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新
聞
に
出
終
っ
た
の
は
お
よ
そ
一
と
月
半
も
前
の
こ
と
︑
一
冊

に
ま
と
ま
っ
て
公
に
さ
れ
る
の
は
︑
や
が
て
一
と
月
後
の
こ
と
︑

い
ず
れ
か
ら
見
て
も
す
こ
ぶ
る
半
間
な
場
合
で
あ
る
が
︑﹁
虞
美

人
草
﹂
を
読
ん
で
感
じ
た
こ
と
を
述
べ
る
︑
あ
え
て
批
評
と
は
言

わ
ぬ
︒

﹁
虞
美
人
草
﹂
を
読
み
は
じ
め
た
時
︑
な
ん
だ
か
ジ
ョ
ー
ジ
・
メ

レ
デ
ィ
ス
で
も
読
む
よ
う
な
心
持
が
し
た
︒
そ
の
後
人
伝
に
︑
著

ひ
と
づ
て

者
は
﹁
虞
美
人
草
﹂
に
筆
を
着
け
る
前
に
︑
メ
レ
デ
ィ
ス
を
精
読



6

し
た
と
い
う
こ
と
を
聞
い
た
︒
は
た
し
て
そ
う
で
あ
る
か
い
な
か

知
ら
ぬ
が
︑
と
に
か
く
メ
レ
デ
ィ
ス
に
近
い
よ
う
な
気
が
し
た
の

で
あ
る
︒
し
か
し
﹁
虞
美
人
草
﹂
は
は
る
か
に
メ
レ
デ
ィ
ス
よ
り

は
読
み
や
す
い
︒
こ
れ
は
国
語
が
違
う
ゆ
え
ば
か
り
で
は
な
い
︒

メ
レ
デ
ィ
ス
の
考
え
の
ほ
う
が
モ
少
し
変
手
古
に
で
き
て
い
る
か

へ
ん
て

こ

ら
で
あ
る
と
思
う
︒﹁
虞
美
人
草
﹂
に
対
し
て
は
︑
む
ず
か
し
い

と
い
う
非
難
が
あ
っ
た
︒
い
か
に
も
そ
れ
は
難
解
で
あ
る
が
︑
し

か
し
こ
の
思
想
の
点
か
ら
考
え
て
余
は
モ
ウ
一
と
息
む
ず
か
し
く

よ

し
て
も
ら
い
た
く
あ
っ
た
︒
難
易
は
良
否
の
問
題
で
は
な
い
︒
非

難
を
加
え
る
べ
き
な
ら
ば
︑そ
れ
は
別
の
点
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
︒
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メ
レ
デ
ィ
ス
の
は
良
く
解
ら
ぬ
が
︑﹁
虞
美
人
草
﹂
の
難
渋
の

と
こ
ろ
に
は
少
し
自

然
の
趣
の
欠
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

ス
ポ
ン
タ
ネ
ー
テ
イ

る
︒
理
屈
を
い
う
の
が
少
し
窮
屈
に
感
じ
ら
れ
る
︒
こ
れ
も
メ
レ

デ
ィ
ス
の
と
哲
学
が
異
う
か
ら
で
あ
ろ
う
︒

ち
が

著
者
に
﹁
猫
﹂
の
あ
る
の
は
︑
メ
レ
デ
ィ
ス
に
﹁
シ
ャ
グ
パ
ッ

ト
﹂
の
あ
る
の
と
同
じ
で
あ
ろ
う
か
︒
メ
レ
デ
ィ
ス
の
﹁
シ
ャ
グ

パ
ッ
ト
﹂
は
傑
作
で
あ
る
︒﹁
猫
﹂
も
傑
作
で
あ
る
︒
し
か
し
両

家
の
哲
学
の
異
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
︑こ
の
両
書
の
相
違
で
解
る
︒

わ
か

も
っ
と
も
両
家
を
比
較
す
る
の
が
そ
も
そ
も
間
違
っ
て
い
る
の
か

も
し
れ
ぬ
が
︑﹁
虞
美
人
草
﹂
を
読
ん
で
︑
少
く
と
も
の
渋
晦

じ
ゆ
う
か
い
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な
工
合
が
似
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
た
め
︑
つ
い
こ
れ
ま
で
比

べ
た
の
で
あ
る
︒

さ
ら
に
思
い
つ
い
た
こ
と
を
い
う
と
︑
宗
近
君
と
藤
尾
さ
ん
と

を
︑
甲
野
さ
ん
の
家
で
︑
誰
れ
も
い
な
い
時
に
︑
対
席
し
て
み
た

た

つ
き
あ
わ

い
と
い
う
︑
我
ま
ま
な
注
文
が
あ
る
︒
そ
の
場
合
宗
近
君
の
調
子

が
ど
ん
な
で
あ
ろ
う
か
︒
ち
ょ
っ
と
そ
れ
を
襖
の
背
後
か
ら
聞
い

う
し
ろ

て
い
た
い
と
い
う
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
真
の
好
﹇
こ
の
間

脱
字

﹈
宗
近
君

ほ
ん

こ
う

の
臆
面
な
く
口
外
す
る
﹇
こ
の
間

脱
字

﹈
癪
に
さ
わ
っ
て
︑
そ
れ
が
彼

し
や
く

の
最
後
の
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
に
行
く
一
因
に
な
れ
る
と
い
う
の
も
︑

無
理
な
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
︒



9

描
写
の
精
細
な
と
こ
ろ
は
心
持
が
良
い
︒
こ
の
ご
ろ
の
多
数
の

作
家
は
︑
書
け
な
い
た
め
か
︑
省
筆
と
い
う
都
合
の
宜
い
筆
法

し
よ
う
ひ
つ

よ

で
か
︑
何
事
も
輪
郭
ば
か
り
書
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒﹁
虞
美

人
草
﹂
の
筆
は
は
な
は
だ
細
か
い
の
で
有
難
い
︒
も
っ
と
も
細
い

が
良
い
と
ば
か
り
は
い
え
ぬ
︑
一
筆
で
真
相
が
顕
せ
れ
ば
そ
れ

あ
ら
わ

に
越
し
た
こ
と
は
あ
る
ま
い
が
︑
多
く
の
作
に
は
そ
れ
が
顕
れ
な

い
の
で
あ
る
︒

﹁
虞
美
人
草
﹂
の
あ
る
部
分
の
描
写
は
﹁
浮
雲
﹂
以
来
初
め
て
接

し
た
よ
う
な
心
持
が
す
る
︒
た
と
え
ば
甲
野
さ
ん
が
︑
西
洋
室
で

テ
ー
ブ
ル
の
上
の
紙
片
に
鱗
形
を
幾
個
と
な
く
書
く
と
こ
ろ
な

う
ろ
こ
が
た

い
く
つ
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ど
は
そ
れ
で
あ
る
︒
宗
近
君
が
来
て
甲
野
さ
ん
と
庭
を
歩
く
︑
電

光
石
火
の
よ
う
に
縁
先
き
の
藤
尾
さ
ん
の
手
に
金
時
計
の
鎖
が
光

る
な
ど
は
︑
少
し
芝
居
が
か
っ
て
い
る
が
︑
印
象
は
明
ら
か
で
あ

る
︒し

か
し
な
お
︑
お
り
お
り
印
象
が
明
瞭
を
欠
く
の
は
ど
う
い
う

理
由
で
あ
ろ
う
︒
西
洋
の
立
派
な
作
は
言
語
の
異
っ
て
い
る
に
か

か
わ
ら
ず
︑
精
細
な
叙
述
で
も
印
象
が
明
ら
か
で
あ
る
に
︑
日
本

の
で
は
か
え
っ
て
そ
う
ゆ
か
ぬ
と
は
不
思
議
で
あ
る
︒こ
れ
は﹁
虞

美
人
草
﹂
の
あ
る
場
所
に
つ
い
て
い
う
の
で
あ
る
が
︑
今
の
作
者

に
つ
い
て
い
え
ば
︑
幾
時
叙
し
て
も
な
ん
ら
の
印
象
を
与
え
な
い

い
く
ら
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の
が
多
い
︒
こ
れ
は
日
本
の
言
語
が
悪
い
た
め
で
も
あ
ろ
う
が
︑

し
か
し
な
が
ら
﹁
源
語
﹂
な
ど
を
読
ん
で
み
る
と
︑
そ
う
で
も
な

い
よ
う
で
あ
る
︒
も
っ
と
も
﹁
源
語
﹂
時
代
と
今
日
と
は
言
語
も

変
り
︑
思
想
も
変
っ
て
い
る
か
ら
一
概
に
は
い
え
ぬ
が
︑
こ
の
こ

と
は
少
し
注
意
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

﹁
虞
美
人
草
﹂
の
教
う
る
教
訓
も
結
構
で
あ
る
︒
道
徳
や
教
訓
を

口
に
す
る
の
は
︑
文
芸
上
の
異
端
か
も
し
れ
ぬ
︑
時
勢
後
れ
か
も

お
く

し
れ
ぬ
︑
し
か
し
異
端
で
も
時
勢
後
れ
で
も
か
ま
わ
ぬ
︑
面
白
い

の
は
面
白
い
︒
こ
と
に
近
ご
ろ
は
肉
情
文
字
に
恐
縮
し
て
い
る
︒

い
く
ら
理
屈
が
あ
っ
て
も
︑
こ
れ
ば
か
り
は
恐
縮
す
る
︒
理
屈
が
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あ
る
か
ら
な
お
さ
ら
恐
縮
せ
ざ
る
を
得
ぬ
︒
余
は
あ
く
ま
で
﹁
虞

美
人
草
﹂
に
見
え
る
よ
う
な
道
徳
教
訓
に
団
扇
を
上
げ
る
︒

う
ち
わ

︵
明
治
四
〇
・
二
・
一
七
﹁
東
京
朝
日
新
聞
﹂︶
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