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97 号海海

新
潟
県

六
十
年
続
く
総
合
文
芸
誌

「
北
方
文
学
」
は
一
九
六
一
年
に
新
潟
県
長
岡
市
を
中
心
に
創
刊
さ
れ

た
。
中
心
的
役
割
を
果
た
し
た
の
は
國
學
院
大
學
文
学
部
を
卒
業
し
て
帰

郷
し
、
高
校
教
師
と
な
っ
た
ば
か
り
の
吉
岡
又
司
だ
っ
た
。
創
刊
号
巻
頭

に
載
る
吉
岡
の
「
密
室
の
あ
な
た
に
」
と
い
う
小
説
論
は
、
「
北
方
文
学
」

創
刊
同
人
た
ち
の
文
学
に
対
す
る
姿
勢
を
よ
く
代
弁
し
て
い
る
。
「
密
室

の
あ
な
た
に
」
は
、
当
時
デ
ビ
ュ
ー
し
て
間
も
な
い
大
江
健
三
郎
と
石
原

慎
太
郎
の
「
大
衆
の
平
均
的
趣
味
の
方
向
へ
の
逃
走
」
を
批
判
し
、
ダ
ダ

や
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
精
神
を
担
っ
た
「
詩
に
お
け
る
無
償
の
実
験
」

を
、
小
説
へ
と
導
入
し
て
い
く
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
。

「
密
室
の
あ
な
た
」
と
は
、
閉
塞
的
な
状
況
を
生
き
る
文
学
の
主
体
そ
の

も
の
を
意
味
し
て
い
て
、
そ
れ
は
「
北
方
文
学
」
の
い
わ
ば
高
踏
的
な
体

質
を
予
感
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
吉
岡
の
詩
的

で
、
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
な
文
学
精
神
が
「
北
方
文
学
」
を
主
導
し
て
い
く
の

で
あ
る
。
創
刊
同
人
の
一
人
は
後
に
、
「
そ
の
頃
の
『
北
方
文
学
』
の

同
人
は
依
怙
地
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
文
学
グ
ル
ー
プ
付
き
あ
い
を
軽
蔑
し
、

狭
い
世
界
に
と
じ
こ
も
っ
て
誇
り
だ
け
高
か
っ
た
」
と
回
想
し
て
い
る
が
、

そ
う
し
た
傾
向
は
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
半
世
紀
後
の
現
在
も
持
続
し
て
い

る
か
も
知
れ
な
い
。

　

創
刊
時
の
方
向
性
を
、
孤
高
の
精
神
と
文
学
的
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
へ
の
抵

抗
と
位
置
づ
け
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
当
然
維
持
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、

六
十
年
後
の
今
日
ま
で
そ
れ
は
連
綿
と
継
承
さ
れ
て
き
た
の
だ
と
誇
り
を

持
っ
て
言
い
得
る
だ
ろ
う
。
後
継
同
人
の
誰
も
が
文
学
的
矜
持
の
姿
勢
と
、

文
芸
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
へ
の
批
判
的
精
神
を
確
固
と
し
て
持
ち
続
け
て
き

た
か
ら
で
あ
る
。
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し
か
し
、
「
北
方
文
学
」
が
文
学
賞
と
い
う
も
の
と
ま
っ
た
く
無
縁

で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
第
四
号
に
掲
載
さ
れ
た
、
創
刊
同
人
の
一

人
・
木
原
象き
さ
お夫
の
「
雪
の
し
た
」
は
、
一
九
六
三
年
の
第
五
十
回
芥
川

賞
候
補
作
と
な
っ
た
。
ま
た
翌
年
第
五
十
二
回
の
芥
川
賞
候
補
と
な
っ

た
高
橋
実
を
同
人
と
し
て
迎
え
て
も
い
る
。
さ
ら
に
文
学
界
新
人
賞
受

賞
者
が
二
人
同
人
と
し
て
在
籍
し
て
い
た
こ
と
も
あ
る
。

　

同
人
が
受
賞
し
た
賞
と
し
て
特
筆
す
べ
き
は
、
大
井
邦
雄
が

二
〇
一
四
年
に
受
賞
し
た
、
日
本
翻
訳
文
化
賞
特
別
賞
で
あ
ろ
う
。
大

井
は
早
稲
田
大
学
名
誉
教
授
と
な
っ
て
長
岡
市
に
帰
郷
し
て
以
来
、
ハ

ー
リ
ー
・
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
＝
バ
ー
カ
ー
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
論
訳
述
に
、

ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
し
て
取
り
組
ん
で
き
た
。
そ
の
功
績
が
賞
を
主
宰
す

る
日
本
翻
訳
家
協
会
に
認
め
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。
大
井
も
創
刊
同
人
の

一
人
で
あ
り
、
「
北
方
文
学
」
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
側
面
を
代
表
し
て

い
た
が
、
今
年
一
月
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

創
刊
同
人
が
次
々
と
消
え
て
い
く
中
で
、
雑
誌
の
中
核
を
担
っ
て
い

っ
た
の
は
、
い
わ
ゆ
る
団
塊
の
世
代
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
同
時
に
全
共

闘
世
代
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
、
創
刊
同
人
達
が
六
〇
年
安
保
闘
争
の
世

代
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
「
北
方
文
学
」
の
世
代
論
的

位
置
づ
け
を
理
解
し
て
も
ら
え
る
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
私
は
二
〇
〇
二

年
か
ら
編
集
発
行
人
を
務
め
て
い
て
、
世
代
的
に
は
団
塊
の
世
代
の
や

や
後
ろ
に
属
し
て
い
る
。

「
北
方
文
学
」
の
特
徴
を
一
言
で
言
え
ば
、
あ
ら
ゆ
る
ジ
ャ
ン
ル
を
カ

バ
ー
す
る
〝
総
合
文
芸
同
人
誌
〟
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
詩
と

小
説
は
も
ち
ろ
ん
、
俳
句
も
短
歌
も
あ
る
。
評
論
の
守
備
範
囲
も
広
く

て
、
日
本
の
古
典
か
ら
近
現
代
文
学
、
外
国
文
学
も
カ
バ
ー
し
、
さ
ら

に
は
音
楽
論
や
美
術
論
も
あ
る
。
宗
教
論
も
あ
れ
ば
、
言
語
論
や
哲
学

的
論
考
も
排
除
し
な
い
。
ま
た
外
国
文
学
の
翻
訳
を
得
意
と
す
る
同
人

も
い
て
、
現
代
中
国
の
小
説
が
誌
面
を
賑
わ
せ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
う

し
た
傾
向
も
創
刊
時
の
特
色
を
引
き
継
い
で
い
る
部
分
で
あ
る
。

　

結
局
は
評
論
主
体
の
同
人
誌
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
全
国
に
同

人
誌
は
た
く
さ
ん
あ
る
が
、
詩
誌
を
除
く
と
小
説
主
体
の
同
人
誌
が
圧

倒
的
に
多
い
だ
ろ
う
。
評
論
主
体
の
同
人
誌
は
お
そ
ら
く
数
え
る
ほ
ど

し
か
な
い
と
思
う
。
そ
ん
な
特
徴
を
持
っ
た
雑
誌
で
あ
り
、
評
論
の
担

い
手
の
興
味
は
多
方
面
を
向
い
て
い
る
と
い
う
わ
け
だ
。
裏
を
返
せ
ば

同
人
の
志
向
す
る
と
こ
ろ
が
、
て
ん
で
バ
ラ
バ
ラ
だ
と
い
う
こ
と
に
な

る
が
、
そ
う
で
は
な
く
む
し
ろ
、
個
々
の
同
人
が
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
領

野
を
独
自
に
切
り
拓
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
し
て
お
こ
う
。

　

し
か
も
そ
の
よ
う
な
開
放
的
な
多
様
性
が
、
「
北
方
文
学
」
を
長
続

き
さ
せ
て
い
る
要
因
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
教
条
的

な
単
色
性
へ
の
陥
落
か
ら
雑
誌
を
救
っ
て
い
る
し
、
他
の
同
人
に
対
す

る
寛
容
の
精
神
を
も
も
た
ら
し
て
い
る
と
思
う
。
ま
た
そ
れ
は
受
容
可

能
な
領
域
の
大
き
さ
を
示
し
て
い
て
、
そ
れ
が
よ
り
多
様
な
人
材
を
同

人
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
の
で
き
る
素
地
と
も
な
っ
て
い
る
。
純
粋

培
養
さ
れ
た
も
の
よ
り
も
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
の
方
が
強
靭
な
の
で
あ
る
。

　

高
齢
化
の
波
は
避
け
が
た
い
も
の
が
あ
る
が
、
現
在
六
十
代
半
ば

か
ら
七
十
代
半
ば
ま
で
の
同
人
を
中
核
に
、
五
十
代
が
一
人
、
四
十

同人雑誌紹介安保闘争世代から団塊世代へ安保闘争世代から団塊世代へ
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代
が
二
人
い
る
。
同
人
の
創
作
意
欲
は
極
め
て
旺
盛
で
あ
る
。
「
北

方
文
学
」
は
創
刊
か
ら
六
十
号
ま
で
は
、
一
年
に
一
号
か
ら
一
年
半

に
一
号
の
ペ
ー
ス
で
不
定
期
に
発
行
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
以
降

は
六
月
と
十
二
月
の
定
期
で
、
年
に
二
号
と
い
う
着
実
な
ペ
ー
ス
で

発
行
を
続
け
て
い
る
。
創
刊
五
十
号
記
念
号
は
商
業
文
芸
誌
な
み
の

四
百
二
十
頁
と
い
う
恐
る
べ
き
ペ
ー
ジ
数
を
達
成
し
た
が
、
昨
年

十
二
月
の
八
十
号
記
念
号
は
そ
れ
に
次
ぐ
三
百
四
十
五
頁
を
記
録
し

た
。
も
と
よ
り
厚
け
れ
ば
よ
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ほ

ど
同
人
数
が
多
く
も
な
い
の
に
ペ
ー
ジ
数
が
増
え
て
し
ま
う
の
は
、

雑
誌
が
ま
だ
活
力
を
失
っ
て
い
な
い
証
拠
で
は
あ
る
だ
ろ
う
。

　

発
行
の
た
び
に
、
二
回
の
編
集
会
議
と
合
評
会
の
計
三
回
集
ま
り

を
持
つ
こ
と
に
し
て
い
る
。
一
回
目
の
編
集
会
議
で
お
互
い
の
作

品
を
読
み
あ
っ
て
、
問
題
点
を
指
摘
し
あ
い
、
原
稿
の
段
階
で
一

旦
書
き
手
に
戻
す
。
こ
れ
は
事
実
誤
認
や
誤
植
を
な
く
す
る
た
め
ば

か
り
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
完
成
度
を
上
げ
る
た
め
に
欠

か
せ
な
い
工
程
だ
と
思
っ
て
い
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
ボ
ツ
と
い
う

こ
と
も
そ
の
編
集
会
議
で
決
定
し
て
い
る
。
二
回
目
の
編
集
会
議
は

雑
誌
の
形
に
組
ん
だ
状
態
で
の
最
終
チ
ェ
ッ
ク
の
た
め
に
開
い
て
い

る
。
合
評
会
が
な
ん
と
い
っ
て
も
一
番
重
要
な
集
ま
り
で
あ
る
。
そ

こ
で
お
互
い
の
作
品
を
批
評
の
場
に
さ
ら
す
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ

る
。
結
構
厳
し
く
批
評
し
あ
う
。
そ
れ
が
な
け
れ
ば
そ
れ
ぞ
れ
が
先

に
進
め
な
い
と
い
う
の
が
、
同
人
間
の
共
通
認
識
と
な
っ
て
い
る
。

（
「
北
方
文
学
」
編
集
発
行
人
／
柴
野
毅
実
）
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