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同人雑誌紹介

素素
　　

粒粒

富
山
県

　
素
粒
の
来
し
方
行
く
末

兼久文治の薫陶兼久文治の薫陶
　

私
に
と
っ
て
『
素
粒
』
に
つ
い
て
語
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
二

人
に
つ
い
て
語
る
と
い
う
こ
と
と
同
義
だ
。
ひ
と
り
は
兼
久
文
治
。

も
う
ひ
と
り
は
大
黒
恵
子
。
二
人
と
も
と
う
に
鬼
籍
の
人
だ
が
、
ど

れ
ほ
ど
の
年
月
を
経
よ
う
と
も
、『
素
粒
』
に
お
い
て
そ
の
存
在
が

薄
ら
ぐ
こ
と
は
な
い
。

  

兼
久
文
治
は
一
九
二
五
（
大
正
一
四
）
年
生
ま
れ
。
没
年
は

二
〇
〇
二
年
す
な
わ
ち
二
〇
年
前
に
な
る
。
兼
久
文
治
に
創
作
を
教

わ
っ
て
い
た
八
名
が
作
っ
た
の
が
『
素
粒
』、
と
い
う
繋
が
り
で
あ

る
。
兼
久
文
治
の
勉
強
会
は
、
は
じ
ま
り
は
カ
ル
チ
ャ
ー
教
室
的
な

も
の
だ
っ
た
が
、
じ
き
に
枝
分
か
れ
し
た
。
教
養
を
目
指
す
の
で
な

く
、
文
学
を
目
指
し
た
い
と
い
う
そ
の
分
派
に
は
、
創
作
の
前
で
は

誰
も
が
平
等
、
対
等
、
と
い
う
ぴ
り
っ
と
し
た
空
気
感
が
あ
っ
て
、

五
年
遅
参
し
た
筆
者
に
も
心
地
よ
か
っ
た
。
兼
久
文
治
は
弟
子
が
書

い
て
き
た
も
の
に
対
し
て
基
本
的
に
け
な
す
と
い
う
こ
と
を
し
な

か
っ
た
。
ほ
め
る
際
に
は
具
体
的
に
過
不
足
な
く
ほ
め
た
。
ほ
め
ら

れ
た
当
人
は
師
の
期
待
が
ひ
し
ひ
し
と
伝
わ
り
、
理
解
さ
れ
て
い
る

と
思
え
た
。
そ
の
あ
ん
ば
い
が
絶
妙
で
あ
っ
た
。
兼
久
文
治
は
富
山
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県
内
の
地
方
紙
北
日
本
新
聞
（
県
内
購
読
シ
ェ
ア
約
六
割
）
の
朝
刊

コ
ラ
ム
「
天
地
人
」
を
二
二
年
間
七
〇
〇
〇
編
超
執
筆
し
た
人
で
あ

り
、
筆
者
は
結
婚
で
富
山
に
来
て
、
こ
の
地
方
新
聞
、
コ
ラ
ム
だ
け

全
国
レ
ベ
ル
だ
、
と
感
じ
入
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
奇
遇
に
も
そ
の
執

筆
者
の
勉
強
会
に
巡
り
会
っ
た
の
で
あ
る
。

　

兼
久
文
治
は
富
山
県
内
の
ア
マ
チ
ュ
ア
小
説
書
き
を
底
上
げ
し
て

い
っ
た
人
で
、
富
山
県
の
地
方
紙
北
日
本
新
聞
の
文
化
部
長
に
な
っ

た
の
が
昭
和
四
〇
年
。
翌
四
一
年
に
兼
久
文
治
は
（
世
間
的
に
は
北

日
本
新
聞
社
は
）「
北
日
本
文
学
賞
」
を
創
設
す
る
。
三
〇
枚
の
短

編
小
説
の
全
国
公
募
文
学
賞
だ
。
お
そ
ら
く
地
方
文
学
賞
の
魁

さ
き
が
けで
は

な
い
か
。
選
者
に
丹
羽
文
雄（
１
～
２
回
）、井
上
靖（
３
～
２
４
回
）

と
い
う
ビ
ッ
グ
ネ
ー
ム
を
招し

ょ
う
へ
い聘す
る
（
２
５
回
か
ら
現
在
ま
で
は
宮

本
輝
）。
そ
の
経
緯
は
芥
川
賞
作
家
の
津
村
節
子
の
エ
ッ
セ
イ
「
蘇

る
思
い
出
」（『
と
や
ま
文
学
』
２
８
号
、
特
集
～
兼
久
文
治
・
松
原

敏
の
時
代
）
に
詳
し
い
。
津
村
節
子
の
夫
は
周
知
の
通
り
『
高
熱
隧

道
』
の
吉
村
昭
。
兼
久
文
治
は
夫
妻
に
相
談
し
た
う
え
で
中
央
文
壇

の
重
鎮
丹
羽
文
雄
に
選
者
を
依
頼
し
、
二
回
目
ま
で
な
ら
と
い
う
条

件
で
了
承
を
取
り
付
け
、
夫
妻
も
驚
い
た
と
い
う
の
だ
。
だ
が
勉
強

会
で
そ
の
よ
う
な
手
柄
話
な
ど
は
し
な
か
っ
た
。

　

昭
和
六
三
年
に
兼
久
文
治
は
北
日
本
新
聞
社
高
岡
支
社
に
て
創
作

の
教
室
を
始
め
る
。
そ
こ
に
生
徒
と
し
て
参
加
し
て
い
た
の
が
大
黒

恵
子
だ
。
彼
女
が
い
か
に
兼
久
文
治
に
薫
陶
を
受
け
た
か
は
、
平
成

五
年
か
ら
と
も
に
学
ん
だ
私
自
身
が
こ
の
目
で
見
て
い
る
が
、
前
出



105 104

　 同人雑誌紹介大黒恵子の情熱大黒恵子の情熱

の
「
と
や
ま
文
学
」
二
八
号
に
も
弟
子
の
代
表
と
い
っ
た
体
で
「
か

の
地
で
の
先
生
に
、
一
生
徒
か
ら
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
を
寄
せ
て
い

て
、「
書
く
、
と
い
う
こ
と
は
こ
う
い
う
こ
と
な
の
か
と
、
慄
然
と

し
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。
世
界
の
変
わ
る
思
い
で
し
た
」
と
述
べ
て

い
る
。
こ
う
い
う
感
受
性
の
人
だ
か
ら
、
当
然
弟
子
仲
間
の
精
神
的

支
柱
で
あ
っ
た
。
筆
者
が
大
黒
恵
子
の
い
る
月
一
の
勉
強
会
に
参
加

し
て
六
～
七
年
も
経
っ
た
こ
ろ
か
、
兼
久
文
治
は
さ
か
ん
に
同
人
誌

を
作
れ
と
言
う
よ
う
に
な
っ
た
。
だ
が
「
私
た
ち
は
誰
一
人
ま
と
も

に
受
け
止
め
よ
う
と
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
精
神
の
有
り
よ
う
も

含
め
、
簡
単
に
は
手
の
付
け
ら
れ
な
い
、
大
変
な
こ
と
の
よ
う
に

思
っ
て
い
た
の
で
す
」（『
と
や
ま
文
学
』
三
一
号　

特
集
富
山
の
同

人
誌
Ⅰ　

大
黒
恵
子
「『
素
粒
』
過
ぎ
去
っ
た
十
年
と
、
こ
れ
か
ら

と
。」）。
そ
ん
な
わ
け
で
弟
子
た
ち
が
何
の
行
動
も
移
さ
な
い
で
い

る
う
ち
に
師
は
病
に
斃
れ
亡
き
人
と
な
っ
た
。「
葬
儀
の
あ
と
、
言

い
合
わ
せ
た
よ
う
に
生
徒
、
数
名
が
集
ま
り
、
お
茶
を
飲
み
な
が
ら

の
想
い
出
話
の
最
中
、ふ
い
と
思
い
付
き
、ど
う
し
ま
す
、同
人
誌
、

や
り
ま
す
か
、
と
問
い
掛
け
ま
し
た
。
そ
の
場
に
い
た
全
員
が
、
即

座
に
、
や
り
ま
し
ょ
う
、
そ
う
答
え
ま
し
た
」（
同
）。
私
も
そ
の
場

に
い
た
一
人
だ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
二
〇
〇
二
年
に
師
を
喪
っ
て
、

二
〇
〇
三
年
に
八
名
の
弟
子
で
同
人
誌
を
作
っ
た
。『
素
粒
』
と
い

う
名
は
大
黒
恵
子
が
提
案
し
、
即
決
だ
っ
た
。
兼
久
文
治
が
い
な
い

と
い
う
事
実
の
中
で
、
勉
強
会
が
存
在
す
る
わ
け
が
な
い
。
こ
の
ま

ま
こ
の
会
が
散
会
、
雲
散
霧
消
す
る
の
は
耐
え
難
い
、
い
や
、
も
っ

た
い
な
い
、
教
わ
っ
た
こ
と
も
、
人
の
つ
な
が
り
も
。
同
人
誌
創
刊

し
か
選
択
肢
は
な
か
っ
た
の
だ
。
同
人
の
中
心
は
む
ろ
ん
大
黒
恵
子

で
あ
っ
た
が
、
彼
女
は
か
た
く
な
に
主
宰
と
い
う
名
称
を
拒
ん
だ
。

せ
め
て
代
表
と
は
名
乗
っ
て
く
れ
と
頼
ん
だ
。
年
に
一
号
発
行
す
る

た
め
に
、
何
ヶ
月
か
に
一
度
集
い
、
草
稿
を
批
評
し
あ
っ
た
。
師
が

い
な
い
。
教
わ
っ
た
こ
と
を
思
い
返
し
て
は
、
先
生
は
こ
う
言
わ
れ

た
よ
ね
、
と
い
う
ふ
う
に
励
ま
し
合
っ
た
。
子
曰
く
と
は
こ
う
い
う

こ
と
か
と
論
語
が
身
近
に
思
え
た
。
そ
の
後
同
人
は
増
え
た
り
減
っ

た
り
、
長
く
や
っ
て
い
れ
ば
誤
解
も
齟
齬
も
往
も
来
も
あ
っ
た
。

二
〇
一
四
年
四
月
、『
素
粒
』
は
大
黒
恵
子
を
病
に
よ
り
喪
っ
た
。

大
黒
恵
子
が
『
素
粒
』
の
た
め
に
書
い
た
作
品
は
第
一
一
号
の
五
枚

の
短
編
で
最
後
と
な
っ
た
。

　

正
直
な
と
こ
ろ
、
大
黒
恵
子
の
死
で
『
素
粒
』
は
終
わ
っ
た
な
と

思
っ
た
。
孤
児
の
よ
う
な
気
分
だ
っ
た
。
そ
の
気
分
は
今
も
続
い
て

い
る
。『
素
粒
』
が
継
続
し
て
い
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
と
考
え
る
。

創
刊
時
か
ら
事
務
局
を
請
け
負
っ
て
い
る
流
れ
で
、
原
稿
が
集
ま
れ

ば
発
行
に
た
ど
り
つ
く
。
原
稿
が
集
ま
る
の
は
締
め
切
り
を
設
定
す

る
か
ら
で
あ
る
。
締
め
切
り
を
設
定
す
る
の
は
、
大
黒
恵
子
が
締
め

切
り
を
設
定
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
冒
頭
に
書

い
た
、記
憶
が
薄
れ
、締
め
切
り
の
こ
と
を
誰
も
言
い
出
さ
な
く
な
っ

た
と
き
、『
素
粒
』
は
そ
の
役
目
を
終
え
る
の
だ
ろ
う
。
と
り
あ
え

ず
は
片
手
ほ
ど
に
残
っ
た
同
人
の
誰
か
し
ら
が
、
締
め
切
り
の
こ
と

を
切
り
出
す
の
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
（
文
責　

白
川
荘
子
）

「
素
粒
」
事
務
局　
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師曰くの励ましとともに師曰くの励ましとともに素粒素粒


