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全国　同人雑誌評
2007.11月

◇
今
回
は
、
全
国
の
同
人
雑
誌
へ
の
呼
び
か
け
に
応
じ
て
、
多

数
の
同
人
雑
誌
が
文
芸
思
潮
に
寄
せ
ら
れ
た
。
そ
の
総
数
は
一

〇
〇
冊
近
く
に
な
る
。
深
く
謝
意
を
表
し
た
い
。
全
国
の
同
人

雑
誌
で
の
文
芸
創
作
活
動
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
じ
か
に
触
れ
る
実

感
を
得
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
受
け
止
め
る
と
同
時
に
、
さ
ら

に
ま
た
そ
れ
ら
の
作
品
を
多
く
の
人
々
と
共
有
し
て
日
本
の
文

芸
活
動
を
振
興
す
る
方
向
を
目
指
し
て
い
き
た
い
。
新
た
な
気

持
ち
で
、
こ
の
重
要
な
作
業
に
携
わ
る
覚
悟
で
あ
る
。
全
国
の

同
人
雑
誌
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
さ
ら
に
広
げ
、
不
備
を
補
っ
て

行
き
た
い
。

●
「
水
戸
評
論
」（
茨
城
県
）
113
号
・
115
号

「
水
戸
評
論
」
は
六
、七
○
ペ
ー
ジ
の
厚
さ
の
手
頃
な
携
帯
感
だ

が
、
個
性
豊
か
。
あ
ま
り
形
に
と
ら
わ
れ
て
い
な
い
浪
士
風
の

自
由
さ
の
な
か
に
、
気
骨
が
感
じ
ら
れ
る
。
桜
井
聡
の
「
迷
路

を
掃
く
」
は
題
材
に
清
掃
業
の
労
働
を
扱
っ
て
い
る
が
、
そ
れ

に
携
わ
る
人
々
の
心
の
機
微
を
よ
く
捉
え
て
、
現
代
の
人
間
の

内
面
の
腐
食
過
程
を
覗
い
て
い
る
。
文
章
も
気
分
に
流
れ
る
こ

と
な
く
、
し
か
し
思
考
に
停
滞
す
る
こ
と
な
く
、
突
き
放
す
と

こ
ろ
は
突
き
放
し
て
、
文
学
の
距
離
感
を
よ
い
位
置
で
保
っ
て

い
る
と
こ
ろ
に
、
視
点
の
確
か
さ
が
あ
る
。
こ
の
筆
者
は
115
号

で
「
私
の
フ
リ
ー
ジ
ャ
ズ
雑
エ
ッ
セ
ン
ス
記
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
を
書
い
て

い
る
が
、
こ
れ
を
読
ん
で
も
、
社
会
や
人
間
の
捉
え
方
が
鮮
や

か
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
力
量
を
ど
う
文
学
的
野
心
に

向
け
る
か
期
待
し
た
い
。
む
ろ
ん
こ
の
作
者
に
は
、「
文
学
的

野
心
」
と
は
、
何
何
賞
と
い
う
単
純
な
脚
光
に
留
ま
る
も
の
で

は
な
い
こ
と
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
る
こ
と
と
思
う
が
。「
水
戸

評
論
」
に
は
沼
田
夢
幻
の
「
官
能
小
説
家
」
が
分
載
さ
れ
て
い

る
が
、
性
の
領
域
に
新
味
が
欠
け
る
の
は
残
念
。

●
「
湧
水
」（
東
京
都
）
37
号

「
湧
水
」
は
水
準
の
整
っ
た
作
品
が
揃
っ
て
い
る
。
ど
れ
も
形

が
よ
く
で
き
て
い
る
。
こ
れ
だ
け
水
準
を
揃
え
る
の
は
、
編
集

者
の
力
量
か
。
集
ま
っ
て
い
る
方
々
が
粒
ぞ
ろ
い
な
の
か
。
木

瓜
恵
「
猫
の
舌
」
も
、
竹
迫
千
尋
「
ア
ロ
ハ
オ
エ
」
も
、
飛
田

一
歩
「
削
る
人
」
も
よ
く
で
き
て
い
る
。
し
か
し
揃
い
す
ぎ
て

い
る
と
こ
ろ
に
、
逆
に
亜
木
康
子
「
虹
の
し
ず
く
」
の
よ
う
な

親
戚
性
愛
の
艶
か
し
い
世
界
が
際
立
つ
こ
と
も
否
め
な
い
。
こ

れ
は
家
と
性
と
を
扱
っ
た
お
も
し
ろ
い
世
界
で
、
筆
者
が
女
性

で
あ
り
な
が
ら
、
男
性
を
主
人
公
と
し
て
書
き
き
っ
て
い
る
と

こ
ろ
に
、
手
腕
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
世
界
を
つ
き
つ
め
て
い

く
と
、
か
な
り
お
も
し
ろ
い
問
題
に
ぶ
ち
あ
た
り
そ
う
な
気
配

も
あ
る
。
発
見
や
独
創
に
は
白
い
眼
が
つ
き
ま
と
う
。
ひ
る
ま

ず
、
た
め
ら
わ
ず
に
突
き
進
ん
で
ほ
し
い
。

●
「
街
道
」（
東
京
都
）
９
号
・
10
号
・
11
号

　

武
蔵
野
市
の
「
街
道
」
は
薄
い
雑
誌
だ
が
、
中
身
は
濃
い
。

11
号
の
佐
々
木
欽
三
「
石
神
井
暮
色
」
は
結
婚
し
た
男
を
な
お

追
い
か
け
て
く
る
女
性
の
強
烈
な
愛
慕
を
軸
に
し
て
い
る
が
、

男
女
の
深
み
の
底
に
通
じ
る
匂
い
や
か
な
糸
が
い
い
。
こ
れ
だ

け
で
終
わ
ら
ず
、
も
っ
と
連
作
と
し
て
、
あ
る
い
は
長
編
と
し

て
続
い
て
い
き
そ
う
な
気
配
が
あ
る
。
息
を
つ
が
せ
ず
読
ま
せ

て
し
ま
う
文
章
の
牽
引
力
は
、
恋
愛
の
力
で
あ
る
と
同
時
に
作

者
の
筆
力
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
夜
叉
に
も
な
り
、
菩
薩
に
も
な

る
、
女
性
の
変
容
の
深
み
と
強
烈
な
姿
を
描
き
き
れ
ば
、
立
つ

こ
と
の
で
き
る
パ
ワ
ー
が
あ
る
。

　

木
下
径
子
「
青
い
火
」、ま
た
10
号
の
「
片
乳
」、９
号
の
「
雷

鳥
沢
」は
ど
れ
も
筆
者
の
き
め
の
細
か
い
文
章
が
光
っ
て
い
る
。

文
章
の
流
れ
の
背
後
に
流
れ
る
緻
密
な
彫
り
の
陰
影
は
、
豊
か

な
香
り
を
湛
え
て
い
て
、
快
い
文
学
の
気
分
で
包
み
酔
わ
せ
て

く
れ
る
。
こ
の
文
章
力
は
か
な
り
の
も
の
で
、「
街
道
」
と
い

う
雑
誌
の
柱
で
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
作
品
と
し
て
は
「
片

乳
」
が
ま
と
ま
っ
て
い
る
が
、
こ
の
作
者
は
、
こ
う
し
た
小
品

に
満
足
せ
ず
、
積
極
的
に
一
〇
〇
枚
前
後
の
力
作
に
挑
む
べ
き

で
あ
る
。
そ
う
し
た
ボ
リ
ュ
ー
ム
の
文
章
は
い
っ
そ
う
力
を
備

え
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
の
で
、
構
成
と
と
も
に
、
そ
の
文
章

力
を
さ
ら
に
光
ら
せ
る
何
か
が
得
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

●
「
無
尽
花
」（
東
京
都
）
25
号

　

半
井
澄
子
「
風
の
道
」
は
精
神
病
院
へ
入
っ
て
い
た
兄
と
墓

参
を
す
る
話
だ
が
、
幼
年
の
頃
の
兄
妹
の
過
去
の
風
景
を
織
り

交
ぜ
な
が
ら
進
む
文
章
の
流
れ
は
風
の
透
明
な
色
と
交
じ
っ
て

美
し
い
。
佳
品
で
あ
る
。

　

田
島
朝
美
「
冬
じ
た
く
」
は
青
春
時
代
、
劇
団
で
と
も
に
活

動
し
た
恋
人
と
三
十
年
後
に
会
っ
て
、
そ
の
恋
愛
の
再
び
の
揺

ら
め
き
に
、
自
分
の
生
き
て
き
た
人
生
の
照
射
を
重
ね
合
わ
せ

る
ス
ト
ー
リ
ー
だ
が
、
乾
い
た
ト
ー
ン
が
一
貫
し
て
流
れ
て
い

る
。
そ
の
枯
れ
つ
つ
あ
る
乾
燥
味
が
い
っ
そ
う
人
生
の
意
味
の

問
い
か
け
を
色
濃
く
浮
き
上
が
ら
せ
て
い
る
。
老
年
を
冬
と
見

て
の
冬
支
度
の
意
味
も
納
得
で
き
る
。
こ
の
作
者
に
は
、
や
は

り
演
劇
か
ら
来
る
の
か
、
大
胆
な
舞
台
の
仕
掛
け
展
開
の
構
造

的
な
深
み
が
覗
い
て
い
て
、
つ
ね
に
人
生
の
意
味
や
現
実
の
根

を
問
い
か
け
、
そ
の
浮
薄
性
に
迫
る
、
虚
空
の
味
わ
い
が
あ
る
。

こ
れ
は
作
者
の
持
ち
味
な
の
で
、
大
切
に
し
て
も
ら
い
た
い
。

●
「
米
子
文
学
」（
鳥
取
県
）
52
号

　

塩
見
佐
恵
子
「
雛
子
の
出
発
」
は
精
神
病
院
か
ら
逃
げ
出
し

た
老
年
患
者
・
雛
子
を
め
ぐ
っ
て
看
護
師
の
側
の
捜
索
を
ス
ト

ー
リ
ー
の
軸
と
す
る
病
院
も
の
だ
が
、
手
堅
い
筆
致
で
あ
る
も

の
の
、
肝
心
の
雛
子
の
内
面
や
主
体
性
が
存
在
せ
ず
、
逃
げ
出

さ
れ
て
困
っ
て
い
る
管
理
体
制
と
そ
の
担
当
者
の
心
理
だ
け
が

時
を
刻
ん
で
い
て
、
精
神
異
常
と
そ
れ
を
も
た
ら
す
も
の
、
そ

の
社
会
と
の
軋
轢
と
い
っ
た
人
間
の
存
在
の
根
の
部
分
が
見
え

て
こ
な
い
。
な
ぜ
逃
げ
出
す
の
か
、
小
説
と
し
て
の
人
間
の
摘

出
に
な
っ
て
い
な
い
点
に
脆
弱
な
骨
格
を
感
じ
て
し
ま
う
。
病

院
の
一
面
は
描
け
て
い
る
に
し
て
も
、
問
題
の
本
質
に
迫
っ
て

く
れ
な
い
歯
が
ゆ
さ
が
残
る
。

「
米
子
文
学
」
は
層
が
厚
く
、
森
谷
亨
篁
一
郎
「
漱
石
文
学
の

ひ
と
つ
の
基
盤
」
で
漱
石
の
「
マ
ク
ベ
ス
」
の
講
義
や
研
究
発

表
に
焦
点
を
当
て
て
、
一
つ
の
基
盤
を
掘
り
起
こ
し
て
い
る
の

は
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。

●
「
丘
陵
地
方
」（
神
奈
川
県
）
５
号

　

川
崎
市
の
こ
の
雑
誌
は
百
合
昭
平
個
人
文
芸
誌
と
銘
打
っ
て

い
る
が
、
薄
い
割
に
、
き
れ
い
に
親
し
み
や
す
く
作
ら
れ
て
い

て
、
手
触
り
は
よ
い
。
百
合
昭
平
「
雨
季
へ
」
は
、
短
い
歯
切

れ
の
い
い
文
章
に
飛
び
石
の
上
を
ぴ
ょ
ん
ぴ
ょ
ん
飛
ん
で
い
く

軽
快
さ
が
、
童
心
の
鮮
や
か
な
感
覚
と
マ
ッ
チ
し
て
、
生
新
な

世
界
を
喚
起
し
て
く
る
。
こ
の
洒
脱
さ
は
一
つ
の
持
ち
味
だ
ろ

う
。
世
の
中
を
離
れ
て
生
き
て
い
る
フ
レ
ッ
シ
ュ
な
感
覚
が
あ

る
と
同
時
に
、
逆
に
そ
れ
で
も
な
お
巻
き
込
ま
れ
て
い
か
ざ
る
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を
え
な
い
社
会
の
煩
わ
し
さ
や
腐
臭
が
よ
り
濃
く
浮
か
び
上
が

っ
て
く
る
、
し
か
し
こ
の
小
説
世
界
に
は
結
局
童
心
の
鮮
や
か

な
現
実
が
似
合
う
の
で
あ
っ
て
、社
会
で
の
鬱
屈
の
深
ま
り
は
、

そ
ぐ
わ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
を
入
れ
な
け
れ
ば
小
説
に
な
ら
な

い
こ
と
も
作
者
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
る
。
そ
の
兼
ね
合
い
の
む

ず
か
し
い
と
こ
ろ
が
よ
り
作
者
を
人
間
嫌
い
に
し
、
孤
高
の
方

向
へ
誘
う
の
だ
が
、
こ
の
ジ
レ
ン
マ
を
背
負
う
所
に
、
百
合
昭

平
氏
の
文
学
の
地
平
が
あ
る
。
矛
盾
を
引
き
受
け
る
そ
の
覚
悟

に
よ
っ
て
、
い
っ
そ
う
そ
の
新
鮮
さ
は
輝
き
を
増
す
だ
ろ
う
。

●
「
頌
オ
ー
ド」（
東
京
都
）
25
号
・
27
号

　

薄
い
五
四
ペ
ー
ジ
の
雑
誌
だ
が
、
挿
画
を
含
め
て
志
操
の
高

さ
が
窺
わ
れ
る
。
詩
も
い
い
も
の
が
あ
る
。
25
号
で
は
、
森
野

こ
と
「
雪
お
ん
な
」
が
特
に
い
い
。「
Ｈ
さ
ん
」
の
持
つ
透
明

感
の
あ
る
ニ
ヒ
ル
な
雰
囲
気
は
よ
く
描
け
て
い
て
、
一
編
の
シ

ョ
ー
ト
ス
ト
ー
リ
ー
と
し
て
完
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
古
典

の
「
雪
女
」
を
現
代
に
再
生
さ
せ
て
い
る
も
の
だ
が
、
27
号
の

同
じ
作
者
の
「
観
覧
車
」
よ
り
も
そ
の
冷
た
い
白
さ
と
闇
の
奥

行
き
が
し
っ
か
り
捉
え
ら
れ
て
い
る
分
、世
界
が
生
き
て
い
る
。

パ
ロ
デ
ィ
風
の
も
の
、
あ
る
い
は
本
歌
を
下
敷
き
に
す
る
そ
の

ス
タ
イ
ル
を
保
持
し
て
も
い
い
の
で
、
こ
う
し
た
古
典
の
怪
談

に
現
代
の
孤
独
感
を
重
ね
て
表
現
し
て
い
く
こ
と
は
、
一
つ
の

領
域
を
確
立
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
現
代
の
時
間
だ
け
に
限

定
し
て
し
ま
う
と
、
闇
や
奥
行
き
が
損
な
わ
れ
て
、
薄
さ
が
目

立
っ
て
し
ま
う
。
い
い
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
ど
う

生
か
し
て
い
く
か
、
考
え
て
ほ
し
い
。

「
頌
オ
ー
ド」
に
は
映
画
の
評
論
が
毎
号
載
っ
て
い
て
、
か
な
り
密
度

濃
く
解
析
し
て
い
る
。
映
画
を
題
材
に
し
た
芸
術
論
に
肉
薄
す

る
勢
い
が
あ
る
。
映
画
の
シ
ー
ン
を
写
真
に
入
れ
た
り
す
る
と

も
っ
と
生
き
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。
試
写
会
の
ス

チ
ー
ル
写
真
な
ど
を
も
ら
っ
て
お
く
と
、
あ
と
い
ろ
い
ろ
生
か

せ
る
と
思
う
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
映
画
文
芸
評
論
家
は
い
そ

う
で
い
な
い
の
で
、
体
系
的
に
や
っ
て
い
く
と
、
何
か
に
な
る

か
も
し
れ
な
い
。

●
「
日
田
文
学
」（
大
分
県
）
53
号
・
54
号

「
日
田
文
学
」
は
充
実
し
た
雑
誌
で
、
特
に
53
号
は
三
○
○
ペ

ー
ジ
を
超
え
る
。
内
容
も
地
方
の
文
芸
文
化
と
し
て
が
っ
ち
り

立
ち
聳
え
て
い
る
よ
う
な
連
山
高
峰
の
観
が
あ
る
。
編
集
も
し

っ
か
り
し
て
い
る
し
、
互
い
に
切
磋
琢
磨
し
て
、
文
章
の
錬
度

を
高
め
合
っ
て
い
る
気
配
が
あ
る
。生
半
可
な
錬
度
で
は
な
い
。

ず
っ
し
り
し
た
重
厚
さ
は
、
古
典
的
で
は
あ
る
が
、
根
を
持
っ

て
い
る
。
こ
の
重
量
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
と
不
思
議
に
感

じ
て
い
る
う
ち
に
、
54
号
を
見
て
、
ふ
と
思
い
至
っ
た
。
54
号

は
「
日
田
文
学
」
復
刊
15
周
年
記
念
と
し
て
広
瀬
淡
窓
の
特
集

を
組
ん
で
い
る
。
広
瀬
淡
窓
は
江
戸
時
代
の
儒
学
者
で
、
有
名

な
咸
宜
園
の
開
塾
者
で
あ
る
。
三
千
名
を
超
す
門
下
生
が
い
て

九
州
の
文
化
の
中
心
を
な
し
た
。
こ
の
「
日
田
文
学
」
を
見
る

と
、
そ
の
伝
統
が
息
づ
い
て
い
る
気
が
す
る
。
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク

ス
で
、
お
よ
そ
現
代
に
媚
び
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
は
微
塵
も

感
じ
ら
れ
な
い
。古
い
と
い
う
批
判
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

文
化
と
は
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
咲
く
花
で
あ
っ
て
、
こ
の
強
靭

さ
の
上
に
咲
く
か
ら
こ
そ
、
や
が
て
時
代
を
動
か
す
力
が
生
み

出
さ
れ
て
く
る
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
信
頼
で
き
る
力
で
あ
る
。

　

53
号
の
な
か
で
は
近
藤
勲
公
「
海
辺
の
家
」
に
み
ご
と
な

造
形
を
感
じ
た
。「
七
十
八
歳
が
八
十
五
歳
を
介
護
し
て
い
る
」

か
ら
始
ま
る
状
況
は
、
人
生
の
最
後
を
海
辺
で
暮
ら
す
子
の
な

い
老
夫
婦
の
介
護
の
日
常
を
描
い
て
秀
逸
で
あ
る
。
文
章
の
流

れ
は
悪
い
が
、
的
確
で
手
堅
い
一
つ
一
つ
の
彫
琢
は
、
揺
る
ぎ

が
な
い
。オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
リ
ア
リ
ズ
ム
の
重
厚
な
筆
致
が
、

食
い
込
む
よ
う
に
心
象
を
刻
ん
で
く
る
。
秀
作
で
あ
る
。
他
に

も
赤
尾
重
信
「
白
い
太
陽
」、
相
加
八
重
「
重
い
骨
」、
楢
原
孝

子
「
引
き
潮
の
音
」、河
津
武
俊
「
耳
納
連
山
」、中
山
直
美
「
台

風
」な
ど
、実
力
派
の
作
品
が
ず
ら
り
と
並
ん
で
い
る
。概
し
て
、

出
だ
し
と
最
後
の
一
文
が
う
ま
い
。
昨
今
の「
文
学
界
」や「
群

像
」
な
ど
、
商
業
文
芸
誌
の
作
品
よ
り
も
は
る
か
に
決
ま
っ
て

い
る
。
こ
の
技
量
は
大
事
に
し
て
も
ら
い
た
い
。
古
典
的
な
リ

ア
リ
ズ
ム
で
い
い
。
貫
い
て
ほ
し
い
。

　

大
都
市
で
は
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
系
の
同
人
雑
誌
が
多
く

な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
雑
誌
は
作
品
の
ま
と
ま
り
は
ど
れ
も

そ
こ
そ
こ
う
ま
い
が
、
地
か
ら
の
力
や
、
強
靭
な
根
を
感
じ
る

も
の
、
得
体
の
知
れ
な
い
パ
ワ
ー
の
よ
う
な
も
の
は
逆
に
乏
し

く
な
っ
て
い
る
。「
売
り
込
み
前
」
の
よ
う
な
、
予
備
的
な
匂

い
が
文
学
の
真
の
力
を
減
じ
て
い
る
場
合
も
多
い
。
そ
の
意
味

で
も
「
日
田
文
学
」
の
よ
う
な
存
在
は
そ
れ
ら
と
対
局
に
あ
る

も
の
と
し
て
、
期
待
し
た
い
。

●
「
文
学
世
紀
」（
東
京
都
）
33
号

　

遠
矢
徹
彦
「
伏
木
」
は
、
い
っ
し
ょ
に
暮
ら
し
て
い
た
女

が
ふ
い
に
い
な
く
な
り
、
そ
れ
と
と
も
に
ロ
シ
ア
へ
行
く
こ
と

を
思
い
立
っ
て
日
本
海
の
町
を
彷
徨
す
る
話
で
あ
る
。
成
田
闘

争
を
追
懐
す
る
影
の
点
描
も
い
い
。
そ
れ
に
こ
れ
か
ら
向
か
う

ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ッ
ク
の
空
想
も
い
い
色
彩
で
折
り
重
な
っ
て
い

る
。
短
い
が
佳
作
で
あ
る
。
こ
の
作
者
は
、
成
田
闘
争
を
題
材

に
し
た
大
き
な
も
の
を
書
け
る
か
も
し
れ
な
い
。
七
十
年
代
の

学
生
運
動
、
ま
た
成
田
闘
争
な
ど
を
本
格
的
に
一
つ
の
世
代
の

文
学
的
塔
と
し
て
屹
立
さ
せ
た
書
き
手
は
い
な
い
。
そ
ろ
そ

ろ
書
け
る
時
代
的
な
距
離
が
出
て
来
た
と
思
う
。「
骨
を
拾
う
」

こ
と
も
作
家
の
重
要
な
モ
チ
ー
フ
で
あ
り
、
文
学
の
土
台
で
あ

る
。
た
い
へ
ん
な
作
業
と
は
思
う
が
、
い
つ
か
出
現
す
る
こ
と

を
望
ん
で
い
る
。

◇
今
回
は
、
送
ら
れ
て
来
た
同
人
雑
誌
の
半
分
し
か
目
を
通
せ

な
か
っ
た
。
申
し
訳
な
い
と
思
い
つ
つ
、
限
ら
れ
た
時
間
の
中

で
の
作
業
の
限
界
を
痛
感
し
て
い
る
。

　

世
の
中
に
は
、
埋
も
れ
た
作
品
が
た
く
さ
ん
あ
る
と
あ
ら
た

め
て
感
じ
た
。
全
国
同
人
雑
誌
の
優
秀
作
に
さ
ら
に
巡
り
会
う

こ
と
を
熱
望
し
て
い
る
。
ま
た
同
人
雑
誌
の
優
秀
作
の
推
薦
制

度
も
確
立
し
て
行
き
た
い
。

　

今
回
の
優
秀
作
に
は
近
藤
勲
公
「
海
辺
の
家
」（「
日
田
文
学
」

53
号
）
を
推
し
た
い
。
準
優
秀
作
は
桜
井
聡
「
迷
路
を
掃
く
」

（「
水
戸
評
論
」
113
号
）、
亜
木
康
子
「
虹
の
し
ず
く
」（「
湧
水
」

37
号
）、
佐
々
木
欽
三
「
石
神
井
暮
色
」（「
街
道
」
９
号
）、
木

下
径
子
「
片
乳
」（「
街
道
」
10
号
）、半
井
澄
子
「
風
の
道
」（「
無

尽
花
」
25
号
）、百
合
昭
平
「
雨
季
へ
」（「
丘
陵
地
方
」
５
号
）、

森
野
こ
と
「
雪
お
ん
な
」（「
頌
オ
ー
ド」
25
号
）、
遠
矢
徹
彦
「
伏
木
」

（「
文
学
世
紀
」
33
号
）、相
加
八
重
「
重
い
骨
」
河
津
武
俊
「
耳

納
連
山
」（「
日
田
文
学
」
53
号
）
で
あ
る
。

（
作
家
集
団
「
塊
」
／
五
十
嵐
勉
）


