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磯
﨑
さ
ん
、
本
日
は
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

受
賞
作
『
日
本
蒙
昧
前
史
』
は
、
ま
ず
題
名
に
心
が
ひ
か
れ
ま
す
。 

い
っ
た
い
「
前
史
」
と
は
、
何
の
前
史
な
の
か
。
こ
の
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
よ
う
な
ま
た
皮
肉
な
よ
う
な
題
か
ら

ひ
も
と
か
れ
る
の
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
は
て
ど
ん
な
小
説
な
の
だ
ろ
う
か
と
、
ま
ず
本
を
は
じ
め
て
手
に
取

っ
た
時
に
、
わ
く
わ
く
し
ま
し
た
。 

 

書
か
れ
て
い
る
の
は
、
昭
和
の
後
半
に
あ
っ
た
実
際
の
事
件
や
、
実
在
す
る
人
々
に
つ
い
て
。
け
れ
ど
、
た

と
え
実
在
の
こ
と
ご
と
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
こ
の
小
説
の
中
に
あ
る
そ
れ
ら
の
こ
と
ご
と
は
、

事
実
と
は
こ
と
な
っ
た
位
相
の
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
が
、
こ
の
小
説
の
な
に
よ
り
も
す
ぐ
れ
た
と
こ

ろ
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

た
と
え
ば
、
一
九
七
〇
年
に
開
催
さ
れ
た
大
阪
万
博
で
、
太
陽
の
塔
に
た
て
こ
も
っ
た
青
年
の
逸
話
。
あ
る

い
は
、
一
九
七
六
年
に
生
ま
れ
た
五
つ
子
ち
ゃ
ん
の
逸
話
。
横
井
庄
一
さ
ん
の
こ
と
。
田
中
角
栄
と
福
田
赳
夫

の
こ
と
…
…
。
事
実
に
即
し
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
、
実
は
そ
れ
は
作
者
磯
﨑
さ
ん
の
体
を
通
し
て

変
容
し
、
は
っ
き
り
と
小
説
的
な
言
説
と
な
っ
た
語
り
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
選
評
で
筒
井
康
隆
さ
ん
が
書

か
れ
て
い
る
よ
う
に
、「『
こ
の
作
品
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
す
』
と
作
者
が
言
っ
て
い
る
以
上
は
事
実
を
下
敷
き

に
し
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
楽
し
め
ば
い
い
」
と
い
う
こ
と
に
つ
き
る
の
で
す
。 

 

た
だ
、
事
実
を
下
敷
き
に
し
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
は
、
難
し
さ
も
あ
り
ま
す
。
皆
が
知
っ
て
い
る
こ
と
だ
か

ら
こ
そ
、
何
も
な
い
と
こ
ろ
か
ら
組
み
立
て
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
よ
り
も
、
読
者
の
読
み
方
は
厳
し
く
な
る
。
け

れ
ど
、
こ
の
小
説
を
読
み
な
が
ら
、
わ
た
し
は
何
回
も
「
そ
う
だ
、
こ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
」
と
い
う
、
確
認

の
喜
び
を
感
じ
る
と
同
時
に
、「
こ
ん
な
こ
と
も
あ
っ
た
け
れ
ど
、
ま
る
で
初
め
て
読
む
こ
と
の
よ
う
に
新
鮮

で
面
白
い
」
と
も
、
強
く
感
じ
た
の
で
す
。
こ
こ
に
、
磯
﨑
さ
ん
の
小
説
家
と
し
て
の
手
腕
が
如
実
に
示
さ
れ

て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

  

選
考
の
前
に
こ
の
小
説
を
読
み
、
あ
ら
た
め
て
そ
の
後
読
み
返
し
な
が
ら
、
は
っ
と
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
れ
は
、
本
書
の
題
の
中
に
あ
る
「
前
史
」
と
い
う
言
葉
か
ら
連
想
さ
れ
た
こ
と
で
す
。 

 

も
し
か
す
る
と
、
小
説
と
は
な
べ
て
、「
前
史
」
を
そ
の
中
に
ふ
く
む
も
の
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
い

う
こ
と
で
す
。 

 

小
説
家
は
、
今
現
在
の
こ
と
を
書
き
ま
す
。
表
面
上
は
古
代
の
こ
と
を
描
い
て
い
て
も
、
未
来
の
こ
と
を
描



い
て
い
て
も
、
そ
れ
ら
は
つ
ま
り
、
今
こ
の
時
こ
の
瞬
間
に
、
作
者
自
身
が
何
を
感
じ
何
を
考
え
て
い
る
か
と

い
う
こ
と
を
表
現
す
る
た
め
の
器
と
し
て
た
ま
た
ま
選
ば
れ
た
見
か
け
の
時
代
で
す
。
ど
ん
な
時
間
、
ど
ん
な

場
所
が
舞
台
だ
っ
た
と
し
て
も
、
最
後
に
立
ち
戻
る
の
は
、
小
説
家
自
身
の
「
今
」
な
の
で
す
。 

 

け
れ
ど
そ
の
「
今
」
に
は
、
必
ず
「
今
」
の
前
史
が
存
在
し
ま
す
。
考
え
て
み
れ
ば
、
自
分
が
小
説
を
書
く

時
も
、
書
こ
う
と
す
る
「
今
」
の
前
史
を
、
常
に
心
の
中
に
よ
み
が
え
ら
せ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
た

と
え
そ
の
前
史
が
、
結
果
的
に
小
説
の
中
に
は
書
か
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
書
こ
う
と
す
る
「
今
」
の
前
史

を
辿
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
わ
た
し
は
「
今
」
を
表
出
し
は
じ
め
る
。
そ
ん
な
過
程
が
、「
小
説
を
書
く
」

と
い
う
営
為
の
中
に
は
、
必
ず
含
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。 

と
ど
の
つ
ま
り
、「
今
」
を
描
く
に
あ
た
っ
て
、
い
つ
も
小
説
家
は
「
前
史
」
に
思
い
を
は
せ
ざ
る
を
得
な
い

の
で
す
。
最
初
に
こ
の
小
説
の
題
名
に
心
ひ
か
れ
た
の
は
、
た
ぶ
ん
そ
れ
ゆ
え
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
す
。 

『
日
本
蒙
昧
前
史
』
と
い
う
、
小
説
に
と
っ
て
本
質
的
な
題
を
持
つ
本
書
を
書
き
終
え
た
こ
の
の
ち
に
、
磯
﨑

さ
ん
が
ど
の
よ
う
な
新
た
な
小
説
を
書
い
て
ゆ
く
か
、
楽
し
み
で
な
り
ま
せ
ん
。
本
日
は
心
よ
り
お
祝
い
申
し

上
げ
ま
す
。 

（
令
和
二
年
十
月
十
四
日
） 


