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●
「
中
津
川
文
芸
」
（
岐
阜
県
）
復
刊
５
号

「
中
津
川
文
芸
」
は
四
〇
年
ぶ
り
に
復
刊
し
た
と
言
う
。
編
集
後
記

に
あ
る
よ
う
に
、
「
ま
だ
消
え
ず
に
残
っ
て
い
る
榾ほ
た
び火
の
よ
う
な
文

学
に
対
す
る
熱
情
」
が
流
れ
て
い
る
。
短
歌
や
詩
、
小
説
、
戯
曲
だ

け
で
な
く
、
訳
詩
や
映
画
、
音
楽
に
触
れ
る
文
章
も
あ
り
、
ふ
く
よ

か
な
奥
行
き
を
持
っ
た
誌
に
な
っ
て
い
る
。
長
野
県
に
隣
接
す
る
中

山
道
旧
街
道
の
宿
場
町
の
歴
史
を
反
映
し
て
、
そ
れ
ら
を
文
章
に
表

す
「
私
の
好
き
な
場
所
」
の
特
集
を
組
ん
で
い
る
の
も
趣
き
を
添

え
て
い
る
し
、
人
口
八
万
の
中
津
川
市
に
お
け
る
「
中
津
川
の
俳
句

の
変
遷
に
つ
い
て
」
（
太
田
光
子
）
な
ど
歴
史
を
辿
り
、
過
去
を
大

事
に
す
る
姿
勢
も
情
緒
を
深
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
支
え
る
主
宰
の

（
仕
掛
人
と
あ
る
が
）
田
中
伸
治
の
情
熱
と
包
摂
力
に
高
い
も
の
を

感
じ
る
。

　

こ
れ
ら
を
反
映
し
て
、
「
夢
の
岸
」
（
鴨
居
諒
）
も
、
味
の
あ
る

短
編
と
し
て
こ
の
世
の
は
か
な
い
お
ぼ
ろ
さ
を
映
出
し
て
い
る
。
夢

の
池
に
浮
か
ぶ
オ
ー
ル
の
な
い
ボ
ー
ト
の
像
か
ら
始
ま
っ
て
、
い
つ

の
間
に
か
ど
こ
か
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
娘
の
人
形
、
台
風
に
吹
き
荒

れ
る
竹
藪
の
、
招
く
よ
う
な
誘
い
、
成
長
し
な
い
芍
薬
、
人
の
声

を
聞
い
て
そ
の
言
葉
に
危
機
を
感
じ
た
よ
う
に
咲
き
始
め
る
椿
な
ど
、

自
然
の
不
思
議
な
様
相
が
夢
と
繋
が
り
、
ま
た
ボ
ー
ト
に
還
っ
て
く

る
。
確
か
に
こ
の
世
に
は
、
夢
に
繋
が
る
現
実
が
あ
り
、
夢
と
現
実

が
溶
け
合
っ
て
い
る
不
思
議
な
生
命
の
あ
わ
い
が
あ
る
。
夢
か
ら
の

転
位
と
夢
へ
の
転
位
が
自
然
に
行
き
来
し
て
い
る
場
が
あ
り
、
そ
れ

が
こ
の
世
の
奥
に
は
滔
々
と
流
れ
て
い
る
。
神
秘
で
も
あ
り
、
そ

れ
が
生
命
の
裏
の
相
を
も
映
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
い

う
世
界
を
描
き
切
る
の
は
、
文
章
に
対
す
る
繊
細
な
技
量
が
必
要
で
、

磨
か
れ
た
表
現
力
が
な
い
と
実
現
し
な
い
世
界
だ
ろ
う
。
こ
の
技
量

と
感
性
に
対
し
て
、
優
秀
作
に
推
挙
し
た
い
。

●
「
て
く
る
」
（
滋
賀
県
）
27
号

　

単
色
の
あ
っ
さ
り
し
た
表
紙
だ
が
、
現
代
的
な
日
常
の
中
に
そ
れ

を
生
か
し
な
が
ら
拠
り
所
を
見
つ
け
て
い
く
ス
タ
ン
ス
は
し
っ
か
り

し
て
い
る
。
文
章
を
書
く
と
言
う
こ
と
の
意
義
の
確
か
さ
が
感
じ
ら

れ
る
。

「
ド
ラ
イ
ア
イ
ス
」
（
安
海
泰
）
は
、
父
親
の
死
の
別
離
を
、
戦
争
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の
防
空
壕
の
記
憶
や
ド
ラ
イ
ア
イ
ス
を
通
し
て
、
襞
細
か
く
描
い
て

胸
に
残
る
。
佳
品
と
し
て
の
好
短
編
で
あ
る
。
ド
ラ
イ
ア
イ
ス
が
最

後
ま
で
生
き
て
い
る
。
準
優
秀
作
。
ま
た
エ
ッ
セ
イ
の
「
角
島
へ
」

（
三
原
后
代
）
も
傘
寿
の
仲
間
旅
行
を
、
よ
く
人
生
を
振
り
返
り

な
が
ら
そ
の
深
い
味
を
散
り
ば
め
つ
つ
、
滋
み
を
匂
わ
せ
て
い
る
。

「
ハ
ー
ン
の
横
顔
」
（
佐
藤
弘
二
郎
）
も
、
来
日
し
た
も
の
の
、
異

国
の
風
土
や
社
会
に
生
活
が
追
い
詰
め
ら
れ
て
い
た
ラ
フ
カ
デ
ィ

オ
・
ハ
ー
ン
の
状
況
を
よ
く
汲
み
取
り
、
お
ノ
ブ
と
い
う
伴
侶
を
得

て
、
日
本
の
心
の
中
に
沈
潜
し
て
、
名
作
を
生
み
、
文
学
を
残
し
て

い
く
過
程
を
よ
く
刻
印
し
て
い
る
。
巻
頭
の
「
わ
け
あ
っ
て
飼
う
こ

と
に
こ
と
に
な
り
ま
し
た
」
（
耽
羅
沢
褚
）
は
九
〇
枚
ほ
ど
の
力
作

で
、
ア
パ
レ
ル
商
品
の
販
売
に
従
事
す
る
現
場
の
格
闘
は
よ
く
書
か

れ
て
い
て
、
そ
の
忙
し
い
競
争
の
生
活
の
中
で
犬
を
飼
い
始
め
る
と
、

意
外
に
物
事
が
好
転
し
て
い
く
不
思
議
な
世
界
を
描
い
て
い
る
。
犬

と
の
散
歩
の
世
界
に
よ
っ
て
、
ゆ
と
り
が
生
ま
れ
、
発
想
が
豊
か
に

な
っ
て
、
会
社
の
競
争
世
界
を
切
り
抜
け
て
い
く
過
程
は
お
も
し
ろ

く
流
れ
て
い
く
が
、
肝
心
の
犬
の
姿
が
ほ
と
ん
ど
出
て
こ
な
い
。
犬

の
か
わ
い
ら
し
さ
や
姿
が
描
か
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
大
き
な
欠
落

が
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
犬
が
晴
天
を
呼
ぶ
と
い
う
明
る
い
発

想
は
爽
や
か
で
い
い
。
時
間
が
飛
び
す
ぎ
て
、
そ
の
犬
の
成
長
し
て

い
く
姿
や
老
い
て
い
く
姿
が
何
も
な
い
の
も
寂
し
く
、
そ
の
犬
が
死

ん
で
か
ら
の
後
半
の
ハ
ク
と
い
う
別
な
犬
の
話
も
、
あ
え
て
繋
げ
る

必
要
は
な
く
、
別
の
物
語
と
し
て
独
立
さ
せ
る
べ
き
だ
が
、
動
物
が

激
し
い
競
争
社
会
の
中
で
癒
し
に
な
り
、
人
を
和
合
さ
せ
る
力
が
あ

る
着
眼
は
、
す
が
し
い
も
の
が
あ
っ
た
。
主
人
公
の
名
前
が
凝
り
す

ぎ
。

●
「
仙
台
文
学
」
（
宮
城
県
）
95
号
・
96
号

「
仙
台
文
学
」
は
い
よ
い
よ
一
〇
〇
号
に
近
づ
い
て
き
て
、
顕
彰

す
べ
き
時
機
に
あ
る
が
、
95
号
・
96
号
に
分
載
さ
れ
た
「
キ
ツ
ネ

ピ
」
（
渡
辺
光
昭
）
は
、
重
い
陰
影
を
曳
い
て
い
て
、
引
き
込
ま
れ

た
。
い
つ
も
バ
ス
停
で
人
に
順
番
を
譲
っ
て
見
送
る
奇
態
な
行
動
を

取
る
人
物
に
引
か
れ
て
、
家
ま
で
後
を
付
け
て
い
き
、
世
か
ら
捨
て

ら
れ
た
佇
ま
い
の
家
と
生
活
を
目
に
す
る
が
、
そ
れ
が
一
方
で
、
精

神
を
病
ん
で
死
ん
で
い
く
伯
母
と
重
な
る
。
伯
母
は
勤
め
先
で
心

を
壊
し
て
放
火
癖
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
そ
の
放
火
の
残
像
が
キ
ツ

ネ
ピ
（
狐
火
）
と
な
っ
て
、
主
人
公
の
周
囲
を
揺
れ
動
く
よ
う
に
な
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る
。
病
院
で
孤
独
死
し
た
伯
母
の
密
葬
を
終
え
て
日
常
に
戻
っ
た
主

人
公
は
、
バ
ス
停
の
「
譲
り
男
」
の
存
在
が
な
い
こ
と
を
知
る
。
そ

し
て
以
前
行
っ
た
男
の
家
を
訪
ね
る
と
、
そ
れ
は
数
年
前
の
廃
墟
と

し
て
そ
こ
に
あ
り
、
崩
壊
感
に
襲
わ
れ
る
。
そ
こ
に
キ
ツ
ネ
ピ
が
揺

れ
、
自
分
が
誰
か
か
ら
後
を
付
け
ら
れ
る
立
場
に
な
っ
て
、
そ
ば
に

動
物
の
に
お
い
を
感
じ
る
と
こ
ろ
で
終
わ
る
。
よ
く
練
ら
れ
て
い
て
、

あ
る
深
さ
に
到
達
し
て
い
る
が
、
バ
ス
停
の
「
譲
り
男
」
が
リ
ア
ル

に
描
か
れ
て
存
在
感
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
結
末
で
そ
れ
が
過
去
の

残
影
の
中
に
一
気
に
押
し
や
ら
れ
て
し
ま
う
の
は
、
残
念
な
気
が
す

る
。
読
者
の
胸
の
底
に
は
伯
母
の
放
火
癖
が
深
く
残
る
。
そ
れ
ゆ
え

そ
の
家
と
「
譲
り
男
」
を
過
去
の
幻
に
す
る
よ
り
は
、
伯
母
の
死
の

前
後
に
、
そ
の
家
が
火
事
で
焼
失
し
て
し
ま
う
と
し
た
方
が
、
ス
ト

ー
リ
ー
と
し
て
盛
り
上
が
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
方
が
伯
母
の
怨
念
が

生
き
た
の
で
は
な
い
か
。
優
秀
作
に
は
違
い
な
い
。
直
し
た
上
で
評

価
を
さ
ら
に
求
め
て
も
い
い
。

●
「
じ
ゅ
ん
文
学
」
（
愛
知
県
）
104
号

「
破や

れ
蓮は
ち
す」

（
飯
田
労
）
は
衝
撃
的
な
作
品
で
あ
る
。
文
章
は
や
や

粗
い
が
、
母
殺
し
の
テ
ー
マ
は
重
い
。
農
業
が
嫌
い
な
「
私
」
は
、

父
親
の
戦
後
の
遺
族
年
金
を
受
け
継
い
だ
母
親
の
年
金
に
頼
っ
て
パ

チ
ン
コ
に
明
け
暮
れ
る
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
か
ろ
う
じ
て
結
婚
し

て
子
供
も
い
る
が
、
母
親
の
認
知
症
が
進
む
に
つ
れ
て
、
妻
の
負
担

が
大
き
く
な
り
、
結
局
堪
え
き
れ
ず
に
、
子
供
を
連
れ
て
家
を
出
て

い
く
。
一
人
で
介
護
し
切
れ
な
い
過
重
か
ら
、
生
活
は
い
っ
そ
う
破

綻
し
て
い
く
。
結
局
田
圃
を
這
い
ず
り
回
っ
て
泥
だ
ら
け
に
な
っ
た

母
の
体
を
洗
い
な
が
ら
、
憎
し
み
に
殺
意
が
重
な
っ
て
湯
船
に
溺
れ

死
に
さ
せ
て
い
く
。
そ
の
死
体
を
蓮
の
池
に
埋
め
る
。
そ
し
て
結
局

母
の
死
体
を
確
か
め
に
蓮
池
に
入
っ
て
自
ら
も
泥
に
沈
ん
で
い
く
と
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い
う
ス
ト
ー
リ
ー
だ
が
、
浴
室
で
の
殺
し
の
シ
ー
ン
に
は
迫
真
力
が

あ
る
。
凄
惨
な
ス
ト
ー
リ
ー
に
、
何
か
身
に
つ
ま
さ
れ
る
よ
う
な
恐

怖
感
が
伴
う
。
こ
れ
は
、
肉
親
の
殺
人
は
現
実
に
は
起
こ
り
に
く
い

と
い
う
一
面
を
わ
き
ま
え
な
が
ら
、
こ
の
衝
動
は
現
在
の
日
本
の
至

る
と
こ
ろ
で
渦
巻
い
て
い
て
、
意
外
に
普
遍
的
な
心
理
な
の
で
は
な

い
か
と
い
う
危
惧
感
が
拭
い
き
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
老
人
大
国
の

日
本
が
抱
え
る
深
刻
な
問
題
を
、
期
せ
ず
し
て
浮
か
び
上
が
ら
せ
て

い
る
。
優
秀
作
。

●
「
北
斗
」
（
愛
知
県
）
671
号

「
文
学
街
」
が
終
刊
と
な
っ
た
現
在
、
毎
月
発
行
さ
れ
て
い
る
同
人

誌
は
こ
の
「
北
斗
」
と
、
熊
本
県
の
「
詩
と
眞
實
」
だ
け
で
あ
ろ
う
。

月
刊
の
苦
労
は
、
並
大
抵
の
も
の
で
は
な
い
は
ず
。
大
い
に
称
揚
さ

れ
て
い
い
と
思
う
。

　

こ
の
号
は
、
エ
ッ
セ
イ
や
評
論
に
鋭
利
な
エ
ス
プ
リ
を
感
じ
た
。

「
カ
ナ
ダ
回
想
記
（
二
）
―
日
本
へ
の
教
訓
―
」
（
池
田
龍
一
）
は
、

五
十
年
前
の
カ
ナ
ダ
滞
在
の
記
憶
を
元
に
、
国
や
風
土
の
違
い
を
的

確
に
捉
え
な
が
ら
、
日
本
へ
の
教
訓
と
し
て
生
か
す
筆
を
運
ん
で
い

る
。
文
化
や
慣
習
の
違
い
に
触
れ
る
だ
け
で
も
、
日
本
の
当
た
り
前

と
思
っ
て
い
る
日
常
が
異
な
っ
た
光
で
照
ら
し
出
さ
れ
、
新
た
な
ヒ

ン
ト
に
な
る
外
国
滞
在
記
に
は
お
も
し
ろ
く
、
有
益
な
も
の
が
か
な

り
あ
る
が
、
そ
の
違
い
を
明
確
に
照
ら
し
出
し
て
、
そ
れ
を
咀
嚼
し

吸
収
さ
せ
て
新
た
な
知
識
の
糧
と
す
る
に
は
、
そ
れ
を
記
す
人
の
見

識
の
高
さ
や
認
識
力
の
深
さ
に
か
か
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
頷
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か
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
カ
ナ
ダ
回
想
記
で
あ
り
、
有
益
な
上
に
、
発

想
転
換
の
い
い
ヒ
ン
ト
に
満
ち
て
い
る
。

　

ま
た
「
『
時
代
』
に
つ
い
て
（
２
）
姜
尚
中
『
朝
鮮
半
島
と
日
本

の
未
来
』
を
読
み
な
が
ら
」
（
町
井
た
か
ゆ
き
）
も
、
豊
か
な
体
験

に
基
づ
い
た
鋭
い
批
評
を
展
開
し
て
い
る
。
「
元
東
大
教
授
も
こ
の

程
度
の
も
の
か
と
少
々
気
落
ち
し
た
」
「
こ
の
本
自
体
は
物
足
り
な

か
っ
た
」
と
率
直
に
言
う
に
留
ま
ら
ず
、
「
姉
の
亭
主
が
北
朝
鮮
の

元
山
の
生
ま
れ
」
と
い
う
体
験
や
仕
事
を
通
し
て
日
本
と
韓
国
の
間

に
あ
る
軋
轢
を
探
り
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
ま
で
話
を
飛
ば
し
て
、
近

接
国
家
の
格
差
の
存
在
に
も
原
因
を
求
め
て
い
く
。
豊
か
な
経
験
を

素
地
に
し
た
論
究
の
翼
は
お
も
し
ろ
く
「
文
明
の
格
差
」
は
説
得
力

が
あ
り
、
そ
の
壮
大
な
展
開
に
魅
力
が
あ
る
も
の
の
、
現
在
の
韓
国
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が
次
か
ら
次
へ
と
問
題
を
出
し
て
く
る
原
型
が
江
戸
時
代
の
「
朝
鮮

通
信
使
」
に
あ
り
、
現
在
も
「
排
日
」
に
熱
心
な
の
は
、
日
本
の
支

配
期
に
機
械
や
制
度
な
ど
の
文
明
を
鮮
や
か
に
導
入
し
た
こ
と
に
嫉

妬
し
て
い
る
姿
な
の
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
結
論
部
分
は
、
違
和
感

を
覚
え
る
。
秀
吉
の
朝
鮮
出
兵
も
抜
け
て
い
る
し
、
国
を
併
合
さ
れ

た
者
の
痛
み
も
蓋
を
さ
れ
て
い
る
上
で
の
言
葉
は
、
韓
国
人
が
読
ん

だ
ら
反
駁
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
も
し
日
本
の
支
配
が
な
か
っ
た
ら
、
朝

鮮
戦
争
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
想
像
を
及
ば
せ
る

必
要
が
あ
る
と
思
う
。

●
「
詩
と
眞
實
」
（
熊
本
県
）
857
号

「
詩
と
眞
實
」
も
毎
月
発
行
し
て
い
る
の
は
、
感
嘆
す
る
。
今
号
に

は
力
の
入
っ
た
小
説
が
二
篇
あ
っ
た
。
「
Ｍ
坑
の
ハ
ト
」
（
ま
え
だ
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か
ず
き
）
と
「
ア
ム
ー
ル
」
（
今
村
有
成
）
で
あ
る
。

「
Ｍ
坑
の
ハ
ト
」
は
廃
坑
を
国
史
跡
と
し
て
管
理
す
る
者
を
軸
に
展

開
し
て
い
て
、
現
在
（
お
そ
ら
く
三
池
炭
坑
跡
と
思
わ
れ
る
が
）
廃

坑
は
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
と
あ
ら
た
め
て
興
味
を
そ
そ

ら
れ
る
。
こ
こ
に
ハ
ト
が
巣
食
っ
て
糞
害
を
も
た
ら
す
。
こ
の
処
理

に
悪
戦
苦
闘
す
る
話
で
、
し
っ
か
り
書
か
れ
て
い
る
分
お
も
し
ろ
く

読
め
る
が
、
現
在
の
観
光
状
況
を
主
体
に
描
い
て
い
る
の
で
、
も
う

一
つ
炭
坑
の
歴
史
や
当
時
の
地
下
坑
内
の
現
場
の
凄
さ
が
伝
わ
っ
て

こ
な
い
。
地
下
二
六
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で
降
り
て
石
炭
を
掘
っ
て
い
た

と
い
う
、
地
獄
と
隣
り
合
わ
せ
の
世
界
の
片
鱗
は
説
明
と
し
て
は
窺

わ
れ
る
が
、
こ
こ
に
し
っ
か
り
し
た
回
想
を
施
し
て
実
際
の
現
場
の

シ
ー
ン
を
蘇
ら
せ
た
ら
、
も
っ
と
重
量
感
の
あ
る
作
品
に
な
っ
た
だ

ろ
う
。
こ
う
し
た
過
重
な
労
働
が
戦
前
、
戦
後
の
日
本
の
工
業
発
展

を
支
え
て
い
た
は
ず
で
、
筆
が
そ
の
現
場
の
凄
ま
じ
さ
に
ま
で
及
べ

ば
、
迫
力
あ
る
も
の
に
な
っ
た
だ
ろ
う
と
、
惜
し
ま
れ
る
。
し
か
し

そ
れ
を
窺
わ
せ
る
だ
け
で
も
、
書
い
た
価
値
は
あ
る
。
準
優
秀
作
。

　

も
う
一
篇
の
「
ア
ム
ー
ル
」
は
六
〇
年
安
保
の
時
代
で
喫
茶
店

「
ア
ム
ー
ル
」
を
舞
台
に
展
開
さ
れ
る
青
春
物
語
で
あ
る
が
、
恋
愛

に
労
働
運
動
や
安
保
の
政
治
状
況
も
絡
ん
で
、
当
時
の
息
吹
が
か
な

り
伝
わ
っ
て
く
る
点
に
、
生
き
て
い
る
脈
動
感
が
伝
わ
っ
て
き
た
。

小
説
と
し
て
成
立
し
て
い
る
か
は
微
妙
な
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
確

か
に
昭
和
三
十
年
代
の
世
界
は
生
き
て
い
る
。
そ
の
息
づ
き
に
は
共

感
を
覚
え
た
。

●
「
群
系
」
（
東
京
）
44
・
45
号

　

い
つ
も
ユ
ニ
ー
ク
な
評
論
特
集
を
組
む
「
群
系
」
は
「
平
成
三
〇

年
間
の
文
学
」
を
Ⅰ
・
Ⅱ
に
わ
た
っ
て
特
集
し
て
い
て
、
平
成
に
活

躍
し
た
作
家
を
ほ
ぼ
網
羅
し
て
平
成
文
学
の
輪
郭
を
得
よ
う
と
試
み

て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
作
家
の
特
徴
は
捉
え
て
い
る
が
、
全
体
と
し

て
平
成
の
文
学
像
が
浮
か
び
上
が
っ
た
か
と
い
う
と
、
糢
糊
と
し

て
も
う
一
つ
ぼ
ん
や
り
し
た
ま
ま
に
留
ま
っ
て
い
る
。
む
し
ろ
そ
の

中
に
あ
る
「
私
説
・
平
成
の
芥
川
賞
」
（
星
野
光
徳
）
の
論
評
が
、

平
成
以
降
の
文
学
の
本
質
を
突
い
て
い
た
。
昭
和
の
芥
川
賞
作
品
の

魅
力
を
あ
げ
て
、
そ
れ
ら
と
対
比
し
つ
つ
平
成
の
芥
川
賞
作
品
の
内

質
の
衰
え
を
指
摘
し
て
い
る
評
に
は
説
得
力
が
あ
り
、
現
在
の
不
毛

な
文
壇
状
況
と
そ
れ
に
繋
が
る
文
芸
出
版
の
本
質
を
摘
出
し
て
い
る
。

推
薦
作
。
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今
回
の
称
揚
作
品
を
ま
と
め
た
い
。

　

優
秀
作

　

「
夢
の
岸
」　
　
　
　
鴨
居　
諒
「
中
津
川
文
芸
」
復
刊
５
号

　

「
キ
ツ
ネ
ピ
」　
　
　
渡
辺
光
昭
「
仙
台
文
学
」
95
号
・
96
号

　

「
破や

れ
蓮は
ち
す」　
　
　
　
飯
田　
労
「
じ
ゅ
ん
文
学
」
104
号

　

推
薦
作

　
　

評
論
「
私
説
・
平
成
の
芥
川
賞
」
（
星
野
光
徳
）
「
群
系
」
45
号

　

準
優
秀
作

　

「
ド
ラ
イ
ア
イ
ス
」　

 

安
海
泰
「
て
く
る
」
27
号

　

「
Ｍ
坑
の
ハ
ト
」　
　

ま
え
だ
か
ず
き
「
詩
と
眞
實
」
857
号

（
全
国
同
人
雑
誌
振
興
会
／
五
十
嵐
勉
）


