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全国同人雑誌評12007.7月

●
「
文
学
街
」
228
号
（
東
京
都
）

　

と
に
か
く
２
２
８
号
と
い
う
の
は
凄
い
。
昔
、
鉄
人
２
８
号

と
い
う
ロ
ボ
ッ
ト
漫
画
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
前
に
さ
ら
に
百
が

２
つ
付
い
た
号
数
を
発
刊
し
て
き
て
い
る
の
だ
。
表
紙
を
開
け

る
と「
今
年
も
や
り
ま
す
」と
書
い
て
あ
る
の
が
さ
り
げ
な
く
、

い
い
。

　

荒
井
登
喜
子
「
裸
の
女
王
」（
全
国
同
人
雑
誌
・
結
社
推
薦

作
品―

山
音
文
学―

）
が
巻
頭
か
ら
八
割
方
を
占
め
て
い
る
。

出
だ
し
は
、
ど
こ
か
荒
み
ぼ
ん
や
り
し
た
「
私
」
の
感
覚
で
描

か
れ
て
い
る
。
な
ぜ
だ
ろ
う
？　

分
か
っ
た
。
こ
れ
は
引
き
こ

も
り
に
な
っ
た
若
い
女
性
の
目
か
ら
見
た
世
界
な
の
だ
。
そ
し

て
父
も
母
も
頼
み
の
妹
も
、
こ
の
「
私
」
＝
姉
の
家
庭
内
暴
力

に
耐
え
か
ね
て
家
を
出
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。「
私
」と
は
、

い
じ
め
が
き
っ
か
け
で
中
学
二
年
生
頃
か
ら
二
十
一
歳
に
な
る

ま
で
、
実
家
の
米
屋
の
二
階
で
ひ
っ
そ
り
と
生
き
て
き
た
女
性

だ
っ
た
の
だ
。

　

や
が
て
お
金
も
底
を
突
き
、
し
か
た
な
く
ア
ル
バ
イ
ト
を
探

し
始
め
る
。
し
か
し
見
つ
か
ら
ず
窮
し
て
い
く
…
…
公
園
に
何

日
も
居
つ
づ
け
る
中
、
声
を
か
け
て
き
た
者
が
い
た
。
そ
れ
は

レ
ズ
ビ
ア
ン
バ
ー
の
主
人
、
イ
ツ
キ
だ
っ
た
。
そ
の
イ
ツ
キ
も

父
親
を
自
殺
で
亡
く
し
た
過
去
が
あ
っ
た
。
そ
ん
な
人
生
の
先

輩
に
出
会
っ
て
息
を
吹
き
返
す
「
私
」。

　

し
か
し
、
そ
の
小
社
会
＝
レ
ズ
ビ
ア
ン
バ
ー
で
も
、
や
っ
て

く
る
お
客
か
ら
軽
い
「
い
じ
め
」
を
受
け
、「
私
」
は
そ
こ
か

ら
さ
え
逃
避
し
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
イ
ツ
キ
の
介
入
に
よ
っ

て
再
び
立
ち
直
り
、
家
族
の
あ
り
が
た
さ
を
再
認
識
し
仕
事
に

向
っ
て
行
く
。
ラ
ス
ト
は
こ
う
だ
。

《
私
は
二
つ
の
グ
ラ
ス
を
、
し
っ
か
り
と
手
に
持
っ
た
。
ひ
き

つ
っ
た
笑
顔
を
作
り
、
ま
た
カ
ウ
ン
タ
ー
へ
戻
っ
て
い
く
》。

ス
ト
ー
リ
ー
は
け
っ
こ
う
ス
ト
レ
ー
ト
だ
。
レ
ズ
ビ
ア
ン
バ

ー
？　

そ
れ
だ
け
で
奇
を
衒
っ
た
と
思
う
読
者
も
い
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
感
覚
の
新
し
さ
の
み
が
求
め
ら
れ
賞
を
与
え

ら
れ
商
品
化
さ
れ
る
…
そ
ん
な
レ
ベ
ル
を
超
え
た
も
の
が
こ
の

作
品
に
は
感
じ
ら
れ
る
。
読
む
事
に
よ
っ
て
実
際
に
立
ち
直
る

読
者
が
出
て
く
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
ん
な
気
に
も
さ
せ
る
言

葉
の
力
を
こ
の
作
品
は
も
っ
て
い
る
。

　

出
だ
し
の
引
き
こ
も
り
の
感
覚
は
み
ず
み
ず
し
い
。
困
っ
て

公
園
に
居
つ
づ
け
る
自
分
へ
の
自
意
識
も
リ
ア
ル
だ
。
レ
ズ
ビ

ア
ン
バ
ー
の
描
写
も
よ
く
伝
わ
っ
て
く
る
。
現
実
的
に
は
、
そ

ん
な
に
う
ま
く
行
か
な
い
よ
、
そ
ん
な
人
生
と
の
先
輩
に
出
会

う
こ
と
も
偶
然
で
は
と
思
う
読
者
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、
我
々
の
人
生
そ
の
も
の
は
す
べ
て
一
回
性
の
異
な
る
状

況
と
の
遭
遇
だ
。
そ
こ
に
お
い
て
、
こ
ん
な
出
会
い
も
大
き
な

希
望
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
。

　

現
実
に
百
万
人
は
い
る
と
言
わ
れ
る
引
き
こ
も
り
。
そ
の
現

代
の
大
き
な
病
理
を
一
つ
の
ケ
ー
ス
と
し
て
内
側
か
ら
み
ず
み

ず
し
く
描
き
な
が
ら
、
家
族
や
他
者
と
の
関
係
の
有
り
難
さ
を

感
じ
さ
せ
る
。
文
学
の
も
つ
本
来
の
力
が
、
広
く
読
ま
れ
る
べ

き
資
質
が
、
こ
こ
に
は
あ
る
。

●
「
文
芸
驢
馬
」
52
号
（
東
京
都
）

　

こ
れ
も
地
道
に
続
け
ら
れ
て
き
た
同
人
誌
で
あ
る
。
こ
の
同

人
誌
の
特
徴
は
、
評
論
家
で
あ
る
編
集
・
発
行
人
が
《
編
集
者

の
視
点
か
ら
》
と
題
し
て
、
巻
末
で
掲
載
作
品
す
べ
て
の
批
評

を
し
て
い
る
点
で
あ
る
。そ
の
評
が
ま
こ
と
に
当
を
得
て
い
て
、

同
人
た
ち
の
成
長
と
歩
み
を
並
行
さ
せ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
感

じ
さ
せ
る
。

　

新
村
苑
子
の
「
灯
り
」
は
、
中
越
地
震
に
題
材
を
と
っ
た
作

品
で
あ
る
。
そ
の
意
欲
を
ま
ず
買
い
た
い
。
そ
し
て
作
者
は
会

話
、
主
人
公
の
内
的
独
白
な
ど
を
多
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
臨

場
感
を
盛
り
上
げ
て
い
る
。
た
だ
状
況
説
明
に
陥
る
の
は
避
け

る
べ
き
だ
が
、
明
る
さ
へ
の
方
向
の
み
な
ら
ず
、
天
災
に
よ
っ

て
生
み
出
さ
れ
た
人
間
の
不
条
理
性
へ
の
ま
な
ざ
し
を
ど
こ
か

読
み
た
い
気
も
し
た
。

　

村
伊
作
「
駅
前
で
」
は
、
知
恵
遅
れ
の
よ
う
な
同
級
生
だ
っ

た
女
性
と
の
再
会
に
よ
り
、
当
時
の
思
い
出
を
呼
び
覚
ま
す
小

説
で
あ
る
。
一
緒
の
時
を
過
ご
し
た
過
去
を
回
想
す
る
に
は
、

そ
れ
を
共
に
し
た
仲
間
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
初
恋
の
人

と
は
対
極
に
近
い
女
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
ま
た
意
識
の

あ
り
様
と
し
て
興
味
深
い
。
た
だ
ラ
ス
ト
で
そ
の
女
性
を
死
ん

だ
こ
と
に
し
て
し
ま
う
の
は
、
都
合
良
す
ぎ
で
は
。

室
生
有
紀
「
線
路
の
先
」
は
、
数
枚
の
エ
ッ
セ
ー
で
あ
る
。
し

か
し
言
葉
に
託
す
書
き
手
の
思
い
と
読
む
側
の
投
影
の
、
交
錯

と
ギ
ャ
ッ
プ
を
さ
り
げ
な
く
浮
き
彫
り
に
さ
せ
て
い
る
。

●
季
刊
「
遠
近
」
創
刊
10
周
年
記
念
特
集
号
（
東
京
都
）

　

多
く
の
同
人
誌
を
育
て
ら
れ
た
故
久
保
田
正
文
氏
、
の
お
弟

子
さ
ん
た
ち
に
よ
っ
て
続
け
ら
れ
て
い
る
同
人
誌
で
あ
る
。
け

っ
こ
う
読
み
応
え
の
あ
る
作
品
が
載
っ
て
い
る
。
中
で
も
藤
野

秀
樹
の
「
忘
れ
去
ら
れ
た
犬
た
ち
」
は
、
お
も
し
ろ
か
っ
た
。

ア
イ
ボ
と
呼
ば
れ
た
電
化
製
品
の
ロ
ボ
ッ
ト
犬
の
話
。
命
と
電

化
製
品
の
対
比
が
う
ま
く
描
か
れ
、
哀
愁
を
感
じ
さ
せ
る
作
品

で
あ
る
。

　

難
波
田
節
子
の
「
隣
人
」
は
二
つ
の
家
族
の
交
流
を
描
い
た

作
品
だ
。
主
人
公
は
義
父
と
生
活
し
て
い
る
。
隣
人
の
老
人
家

族
は
少
し
複
雑
で
、
息
子
が
一
人
で
い
る
。
そ
の
息
子
の
妻
子

は
受
験
の
た
め
離
れ
て
生
活
を
し
て
い
る
と
の
こ
と
。
や
が
て

隣
の
老
人
は
、
相
手
を
す
る
と
い
う
名
目
で
義
父
の
所
に
や
っ

て
き
て
は
食
事
ま
で
し
て
い
く
。
迷
惑
に
感
じ
つ
つ
、
そ
れ
で

も
拒
否
で
き
な
い
隣
人
と
の
関
係
を
、
淡
く
掬
い
取
っ
た
秀
作

で
あ
る
。

　

逆
井
三
三
「
乞
食
の
剣
」
は
一
風
変
わ
っ
た
剣
豪
小
説
で
あ

る
。
主
人
公
柳
生
十
兵
衛
の
主
君
家
光
や
父
親
と
の
葛
藤
、
そ

し
て
妻
た
み
と
の
や
り
と
り
な
ど
、
な
か
な
か
読
ま
せ
る
。
た

だ
構
成
に
や
や
難
が
あ
る
の
と
、
剣
豪
は
芸
術
家
だ
と
言
い
切

る
作
者
の
持
論
が
少
し
独
善
的
に
感
じ
ら
れ
る
。

●
無
料
雑
誌
「
と
り
あ
え
ず
」
Ｎ
ｏ
．
１
（
東
京
都
）

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
掲
示
板
の
よ
う
な
言
葉
が
並
ぶ
雑
誌
。

た
だ
鈴
木
慧
の「
満
月
の
ソ
フ
ァ
」は
独
特
の
味
わ
い
が
あ
る
。

折
れ
る
こ
と
を
し
な
い
妻
と
離
婚
し
た
僕
は
、
友
人
の
女
編
集

長
と
付
き
合
う
。
し
か
し
結
局
一
線
は
超
え
な
い
。
そ
れ
だ
け

の
不
発
小
説
な
の
だ
が
雰
囲
気
が
あ
る
。《
呑
み
明
か
し
た
朝

は
、
先
ず
握
力
か
ら
衰
え
る
の
だ
》
な
ん
て
け
っ
こ
う
リ
ア
リ

テ
ィ
が
感
じ
ら
れ
る
。

●
「
照
葉
樹
」
２
号
（
福
岡
県
）

　

二
人
の
書
き
手
の
同
人
誌
。
水
木
怜
「
秋
の
匂
い
」
は
父
を

亡
く
し
た
主
人
公
の
女
子
と
母
の
い
な
い
男
子
の
淡
い
交
情
の
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物
語
。
し
か
し
大
人
同
士
が
愛
し
合
う
中
、
主
人
公
は
死
ん
だ

父
親
へ
の
思
慕
か
ら
葛
藤
を
も
つ
…
…
情
感
は
あ
る
の
だ
が
、

ラ
ス
ト
で
母
親
を
急
逝
さ
せ
て
し
ま
う
の
は
不
自
然
。

　

垂
水
薫
の
「
夏
ト
カ
ゲ
」
は
、
な
か
な
か
読
ま
せ
た
。
成
績

の
い
い
中
学
生
の
千
紗
都
は
、や
ば
い
系
の
桃
子
に
誘
わ
れ
る
。

桃
子
は
ト
カ
ゲ
を
飼
っ
て
い
た
の
だ
。
家
庭
的
な
状
況
か
ら
就

職
を
考
え
る
桃
子
と
進
学
へ
向
う
千
紗
都
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
ト

カ
ゲ
と
い
う
生
き
物
へ
思
い
を
投
影
さ
せ
る
。
ト
カ
ゲ
が
異
様

に
出
て
き
た
り
、
そ
れ
を
殺
し
た
り
…
…
の
描
写
が
な
か
な
か

読
ま
せ
る
。
た
だ
、こ
の
二
人
が
な
ぜ
そ
こ
ま
で「
ま
な
ざ
し
」

を
共
有
で
き
た
の
か
、そ
の
理
由
が
あ
ま
り
伝
わ
っ
て
こ
な
い
。

そ
こ
を
描
け
た
ら
、
少
女
た
ち
の
心
の
襞
が
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も

っ
て
開
示
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
。

●
「
ベ
ル
ク
」
山
の
文
芸
誌
102
（
東
京
都
）

　

ま
ず
表
紙
を
め
く
る
と
白
黒
の
草
原
の
写
真
が
あ
る
。
郷
愁

を
感
じ
さ
せ
る
。
山
の
紀
行
の
し
み
じ
み
と
し
た
文
が
続
く
。

中
で
も
荻
生
田
浩
の
「
春
の
背
中
」
は
、
登
山
と
人
生
が
重
ね

合
わ
さ
れ
臨
場
感
を
持
っ
て
読
め
た
。《
こ
ん
な
は
ず
じ
ゃ
な

か
っ
た
。
か
つ
て
は
、
私
が
ほ
か
の
登
山
者
を
追
い
越
し
て
歩

い
て
い
た
の
だ
…
…
》
か
ら
は
、
作
者
の
思
い
が
よ
く
伝
わ
っ

て
く
る
。
人
は
仲
間
と
と
も
に
あ
り
つ
つ
、
ま
た
個
な
の
だ
と

い
う
こ
と
を
さ
り
げ
な
く
伝
え
て
く
れ
る
。
小
林
理
樹
「
京
都

へ
」
は
、
母
を
介
護
し
つ
づ
け
る
夫
婦
の
つ
か
の
間
の
気
分
転

換
の
様
が
描
か
れ
て
い
て
伝
わ
る
。

　

最
後
の
ペ
ー
ジ
に
《
体
力
に
ま
か
せ
て
た
だ
山
に
登
る
と
い

う
行
為
か
ら
脱
皮
し
、
山
岳
文
学
と
い
う
道
を
開
こ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
》
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
志
が
い
い
。

●
「
宇
宙
詩
人
」
Ｎ
ｏ
．
５
（
愛
知
県
）

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
詩
人
協
会
と
も
つ
な
が
り
の
あ
る
重
厚
な
詩
誌

で
あ
る
。
優
れ
た
詩
が
多
い
。
村
井
一
朗
「
二
重
奏
」、
佐
山

広
平
「
川
の
蟹
よ
、
沢
蟹
よ
、
孤
独
よ
」
に
心
の
季
節
の
情
感

を
感
じ
た
。
高
井
泉
「
狼
む
」、
み
ず
し
な
さ
え
こ
「
星
に
な

っ
た
理
由
」に
は
命
の
輝
き
の
咆
哮
と
哀
し
い
願
い
を
聴
い
た
。

そ
し
て
鈴
木
孝
「『
宇
宙
詩
人
』　

第
５
号
「
記
・
共
存
と
自
我

と
・
５
」
の
ラ
ン
ボ
ー
の
引
用
か
ら
始
ま
る
力
強
い
詩
へ
の
思

い
は
鮮
烈
だ
。「
い
ま
・
こ
こ
」
で
の
存
在
の
事
実
こ
そ
、
否

定
し
え
な
い
力
な
の
だ
。

●
山
梨
文
芸
協
会
機
関
誌
「
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
第
３
号
（
山

梨
県
）

　

重
厚
で
あ
り
か
つ
ハ
ン
デ
ィ
な
機
関
誌
だ
。
座
談
会
あ
り
、

詩
あ
り
、
旅
行
記
あ
り
、
エ
ッ
セ
イ
あ
り
の
総
合
誌
。
エ
ッ
セ

イ
に
入
っ
て
い
る
が
、
福
岡
哲
司
の
「
非
戦
文
学
と
し
て
の
小

説『
笛
吹
川
』」は
み
ご
と
な
分
か
り
や
す
い
評
論
で
あ
る
。《『
楢

山
節
考
』
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
者
の
大
方
が
、
木
下
恵
介
あ

る
い
は
今
村
昌
平
監
督
の
映
画
で
印
象
を
語
っ
て
い
る
の
と
同

様
の
事
態
を
『
笛
吹
川
』
に
お
い
て
も
避
け
た
い
》
と
し
て
、

梗
概
を
上
げ
て
あ
る
。《
戦
争
は
一
度
終
了
し
て
も
、ま
た
、〈
庶

民
を
巻
き
込
み
な
が
ら
次
に
継
起
し
て
行
く
。
笛
吹
川
の
流
れ

の
よ
う
に
押
し
と
ど
め
よ
う
も
な
く
。
こ
れ
を
見
抜
く
眼
こ
そ

七
郎
が
生
涯
持
ち
続
け
て
い
た
も
の
で
あ
る
〉》
と
鮮
明
だ
。

清
水
威
「
柿
と
武
士
道
」
は
、
柿
の
樹
を
象
徴
と
し
た
武
士
と

庶
民
の
間
隙
を
描
い
て
い
て
分
か
り
や
す
く
伝
わ
っ
た
。一
方
、

都
築
隆
広
「
お
化
け
が
よ
く
た
ち
よ
る
コ
ン
ビ
ニ
で
、
フ
ロ
ー

ズ
ン
ダ
イ
キ
リ
を
舐
め
な
が
ら
チ
ェ
ス
を
指
す
中
華
服
の
男
の

子
た
ち
」
は
、
な
ん
だ
か
分
か
り
に
く
か
っ
た
。
し
か
も
チ
ェ

ス
の
こ
と
が
そ
れ
ほ
ど
伝
わ
っ
て
こ
な
い
、
の
だ
が
な
ん
と
言

う
か
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
偏
執
的
に
興
味
を
持
っ
て
描
こ
う

と
す
る
姿
勢
は
、
可
能
性
が
感
じ
ら
れ
る
。

全国同人雑誌評1

　
　

寄
贈
誌
・
本　

御
礼

●
●
誌
●

●
「
木
曜
日
」
23
号

●
「
週
刊
ヨ
シ
ノ
リ
」
3
号

●
「
全
作
家
」
65
号
・
66
号

●
「
冥
王
星
」
9
号

●
「
海
」
73
号
・
74
号
・
75
号

●
「
槐
」
25
号

●
「
海
峡
派
」
109
号

●
「
婦
人
文
芸
」
83
号

●
「
季
刊
午
前
」
36
号

●
「
北
斗
」
535
号
・
536
号
・
537
号

●
「
文
芸
東
北
」
478
号
・
489
号
・
491
号
・
492
号

●
「
相
模
文
芸
」
14
号

●
「
照
葉
樹
」
3
号

●
「
文
学
街
」
231
号
・
233
号
・
234
号
・
235
号
・
236
号

●
「
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
4
号

●
「
ち
ば
文
学
」
2
号

●
「
雨
彦
」
16
号

●
「
樹
林
」
508
号

●
「
名
古
屋
文
学
」
24
号

●
「
八
代
地
人
」
22
号
・
23
号
・
24
号
・
26
号

●
「
極
光
」
7
号

●
「
京
浜
文
学
」
8
号

●
「
空
と
ぶ
鯨
」
7
号

●
「
宇
宙
詩
人
」
6
号

●
「
じ
ゅ
ん
文
学
」
51
号

●
「
不
羈
」
32
号

●
「
孤
愁
」
1
号

■
■
本
■

■
「
少
年
の
海
」
光
栄
堯
夫
（
五
月
書
房
）

■
「
大
戦
と
銃
後
」
平
山
浩
樹
（
柏
樹
書
院
）

■
「
み
づ
は
な
け
れ
ど
ふ
ね
は
し
る
」
向
井
豊
昭
・
麻
田
圭
子

（BA
RA
BA
RA

書
房
）

■
「
海
の
色
」
麻
田
圭
子

■
「
ビ
ー
ル
ー
の
少
年
時
代
」
ク
リ
シ
ュ
ナ
・
バ
ル
デ
ー
オ
・

ヴ
ァ
イ
ド
、
長
崎
広
子
訳
（
財
団
法
人
大
同
生
命
国
際
文
化
基

金
）

■
「
ポ
プ
ラ
並
木
は
涙
色
」
男
澤
一
（
一
歩
会
出
版
部
）

■
「
幻
の
女
」
湊
正
和(

三
一
書
房)

■
「
尾
関
忠
雄
文
学
全
集
」1

巻
〜7

巻(

風
媒
社)

■
詩
集
「
雪
の
陽
炎
」
寒
川
靖
子(

喜
怒
哀
楽
書
房)

■
詩
集
「
あ
わ
ゆ
き
の
道
」
寒
川
靖
子(

喜
怒
哀
楽
書
房)

■
「
ジ
ギ
谷
」
名
村
和
実
（
自
家
出
版)
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●
「
相
模
文
芸
」
14
号(

神
奈
川
県)

　

今
号
も
豊
か
に
な
っ
た
。詩
・
俳
句
・
短
歌
・
童
謡
・
エ
ッ
セ
イ
・

小
説
評
論
と
、
ど
の
角
度
か
ら
も
楽
し
め
る
。
こ
の
幅
の
広
さ

は
同
人
個
々
の
豊
か
さ
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
、
集
ま

っ
て
い
る
人
物
群
の
彫
り
の
深
さ
と
容
量
の
大
き
さ
が
窺
わ
れ

る
。ま
た
そ
の
求
心
力
に
き
わ
め
て
大
き
な
存
在
が
な
け
れ
ば
、

こ
の
文
芸
空
間
は
成
立
し
な
い
だ
ろ
う
。
賞
賛
す
べ
き
文
芸
活

動
で
あ
る
。
エ
ッ
セ
イ
も
い
い
作
品
が
揃
っ
て
い
る
が
、「
百

と
い
う
名
の
犬
」（
白
銀
律
子
）
は
、
犬
と
の
愛
情
が
鮮
明
に

描
か
れ
て
い
て
、
つ
い
も
ら
い
泣
き
を
し
て
し
ま
っ
た
ほ
ど
の

真
情
溢
れ
る
秀
作
に
な
っ
て
い
る
。

　

今
日
的
な
問
題
と
し
て「
建
設
業
の
談
合
は
無
く
な
ら
な
い
」

(

牟
田
ゆ
う
じ)

は
、
談
合
の
根
本
的
な
構
造
を
歴
史
的
な
建

設
業
の
成
立
時
に
ま
で
遡
っ
て
説
い
て
い
る
厚
み
は
、
注
目
す

べ
き
も
の
が
あ
る
。
こ
う
し
た
文
章
は
、
新
聞
で
も
一
般
の
雑

誌
で
も
お
目
に
か
か
ら
な
い
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。「
春
窮
に

つ
い
て
」(

登
芳
久)

も
柔
ら
か
な
、
し
か
も
強
靭
な
思
考
が

ゆ
っ
た
り
と
う
ね
り
流
れ
て
一
つ
の
確
か
な
世
界
を
紡
ぎ
出
し

て
い
る
。
深
み
を
備
え
た
随
想
で
あ
る
。

　

小
説
「
両
手
に
あ
り
が
と
う
」(

本
城
確)

は
脱
穀
機
を
操

作
中
に
誤
っ
て
両
手
が
巻
き
込
ま
れ
、
失
っ
て
ス
タ
ー
ト
す
る

人
生
を
書
い
て
い
る
が
、
短
い
文
を
投
げ
ち
ぎ
り
、
ぶ
つ
け
重

ね
て
い
く
よ
う
な
文
体
は
、
力
が
あ
る
。
素
朴
な
迫
力
が
、
言

葉
の
力
と
な
っ
て
う
ね
り
寄
せ
て
く
る
。
単
純
で
率
直
に
見
え

る
こ
の
文
章
が
、
何
に
由
来
し
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、

今
日
の
小
説
の
文
章
と
は
ま
っ
た
く
逆
の
方
向
を
向
い
て
い
る

そ
こ
に
、
逆
に
新
鮮
さ
を
感
じ
る
。
技
巧
に
背
を
向
け
た
技
巧

が
あ
る
。
同
人
雑
誌
優
秀
作
に
推
薦
し
た
い
作
品
で
あ
る
。

●
「
文
芸
東
北
」
492
号(

宮
城
県)

　

昨
年
第
17
回
東
北
北
海
道
文
学
賞
奨
励
賞
作
品
「
白
い
夏
」

(

古
林
邦
和)

は
、
ベ
ト
ナ
ム
の
ボ
ー
ト
・
ピ
ー
プ
ル
と
し
て

日
本
に
来
、
日
本
人
の
妻
と
な
っ
た
も
の
の
、
海
の
藻
く
ず
と

な
っ
た
は
ず
の
兄
を
雑
誌
で
発
見
し
、
ベ
ト
ナ
ム
に
戻
っ
て
再

会
す
る
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
。
再
会
で
き
た
兄
は
、
記
憶
を
な

く
し
て
い
て
、
妹
と
最
後
ま
で
認
識
で
き
な
い
と
こ
ろ
に
、
こ

の
物
語
の
テ
ー
マ
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
ベ
ト
ナ
ム
の
生
活
の

描
写
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
中
の
状
況
な
ど
、
日
本
に
い
て
は
と
う

て
い
書
け
な
い
リ
ア
リ
テ
ィ
を
備
え
て
い
て
、
国
を
越
え
た
家

族
の
絆
を
求
め
る
モ
チ
ー
フ
は
残
留
孤
児
以
来
な
か
っ
た
世
界

で
あ
る
。
筆
者
は
現
在
ベ
ト
ナ
ム
の
サ
イ
ゴ
ン
に
在
住
し
て
い

て
、
そ
の
生
活
の
基
盤
が
あ
っ
て
初
め
て
書
け
る
小
説
で
あ
ろ

う
。
筆
致
も
し
っ
か
り
し
て
い
て
、
姿
勢
も
強
靭
な
も
の
が
感

じ
ら
れ
る
。
よ
く
周
囲
の
話
に
耳
を
傾
け
、
確
実
な
聞
き
取
り

を
し
て
い
る
。
東
南
ア
ジ
ア
を
描
き
、
か
つ
ま
た
ベ
ト
ナ
ム
戦

争
と
そ
の
後
を
現
地
か
ら
描
い
た
視
野
の
広
い
世
界
は
あ
ま
り

お
目
に
か
か
ら
な
い
だ
け
に
、
そ
の
点
で
も
評
価
さ
れ
る
。
た

だ
、
こ
の
小
説
は
、
最
も
肝
心
な
「
何
が
兄
を
記
憶
喪
失
さ
せ

た
か
」
と
い
う
文
学
と
し
て
の
問
い
か
け
に
明
確
に
答
え
て
い

な
い
。
そ
れ
は
「
何
が
兄
を
あ
え
て
ボ
ー
ト
ピ
ー
プ
ル
と
し
て

命
が
け
の
海
へ
の
脱
出
に
向
か
わ
せ
た
か
」
と
い
う
問
い
へ
の

答
え
と
連
動
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
死
の
危
険
を
冒
さ
せ
る

そ
れ
は
何
か
。
そ
れ
に
答
え
て
い
な
い
結
末
が
、
ボ
ー
ト
ピ
ー

プ
ル
と
し
て
海
に
消
え
て
い
っ
た
無
数
の
犠
牲
者
の
声
と
響
き

合
わ
な
い
欠
落
と
な
っ
て
、
読
後
の
感
動
に
結
晶
し
て
い
か
な

い
弱
点
と
な
っ
て
い
る
。
題
名
の
「
白
い
夏
」
は
、
兄
が
歌
っ

て
い
た
歌
の
題
名
で
あ
る
が
、
そ
の
歌
が
全
体
の
テ
ー
マ
に
か

ぶ
さ
っ
て
こ
な
い
点
も
そ
こ
に
繋
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
日
本

人
と
し
て
ベ
ト
ナ
ム
人
の
心
の
傷
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
か
、

と
い
う
民
族
の
根
と
文
学
に
関
わ
る
問
題
を
も
含
み
つ
つ
、
事

実
と
文
学
の
間
の
重
要
な
作
業
の
困
難
を
提
示
し
て
い
る
。

　

今
後
日
本
人
が
海
外
に
移
住
す
る
こ
と
も
多
く
な
り
、
ま
た

外
国
人
も
日
本
に
多
数
来
住
し
、
生
活
も
い
っ
そ
う
世
界
化
し

て
い
く
趨
勢
に
あ
る
。
日
本
と
ベ
ト
ナ
ム
、
中
国
と
日
本
、
中

東
と
日
本
と
い
う
ふ
う
に
ク
ロ
ス
オ
ー
バ
ー
す
る
世
界
が
小
説

化
さ
れ
て
い
っ
て
い
い
。
そ
の
と
き
、
文
学
の
根
は
ど
こ
に
存

在
す
る
の
か
、
そ
の
あ
り
か
を
問
わ
れ
る
こ
と
も
必
然
で
あ
ろ

う
。
そ
こ
に
作
家
の
新
た
な
一
つ
の
仕
事
が
存
在
す
る
こ
と
も

胸
に
銘
記
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

● 

「
北
斗
」
537
号(

愛
知
県)

　

評
論
「
敗
北
し
て
な
お
┃
┃
カ
レ
ル
・
チ
ャ
ペ
ッ
ク
と
私(

竹
中
忍)

は
、
柔
軟
な
思
考
が
縦
横
無
尽
に
批
評
文
章
を
駆
け

巡
ら
せ
て
い
る
の
び
の
び
し
た
筆
致
で
、
評
論
の
お
も
し
ろ
さ

と
味
わ
い
に
富
ん
だ
秀
作
で
あ
る
。
時
代
や
歴
史
の
批
評
に
も

な
っ
て
い
る
と
同
時
に
、
自
然
に
現
代
の
日
本
の
出
版
界
へ
の

批
評
も
含
ん
で
い
る
所
に
妙
味
が
あ
る
。
洗
練
さ
れ
た
批
評
精

神
と
文
体
は
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。

●
「
海
」
75
号(

三
重
県)

　

一
六
四
ペ
ー
ジ
と
ボ
リ
ュ
ー
ム
も
あ
り
、
全
体
に
あ
る
程
度

の
水
準
の
作
品
が
揃
っ
た
安
定
感
の
あ
る
同
人
雑
誌
で
あ
る
。

「
君
と
の
間
の
埋
め
が
た
い
距
離
」(

小
久
保
修)

は
タ
イ
ト
ル

も
変
わ
っ
て
い
て
、
全
体
に
軽
い
タ
ッ
チ
の
進
行
感
が
快
い
。

チ
ン
ド
ン
屋
、
写
真
サ
ー
ク
ル
、
学
校
の
ト
イ
レ
の
水
浸
し
事

件
な
ど
、
手
際
よ
く
並
べ
て
進
め
て
行
く
手
腕
は
読
ま
せ
る
力

を
備
え
て
い
る
が
、
軽
み
に
流
さ
れ
て
し
ま
い
、
あ
と
に
残
ら

な
い
。
小
説
は
読
み
終
わ
っ
て
あ
と
に
残
る
何
か
が
重
要
で
、

そ
れ
を
今
後
一
考
し
て
ほ
し
い
。

「
通
り
雨
」(

遠
藤
昭
己)

は
、
妻
を
亡
く
し
て
三
回
忌
を
迎
え

る
男
の
心
の
動
き
を
軸
に
し
て
い
る
が
、
愛
人
と
お
ぼ
し
き
桃

子
と
い
う
女
性
も
癌
で
死
に
瀕
し
て
い
る
。
そ
の
桃
子
に
頼
ま

れ
て
以
前
の
桃
子
の
夫
に
会
い
に
行
っ
た
り
、
亡
妻
の
三
回
忌

に
新
潟
の
妻
の
実
家
を
訪
れ
て
再
婚
を
勧
め
ら
れ
た
り
、
揺
れ

る
陰
影
は
そ
れ
と
な
く
出
て
い
る
が
、
核
に
な
る
「
死
ん
だ
こ

と
」、「
死
に
瀕
し
て
い
る
」
こ
と
が
、
し
っ
か
り
文
学
と
し
て

切
り
結
ば
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
ふ
わ
ふ
わ
し
た
文
学
風
景
に

な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
文
学
的
な
匂
い
は
あ
る
が
、
文
学
は

な
い
。
本
来
あ
る
べ
き
切
実
な
問
い
が
こ
こ
で
は
装
飾
品
に
な

っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
地
を
掘
る
こ
と
、
問
い
を
掘
り
下
げ
る

こ
と
、
も
っ
と
自
分
の
内
部
に
深
く
問
い
か
け
る
こ
と
を
こ
の

筆
者
に
は
望
み
た
い
。

●
「
季
刊
午
前
」
36
号(

福
岡
県)

　

セ
ン
ス
の
い
い
雑
誌
で
、
イ
ラ
ス
ト
も
垢
抜
け
し
て
い
る
。

し
か
し
今
号
は
小
説
以
外
の
も
の
に
力
を
感
じ
た
。

「
旅
行
記
／
モ
ン
ゴ
ル
に
行
く
」(

吉
貝
甚
蔵)

は
丁
寧
な
紀
行

文
で
、
短
期
間
の
旅
行
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
よ
く
モ
ン
ゴ
ル
の

地
を
描
い
て
い
る
。
挿
入
さ
れ
る
詩
も
い
い
。
こ
の
感
性
が
ゆ
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え
に
捉
え
ら
れ
た
モ
ン
ゴ
ル
の
時
空
で
あ
ろ
う
。
細
か
く
書
き

留
め
ら
れ
て
い
る
が
、
詩
以
外
に
も
っ
と
感
性
の
翼
を
ひ
ろ
げ

て
も
よ
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

エ
ッ
セ
イ
「
記
憶
の
水
景
・
父
へ
の
レ
ク
イ
エ
ム
」(

宮
本

一
宏)

は
詩
性
豊
か
な
文
章
で
、
父
へ
の
鎮
魂
に
自
身
の
半
生

を
重
ね
て
陰
影
深
い
旋
律
を
奏
で
て
い
る
。旋
律
は
美
し
い
が
、

も
っ
と
展
開
さ
せ
、
根
に
力
を
持
た
せ
て
繁
茂
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
そ
う
な
気
が
す
る
。「
片
手
間
」
に
留
ま
っ
て
い
る
と
こ

ろ
が
惜
し
い
。
連
載
歴
史
随
想
「
長
崎
、
さ
ん
た
丸
や
」(

加

茂
宗
人)

は
長
編
連
載
だ
が
、
イ
エ
ズ
ス
会
の
日
本
へ
の
布
教

を
中
心
に
息
長
く
筆
を
進
め
て
い
る
そ
の
発
掘
の
根
気
は
賞
賛

に
値
す
る
。
当
時
の
未
発
達
な
交
通
手
段
や
文
化
手
段
の
下
で

地
球
の
裏
側
ま
で
布
教
に
来
る
そ
の
情
熱
は
、
異
常
な
も
の
が

あ
る
は
ず
で
、
そ
の
あ
た
り
ま
だ
こ
れ
ま
で
の
日
本
文
学
は
発

掘
さ
れ
て
い
な
い
気
が
す
る
が
、
そ
の
領
域
を
丹
念
に
掘
り
起

こ
し
、
執
筆
を
持
続
し
て
い
る
意
志
は
尊
い
。
い
つ
か
大
き
く

ま
と
ま
っ
た
も
の
に
な
る
こ
と
を
心
か
ら
期
待
し
て
い
る
。

　

小
説
「
ビ
オ
ラ
館
」(

西
田
宣
子)

、「
極
楽
荘
ば
な
し
」(

天

谷
千
香
子)

の
両
方
に
共
通
し
て
感
じ
る
の
は
、
文
章
の
軽
快

な
タ
ッ
チ
に
読
み
や
す
さ
や
お
も
し
ろ
さ
を
感
じ
る
が
、
流
れ

が
優
先
さ
れ
て
、
肝
心
の
何
を
掬
い
取
る
か
が
、
欠
け
て
い
る
。

こ
の
網
で
は
、
雑
魚
し
か
か
か
ら
な
い
だ
ろ
う
。
市
民
生
活
の

快
適
さ
の
中
に
半
分
埋
没
し
て
い
る
お
手
軽
さ
が
文
体
の
軽
快

さ
に
繋
が
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
と
う
て
い
大
き
な
病
巣
は
摘

出
で
き
な
い
。
問
い
が
足
り
な
い
と
思
う
。

●
「
婦
人
文
芸
」
50
号(

東
京
都)

　

創
刊
50
周
年
記
念
号
で
、
大
河
内
昭
爾
氏
を
は
じ
め
、
名
の

あ
る
評
論
家
か
ら
祝
辞
も
載
せ
て
い
る
。
五
〇
周
年
半
世
紀
の

足
跡
は
尊
い
。
心
か
ら
祝
意
を
送
り
た
い
。

「
か
げ
ろ
う
」(

音
森
れ
ん)

は
、
や
や
知
恵
の
遅
れ
た
主
人
公

元
治
の
生
死
を
手
堅
い
筆
致
で
構
築
し
て
い
る
。
両
親
の
遺
産

を
目
当
て
に
た
か
る
男
女
、
ま
た
逆
に
愛
を
注
ぐ
女
性
な
ど
、

脇
役
を
善
悪
し
っ
か
り
締
め
て
、話
を
進
め
る
物
語
の
構
築
力
・

展
開
力
は
豊
か
な
技
量
を
示
し
て
い
る
。
息
子
の
弁
当
を
持
っ

て
学
校
へ
行
く
場
面
も
い
い
。
マ
グ
ロ
船
に
乗
っ
て
海
に
死
ぬ

最
愛
の
息
子
を
追
っ
て
、
海
の
波
に
さ
ら
わ
れ
て
行
く
ラ
ス
ト

シ
ー
ン
は
特
に
鮮
や
か
で
、
筆
者
の
筆
力
の
豊
か
さ
を
感
じ
さ

せ
る
。
こ
の
主
人
公
を
描
き
切
る
の
は
、
こ
う
し
た
人
間
存
在

へ
の
深
い
愛
情
が
あ
る
か
ら
で
、
こ
れ
に
根
ざ
し
た
し
っ
か
り

し
た
緊
張
感
こ
そ
が
、
こ
の
存
在
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
文
体

を
生
み
出
し
て
い
る
と
言
え
る
。
地
味
で
は
あ
る
が
大
事
に
し

て
ほ
し
い
、
人
間
の
根
を
深
く
み
つ
め
る
眼
差
し
で
あ
る
。
た

だ
、
も
っ
と
腰
を
落
と
し
て
じ
っ
く
り
筆
を
進
め
た
ら
、
さ
ら

に
光
を
放
つ
場
面
が
い
く
つ
も
あ
る
。
こ
の
内
容
で
こ
の
短
さ

で
は
、
あ
え
て
進
行
を
速
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
の
は

必
然
で
あ
る
。
肝
心
な
部
分
が
駆
け
足
で
通
過
さ
れ
て
い
る
恨

み
が
や
や
残
る
が
、筆
者
の
力
量
を
感
じ
さ
せ
る
秀
作
で
あ
る
。

●
「
海
峡
派
」
109
号(

福
岡
県)

「
花
牌
」(

高
崎
綏や
す

子)

は
、
父
親
に
執
着
的
に
か
わ
い
が
ら
れ

た
主
人
公
の
、
老
梅
を
燃
や
し
な
が
ら
の
追
懐
を
導
入
部
に
し

た
短
編
で
あ
る
が
、
文
章
の
う
ま
さ
、
筋
の
運
び
、
シ
ー
ン
の

鮮
や
か
さ
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
入
れ
方
な
ど
、
抜
群
の
手
腕
で
あ

る
。
こ
れ
ほ
ど
完
成
度
の
高
い
短
編
は
、
近
頃
の
文
芸
誌
で
も

お
目
に
か
か
ら
な
い
。
幼
い
頃
父
親
に
連
れ
ら
れ
て
、
麻
雀
荘

で
父
親
の
膝
の
上
で
卓
を
囲
む
場
面
は
秀
逸
で
、
煙
草
や
男
の

に
お
い
が
し
み
つ
い
て
く
る
よ
う
だ
。
ラ
ス
ト
も
う
ま
い
。
力

の
あ
る
人
が
世
に
は
埋
も
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。感
心
し
た
。

●
「
樹
林
」
508
号(
大
阪
府)

「
樹
林
」
は
大
阪
文
学
学
校
の
機
関
誌
で
あ
る
。
し
っ
か
り
し

た
編
集
構
成
は
大
阪
文
学
学
校
の
層
の
厚
さ
を
よ
く
表
し
て
い

る
。
た
だ
、
全
体
に
短
い
も
の
が
多
く
、
多
く
の
人
が
書
き
寄

せ
る
た
め
か
、
力
作
が
掲
載
し
に
く
い
よ
う
に
感
じ
た
。

「
家
を
の
ぼ
る
」(

岩
代
明
子)

は
文
章
の
感
性
は
み
ず
み
ず
し

く
、
し
か
も
緻
密
で
、
感
覚
の
展
開
で
書
け
る
力
を
示
し
て
い

る
が
、
舞
台
や
材
料
が
家
族
や
家
庭
、
せ
い
ぜ
い
近
所
の
人
々

に
限
ら
れ
て
い
る
人
物
世
界
の
狭
さ
が
や
や
窮
屈
な
気
が
す

る
。
文
章
の
感
性
は
非
凡
な
も
の
が
あ
る
が
、
小
説
的
骨
格
が

で
き
れ
ば
、
い
っ
そ
う
こ
の
感
性
が
生
き
て
く
る
と
思
う
。
骨

格
の
構
築
に
意
を
注
い
で
ほ
し
い
。

　

そ
の
点
で
は
む
し
ろ
「
雨
曇
り
」(

石
村
和
彦)

の
ほ
う
が

小
説
展
開
の
豊
か
さ
を
感
じ
る
。
お
も
し
ろ
く
な
い
企
業
組

織
で
の
日
常
生
活
よ
り
も
、
パ
ソ
コ
ン
の
メ
ー
ル
や
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
の
バ
ー
チ
ャ
ル
世
界
の
方
に
の
め
り
こ
み
が
ち
な
主
人
公

が
、
こ
の
ま
ま
バ
ー
チ
ャ
ル
の
世
界
へ
行
っ
て
し
ま
っ
て
い
い

も
の
か
、
中
国
人
の
い
か
が
わ
し
い
女
性
占
い
師
に
占
っ
て
も

ら
う
ス
ト
ー
リ
ー
は
ユ
ニ
ー
ク
で
お
も
し
ろ
い
。
多
か
れ
少
な

か
れ
根
を
な
く
し
て
仮
想
世
界
に
取
り
込
ま
れ
て
い
く
現
代
の

浮
遊
性
を
一
つ
の
味
と
し
て
提
示
し
て
い
る
。
し
か
し
「
雨
曇

り
」
と
い
う
題
は
、
一
見
味
が
よ
さ
そ
う
だ
が
、
よ
く
読
む
と

も
う
一
つ
焦
点
を
結
ん
で
い
な
い
。
も
っ
と
先
鋭
な
、
腰
の
入

っ
た
切
り
口
を
更
に
期
待
し
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
の
機
関
誌

の
性
格
が
、
そ
こ
ま
で
徹
底
的
に
書
く
こ
と
を
制
約
し
て
い
る

気
も
す
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
ど
の
作
品
も
、
持
ち
寄
り
的

な
色
が
あ
る
。
相
手
と
切
り
結
ぶ
鋭
気
が
乏
し
い
。

●
「
千
葉
文
学
」
２
号(

千
葉
県)

　

Ａ
４
の
大
き
さ
の
同
人
誌
は
、
め
ず
ら
し
い
。
ワ
ー
プ
ロ
で

版
下
を
作
っ
て
い
る
ら
し
い
手
作
り
感
覚
が
あ
る
が
、
こ
れ
も

一
つ
の
味
に
な
っ
て
い
る
。

「
ホ
ン
キ
ー
・
ト
ン
ク
・
ト
レ
イ
ン
に
乗
っ
て
」(

玉
田
晃
平)

は
、

や
は
り
感
覚
が
い
い
。
前
作
の
「
戦
場
の
ナ
イ
フ
」
に
も
感
じ

た
が
、
現
代
の
都
市
の
風
景
感
覚
を
描
写
や
テ
ー
マ
に
生
か
し

て
い
け
る
才
能
は
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
を

テ
ー
マ
の
骨
格
に
組
み
入
れ
て
い
く
に
は
、
骨
格
そ
の
も
の
の

強
度
を
高
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
双
子
の
姉
妹
が
マ
ス
タ
ー

を
殺
す
そ
の
部
分
を
安
易
に
オ
チ
と
し
て
だ
け
処
理
す
る
の
で

は
な
く
、
そ
れ
が
な
ぜ
か
、
し
っ
か
り
問
い
、
書
き
込
ん
で
、

そ
こ
に
一
つ
の
現
代
の
穴
を
見
せ
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、
成
功

し
て
い
た
だ
ろ
う
。
惜
し
い
。
安
易
に
筆
を
揮
わ
な
い
じ
っ
く

り
し
た
取
り
組
み
を
期
待
し
た
い
。

　

俳
句
に
よ
る
詩
は
新
し
い
試
み
で
お
も
し
ろ
い
。

　

誌
面
が
つ
き
た
の
で
、
こ
こ
ま
で
と
す
る
が
、
今
回
は
優
秀

作
や
佳
作
が
多
く
、
豊
作
だ
っ
た
。
優
秀
作
は
「
両
手
に
あ
り

が
と
う
」(

本
城
確) 

、「
白
い
夏
」(

古
林
邦
和)

「
か
げ
ろ
う
」

(

音
森
れ
ん) 

、「
花
牌
」(

高
崎
綏
子)

、
あ
と
こ
こ
に
取
り
上

げ
た
も
の
は
、
そ
れ
に
準
じ
る
作
品
で
あ
る
。




