
、
至
る
処
に
穴
が
あ
い
て
危

険
こ
の
上
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。
千
里
山
で
な
く
千
里
穴
と
な

っ
た
と
奮
慨
し
た
千
里
山
自
治
会
は
、
道
路
の
存
在
す
る
限
り

道
路
の
管
理
修
繕
義
務
は
あ
る
。
時
効
で
な
く
な
る
も
の
で
な

い
と
主
張
す
る
住
民
山
崎
判
事
の
意
見
に
元
気
づ
い
て
、
阪
急

と
の
交
渉
に
是
非
山
崎
さ
ん
に
出
て
も
ら
い
た
い
と
頼
ん
だ
の

で
あ
っ
た
。
住
宅
地
の
住
民
の
た
め
な
ら
ば
と
山
崎
さ
ん
は
吹

田
市
の
村
田
助
役
と
阪
急
本
社
へ
出
か
け
て
説
得
に
努
め
ら
れ

た
。
山
崎
さ
ん
の
正
論
に
阪
急
も
屈
し
時
効
論
を
引
っ
込
め
、
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道
路
修
繕
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
責
任
を
感
じ
た
の
で
あ
る

が
、
さ
て
住
宅
地
全
域
の
下
水
管
を
新
し
く
取
り
換
え
る
と
な

る
と
、
ざ
っ
と
見
積
も
っ
て
二
千
万
円
ほ
ど
か
か
る
。
そ
の
当

時
の
阪
急
は
電
車
の
方
の
輪
送
関
係
の
復
旧
費
に
金
の
要
る
時

で
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
金
を
捻
出
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

そ
こ
で
住
宅
地
の
周
辺
で
吹
閏
市
内
の
阪
急
所
有
地
を
吹
田

市
へ
寄
附
す
る
か
ら
、
之
を
財
源
と
し
て
吹
田
市
に
お
い
て
千

里
山
住
宅
地
の
道
路
を
修
理
し
て
ほ
し
い
と
の
申
出
を
し
た
。

吹
田
市
は
之
を
承
諾
し
た
。

阪
急
か
ら
寄
附
を
う
け
た
土
地
は
千
里
山
農
園
約

一
万
坪
を

初
め
、
住
宅
地
の
周
辺
に
散
在
し
て
い
た
数
ケ
所
合
わ
せ
て
約

一
六
四

O
O
坪
で
あ
っ
た
。

土
地
は
吹
田
市
へ
寄
附
さ
れ
た
と
は
い
え
、
之
を
売
却
し
た

処
分
金
は
「
千
里
山
住
宅
地
の
発
展
に
寄
与
す
る
た
め
に
使
用

す
る
」
こ
と
の
確
認
を
山
崎
さ
ん
は
吹
田
市
よ
り
取
る
こ
と
を

忘
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
土
地
の
売
却
処
分
金
は
九
、
八

O
O
万

円
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
六
、

0
0
0
万
円
で
住
宅
地
の
下
水
管

は
全
部
新
し
く
入
れ
換
え
ら
れ
、
道
路
は
全
部
舗
装
さ
れ
て
面

白

一
新
し
た
。
残
っ
た
金
で
千
里
山
会
館
が
鉄
筋
に
改
築
さ
れ
、

学
校
の
プ

l
ル
も
つ
く
ら
れ
た
。
こ
の
他
に
山
崎
さ
ん
が
千
二

小
学
校
の
増
改
築
や
運
動
場
敷
地
拡
張
等
に
尽
く
さ
れ
た
数
々

の
功
績
が
自
治
会
長
よ
り
語
ら
れ
て
、
そ
の
当
時
の
思
い
出
話

に

一
と
花
咲
い
た
の
で
あ
っ
た
。

蛇
足
で
す
が

私
の
父
、
勇
は
阪
急
の
総
務
部
で
千
里
山
人
和
田

学
校
の
所
在
地
(
千
里
山
西
二
丁
目
十
三
!
こ
で
あ
っ
た
。

当
時
現
地
は
竹
薮
で
、
か
な
り
湿
地
で
あ
っ
た
た
め
、
私
は
長

靴
を
着
用
し
て
い
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。

古
い
歴
史
を
有
す
る
千
二
小
学
校
を
創
ら
れ
た
子
孫
の
皆

様
が
、
こ
の
現
実
を
的
確
に
ご
理
解
下
さ
り
、
お
認
め
下
さ
る

だ
ろ
う
か

l
、
こ
れ
が
当
時
の
私
の
最
大
の
心
配
事
で
あ
っ

た
。
千
二
小
学
校
は
、
阪
急
線
よ
り
西
側
区
域
の
皆
さ
ん
を
中

心
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、

言
わ
ば
母
屋
を
放
棄
す
る
こ
と

に
な
る
。
大
き
な
犠
牲
で
あ
る
こ
と
は
解
っ
て
い
る
。
何
と
し
て
も

そ
の
犠
牲
に
報
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
に
出
来
る
こ
と
は

何
か
。
自
問
で
得
た
の
は
、
吹
田

一
の
小
学
校
を
つ
く
っ
て
も
ら

う
こ
と
で
あ
っ
た
。
最
も
優
秀
な
先
生
方
を
集
め
て
も
ら
い
た
い
、

私
は
そ
う
申
し
出
た
。
常
識
の
範
ち
ゅ
う
外
の
言
動
で
あ
る
こ
と

は
、
承
知
し
て
い
た
。
だ
が
、
皆
様
へ
の
想
い
が
私
を
動
か
し
て

い
た
。

案
ず
る
よ
り
産
む
が
易
し
、
で
あ
っ
た
。
皆
様
の
意
識
は
高

く
、
不
平
の
声
は
私
に
届
か
な
か
っ
た
。

千
三
小
学
校
初
代
校
長
小
阪
武
清
先
生
の
ご
尽
力
を
い
た

だ
き
、
素
晴
ら
し
い
先
生
方
と
共
に
、
昭
和
四
十
三
年
四
月
、

千
里
第
三
小
学
校
は
開
校
し
た
。
校
舎
は
未
完
で
あ
っ
た
為
、

千
二
小
学
校
旧
校
舎
を
借
り
、
生
徒
数
四
百
九
十
八
名
三
学

年
の
小
規
模
な
が
ら
の
出
発
で
あ
っ
た
。

そ
の
時
、
私
は
準
備
委
員
長
の
重
責
に
い
た
。

昌
允
氏
と
机
を
並
べ
て
お
り
、
昭
和
M
年
に
和
田
氏
が
京
阪
に
一戻
ら

れ
る
際
は
引
継
ぎ
を
受
け
る
立
場
で
し
た
。
昭
和
円
年
の
阪
急
・
京

阪
統
合
後
、
時
局
の
悪
化
も
あ
り
、
阪
急
社
内
で
管
理
修
繕
義
務
は

忘
れ
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
、
毎
日
の
通
勤
で
道
路
の
惨
状
を
目
に
し

て
お
り
ま
し
た
が
、
修
理
責
任
が
阪
急
に
あ
る
と
は
ど
う
も
知
ら
な

か
っ
た
み
た
い
で
す
。
早
死
し
た
た
め
、
山
崎
判
事
が
出
席
さ
れ
た

会
議
で
時
効
論
を
唱
え
た
り
、
論
破
さ
れ
て
責
任
を
認
め
る
事
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
(
奥
田
記
)

顧
(
千
三
小
学
校
の
こ
と
)

第
十
三
号
(
N
2
0

年
8
月
M
日
)
伊
藤
多
恵
子
さ
ん

千
三
小
第
2
回
卒
業
生
伊
藤
千
恵
さ
ん
の
母
上
で
準
備
委
員
長
と

し
て
千
三
小
学
校
設
立
に
非
常
な
貢
献
を
さ
れ
ま
し
た
。

回
千
二
小
学
校
の
児
童
数
が
み
る
み
る
膨
れ
上
が
っ
て
い
っ
た
。

そ
ん
な
折
、
私
は
P
T
A
に
ご
縁
を
い
た
だ
い
た
の
で
あ
る
。
「こ

の
ま
ま
で
行
け
ば
す
ぐ
に
生
徒
数
が
二
千
を
越
え
る
。
そ
う
な

れ
ば
正
常
な
教
育
が
出
来
な
く
な
る
」
。
時
の
校
長
福
井
勇
先

生
は
大
急
ぎ
打
開
策
を
と
考
え
ら
れ
、
市
役
所
通
い
が
始
ま
っ

た
。
当
時
会
長
は
男
性
で
、
校
長
の
お
供
は
副
で
あ
る
私
の
役

目
と
な
っ
て
い
た
。

教
育
委
員
会
の
対
応
は
早
か
っ
た
。
教
育
長
や
次
長
、
市
の

関
係
者
が
各
地
を
歩
い
て
下
さ
り
、
当
然
私
も
校
長
と
行
動

を
共
に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
決
定
を
み
た
の
は
、
現
千
三
小

昭
和
四
十
三
年
八
月
、
校
舎
は
完
成
。
八
月
三
十
日
移
転

の
運
び
と
な
っ
た
。

二
学
期
が
始
ま
り
、
校
舎
の
み
で
あ
っ
た
千

三
小
学
校
は
、
水
泳
の
授
業
の
た
め
に
千
二
小
学
校
の
プ
ー
ル

を
借
り
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
往
復
に
二
キ
ロ
近
い
道
の
り

を
、
暑
さ
の
中
歩
く
の
は
、
子
供
達
に
と
っ
て
過
酷
で
あ
っ
た
に

違
い
な
い
。
「
来
年
夏
ま
で
に
ど
う
し
て
も
プ

l
ル
を
つ
く
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
強
い
思
い
が
私
の
心
を
占
め
て
い
た
。

そ
れ
よ
り
先
、
私
は
黒
川
幸
夫
先
生
(
当
時
西
五
丁
目
在

住
、
医
師
、
千
二
小
P
T
A会
長
経
験
者
)
か
ら
、
千
里
山
地
区

と
し
て
市
役
所
に
、
な
に
が
し
か
の
お
金
が
預
け
ら
れ
て
い
る
は

ず
な
の
で
、
山
崎
薫
先
生
(
当
時
西
四
丁
目
在
住
)
を
お
訪
ね

す
る
よ
う
と
の
助
言
を
い
た
だ
い
た
。
当
時
山
崎
先
生
は
、
大

阪
高
裁
の
裁
判
長
で
ご
多
忙
で
あ
ら
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ

の
事
実
を
詳
し
く
お
話
下
さ
っ
た
の
で
あ
る
。

千
里
山
住
宅
地
の
道
路
は
開
発
当
初
よ
り
開
発
会
社
が
所

有
、
修
繕
管
理
も
行
っ
て
い
た
。
京
阪
が
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
引
継

ぎ
、
「
修
繕
は
一
切
当
社
で
行
う
」
と
の

一
筆
を
入
れ
、
当
時
の

千
里
村
に
道
路
を
寄
付
、
合
併
に
よ
り
吹
田
市
道
に
な
っ
た
。

戦
時
中
、
国
策
で
京
阪
と
阪
急
が
合
併
し
京
阪
神
急
行
と

な
っ
た
が
、
戦
後
再
び
京
阪
と
阪
急
は
分
離
、
阪
急
が
修
繕
を

引
継
い
だ
は
ず
で
あ
る
が
、
引
継
の
不
備
で
阪
急
は
管
理
責
任

を
認
め
ず
、
修
繕
を
し
な
か
っ
た
為
、
あ
ち
こ
ち
で
下
水
管
が

破
れ
、
土
が
流
れ
て
大
穴
が
開
く
惨
状
を
呈
し
た
。
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困
り
果
て
た
千
里
山
住
民
の
為
に
山
崎
先
生
が
先
頭
に
立

ち
、
吹
田
市
と
阪
急
を
説
得
さ
れ
、
阪
急
に
責
任
を
認
め
さ
せ

た
。
し
か
し
阪
急
も
戦
後
の
輸
送
復
旧
で
お
金
が
無
く
、
千
里

山
住
宅
地
周
辺
の
土
地
約

二
ハ
、
四

O
O坪
を
吹
田
市
に
寄

付
す
る
の
で
こ
れ
を
財
源
に
吹
田
市
が
道
路
の
修
理
を
し
て
欲

し
い
と
申
し
出
、
吹
田
市
は
受
け
入
れ
た
。
そ
の
時
山
崎
先
生

は
「
処
分
金
は
千
里
山
住
宅
地
域
の
発
展
の
為
に
使
用
す
る
」

と
の
確
認
を
吹
田
市
か
ら
取
る
こ
と
を
忘
れ
な
か
っ
た
。

道
路
は
立
派
に
修
繕
・舗
装
さ
れ
た
が
、
剰
余
金
が
そ
っ
く

り
市
役
所
に
預
け
ら
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。

山
崎
先
生
は
、
地
域
に
役
立
つ
使
い
方
を
す
る
為
に
は
、

千
三
小
学
校
に
使
っ
て
い
た
だ
く
の
が
最
適
だ
と
お
っ
し
ゃ
っ
て

下
さ
っ
た
。

四
十
三
年
六
月
、
千
三
小
P
T
A
が
結
成
さ
れ
、
私
の
準
備

委
員
長
の
役
目
は
解
か
れ
て
い
た
が
、
初
代
会
長
に
選
ば
れ
た

の
が
夫
伊
藤
徳
次
郎
で
あ
っ
た
為
、
夫
が
交
渉
役
と
な
り
山
崎

先
生
と
役
所
へ
。
役
所
も
そ
の
事
実
を
認
め
て
下
さ
り
、
予
算

化
、
工
事
着
工
と
な
っ
た
。
四
十
四
年
六
月
完
成
、
プ

l
ル
聞

き
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は
地
域
が
持
つ
大
き
な
力
を
い
た
だ
い
た

こ
と
に
な
る
。
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「
法
窓
憂
楽
四
十
二
年
」

山

崎

薫

著

株
式
会
社
産
業
新
潮
社
発
行

昭
和
白
年
7
月
加
日
第
1
版
発
行

以
後
3
版
を
重
ね
る
日
本
図
書
館
協
会
選
定
図
書

弁
護
士
の
山
崎
薫
さ
ん
が
裁
判
官
、
弁
護
士
と
し
て
歩
ん
だ

四
十
二
年
間
を
振
り
返
っ
て
の
随
筆
集
「
法
窓
憂
楽
四
十
二
年」

を
こ
の
ほ
ど
出
版
し
た
。
大
阪
高
裁
判
事
時
代
の
昭
和
判
年
6

月
、
自
ら
手
が
け
た
金
森
老
事
件
再
審
開
始
決
定
(
の
ち
無
罪
)

な
ど
裁
判
官
と
し
て
扱
っ
た
事
件
に
つ
い
て
の
回
想
も
多
い
。

「
四
十
年
に
わ
た
る
長
い
裁
判
歴
の
中
に
誤
判
が
な
か
っ
た
か

を
反
省
、
少
な
く
と
も
白
を
黒
と
誤
っ
た
こ
と
は
な
い
と
確
信

し
て
い
る
」
と
あ
る
。
(
毎
日
新
聞
近
畿
版
幻
年
7
月
対
日
号
)

産
業
新
潮
社
は
前
出
千
三
小
初
代
P
T
A
会
長
伊
藤
徳
治
郎
氏

が
昭
和
幻
年
に
作
ら
れ
た
出
版
社
で
山
崎
判
事
と
の
ご
縁
は

深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
現
社
長
で
ご
長
女
の
伊
藤
千
恵
さ
ん

(
千
里
山
会
会
員
)
に
本
特
集
の
こ
と
お
話
し
た
と
こ
ろ
、
会
社

で
大
事
に
保
管
さ
れ
て
い
た
初
版
本
を
、
伊
藤
稜
子
さ
ん
に
お

贈
り
い
た
だ
き
、
大
変
喜
ば
れ
ま
し
た
。

な
お
、
次
べ

l
ジ
以
降
の
伊
藤
稜
子
さ
ん
ご
寄
稿
「
父
山
崎
薫

の
思
い
出
」
に
は
「
法
窓
憂
楽
四
十
二
年
」
よ
り
多
数
の
写
真
を

再
掲
し
て
い
ま
す
。
(
奥
田
記
)

y
先
一
愛
先
楽
d

の
人
生
協

『
法
窓
憂
楽
四
十
二
年
』
鴻

号
4

口
Ha-τ

，
 

月
ド

。。年
帽。I

U
L

・

-

出

版

さ

れ

た

随

想

築

は

、

法

曹

会

発

-

T

-

開
J
f
一
一
文
一一

化

一

泊

一

息

一

行

の

『

法

亘

書

知

県

人

雲

行

の

川

J
i
f
-
-
lイ
ペ

.1
・
「
高
知
県
人
』
さ
ら
に
京
銀
新
備
に
線

問

♂

窓

竃

覇

、

一
京
都
家
禁
耳
目
な
'eぜ
た
も
の
な
ど
主
冊
に
ま
と
め
た
も

l

・

紅
毛
務
め
奇
襲
さ
ん
さ
s患
の
1

-

-
両
市
出
身
'
が
、
こ
の
ほ
ど
随
録
集
『
法
金
体
は
，
『
獲
情
と
宛
君
・
裁
判
制
度

套

香

士

一

年

』

室

長

、.z
f

と
日
本
社
会
へ
の
責
』
『
裁
判
と
人

，
山
崎
吉
瓦
は
明
治
可
干
九
年
六
月
?

尚
・
法
曹
が
覚
る
人
間
ド
フ
マ
』

高
m
m
mの
生
ま
れ
民
問
削
減
束
中
学
か
『
随
怨
と
紀
行
泊
旅
の
風
土
記
と
生
活

ら
高
知
高
等
学
校
へ
入
り
、
第
一
期
生
ノ
l
ト
』
の
=
一
節
か
ら
岨
構
成
さ
れ
て
い

と
し
て
本
業
後
、
東
大
持
留
学
鼠
へ
・
昭
る
バ
『
誤
判
と
裁
判
官
の
心
修
え
』
『
隅

和
四
年
、
東
大
を
宮
中
策
し
て
司
法
官
鼠

J

国
土
佐
と
知
床
旅
情
』
な
ど
と
便
軟
と

繍
と
な
っ
た
。
そ
し
て
翌
五
年
十
二
月
り
ど
り
の
内
容
だ
が
、
永
年
、
動
物
や

判
窃
と
な
り
、
以
来
四
十
六
年
六
月
退
花
木
を
雰
レ
、
人
づ
く
り
の
道
を
考
え

宮
す
量
宅
四
十
年
聞
に
わ
た
っ
て
裁
で
き
や
，
丈
の
著
密
だ
け
に
、
い
ず
れ
も

判
官
生
活
を
送
っ
て
き
た
・

cの
問
、
豊
か
な
大
間
性
と
一学
殖
に
獲
打
ち
さ
れ

釧
路
線
裁
兼
家
裁
所
長
、
大
阪
高
裁
刑
て
お
り
、
滋
味
に
富
ん
で
い
る
・

事
郡
裁
判
長
、
京
都
家
裁
所
長
な
ど
要
な
お
タ
イ
ト
ル
は
、
著
者
の
・
先
愛

帥
臓
を
鹿
任
・
特
に
制
刑
穆
裁
判
に
は
一
一
一
十
・
先
楽
e

の
人
生
か
ら
と
っ
た
と
い
う
・

二
年
間
仁
幻
た
っ
て
精
魂
を
打
ち
込
ん
(
産
業
新
潮
位
H
大
阪
市
北
区
野
崎

だ
.
五
十
二
ヰ
十
一
月
の
秋
の
叙
煎
で
町
九
の
一
=
一
H
大
阪
本
社
、
一
、
五
O

は
、
勲
二
等
端
宝
章
9
-
受
章
し
て
い
る
・

O
円〉

関
掴
相
集


