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今
秋
、
多
く
の
方
々
の
協
力
を
得
て
『
広

島
県
現
代
文
学
事
典
』
を
勉
誠
出
版
よ
り
編

集
刊
行
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
編
集
上
の
課

題
は
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
措
く
と
し
て
、
項

目
執
筆
上
の
い
く
つ
か
の
問
題
点
に
つ
い
て

記
し
て
お
く
。

人
名
の
読
み
に
つ
い
て

著
名
な
文
学
者
・
文
化
人
の
読
み
仮
名
に

つ
い
て
は
、
さ
ほ
ど
の
問
題
は
な
い
。
一
般

的
に
は
名
を
知
ら
れ
て
い
な
い
に
し
て
も
、

『
広
島
県
現
代
文
学
事
典
』
と
い
っ
た
事
典

を
世
に
送
り
出
す
に
当
た
っ
て
、
や
は
り
と

り
上
げ
る
べ
き
そ
の
地
の
重
要
な
対
象
文
学

者
・
文
化
人
が
い
る
が
、
こ
う
し
た
人
た
ち

の
読
み
の
確
定
が
実
は
悩
ま
し
い
。

た
と
え
ば
、
中
島
光
風
。
光
風
は
、
明
治

三
十
三
年
（
一
九
〇
〇
）
に
福
岡
で
生
ま
れ
、

旧
制
広
島
高
等
学
校
（
現
・
広
島
大
学
）
教
授

を
つ
と
め
た
国
文
学
者
・
歌
人
で
あ
る
。
昭

和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
八
月
六
日
、
爆
心
地

か
ら
八
百
メ
ー
ト
ル
の
広
島
市
上
流
川
町
で

被
爆
し
、
そ
の
月
の
三
十
一
日
、
原
爆
症
で

な
く
な
っ
て
い
る
。
広
島
高
等
学
校
時
代
の

中
島
光
風
に
つ
い
て
は
、
教
え
子
で
作
家
の

阿
川
弘
之
の
「
私
の
中
の
日
本
人―

中
島

光
風
先
生―
」（「
波
」
昭
和
五
十
年
五
月
）
な

ど
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
広
島
市

中
央
公
園
に
は
歌
碑
も
建
立
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
中
島
光
風
は
、
私
が
目
に
し
た
出
版
物

で
は
、「
な
か
じ
ま
こ
う
ふ
う
」
と
ル
ビ
を

振
っ
て
い
る
。
光
風
が
生
前
刊
行
し
た
『
上

世
歌
学
の
研
究
』（
筑
摩
書
房
、昭
和
二
十
年
一
月
）

奥
付
で
も「
な
か
じ
ま
く
わ
う
ふ
う
」で
あ
っ

て
、「
な
か
し
ま
」で
は
な
い
。「
く
わ
う
ふ
う
」

は
現
代
仮
名
遣
い
で
は
、「
こ
う
ふ
う
」
で

あ
る
。
し
か
し
、
で
あ
る
。
光
風
が
昭
和
九

年
（
一
九
三
四
）
八
月
、
日
本
大
学
予
科
講
師

を
辞
し
、
広
島
高
等
学
校
教
授
と
し
て
赴
任

す
る
際
に
提
出
し
た
履
歴
書（
筆
書
き
）で
は
、

本
人
の
手
で
、「
ナ
カ
シ
マ
テ
ル
カ
ゼ
」
と

ル
ビ
を
振
っ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
事
典
で

の
扱
い
は
教
育
者
光
風
と
し
て
、「
な
か
し

ま
て
る
か
ぜ
」
と
す
べ
き
な
の
か
、
一
般
的

に
知
ら
れ
て
い
る
「
な
か
じ
ま
こ
う
ふ
う
」

に
す
べ
き
な
の
か
。
あ
る
い
は
ま
た
、
本
名

の
清
音
で
あ
る
「
な
か
し
ま
」
を
考
慮
に
入

れ
「
な
か
し
ま
こ
う
ふ
う
」
と
す
べ
き
な
の

か
。
迷
い
は
今
も
あ
る
が
、
事
典
で
は
、「
な

か
じ
ま
こ
う
ふ
う
」
を
採
用
し
た
。
ち
な
み

に
、
国
立
広
島
原
爆
死
没
者
追
悼
記
念
館
に

登
録
さ
れ
た
遺
影
の
名
前
は
、「
な
か
じ
ま

て
る
か
ぜ
」
と
な
っ
て
い
る
。

生
年
月
日
に
つ
い
て

『
広
島
の
姉
妹
』（
岩
崎
書
店
、昭
和
四
十
八
年
）、

『
広
島
の
母
た
ち
』（
同
、
五
十
七
年
）、『
広
島

の
友
』（
同
、
平
成
七
年
）
の
三
部
作
で
知
ら
れ

る
山
本
真
理
子
氏
の
生
年
は
、
岩
崎
書
店
か

ら
出
版
さ
れ
た
書
籍
の
作
者
紹
介
欄
で
は
、

私
が
確
認
し
た
す
べ
て
、
一
九
二
七
年
（
昭

和
二
年
）
生
ま
れ
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
、
平

成
十
一
年
（
一
九
九
九
）、
リ
ブ
リ
オ
出
版
か

ら
「
愛
蔵
版
県
別
ふ
る
さ
と
童
話
館
」
の
一

冊
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
『
奈

良
の
童
話
』（
山
本
真
理
子「
生
き
る
ん
や
で
」所
収
）

の
み
、
巻
末
の
作
者
紹
介
欄
に
、
一
九
二
六

年
生
ま
れ
と
あ
る
。
一
九
二
六
年
（
十
一
月

十
一
日
）
と
い
え
ば
、
大
正
十
五
年
で
あ
る
。

山
本
真
理
子
氏
の
主
要
作
品
の
ほ
と
ん
ど
を

出
版
し
て
い
る
岩
崎
書
店
の
記
述
で
ま
ず
間

違
い
は
な
い
、
と
私
は
思
っ
て
い
た
。
事
典

に
と
り
上
げ
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
の
挨
拶

状
と
、
全
体
の
確
認
を
お
願
い
す
る
た
め
、

山
本
氏
に
事
典
草
稿
を
添
え
て
書
簡
を
認
め

た
。
驚
く
こ
と
に
、
正
し
い
生
年
は
、
大
正

十
五
年
で
あ
り
、昭
和
二
年
で
は
な
か
っ
た
。

わ
ず
か
一
年
の
違
い
で
は
あ
る
が
、
大
正
生

ま
れ
の
作
家
と
い
う
場
合
と
、
昭
和
生
ま
れ

の
作
家
と
す
る
場
合
と
で
は
、
受
け
取
り
方

に
大
き
な
差
異
が
あ
る
。

松
本
清
張
の
生
年
月
日
な
ら
び
に
出
生

地
に
つ
い
て
は
、
い
っ
そ
う
厄
介
な
問
題

が
あ
る
。
清
張
は
、
明
治
四
十
二
年
十
二
月

二
十
一
日
、
福
岡
県
企
救
郡
板
櫃
村
（
現
・

北
九
州
市
小
倉
北
区
）
に
生
ま
れ
た
と
さ
れ
て

い
る
。
が
、「
父
系
の
指
」（「
新
潮
」
昭
和

三
十
年
九
月
）
中
の
記
述
（「
私
は
広
島
の
Ｋ
町
に

生
ま
れ
た
と
聞
か
さ
れ
た
」）
や
最
晩
年
の
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
（「
文
学
の
森
・
歴
史
の
海
」
読
売
新
聞
、

平
成
二
年
十
一
月
十
二
日
夕
刊
）、
生
後
間
も
な

く
の
写
真
台
紙
に
記
載
さ
れ
て
い
る
生
年
月

日
、
撮
影
年
月
日
な
ど
か
ら
、
明
治
四
十
二

年
二
月
十
二
日
に
広
島
市
で
生
ま
れ
た
と
推

定
で
き
る
（
写
真
台
紙
に
記
載
さ
れ
た
事
項
発
見

の
経
緯
な
ど
は
、
松
本
清
張
記
念
館
館
長
藤
井
康
栄

氏
の
『
松
本
清
張
の
残
像
』〈
文
春
新
書
、
平
成
十
四

年
十
二
月
〉
に
く
わ
し
い
）。
清
張
が
い
つ
、
ど

こ
で
生
ま
れ
た
か
、
と
い
っ
た
事
実
を
や
は

り
軸
に
す
べ
き
と
考
え
、
事
典
で
は
、
最
初

に
広
島
市
生
ま
れ
と
記
述
し
、
従
来
言
わ
れ

て
い
る
年
譜
を
付
記
し
て
い
る
。

出
生
地
の
記
述
に
つ
い
て

井
伏
鱒
二
の
出
生
地
に
つ
い
て
は
、
井

伏
じ
し
ん
「
私
は
明
治
三
十
一
年
二
月
十
五

日
に
生
れ
た
」「
生
れ
た
所
は
広
島
県
深
安

郡
加
茂
村
粟
根
」（『
武
州
鉢
形
城
』
新
潮
社
、
昭

和
三
十
八
年
三
月
）
と
記
し
て
い
る
し
、
筑
摩

書
房
版
『
井
伏
鱒
二
全
集
』
別
巻
二
（
平
成

十
二
年
三
月
）
の
年
譜
に
も
、「
深
安
郡
加
茂

村
粟
根
」
に
生
ま
れ
る
と
あ
る
。
出
生
地
と

い
う
点
で
は
、
間
違
い
は
な
い
。
た
だ
、
生

ま
れ
た
当
時
の
地
名
と
な
る
と
話
は
別
で

あ
る
。
安
那
、
深
津
両
郡
が
合
併
し
て
深
安

郡
と
な
る
の
は
井
伏
が
生
ま
れ
た
翌
年
明
治

三
十
二
年
で
あ
る
の
で
、
正
式
に
は
、
井
伏

が
生
ま
れ
た
の
は
安
那
郡
加
茂
村
で
あ
る
。

「
井
伏
鱒
二
」
の
項
の
執
筆
は
前
田
貞
昭
氏

で
あ
る
が
、
氏
と
検
討
の
上
、
こ
う
し
た
事

情
を
事
典
に
加
え
た
。

事
典
原
稿
の
執
筆
は
、
む
ず
か
し
い
。　

メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
の
登
録
申
し
込
み
・
取
り
消
し
は
こ
ち
ら
か
ら

⇨目次に戻る

小
論
・
研
究
余
滴
・
随
想
な
ど
本
誌
に
お
寄
せ
願
い
ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
「
投
稿
募
集
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

岩
崎
文
人

（
広
島
大
学
名
誉
教
授
）

事
典
原
稿
執
筆
の
む
ず
か
し
さ
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「
家
庭
教
育
の
目
標
は
、
子
ど
も
を
一
人

前
の
大
人
に
育
て
上
げ
る
こ
と
だ
」、
と
か

つ
て
書
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
一
人
前
の

人
間
と
は
、
社
会
の
一
員
と
し
て
承
認
さ
れ

る
こ
と
の
で
き
る
人
間
と
い
う
こ
と
で
す
。

す
な
わ
ち
、
社
会
に
お
け
る
自
分
の
役
割
を

自
覚
し
て
そ
れ
を
果
た
す
こ
と
（
労
働
）
に

よ
っ
て
は
じ
め
て
、
他
者
か
ら
そ
の
働
き
が

承
認
さ
れ
、
さ
ら
に
は
自
分
の
存
在
そ
の
も

の
が
承
認
さ
れ
る
、人
間
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
こ
で
、
人
の
存
在
に
と
っ
て
他
者
か
ら
承

認
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
ど
ん
な
に
大
切
な

こ
と
か
を
、
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

『
悩
む
力
』

現
在
で
も
大
変
よ
く
読
ま
れ
て
い
る
本

に
、
姜
尚
中
氏
の
『
悩
む
力
』（
集
英
社
）
と

い
う
本
が
あ
り
ま
す
。
長
期
に
わ
た
っ
て
ベ

ス
ト
セ
ラ
ー
に
入
っ
て
い
た
も
の
で
、
た
し

か
に
確
固
た
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
強
く
伝
わ
っ

て
く
る
実
に
読
み
応
え
の
あ
る
本
で
す
。

こ
の
本
の
な
か
の
一
節
に
次
の
よ
う
な
記

述
が
あ
り
ま
す
。

三
十
代
半
ば
の
ホ
ー
ム
レ
ス
の
男
性
が
、

市
役
所
か
ら
も
ら
っ
た
道
路
清
掃
の
仕
事
に

従
事
す
る
よ
う
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、
人
か

ら
声
を
か
け
ら
れ
た
と
言
っ
て
、
声
を
詰
ま

ら
せ
た
と
い
う
の
で
す
。
そ
れ
ま
で
は
「
生

ま
れ
て
こ
な
け
れ
ば
よ
か
っ
た
」
と
思
い
、

ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
涙
が
出
る
こ
と
は

な
か
っ
た
の
に
、「
お
は
よ
う
」「
ご
苦
労
さ

ま
」
と
ね
ぎ
ら
い
の
声
を
か
け
ら
れ
て
、
こ

れ
ま
で
と
は
違
っ
て
、
彼
は
、
ち
ゃ
ん
と
社

会
復
帰
す
れ
ば
生
き
て
い
て
よ
か
っ
た
と
思

う
の
で
は
な
い
か
、
普
通
の
人
間
と
し
て
の

感
情
が
戻
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
言
っ

て
、
ま
た
声
を
詰
ま
ら
せ
た
そ
う
で
す
。

人
か
ら
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と

姜
尚
中
氏
は
、こ
の
話
を
紹
介
し
た
後
で
、

「
人
が
働
く
」
と
い
う
行
為
の
一
番
底
に
あ

る
も
の
は
何
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
、「
社

会
の
中
で
自
分
の
存
在
を
認
め
ら
れ
る
」
と

い
う
こ
と
だ
と
述
べ
て
い
ま
す
。
人
が
一
番

つ
ら
い
の
は「
自
分
は
見
捨
て
ら
れ
て
い
る
」

「
誰
か
ら
も
顧
み
ら
れ
な
い
」こ
と
だ
と
言
っ

て
い
ま
す
。「
社
会
で
生
き
る
た
め
に
は
他

者
か
ら
何
ら
か
の
形
で
仲
間
と
し
て
承
認
さ

れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
の
手
段

が
、
働
く
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
働
く
こ

と
に
よ
っ
て
「
そ
こ
に
い
て
い
い
」
と
い
う

承
認
が
与
え
ら
れ
る
」。

そ
う
い
え
ば
、
か
つ
て
マ
リ
ア
・
テ
レ
サ

が
イ
ン
ド
の
貧
民
街
で
救
済
活
動
を
し
た
と

き
に
、
何
よ
り
も
強
く
人
々
に
呼
び
か
け
た

の
は
、
癩
な
ど
の
病
の
克
服
で
も
貧
困
か
ら

の
脱
出
で
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
自
分
は

こ
の
世
に
不
要
な
見
捨
て
ら
れ
た
存
在
だ
と

い
う
意
識
を
一
掃
す
る
こ
と
、
そ
し
て
自
分

は
望
ま
れ
て
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
き
た
か
け

が
え
の
な
い
価
値
を
も
っ
て
い
る
の
だ
と
い

う
、
自
尊
の
感
情
を
も
つ
こ
と
だ
っ
た
と
い

わ
れ
ま
す
。そ
う
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

人
間
と
し
て
の
尊
厳
で
す
。

相
互
認
識

さ
て
姜
氏
の
結
論
は
こ
う
で
す
。「『
人
は

一
人
で
は
生
き
ら
れ
な
い
』
と
よ
く
言
い
ま

す
。
そ
れ
は
物
理
的
、
経
済
的
に
支
え
あ
わ

ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
だ
け
で
な
く
、

哲
学
的
な
意
味
で
も
、
や
は
り
そ
う
な
の
で

す
。
自
我
を
保
持
し
て
い
く
た
め
に
は
、
や

は
り
他
者
と
の
つ
な
が
り
が
必
要
な
の
で

す
。
相
互
承
認
の
中
で
し
か
、
人
は
生
き
ら

れ
ま
せ
ん
。
相
互
承
認
に
よ
っ
て
し
か
、
自

我
は
あ
り
え
な
い
の
で
す
」。
姜
尚
中
氏
の

『
悩
む
力
』は
姜
氏
の
専
門
で
あ
る
マ
ッ
ク
ス・

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
思
想
の
核
心
を
よ
く
伝
え
て

く
れ
る
本
で
す
が
、
し
か
し
同
時
に
、「
相

互
承
認
」
と
い
う
確
固
た
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

伝
え
る
も
の
で
あ
り
、「
相
互
承
認
」
の
書

と
し
て
読
ま
れ
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

生
き
る
と
い
う
こ
と
は

「
承
認
を
め
ぐ
る
戦
い
」
で
あ
る

「
人
は
一
人
で
は
生
き
ら
れ
な
い
」
と
い

う
こ
と
を
相
互
承
認
論
と
し
て
哲
学
的
に
考

え
ぬ
い
た
哲
学
者
と
し
て
は
、
ド
イ
ツ
の
哲

学
者
ヘ
ー
ゲ
ル
（
一
七
七
〇―

一
八
三
一
）
が

有
名
で
す
。「
働
く
」
こ
と
を
通
し
て
他
者

と
の
つ
な
が
り
と
相
互
承
認
を
求
め
て
い
く

こ
と
は
人
間
存
在
の
本
質
的
な
活
動
だ
と
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
考
え
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
人
と

人
が
相
互
承
認
に
よ
っ
て
結
び
つ
く
よ
う
な

社
会
は
い
か
に
可
能
か
と
い
う
こ
と
を
、
人

間
の
生
き
る
本
質
的
活
動
と
し
て
考
え
た
の

で
す
。ヘ
ー
ゲ
ル
の
主
著『
精
神
現
象
学
』は
、

そ
う
い
う
こ
と
を
主
題
の
一
つ
に
し
て
い

る
本
で
す
。
こ
の
書
の
中
で
は
、
個
々
人
の

存
在
が
次
第
に
互
い
に
承
認
し
合
っ
て
共
同

の
社
会
生
活
を
営
む
に
い
た
る
ま
で
の
歴
史

的
過
程
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
場
合
に

ヘ
ー
ゲ
ル
が
強
調
す
る
の
は
、
相
互
承
認
を

根
底
に
あ
っ
て
可
能
な
ら
し
め
る
人
間
の
活

動
は
「
労
働
」（
役
割
を
果
た
す
こ
と
）
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
働
く
こ
と
を
通
し

か
相
互
承
認
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で

す
。
つ
ま
り
人
間
が
共
同
社
会
の
中
を
生
き

抜
く
こ
と
自
体
が
相
互
承
認
を
実
現
す
る
た

め
の
プ
ロ
セ
ス
で
す
。
し
か
し
ま
た
、
相
互

承
認
は
簡
単
に
成
立
す
る
も
の
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
も
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
過
程
を

ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
承
認
を
め
ぐ
る
生
死
を
賭
け

た
戦
い
」
と
さ
え
呼
ん
で
い
ま
す
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
社
会
生
活
の
成
立
の

た
め
に
は
相
互
承
認
が
不
可
欠
だ
と
い
う
こ

と
は
、
孤
独
を
い
や
す
と
い
う
よ
う
な
願
望

や
実
存
的
な
感
傷
な
ど
の
次
元
の
こ
と
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
ま
さ
し
く
、「
相
互
承
認
の

中
で
し
か
人
は
生
き
ら
れ
な
い
」
と
い
う
意

味
で
、
人
間
や
人
類
の
生
存
の
本
質
的
な
あ

り
方
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
翻
っ
て
考
え
れ

メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
の
登
録
申
し
込
み
・
取
り
消
し
は
こ
ち
ら
か
ら

⇨目次に戻る

小
論
・
研
究
余
滴
・
随
想
な
ど
本
誌
に
お
寄
せ
願
い
ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
「
投
稿
募
集
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

人
は
一
人
で
は
生
き
ら
れ
な
い

―
姜
尚
中『
悩
む
力
』を
読
ん
で　

水
野
建
雄

（
八
洲
学
園
大
学
教
授
、
日
本
家
庭
教
育
学
会
副
会
長 

）

http://www.bensey.co.jp/mm.html
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ば
、
働
く
訓
練
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
子
ど

も
の
社
会
性
に
と
っ
て
も
き
わ
め
て
大
切
な

こ
と
だ
と
い
え
ま
す
。

子
ど
も
は
働
く
（
遊
ぶ
）
こ
と
を
通
し
て

他
者
と
結
び
つ
き
、
そ
れ
を
果
た
す
こ
と
に

よ
っ
て
、
他
者
か
ら
誉
め
ら
れ
認
め
ら
れ
て

自
信
と
自
尊
心
を
獲
得
す
る
と
同
時
に
、
他

者
を
思
い
や
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。

社
会
性
は
子
ど
も
の
自
立
へ
の
基
礎
だ
と

い
え
ま
す
。

子
ど
も
が
真
に
自
立
す
る
と
は
ど
う
い
う

こ
と
か
を
、
家
庭
教
育
の
立
場
か
ら
考
え
て

み
ま
し
た
。

重
要
な
情
報
が
漏
え
い
す
る
事
件
が
続
出

す
る
中
で
、
本
当
に
保
護
が
必
要
な
情
報
が

漏
え
い
し
、語
弊
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

ど
う
で
も
い
い
情
報
の
保
護
に
真
剣
に
取
り

組
ん
で
い
ま
せ
ん
か
？　

個
人
情
報
を
保
護

す
る
に
あ
た
っ
て
、
過
剰
反
応
と
呼
ば
れ
る

現
象
が
発
生
し
て
い
る
一
方
で
、
自
分
だ
け

は
情
報
漏
え
い
を
起
こ
さ
な
い
と
い
う
「
過

小
評
価
」
に
身
に
覚
え
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

警
視
庁
公
安
部
外
事
三
課
の
内
部
文
書
と

思
わ
れ
る
日
本
の
テ
ロ
対
策
関
連
文
書
、
尖

閣
諸
島
近
辺
に
お
け
る
海
上
保
安
庁
の
巡

視
船
へ
の
中
国
漁
船
の
衝
突
現
場
ビ
デ
オ
な

ど
、
社
会
的
に
大
き
な
ニ
ュ
ー
ス
と
し
て
取

り
上
げ
ら
れ
る
内
部
情
報
の
流
出
が
続
出
し

て
い
る
。

情
報
は
、流
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

流
れ
て
よ
い
場
合
と
、
流
れ
て
は
困
る
場
合

が
あ
る
。

個
人
情
報
保
護
法
が
二
〇
〇
三
年
に
制
定

さ
れ
、
二
〇
〇
五
年
に
全
面
施
行
さ
れ
て
か

ら
は
、
個
人
情
報
保
護
を
は
じ
め
と
し
て
、

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
に
つ
い
て
も
関
心

が
高
ま
っ
た
。
同
時
に
、
過
剰
な
ま
で
の
個

人
情
報
保
護
策
や
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
た

め
に
様
々
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
な
ど
、
い

わ
ゆ
る
「
過
剰
反
応
」
と
呼
ば
れ
る
現
象
ま

で
発
生
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
情
報
漏

え
い
は
後
を
絶
た
な
い
。

流
出
や
漏
え
い
と
い
う
用
語
も
混
在
し
て

用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
流
出
と
漏
え
い
の
違

い
も
不
明
で
あ
る
。
法
令
に
お
い
て
は
、「
漏

え
い
」
と
い
う
用
語
は
用
い
ら
れ
る
が
、「
流

出
」
と
い
う
用
語
は
、
土
壌
や
海
洋
汚
染
な

ど
環
境
関
係
の
法
令
な
ど
で
は
用
い
ら
れ
て

い
る
も
の
の
、「
情
報
」
流
出
と
い
う
用
語
は

法
令
用
語
と
し
て
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。

と
な
る
と
、
政
府
が
し
き
り
に
「
流
出
」

と
い
う
用
語
で
一
連
の
事
件
を
説
明
し
て
い

る
の
は
、
法
的
な
観
点
と
は
別
次
元
の
問
題

と
し
て
議
論
を
し
た
い
と
い
っ
た
別
の
意
図

が
働
い
て
い
る
よ
う
に
し
か
思
え
な
い
の
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
情
報
の
適
正
な
取
扱
い

と
保
護
は
、
法
令
に
基
づ
く
義
務
に
と
ど
ま

ら
ず
、
情
報
化
社
会
に
お
け
る
安
全
・
安
心

な
社
会
を
実
現
す
る
上
で
不
可
欠
な
も
の
と

な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
法
令
に
基
づ
く

対
応
と
い
い
な
が
ら
、
実
際
に
は
不
要
な
対

応
が
な
さ
れ
て
い
た
り
、情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

対
策
と
い
い
な
が
ら
、逆
に
、セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

上
問
題
が
あ
る
事
例
も
散
見
さ
れ
る
。

例
え
ば
、
携
帯
電
話
は
個
人
情
報
の
宝
庫

で
あ
る
た
め
、
そ
の
情
報
を
保
護
す
る
た
め

に
ダ
イ
ヤ
ル
ロ
ッ
ク
機
能
な
ど
を
用
い
て
、

幼
児
は
単
に
大
人
を
縮
小
し
た
も
の
で
は
な
く
、
大
人
と
は
本
質
的
に
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

子
ど
も
は
人
格
を
持
っ
た
存
在
で
あ
り
、
尊
重
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
私
達
は
こ
の
こ
と
を
忘
れ
、
子
ど
も
を
親
の
思
い
通
り
に

し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？

豊
富
な
デ
ー
タ
を
用
い
、「
発
達
」「
遊
び
」「
保
育
園
・
幼
稚
園
」
な
ど
の

わ
か
り
や
す
い
観
点
か
ら
、
幼
児
教
育
の
基
本
を
考
え
る
。

福
田
博
子　
著

四
六
判
並
製
・
定
価
一
八
九
〇
円
（
税
込
）

な
る
ほ
ど
幼
児
教
育　
育
児
の
た
め
に　
　
　

知
っ
て
お
き
た
い
こ
と

家
庭
教
育
の
目
的
は
子
ど
も
の
人
格
的
自
立
と
社
会
的
能
力
の
育
成
で
あ
る
。

家
庭
教
育
の
二
本
柱
は
親
の
「
愛
情
」
と
「
責
任
」。

こ
れ
ま
で
の
育
児
論
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
親
子
関
係
の
基
本
に
立
ち
か
え
り
、

人
間
の
生
き
方
と
し
て
の
教
育
を
説
く
。

水
野
建
雄　
著

四
六
判
並
製
・
定
価
一
八
九
〇
円
（
税
込
）

家
庭
に
お
け
る
人
間
形
成　
子
ど
も
の　
　

自
立
を
考
え
る

子
育
て
と
い
う
の
は
、
親
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
子
ど
も
を
異
世
代
と
す
ご
さ
せ
よ
う
。

子
ど
も
た
ち
は
、
い
ろ
い
ろ
な
人
と
の
関
係
の
な
か
で
、
人
づ
き
あ
い
の
し
か
た
を

身
に
つ
け
て
い
く
。
さ
ま
ざ
ま
な
世
代
と
交
流
す
る
こ
と
は
、

親
の
負
担
を
減
ら
す
こ
と
に
も
つ
な
が
る
だ
け
で
な
く
、

子
ど
も
の
成
長
と
自
立
に
き
わ
め
て
有
益
で
あ
る
。

斎
藤
嘉
孝　
著

四
六
判
並
製
・
定
価
一
八
九
〇
円
（
税
込
）

子
ど
も
を
伸
ば
す
世
代
間
交
流　
子
ど
も
を　
　
　

あ
ら
ゆ
る
世
代
と

す
ご
さ
せ
よ
う

家
庭
教
育
叢
書　
全
三
巻

情
報
管
理
の
あ
り
方
を
問
う

新
保
史
生

（
慶
應
義
塾
大
学
総
合
政
策
学
部
准
教
授
）

メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
の
登
録
申
し
込
み
・
取
り
消
し
は
こ
ち
ら
か
ら

⇨目次に戻る

小
論
・
研
究
余
滴
・
随
想
な
ど
本
誌
に
お
寄
せ
願
い
ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
「
投
稿
募
集
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

http://www.bensey.co.jp/book/2278.html
http://www.bensey.co.jp/book/2278.html
http://www.bensey.co.jp/book/2278.html
http://www.bensey.co.jp/book/2277.html
http://www.bensey.co.jp/book/2277.html
http://www.bensey.co.jp/book/2277.html
http://www.bensey.co.jp/book/2279.html
http://www.bensey.co.jp/book/2279.html
http://www.bensey.co.jp/book/2279.html
http://www.bensey.co.jp/book/2279.html
http://www.bensey.co.jp/mm.html
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メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
の
登
録
申
し
込
み
・
取
り
消
し
は
こ
ち
ら
か
ら

⇨目次に戻る

小
論
・
研
究
余
滴
・
随
想
な
ど
本
誌
に
お
寄
せ
願
い
ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
「
投
稿
募
集
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

第
三
者
に
不
正
に
使
用
さ
れ
な
い
よ
う
に
す

る
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
人
が
増
え
て

い
る
。
企
業
の
中
は
、
そ
の
手
続
を
社
内
規

程
で
定
め
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。こ
こ
で
、

ダ
イ
ヤ
ル
ロ
ッ
ク
を
設
定
す
る
と
、
情
報
セ

キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
と
し
て
は
安
心
と
信
じ
て

い
る
人
が
多
い
。
と
こ
ろ
が
、
設
定
し
て
い

る
パ
ス
ワ
ー
ド
が
、
他
の
パ
ス
ワ
ー
ド
や
暗

証
番
号
と
同
じ
人
が
多
い
と
い
う
事
実
が
あ

る
。
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
の
観
点
か
ら
す
る

と
、
こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。

携
帯
電
話
は
落
と
す
こ
と
が
あ
る
。
そ
の

た
め
に
ロ
ッ
ク
を
掛
け
る
。
携
帯
を
落
と
す

と
同
時
に
落
と
す
こ
と
が
多
い
物
が
あ
る
。

財
布
で
あ
る
。
財
布
の
中
に
は
、
何
が
入
っ

て
い
る
だ
ろ
う
か
。
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
や

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、

鞄
と
共
に
携
帯
を
落
と
す
と
、
ノ
ー
ト
パ
ソ

コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
、
Ｐ
Ｄ
Ａ
な
ど
も

一
緒
に
落
と
す
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
ま
で
聞
く
と
気
づ
か
れ
る
方
も
い
る

と
思
わ
れ
る
が
、
携
帯
電
話
に
設
定
さ
れ
て

い
る
パ
ス
ワ
ー
ド
は
、
Ｕ
Ｓ
Ｂ
ケ
ー
ブ
ル
で

携
帯
と
パ
ソ
コ
ン
を
接
続
し
て
パ
ス
ワ
ー
ド

解
析
の
ソ
フ
ト
を
使
う
と
、
設
定
さ
れ
て
い

る
パ
ス
ワ
ー
ド
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

れ
も
か
な
り
短
時
間
に
簡
単
に
で
あ
る
。「
携

帯　

パ
ス
ワ
ー
ド　

解
析
」
と
検
索
エ
ン
ジ

ン
で
検
索
を
す
る
と
、
四
、一
三
〇
、
〇
〇

〇
件
（
二
〇
一
〇
年
十
一
月
一
日
現
在
）
ヒ
ッ
ト

す
る
。

つ
ま
り
、
他
の
物
と
携
帯
を
一
緒
に
落

と
し
て
し
ま
い
、
暗
証
番
号
や
パ
ス
ワ
ー
ド

が
設
定
さ
れ
て
い
る
物
が
そ
こ
に
含
ま
れ
る

場
合
、
携
帯
の
パ
ス
ワ
ー
ド
と
キ
ャ
ッ
シ
ュ

カ
ー
ド
な
ど
の
暗
証
番
号
が
同
じ
で
あ
る
が

た
め
、
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
の
た
め
に

携
帯
ロ
ッ
ク
を
掛
け
た
こ
と
が
、
仇
に
な
っ

て
、
す
べ
て
や
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
が
逆
に
リ

ス
ク
に
な
っ
て
し
ま
う
一
例
で
あ
る
が
、
こ

の
よ
う
な
例
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
簡
単
に
破
ら
れ
て
し
ま
う

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
や
、
名
簿
を
作
ら
な
い

と
か
、
図
書
館
が
保
有
す
る
個
人
情
報
が
掲

載
さ
れ
て
い
る
資
料
を
閲
覧
禁
止
に
す
る
と

か
、
本
来
必
要
と
は
考
え
ら
れ
な
い
意
味
不

明
の
個
人
情
報
保
護
対
策
が
蔓
延
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
現
状
に
鑑
み
、
本
書
で
は
、

現
在
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会
で
は
、
日
々

様
々
な
情
報
が
大
量
に
利
用
さ
れ
て
い
る
こ

と
。
そ
れ
が
当
然
の
状
況
に
な
っ
て
い
る
一

方
で
、情
報
の
利
用
や
管
理
を
め
ぐ
っ
て
は
、

名
誉
、
肖
像
、
個
人
情
報
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

等
の
個
人
の
人
格
的
利
益
の
侵
害
や
、
知
的

財
産
権
の
侵
害
を
め
ぐ
る
問
題
な
ど
、
多
種

多
様
な
問
題
が
生
じ
て
い
る
こ
と
。
こ
の
点

に
つ
き
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
時
代
に
お
け
る
図

書
館
情
報
学
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
、
法

的
視
点
か
ら
情
報
の
管
理
と
法
に
に
つ
い
て

検
討
を
行
っ
た
。

図
書
館
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
あ
た
っ
て

は
、
図
書
館
が
保
有
す
る
図
書
館
資
料
の
提

供
に
係
る
情
報
だ
け
で
な
く
、
図
書
館
の
運

営
そ
の
も
の
に
関
わ
る
情
報
に
至
る
ま
で
、

様
々
な
情
報
の
取
扱
い
や
管
理
に
つ
い
て
検

討
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
図
書
館
に
お
け
る
情
報
の

取
扱
い
は
、
図
書
館
資
料
を
は
じ
め
と
す
る

紙
媒
体
の
情
報
の
取
扱
い
を
め
ぐ
る
諸
問
題

に
と
ど
ま
ら
ず
、
電
子
媒
体
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
利
用
し
た
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
型
の
図
書
館

の
発
展
に
伴
い
、
新
た
な
媒
体
や
新
た
な
環

境
に
お
け
る
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
問
題

が
発
生
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
問
題
が
発
生

す
る
た
び
に
、
い
わ
ば
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
的
に

個
々
の
問
題
へ
の
対
応
を
行
っ
て
い
る
現
状

が
あ
る
。

こ
れ
は
、
な
に
も
図
書
館
に
限
ら
れ
た
こ

と
で
は
な
い
。
民
間
の
事
業
者
や
個
人
に
お

い
て
も
同
様
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

よ
う
に
、
い
わ
ば
「
場
当
た
り
的
」
な
対
応

に
よ
ら
ざ
る
を
得
な
い
背
景
に
は
、「
情
報
」

の
取
扱
い
を
め
ぐ
る
環
境
が
日
々
劇
的
に

変
化
し
続
け
て
お
り
、
そ
の
取
扱
方
法
を
理

解
す
る
以
前
に
、
新
た
な
環
境
を
把
握
す
る

の
も
困
難
な
状
況
が
多
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ

る
。
そ
し
て
、
よ
う
や
く
新
た
な
環
境
に
順

応
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
時
点
で
既
に
、
そ

の
状
況
は
過
去
の
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
目

の
前
に
は
次
の
新
た
な
環
境
が
出
現
す
る
と

と
も
に
、
新
た
な
問
題
が
発
生
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
情
報
化
社
会
は
変
遷
が
早

い
が
ゆ
え
に
、
そ
の
状
況
に
追
い
つ
い
て
い

く
だ
け
で
も
大
変
な
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の

通
り
で
あ
る
。
ま
た
、
技
術
の
進
歩
だ
け
で

な
く
、
法
的
な
課
題
へ
の
対
応
に
つ
い
て
も

新
た
な
法
整
備
が
行
わ
れ
る
た
び
に
、
技
術

と
制
度
の
両
面
か
ら
新
た
な
問
題
へ
の
対
応

を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
、
本
書

を
通
じ
て
再
度
考
え
る
機
会
に
し
て
い
た
だ

け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

第
１
章　
高
度
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会
の
基
礎
と
な
る
法
制
度

第
２
章　
情
報
公
開
法

第
３
章　
情
報
の
保
存
に
関
す
る
法
令

第
４
章　
知
的
財
産
の
保
護
に
関
す
る
法
令

第
５
章　
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
令

第
６
章　
図
書
館
サ
ー
ビ
ス
と
個
人
情
報
の
取
扱
い

第
７
章　
図
書
館
が
保
有
す
る
情
報
へ
の
本
人
関
与

第
８
章　
図
書
館
に
お
け
る
過
剰
反
応

第
９
章　
個
人
情
報
保
護
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
対
応
の
区
別

第
10
章　
情
報
管
理
技
術
と
法

第
11
章　
情
報
管
理
の
た
め
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
活
用

第
12
章　
情
報
の
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ

第
13
章　
ウ
ェ
ブ
・
ア
ー
カ
イ
ビ
ン
グ
と
法
的
課
題

現
在
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会
で
は
、
日
々
様
々
な
情
報
が
大
量
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
が
当
然
の
状
況
に
な
っ
て
い
る
一
方
で
、
情
報
の
利
用
や
管
理
を
め
ぐ
っ
て
は
、

名
誉
、
肖
像
、
個
人
情
報
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
等
の
個
人
の
人
格
的
利
益
の
侵
害
や
、

著
作
権
を
は
じ
め
と
す
る
知
的
財
産
権
の
侵
害
を
め
ぐ
る
問
題
な
ど
、

多
種
多
様
な
問
題
が
生
じ
て
い
る
。

本
書
で
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
時
代
に
お
け
る
図
書
館
情
報
学
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
、

法
的
視
点
か
ら
情
報
の
管
理
と
法
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

新
保
史
生　
著

四
六
判
並
製
・
定
価
二
一
〇
〇
円
（
税
込
）

情
報
管
理
と
法  

情
報
の
利
用
と
保
護
の
バ
ラ 

ン
ス

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
時
代
の
図
書
館
情
報
学 
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病
跡
学
と
は
何
か

『
戦
後
派
作
家
た
ち
の
病
跡
』
と
い
う
タ

イ
ト
ル
の
書
籍
を
上
梓
す
る
こ
と
に
し
た
。

「
病
跡
学
」
と
い
っ
て
も
、
一
般
に
は
な
じ

み
が
薄
い
か
も
し
れ
な
い
。
人
の
創
造
的
な

活
動
の
秘
密
を
、
精
神
医
学
の
一
分
野
で
あ

る
現
象
学
や
分
析
学
の
方
法
で
解
い
て
い
こ

う
と
す
る
一
学
術
分
野
で
あ
る
。

古
代
に
お
け
る
法
と

精
神
状
態
の
判
断
に
つ
い
て

精
神
の
病
に
つ
い
て
は
、
古
く
か
ら
知

ら
れ
て
い
た
。
ギ
リ
シ
ャ
時
代
医
学
の
元
祖

と
さ
れ
る
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
も
メ
ラ
ン
コ
リ
ー

と
い
う
言
葉
で
触
れ
て
い
る
し
、
プ
ラ
ト
ン

も
病
ゆ
え
の
愚
か
さ
は
単
純
な
愚
か
さ
で
あ

り
、
犯
罪
行
為
を
情
状
酌
量
す
べ
し
と
し
て

い
る
。
日
本
で
も
初
め
て
律
令
国
家
が
成
立

し
た
奈
良
時
代
、
養
老
律
令
が
出
さ
れ
、
解

釈
の
書
「
令り
ょ
う
の
ぎ
げ

義
解
」
に
は
「
癲
」「
狂
」
の

名
の
も
と
に
、
プ
ラ
ト
ン
に
似
た
考
え
が
書

か
れ
て
い
る
。
西
洋
中
世
時
代
、
魔
女
裁
判

が
さ
か
ん
に
行
わ
れ
、
イ
ン
ク
ブ
ス
体
験
も

本
気
で
悪
魔
の
仕
業
と
さ
れ
て
い
た
。
今
日

で
言
え
ば
体
感
幻
覚
の
一
種
と
し
て
の
性
的

被
侵
襲
体
験
で
あ
る
。
日
本
中
世
で
も
憑
き

物
を
払
う
た
め
の
加
持
祈
禱
が
盛
ん
で
あ
っ

た
し
、
漢
方
薬
や
灸
と
い
っ
た
身
体
医
学

的
方
法
を
取
り
入
れ
た
の
は
、
僧
侶
た
ち
で

あ
っ
た
。

精
神
医
学
の
黎
明
期
と
「
人
間
学
」

西
洋
で
は
十
八
世
紀
、
啓
蒙
主
義
や
科

学
主
義
が
台
頭
し
、
か
つ
て
悪
魔
の
仕
業

と
さ
れ
た
狂
気
が
、
人
間
に
固
有
の
病
ゆ

え
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
黎

明
期
を
切
り
開
い
た
の
が
カ
ン
ト
の
人
間
学

で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
や
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
の
影
響
を
う
け
つ
つ
、
神
の
存
在
証

明
と
し
て
の
形
而
上
学
を
断
念
し
、
宇
宙
の

進
化
と
い
っ
た
こ
と
を
考
え
、
従
来
の
「
神

の
意
思
に
従
え
」
か
ら
「
汝
の
な
し
う
る
最

完
全
を
な
せ
」
と
い
う
考
え
に
傾
き
、
人
間

理
性
と
経
験
問
題
の
探
求
に
乗
り
出
し
、
有

名
な
三
批
判
を
書
い
た
。
一
方
カ
ン
ト
は

市
民
公
開
講
座
の
形
で
、
地
理
学
や
人
間
学

の
講
義
を
し
て
い
た
。
人
間
学
は
カ
ン
ト
晩

年
の
著
書
で
あ
り
、
構
想
力
（facultas　

im
aginadi

）
に
関
す
る
論
述
は
病
跡
学
に
も

関
係
し
て
く
る
。
こ
れ
に
は「
人
間
学
遺
稿
」

と
さ
れ
る
資
料
も
残
っ
て
お
り
、
校
正
や

後
に
修
正
さ
れ
た
文
章
が
訳
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
構
想
力
に
つ
い
て
「（
後
想
像
は
闇

の
中
を
歩
む
こ
と
を
好
む
。
…
）」「（
同
天

才
に
関
す
る
章
。
詩
文
に
よ
る
開
花
。）
構

想
力
は
、
他
の
諸
力
、
す
な
わ
ち
、
機
知
、

メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
の
登
録
申
し
込
み
・
取
り
消
し
は
こ
ち
ら
か
ら

⇨目次に戻る

小
論
・
研
究
余
滴
・
随
想
な
ど
本
誌
に
お
寄
せ
願
い
ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
「
投
稿
募
集
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

悟
性
等
々
、
の
は
し
た
女
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
一
種
の
感
官
で
あ
り
、
も
ろ
も
ろ
の
対

象
を
、
ほ
し
い
ま
ま
に
、
喚
び
出
し
、
あ
る

い
は
追
い
や
り
、
あ
か
る
み
に
出
し
、
あ
る

い
は
闇
に
葬
る
、と
い
っ
た
こ
と
が
で
き
る
。

･･････

空
想
が
不
規
則
に
飛
躍
す
る
ひ
と

は
、
夢
想
家
で
あ
り
、（
同
そ
れ
が
同
時
に

無
規
律
で
あ
れ
ば
、
常
軌
を
逸
し
た
も
の
と

な
る
）、
狂
信
家
も
こ
れ
に
ぞ
く
す
る
。
空

想
の
最
も
重
い
病
は
、
そ
れ
が
不
規
則
に
飛

躍
す
る
こ
と
で
あ
る
。･･････

」
と
書
か
れ

て
い
る
。
後
は
後
に
書
き
加
え
ら
れ
た
部
分

を
指
し
、
同
は
校
正
時
の
追
加
部
分
で
あ
る

（
カ
ン
ト
全
集
第
十
四
巻
山
下
太
郎
、
坂
部
恵
訳
『
人

間
学
』『
人
間
学
遺
稿
』
理
想
社
）。
そ
こ
で
は
記

憶
や
夢
や
判
断
能
力
に
つ
い
て
も
頁
が
さ
か

れ
て
お
り
、
今
日
知
情
意
と
し
て
ま
と
め
ら

れ
る
人
の
ひ
と
ま
と
ま
り
の
精
神
活
動
の
要

素
へ
の
論
及
も
あ
る
。

人
間
学
と
精
神
病
理
学

私
は
四
十
代
に
入
っ
て
精
神
科
臨
床
上

の
疑
問
を
、
精
神
病
理
学
と
い
う
方
法
論
で

論
文
に
ま
と
め
る
作
業
を
し
は
じ
め
た
。
役

立
ち
そ
う
な
先
行
論
文
を
渉
猟
し
、
一
幅

の
絵
に
構
成
し
て
い
く
。
平
成
十
六
年
十
月

に
は
日
本
精
神
病
理
学
会
を
主
催
さ
せ
て
い

た
だ
き
、
会
長
講
演
で
精
神
病
理
学
者
シ
ュ

ナ
イ
ダ
ー
が
心
理
学
に
限
定
し
て
も
ち
い
た

D
asein Sosein

と
い
う
概
念
を
主
題
に
立

て
、
統
合
失
調
症
性
ア
ポ
カ
リ
プ
ス
に
つ
い

て
語
ら
せ
て
い
た
だ
い
た
。
そ
の
後
、
区
切

り
と
し
て
こ
れ
ま
で
の
論
文
を
ま
と
め
よ
う

と
思
い
、
解
説
的
な
総
説
を
書
き
な
が
ら
、

「
人
間
学
」
と
い
う
言
葉
が
い
ち
ば
ん
ふ
さ

わ
し
い
と
考
え
て
い
た
。

エ
イ
ド
ス
概
念
を
用
い
つ
つ
人
の
強
迫
性

や
嗜
癖
性
に
つ
い
て
論
述
し
た
ゲ
ー
プ
ザ
ッ

テ
ル
と
い
う
ド
イ
ツ
の
精
神
医
学
者
が
い

る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
気
落
ち
し
た
日
々
を
サ

ポ
ー
ト
し
た
と
も
い
わ
れ
る
人
物
で
あ
る
。

そ
の
ゲ
ー
プ
ザ
ッ
テ
ル
が
、
人
は
現
存
在
の

不
安
ゆ
え
、
形
而
上
学
的
思
惟
を
せ
ず
に
い

ら
れ
な
い
と
い
う
上
位
の
強
迫
性
か
ら
、
麻

薬
の
類
を
常
用
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
と
い

う
医
学
的
意
味
で
の
中
毒
に
い
た
る
ま
で
、

人
間
学
的
に
み
て
、
あ
ま
ね
く
嗜
癖
的
で
あ

る
と
論
述
し
て
い
た
。
そ
の
論
文
内
容
に
感

銘
し
、
以
来
、
人
間
学
（A

nthropologie

）

と
い
う
言
葉
が
ゲ
ー
プ
ザ
ッ
テ
ル
由
来
と
思

い
込
ん
で
い
た
。

人
間
学
の
創
始
者
は
カ
ン
ト
で
あ
り
、
今

は
カ
ン
ト
が
形
而
上
学
を
論
理
的
に
研
ぎ
澄

ま
す
た
め
に
も
、
世
間
知
と
し
て
の
「
人
間

学
」
は
必
須
の
養
分
で
あ
っ
た
と
了
解
し
て

い
る
。
卑
小
な
が
ら
、
私
の
精
神
病
理
学
論

文
集
も
、
人
の
心
的
現
実
と
そ
の
本
質
の
あ

い
だ
を
往
還
で
き
る
書
に
な
れ
ば
と
願
い
、

執
筆
中
で
あ
る
。

　

人
間
学
と
精
神
病
理
学

庄
田
秀
志

（
国
立
病
院
機
構
小
諸
高
原
病
院
院
長
）

http://www.bensey.co.jp/book/2288.html
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日
本
人
は
笑
わ
な
い

ひ
と
こ
ろ
、
日
本
人
は
笑
わ
な
い
と
言
わ

れ
た
こ
と
が
あ
る
。

敗
戦
の
翌
年
刊
行
さ
れ
た
、
ル
ー
ス
・
ベ

ネ
デ
ィ
ク
ト
の
『
菊
と
刀
』
は
、
日
本
人
の

心
性
の
中
に
は
、
一
本
固
い
針
金
の
よ
う
な

も
の
が
入
っ
て
お
り
、
な
か
な
か
気
楽
に
心

を
開
か
な
い
、
今
後
民
主
主
義
社
会
の
建
設

に
当
た
っ
て
、
そ
の
こ
と
が
一
番
の
障
害
に

な
る
か
も
知
れ
な
い
、
ほ
ぼ
そ
う
い
う
意
味

の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

そ
の
後
、
平
和
を
取
り
戻
し
た
日
本
社
会

に
は
、
幾
度
も
お
笑
い
ブ
ー
ム
が
あ
り
、
ベ

ネ
デ
ィ
ク
ト
の
言
う
こ
と
な
ど
、
は
る
か
な

昔
語
り
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
節
が
な
い
で
も

な
い
。

し
か
し
、
基
本
に
は
、
や
は
り
ま
だ
ベ
ネ

デ
ィ
ク
ト
の
指
摘
し
た
こ
と
が
生
き
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。
日
本
人
は
私
的
な
場
面
で
は

大
い
に
笑
う
。
し
か
し
公
的
な
場
面
に
な
る

と
必
要
以
上
に
固
く
な
り
、議
論
を
す
る
と
、

ゆ
と
り
の
乏
し
い
と
げ
と
げ
し
い
も
の
に
な

り
が
ち
で
あ
る
。
そ
う
し
た
癖
は
、
ま
だ
ま

だ
拭
い
き
れ
ず
に
ま
と
い
つ
い
て
い
る
。

そ
の
原
因

私
達
は
、
そ
う
い
う
日
本
人
の
癖
は
な
ぜ

生
じ
て
き
た
の
か
、
今
後
、
ど
の
よ
う
な
方

向
を
目
指
す
べ
き
か
、
そ
の
こ
と
を
研
究
目

標
の
一
つ
に
掲
げ
て
、
文
学
と
笑
い
研
究
会

を
設
立
し
た
。

お
お
ざ
っ
ぱ
に
言
う
と
、
江
戸
時
代
か
ら

昭
和
の
終
戦
の
時
ま
で
、
長
く
続
い
た
強
固

な
封
建
的
身
分
社
会
、
明
治
以
後
の
西
欧
文

明
に
対
す
る
劣
等
感
、
そ
う
し
た
も
の
が
、

私
的
場
面
で
は
笑
っ
て
も
、
公
的
場
面
に
な

る
と
し
ゃ
ち
ほ
こ
張
る
し
か
な
い
日
本
人
の

心
性
を
育
て
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
は
よ
く
な
い
結
果
を
生
ん
だ
。
明
治

以
後
の
日
本
人
は
、
西
欧
人
に
対
し
て
は
、

ち
ょ
う
ど
町
人
が
怖
い
武
士
に
向
か
う
場

合
と
同
じ
よ
う
に
、
に
や
に
や
追
従
笑
い
を

し
、
そ
れ
の
反
動
で
朝
鮮
や
中
国
に
出
か
け

る
と
、
威
張
り
散
ら
し
、
嘲
笑
的
態
度
を
取

る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

そ
の
こ
と
は
、
文
学
や
文
化
の
中
に
も
現

れ
て
い
る
。
日
本
の
近
代
文
学
の
中
に
は
、

庶
民
が
権
威
を
笠
に
着
て
威
張
る
の
と
同
じ

よ
う
に
、
西
欧
を
笠
に
着
て
威
張
る
姿
勢
が

は
び
こ
り
、
し
か
し
、
そ
う
し
た
中
で
、
漱

石
、
芥
川
、
井
伏
、
太
宰
等
々
の
す
ぐ
れ
た

文
学
者
達
は
、
風
刺
的
笑
い
に
よ
っ
て
、
権

威
主
義
に
対
抗
し
よ
う
と
し
た
。

対
等
な
人
間
関
係
の
基
礎

 

私
達
文
学
と
笑
い
研
究
会
は
、
文
学
の

羽
鳥
徹
哉

（
成
蹊
大
学
名
誉
教
授
）

叢
書『
笑
い
と
創
造
』全
六
冊
の
こ
と

分
析
を
中
心
に
、
笑
い
の
問
題
に
迫
っ
て
い

こ
う
と
し
た
。
問
題
に
迫
る
過
程
の
中
で
、

私
達
は
私
達
自
身
を
、卑
屈
な
追
従
笑
い
や
、

居
丈
高
な
嘲
笑
的
態
度
か
ら
脱
皮
し
、
相
手

へ
の
思
い
や
り
を
含
む
、
の
び
の
び
と
豊
か

な
笑
い
の
身
に
つ
い
た
人
間
に
、
鍛
え
上
げ

て
い
こ
う
と
努
力
し
た
。
そ
れ
こ
そ
が
、
民

主
主
義
社
会
の
基
礎
で
あ
り
、
世
界
の
人
々

と
対
等
に
交
わ
り
、
平
和
な
世
界
を
築
き
上

げ
て
い
く
基
本
だ
か
ら
で
あ
る
。

私
達
の
目
指
す
も
の
に
共
鳴
し
、
協
力
し

て
下
さ
る
人
は
次
第
に
増
え
て
き
た
。
日
本

人
だ
け
で
は
な
い
。
も
と
も
と
こ
の
会
は
、

ア
メ
リ
カ
の
ヒ
ベ
ッ
ト
教
授
と
共
に
始
め
た

も
の
だ
が
、
韓
国
、
中
国
、
ド
イ
ツ
、
イ
タ

リ
ア
、
メ
キ
シ
コ
と
、
協
力
者
は
国
境
を
越

え
て
ふ
え
て
行
っ
た
。

遊
び
の
笑
い
、
運
命
に
立
ち
向
か
う
笑
い

笑
い
に
は
、
対
人
関
係
の
基
本
姿
勢
に
関

わ
る
笑
い
の
ほ
か
、
冗
談
言
っ
た
り
ふ
ざ
け

た
り
、
洒
落
を
言
っ
た
り
滑
稽
を
演
じ
た
り

と
い
う
遊
び
の
笑
い
、芸
能
の
笑
い
も
あ
る
。

こ
れ
ら
の
笑
い
は
、
落
ち
込
ん
だ
気
持
ち
を

立
ち
直
ら
せ
、
駄
目
人
間
を
積
極
的
に
生
か

し
、
精
神
的
危
機
を
救
う
働
き
を
持
っ
て
い

る
。
私
達
は
、こ
う
い
う
笑
い
に
つ
い
て
も
、

出
来
る
だ
け
眼
を
開
こ
う
と
努
力
し
た
。

ま
た
、
運
命
を
笑
う
笑
い
も
あ
る
。
我
々

は
何
の
た
め
に
生
き
て
い
る
の
か
。
世
界
は

何
の
た
め
に
存
在
す
る
の
か
。
容
易
に
答
え

が
出
せ
そ
う
も
な
い
難
問
に
対
し
、
昔
か
ら

笑
い
を
も
っ
て
立
ち
向
か
お
う
と
す
る
姿
勢

が
あ
っ
た
。
禅
の
笑
い
、
ニ
ー
チ
ェ
の
超
人

の
笑
い
、
バ
フ
チ
ン
が
指
摘
す
る
ラ
ブ
レ
ー

の
巨
人
族
の
笑
い
等
々
が
そ
う
で
あ
る
。
そ

れ
ら
の
笑
い
は
、
人
類
の
難
問
に
立
ち
向
か

い
、
混
沌
状
態
を
切
り
拓
き
、
進
む
べ
き
道

を
見
出
し
て
い
く
上
で
、
大
き
な
働
き
を
す

る
。
そ
れ
ら
の
笑
い
に
対
し
て
も
、
私
達
は

眼
を
開
こ
う
と
し
た
。

出
発
の
足
が
か
り

文
学
と
笑
い
研
究
会
が
出
来
て
か
ら

十
五
年
が
経
つ
。
そ
こ
で
の
研
究
の
成
果

を
、
二
・
三
年
に
一
冊
ず
つ
本
に
ま
と
め
て

き
た
。
そ
の
本
、『
笑
い
と
創
造
』
は
、
今

回
で
六
冊
目
に
な
る
。
そ
の
六
冊
目
、
第
六

集
を
、「
基
礎
完
成
編
」
と
名
付
け
た
。
一

応
研
究
の
基
礎
は
出
来
上
が
っ
た
の
で
、
私

達
の
会
は
発
展
的
解
消
を
遂
げ
、
あ
と
は
こ

れ
を
土
台
と
し
て
、
各
自
の
道
を
進
も
う
と

い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
叢
書
が
、
直
接
の

研
究
会
員
に
と
っ
て
だ
け
で
な
く
、
全
て
の

読
者
に
と
っ
て
、
有
効
な
出
発
の
足
が
か
り

に
な
っ
て
く
れ
る
こ
と
を
祈
っ
て
い
る
。

メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
の
登
録
申
し
込
み
・
取
り
消
し
は
こ
ち
ら
か
ら

⇨目次に戻る

小
論
・
研
究
余
滴
・
随
想
な
ど
本
誌
に
お
寄
せ
願
い
ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
「
投
稿
募
集
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

http://www.bensey.co.jp/book/2281.html
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メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
の
登
録
申
し
込
み
・
取
り
消
し
は
こ
ち
ら
か
ら

⇨目次に戻る

小
論
・
研
究
余
滴
・
随
想
な
ど
本
誌
に
お
寄
せ
願
い
ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
「
投
稿
募
集
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

す
し（
一
）―

く
い
も
の
の
語
源
と
博
物
誌―

　

小
林
祥
次
郎

こ
れ
か
ら
ど
ん
ど
ん
寒
く
な
っ
て
く
る

と
、
魚
に
脂
が
乗
る
か
ら
、
す
し
の
旨
い
季

節
に
な
る
。

〇
し
ゃ
り

今
で
は
鮨
屋
で
で
も
な
け
れ
ば
聞
か
な
く

な
っ
た
シ
ャ
リ
は
、
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）

初
演
の
浄
瑠
璃
『
妹い
も
せ
や
ま
お
ん
な
て
い
き
ん

背
山
婦
女
庭
訓
』（
三
）

に
、「
お
鹿
島
の
御ご
た
く
せ
ん

託
宣
に
氏
子
ど
も
が

下げ
よ
う
ひ
つ

用
櫃
（
米
櫃
）
に
し
ゃ
り
を
切
ら
し
て
村

つ
ぎ
を
す
る
（
村
内
で
寄
付
を
取
っ
て
歩
く
）」

と
あ
る
な
ど
、
江
戸
中
期
か
ら
見
ら
れ
る
。

シ
ャ
リ
は
、
身
体
・
遺
骨
の
意
味
の
梵ぼ
ん
ご語

（
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
）
の
シ
ャ
リ
ー
ラśarīra

を

中
国
語
に
訳
す
る
時
に
「
舎
利
」
と
字
を
あ

て
た
も
の
だ
。
遺
骨
と
言
っ
て
も
、
釈
迦
如

来
の
も
の
だ
か
ら
普
通
と
は
違
っ
て
い
て
、

見
た
と
こ
ろ
雛ひ
な

あ
ら
れ
の
よ
う
な
形
を
し
て

い
る
。
江
戸
時
代
の
庶
民
は
、そ
れ
を
見
て
、

米
粒
を
シ
ャ
リ
と
言
う
よ
う
に
な
っ
た
と
言

わ
れ
て
い
る
。

こ
の
仏
の
舎
利
を
米
粒
と
結
び
付
け
る
の

は
、
中
国
の
唐
時
代
に
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。

唐
に
渡
っ
た
弘
法
大
師
空
海
が
、「
天
竺
（
イ

ン
ド
）
に
米
粒
を
呼
び
て
舎
利
と
為
す
。
仏

舎
利
は
亦ま
た

米
粒
に
似
る
。
是
の
故
に
舎
利
と

曰
ふ
（
原
漢
文
）」（
秘
蔵
記
・
上
）
と
証
言
し

て
い
る
。「
天
竺
」
は
イ
ン
ド
で
あ
っ
て
中

国
で
は
な
い
が
、
空
海
は
イ
ン
ド
へ
行
っ
た

わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
中
国
で
聞
き
知
っ
た

こ
と
を
書
き
記
し
た
の
だ
ろ
う
。も
っ
と
も
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
パ
ー
リ
語
で
米
を
サ
ー
リ

sali

と
言
う
の
と
混
同
し
た
も
の
か
と
も
言

わ
れ
て
い
る
。

中
国
で
米
を
シ
ャ
リ
と
言
っ
て
い
た
の

が
日
本
に
及
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。
空
海
が
記

し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
真
言
宗
の
僧

た
ち
が
隠
語
の
よ
う
に
用
い
て
い
て
、
後
に

な
っ
て
庶
民
の
間
に
も
広
ま
っ
た
と
も
考
え

ら
れ
る
。
し
か
し
、
江
戸
中
期
か
ら
し
か
用

例
が
見
ら
れ
な
い
の
は
、
時
間
の
隔
た
り
が

あ
り
す
ぎ
る
。
通
説
に
従
っ
て
、
庶
民
が
仏

舎
利
を
見
て
米
粒
の
よ
う
だ
と
思
っ
た
こ
と

に
し
て
お
き
た
い
。

わ
た
く
し
が
シ
ャ
リ
と
い
う
語
を
知
っ

た
の
は
、
鮨
屋
で
の
こ
と
で
は
な
い
。
昭
和

二
十
年
前
後
の
食
糧
難
の
時
代
に
、
光
り
輝

く
白
米
の
飯
は
銀
シ
ャ
リ
と
言
っ
て
、
文
字

ど
お
り
垂す
い
ぜ
ん涎
の
的
だ
っ
た
。
あ
ま
り
品
の
良

い
語
感
で
は
な
か
っ
た
。
わ
た
く
し
は
そ
れ

で
知
っ
た
。

こ
の
銀
シ
ャ
リ
は
、
今
は
死
語
に
な
っ

て
い
る
か
と
思
っ
て
い
た
が
、
最
近
見
た
レ

ト
ル
ト
食
品
の
米
飯
の
袋
に
、
か
な
り
大
き

く
銀
シ
ャ
リ
と
印
刷
し
て
あ
っ
た
。
こ
れ
を

作
っ
た
会
社
で
は
、
消
え
か
け
た
語
を
用
い

文
学
と
笑
い
研
究
会
は
、
日
本
の
過
去
の
笑
い
の

諸
相
を
世
界
的
視
野
の
中
で
整
理
し
、

将
来
の
地
球
社
会
創
造
に
果
た
す
べ
き
笑
い
の
役
割
に
つ
い
て

探
究
を
続
け
て
来
た
。

そ
れ
は
ま
た
、
我
等
自
身
の
感
性
を
世
界
人
に
ふ
さ
わ
し
く

鍛
え
上
げ
る
た
め
の
努
力
で
も
あ
っ
た
。

『
笑
い
と
創
造
』
は
、
研
究
会
十
五
年
の
歩
み
の
中
で
、
そ
の
探
究
と
努
力
の

跡
を
さ
な
が
ら
に
刻
む
他
に
例
を
見
な
い
叢
書
で
あ
る
。

今
回
「
第
六
集　

基
礎
完
成
編
」
が
刊
行
さ
れ
完
結
を
見
た
。

国
を
問
わ
ず
、
人
々
が
世
界
人
と
し
て
立
つ
た
め
に
何
が
必
要
か
、

そ
の
基
本
の
問
題
に
分
け
入
っ
た
必
読
の
文
献
で
あ
る
。

ハ
ワ
ー
ド
・
ヒ
ベ
ッ
ト
＋
文
学
と
笑
い
研
究
会　
編

Ａ
５
判
上
製
・
定
価
一
二
六
〇
〇
円
（
税
込
）

笑
い
と
創
造　

第
六
集

多
彩
な
文
学
風
土
と
深
く
複
雑
な
歴
史
を
も
つ
広
島
県
に
ゆ
か
り
の

深
い
文
人
、
作
品
、
雑
誌
を
網
羅
！

文
学
研
究
者
、
郷
土
史
家
、
雑
誌
同
人
、
必
備
の
大
事
典
、
遂
に
刊
行
！

岩
崎
文
人　
著

菊
判
上
製
・
定
価
一
二
六
〇
〇
円
（
税
込
）

広
島
県
現
代
文
学
事
典

病
み
な
が
ら
創
造
す
る
も
の
た
ち
の
魂
の
遍
歴
。

精
神
分
析
学
、
現
象
学
、
存
在
論
、
脳
科
学
と
い
っ
た
思
考
法
に
よ
り

補
助
線
を
引
く
こ
と
で
、
作
品
と
い
う
運
動
体
の
軌
跡
が
浮
き
彫
り
に
な
る
。

井
上
光
晴
、
島
尾
敏
雄
、
三
島
由
紀
夫
、
安
部
公
房―

戦
後
日
本
の
代
表
的
作
家
た
ち
の
〈
病
め
る
魂
〉
に
メ
ス
を
入
れ
る
。 

庄
田
秀
志　
著

Ａ
５
判
上
製
・
定
価
三
九
九
〇
円
（
税
込
）

戦
後
派
作
家
た
ち
の
病
跡

一
．
妄
想
の
自
縛
性
・
虚
構
の
自
由
性―

エ
イ
ド
ス
論
的
視
点
か
ら

二
．
井
上
光
晴
論―
虚
言
か
ら
虚
構
の
彼
岸
へ

三
．
島
尾
敏
雄
論―
「
生
き
ら
れ
る
空
間
」
を
逍
遥
す
る
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ト

四
．
三
島
由
紀
夫
論―
劇
空
間
の
空
虚

五
．
安
部
公
房
論―

ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
の
消
去
・
永
遠
の
異
邦
性 

【
本
書
の
特
色
】

●
ゆ
か
り
の
作
家
、
文
学
者
を
集
成

文
学
史
上
に
残
る
文
豪
か
ら
現
在
活
躍
中
の
作
家
ま
で
、
二
〇
〇
人
を
越
え
る

広
島
ゆ
か
り
の
作
家
、
文
人
を
紹
介
。

●
代
表
的
な
同
人
誌
・
文
芸
誌
を
網
羅

「
茜
」「
安
藝
文
学
」「
石
榴
」「
広
島
文
藝
派
」「
風
雪
」「
ふ
く
や
ま
文
学
」
な
ど
、

広
島
文
学
を
語
る
上
で
欠
か
せ
な
い
二
十
二
の
同
人
誌
・
文
芸
雑
誌
を
詳
説
。

●
地
域
に
根
ざ
し
た
項
目

「
宇
品
港
と
文
学
」「
尾
道
と
文
学
」「
呉
・
江
田
島
と
文
学
」「
原
子
爆
弾
と
文
学
」

「
文
学
館
／
美
術
館
」「
文
学
碑
」「
二
つ
の
世
界
遺
産
（
宮
島
・
原
爆
ド
ー
ム
）

と
文
学
」
な
ど
、
広
島
な
ら
で
は
の
項
目
を
多
数
収
載
。

●
信
頼
の
執
筆
陣

研
究
者
、
郷
土
史
家
、
作
家
な
ど
、
最
適
の
執
筆
陣
が
信
頼
の
お
け
る
資
料
に

基
づ
い
て
明
快
な
執
筆
を
行
な
っ
た
。
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
読
み
や
す
い
文
章
を

こ
こ
ろ
が
け
、
各
項
目
末
に
【
参
考
文
献
】
を
列
記
し
た
。

●
詳
細
な
索
引

利
便
性
を
追
求
し
、
巻
末
に
索
引
を
付
し
た
。

●
座
右
に
ふ
さ
わ
し
い
造
本

製
本
は
、
見
や
す
さ
と
堅
牢
性
を
考
慮
し
、

か
が
り
上
製
ク
ロ
ス
装
と
し
た
。 

※
詳
細
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　
ご
入
り
用
の
方
は
、
小
社
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

http://www.bensey.co.jp/mm.html
http://www.bensey.co.jp/book/2281.html
http://www.bensey.co.jp/book/2280.html
http://www.bensey.co.jp/book/2288.html
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る
こ
と
で
イ
ン
パ
ク
ト
を
狙
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
と
も
社
長
か
だ
れ
か
の
郷
愁
に
よ

る
の
だ
ろ
う
か
。

〇
ば
か
貝

バ
カ
ガ
イ
に
つ
い
て
、
元
禄
八
年

（
一
八
九
五
）
に
出
た
人
見
必
大
の
『
本
朝
食

鑑
』（
一
〇
）
に
、「
馬
鹿
蛤
」
に
バ
カ
ガ
ヒ

の
訓
を
付
け
、
本
邦
で
は
頑
痴
の
人
を
馬
鹿

と
言
う
が
、
こ
の
貝
を
な
ぜ
言
う
の
か
分
か

ら
な
い
、と
記
す
。
大
槻
文
彦『
大
言
海
』に
、

「
殻
ヨ
リ
舌
ヲ
出
シ
居
ル
ヨ
リ
云
ヘ
ル
ナ
ラ

ム
」
と
あ
る
。
馬
鹿
者
が
口
を
開
け
て
舌
を

出
し
て
い
る
の
に
見
立
て
た
の
だ
。
そ
れ
に

こ
の
貝
は
、
人
が
手
で
触
っ
て
も
、
殻
を
閉

じ
る
反
応
が
他
の
貝
に
比
べ
て
き
わ
め
て
鈍

重
だ
。そ
ん
な
と
こ
ろ
も
馬
鹿
な
の
だ
ろ
う
。

関
東
を
中
心
に
、
こ
の
貝
を
ア
オ
ヤ
ギ

と
言
う
。
千
葉
県
市
原
市
青
柳
で
と
れ
る
バ

カ
を
ア
オ
ヤ
ギ
バ
カ
と
言
う
と
、
天
保
末
年

（
一
八
四
四
）
こ
ろ
に
書
か
れ
た
深
河
元げ
ん

儁し
ゅ
んの

『
房
総
三
州
漫
録
』
に
あ
る
。

夏
目
漱
石
の
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』（
二
）

の
会
話
の
中
に
、「
ど
う
せ
僕
抔な
ど

は
行
徳
の

俎ま
な
い
たと
い
ふ
所
だ
か
ら
な
あ
」
と
あ
る
。
行

徳
は
千
葉
県
市
川
市
の
東
京
湾
に
面
す
る
一

帯
で
、
昔
は
バ
カ
ガ
イ
が
と
れ
て
、
そ
こ
で

剥
き
身
に
す
る
の
で
、
俎
は
擦
り
減
っ
て
い

る
。
つ
ま
り
馬
鹿
で
擦
れ
て
い
る
と
い
う
洒

落
だ
。
落
語
が
好
き
だ
っ
た
漱
石
は
、
ど

こ
か
の
寄
席
で
聞
い
た
の
を
使
っ
た
の
だ
ろ

う
。

〇
鳥
貝

ト
リ
ガ
イ
に
つ
い
て
、
貝
原
益
軒
が
『
大

和
本
草
』1709

（
一
四
）
に
、「
身
ハ
鳥
ノ

嘴く
ち
ば
しニ
似
タ
リ
」
と
述
べ
て
い
る
。
語
源
と

は
言
っ
て
い
な
い
が
、こ
れ
が
語
源
だ
ろ
う
。

益
軒
は
、「
化
シ
テ
カ
イ
ツ
ブ
リ
ト
ナ
ル

ト
云
フ
」
と
も
記
し
て
い
る
。
山
崎
美よ
し
し
げ成
の

随
筆
『
世
事
百
談
』1843
（
四
）
に
は
、『
介

品
』（
松
岡
玄
達
『
怡
顔
斎
介
品
』1758
か
）
に
カ

イ
ツ
ブ
リ
に
な
る
の
で
鳥
貝
と
呼
ぶ
と
あ
る

の
を
引
用
し
、そ
の
後
に
、①
上
総
（
千
葉
県
）

の
人
が
言
う
に
は
、
千
鳥
が
水
に
入
っ
て
貝

に
な
る
の
で
鳥
貝
と
言
う
、
そ
の
肉
が
卵
の

よ
う
な
の
は
こ
の
故
だ
と
言
う
、
②
伊
勢
の

あ
た
り
の
舟
人
は
、
貝
を
離
し
て
肉
を
見
る

と
、
鳥
の
形
が
あ
る
と
言
う
、
と
い
う
こ
と

を
記
し
て
、
ど
ん
な
理
由
で
名
を
付
け
た
が

分
か
ら
な
い
が
、『
礼
記
』（
月
令
）
に
、
雀

が
化
し
て
蛤
は
ま
ぐ
りと
な
る
と
あ
る
の
を
思
え
ば
、

鳥
が
貝
に
化
す
る
と
い
う
の
が
妥
当
か
、
と

述
べ
て
い
る
。
す
こ
し
知
識
を
振
り
ま
わ
し

過
ぎ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』（
六
下
）
に
、
京
都

五
条
の
遊
里
で
鳥
貝
の
鮨
が
出
た
の
を
。
北

八
が
、「
な
ん
だ
、
コ
リ
ャ
ば
か
の
剥
き
身

を
鮨
に
付
け
た
の
だ
な
」
と
言
う
と
こ
ろ
が

あ
る
。
関
東
人
の
北
八
は
、
鳥
貝
を
知
ら
な

か
っ
た
の
だ
。『
大
和
本
草
』
に
、「
大
坂
・

尼
崎
（
大
阪
府
尼
崎
市
）
ノ
ア
タ
リ
ニ
多
シ
」

と
あ
り
、武
井
周
作『
魚う
お
か
が
み鑑』1831

に
は
、「
古

へ
東
海
稀
に
し
て
、
近
来
甚
だ
多
し
」
と
あ

る
。
江
戸
後
期
に
な
っ
て
、
関
東
で
も
と
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
だ
。

〇
み
る
貝

ミ
ル
ガ
イ
は
古
く
は
ミ
ル
ク
イ
（
歴
史
仮

名
ミ
ル
ク
ヒ
）
と
言
っ
た
。
井
原
西
鶴
の
『
好

色
一
代
男
』（
二
・
五
）
の
、
静
岡
県
清
水
市

江
尻
の
宿
の
場
面
に
、「
是
な
る
岸
に
あ
る

て
ふ
海ひ
じ
き
も

鹿
藻
・
み
る
く
ひ
を
取
り
揃
へ
、
酒

も
お
ほ
か
た
に
済
み
て
」
と
あ
る
。

ミ
ル
ク
ヒ
は
漢
字
で
書
け
ば
「
海
松
食
」、

海
藻
の
ミ
ル（
海
松
）を
食
う
と
い
う
こ
と
だ
。

こ
の
貝
の
水
管
の
中
に
ミ
ル
が
付
い
て
い
る

こ
と
が
あ
る
の
を
、
食
っ
て
い
る
と
誤
解
し

た
こ
と
に
よ
る
と
言
う
。

貝
だ
か
ら
ミ
ル
ガ
イ
と
誤
解
し
た
の
だ
ろ

う
。
Ｊ
・
Ｃ
・
ヘ
ボ
ン
（H

epburn

）
の
『
和

英
語
林
集
成
』1867

に
、M

IR
U

G
A

I, or 
M

IR
U

K
A

I

と
あ
る
か
ら
、
江
戸
末
期
に
は

ミ
ル
ガ
イ
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

〇
げ
そ

烏い

か賊
の
足
を
ゲ
ソ
と
言
う
の
は
、
脱
い
だ

履
物
を
言
う
「
下
足
」
の
略
。
本
来
の
下
足

や
下
足
番
も
ゲ
ソ
と
言
う
こ
と
が
あ
る
。
明

治
二
十
五
年
に
出
た
『
日
本
隠
語
集
』
と
い

う
本
に
は
、
三
重
県
で
「
ゲ
ソ　

足
ノ
コ
ト

ヲ
云
フ
」
と
あ
る
。

鮨
屋
で
の
ほ
う
は
、
足
だ
か
ら
下
足
な
の

だ
ろ
う
。
大
正
八
年
に
出
た
『
摸
範
新
語
通

語
大
辞
典
』（
上
田
景
二
著
）
に

魚
河
岸
に
於
い
て
は
勿
論
其
他
の
屋
台

鮨
屋
な
ど
に
て
立
喰
ひ
を
す
る
通
な
連
中

が
「
ゲ
ソ
を
つ
け
て
呉
れ
」
と
云
ふ
場
合

は
、
是
れ
「
烏
賊
の
ア
シ
の
鮨
を
握
っ
て

呉
れ
」
の
意
な
り
。

と
あ
る
。
大
き
い
辞
典
で
は
、
昭
和
九
年

か
ら
出
た
『
大
辞
典
』
に
、「
い
か
の
脚
の

す
し
」
と
あ
る
の
が
古
い
よ
う
だ
。

〇
鉄
火
巻
き

西
沢
一
鳳
軒
に
よ
る
嘉
永
三
年(

一
八
五
〇)

成
立
の
随
筆
『
皇
都
午
睡
』（
三
上
）
に
、
芝し
ば

海え

び老
の
身
を
煮
て
細
か
く
し
た
も
の
を
の
せ

た
鮨
を
鉄
火
鮨
と
言
う
、
身
を
崩
し
た
と
い

う
謎
で
あ
ろ
う
、
と
あ
る
。
鮪ま
ぐ
ろを
入
れ
た
細

い
海
苔
巻
き
を
鉄
火
巻
き
と
言
う
の
も
こ
れ

だ
ろ
う
。
鉄
火
と
い
う
の
は
博
徒
の
こ
と
だ
。

鉄
火
巻
き
に
つ
い
て
は
、
鉄
火
場
（
賭
博
の

場
）
で
摘
ん
で
も
手
が
ベ
タ
つ
か
な
い
の
が

好
都
合
だ
か
ら
だ
と
一
般
に
言
わ
れ
て
い
る
。

サ
ン
ド
イ
ッ
チ
は
、
賭
博
を
好
ん
だ

サ
ン
ド
イ
ッ
チ
伯
爵
（the Fourth Earl of 

Sandw
ich, 1718- 92

）
が
、
食
事
で
中
断
さ
れ
ず

に
賭
博
が
出
来
る
よ
う
に
と
考
案
し
て
、
一
日

中
こ
れ
を
食
べ
て
い
た
こ
と
か
ら
起
こ
っ
た
と

言
わ
れ
て
い
る
。
賭
博
好
き
は
洋
の
東
西
を
問

わ
ず
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
考
え
る
よ
う
だ
。

（
つ
づ
く
）

メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
の
登
録
申
し
込
み
・
取
り
消
し
は
こ
ち
ら
か
ら

⇨目次に戻る

小
論
・
研
究
余
滴
・
随
想
な
ど
本
誌
に
お
寄
せ
願
い
ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
「
投
稿
募
集
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

http://www.bensey.co.jp/mm.html
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投
稿
募
集

「
勉
誠
通
信
」
へ
の
ご
寄
稿
を
募
集
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

現
在
の
ご
研
究
内
容
の
紹
介
や
、
ご
興
味
を
も
た
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
ご
自
由
に
お
書
き

い
た
だ
け
れ
ば
と
存
じ
ま
す
。

◆ 

執
筆
分
量
：
誌
面
二
頁
（
一
五
〇
〇
字
程
度
）
な
い
し
三
頁
（
二
三
〇
〇
字
程
度
）

 

写
真
な
ど
が
入
る
場
合
は
、
文
字
数
を
そ
の
ぶ
ん
減
ら
し
て
く
だ
さ
い
。

 

四
〇
〇
字
を
目
安
に
、
適
当
な
小
見
出
し
を
お
付
け
く
だ
さ
い
。

◆ 

入
稿
形
式
：
テ
キ
ス
ト
形
式
（
ワ
ー
ド
、
一
太
郎
形
式
も
可
）

◆ 

謝
礼
：
ご
執
筆
誌
面
一
頁
に
つ
き
一
〇
〇
〇
円
分
の
ポ
イ
ン
ト
を
お
渡
し
い
た
し
ま
す
。

 

ポ
イ
ン
ト
は
、
小
社
の
書
籍
を
直
販
に
て
ご
購
入
い
た
だ
く
際
に
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

◆ 

お
問
合
せ
お
よ
び
送
付
先
：m

m
info@

bensey.co.jp

メ
ー
ル
タ
イ
ト
ル
に
「
勉
誠
通
信
用
原
稿
」
と
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。

編
集
後
記

紅
葉
の
季
節
で
す
。
都
心
で
も
見
頃
を
迎
え
て
い
ま
す
が
、
先
日
、
富
士
山
五
合

目
ま
で
ク
ル
マ
で
出
か
け
ま
し
た
。
河
口
湖
周
辺
な
ど
の
富
士
山
の
麓
は
、
モ
ミ

ジ
や
カ
エ
デ
が
色
づ
き
、
お
天
気
に
も
恵
ま
れ
、
ま
さ
に
風
光
明
媚
。
標
高
が
あ

が
る
に
つ
れ
、広
葉
樹
か
ら
針
葉
樹
地
帯
に
移
り
変
わ
り
、道
路
脇
の
山
肌
は
、細
々

と
し
た
葉
っ
ぱ
の
落
ち
葉
で
絨
毯
の
よ
う
に
埋
め
尽
く
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
普
段

あ
ま
り
見
慣
れ
な
い
、
富
士
山
な
ら
で
は
の
風
景
だ
と
感
じ
ま
し
た
。

先
月
名
古
屋
で
、
Ｃ
Ｏ
Ｐ
10
（
生
物
多
様
性
条
約
第
十
回
締
約
国
会
議
）
が
開
か

れ
た
そ
う
で
す
。
新
聞
で
は
様
々
な
生
物
の
多
様
性
に
関
す
る
特
集
記
事
が
連
載

さ
れ
た
り
、
書
店
で
コ
ー
ナ
ー
を
み
か
け
た
り
等
々
、〝
生
物
多
様
性
〞
と
い
う
言

葉
を
た
く
さ
ん
耳
に
し
た
一
年
で
し
た
。
日
本
に
は
た
く
さ
ん
の
素
敵
な
、
失
い

た
く
な
い
自
然
の
風
景
が
あ
り
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
見
聞
き
す
る
に
つ
け
、

生
物
多
様
性
の
な
か
で
人
間
が
う
ま
く
存
在
す
る
こ
と
の
重
要
さ
を
感
じ
る
こ
の

ご
ろ
で
す
。
勉
誠
出
版
か
ら
は
、
九
月
に
刊
行
し
た
「
環
境
と
歴
史
学
」
ア
ジ
ア

遊
学
一
三
六
号
や
、「
勉
誠
通
信
」
二
五
号
で
、生
物
多
様
性
を
是
非
に
。　
（
青
木
） 
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