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●
「
米
子
文
学
」
56
号
（
鳥
取
県
）

「
米
子
文
学
」
は
こ
の
号
も
充
実
し
て
い
る
。「
悪
食
仲
間
」

（
野
坂
喜
美
）
は
同
人
誌
推
薦
が
多
か
っ
た
作
品
で
、
チ
ャ
ボ

の
生
態
な
ど
た
い
へ
ん
よ
く
書
け
て
い
る
。
生
活
実
感
の
裏
づ

け
が
確
か
で
読
ま
せ
る
が
、
チ
ャ
ボ
以
外
の
周
辺
の
人
間
の
生

活
が
焦
点
を
結
ん
で
い
な
い
恨
み
が
残
っ
た
。
友
人
の
急
病
と

回
復
は
近
隣
風
景
と
し
て
許
せ
る
に
し
て
も
、「
ご
ち
そ
う
会
」

と
い
う
仲
間
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
農
業
を
し
て
い
る
人
々
に

都
会
の
株
へ
の
投
資
や
、
養
豚
業
へ
の
融
資
や
投
資
の
話
が
絡

む
。
そ
れ
ら
と
あ
る
意
味
で
ゲ
テ
モ
ノ
食
い
の
仲
間
の
関
連
が

結
ば
れ
て
い
な
い
。
都
会
の
「
金
」
に
よ
っ
て
蝕
ま
れ
る
農
村

生
活
の
不
快
さ
を
ゲ
テ
モ
ノ
食
い
で
象
徴
さ
せ
よ
う
と
し
て
い

る
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
そ
れ
ら
は
ま
っ
た
く
関
連
な
く
た
だ

並
べ
て
い
る
だ
け
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
そ
れ
に
チ
ャ
ボ
の
生

態
が
ど
う
関
連
し
て
い
る
の
か
見
え
て
こ
な
い
。
猪
や
狸
や
犬

な
ど
「
悪
食
」
は
た
ん
な
る
う
さ
ば
ら
し
な
の
か
、
チ
ャ
ボ
が

食
わ
れ
る
こ
と
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
小
説
構
造

が
、
脆
弱
に
見
え
る
。
荒
廃
と
頽
廃
の
雰
囲
気
は
出
て
い
る
も

の
の
、
不
満
が
残
っ
た
。

　

む
し
ろ
動
物
を
描
く
と
い
う
点
で
は
エ
ッ
セ
イ
の
「
チ
ビ
助

の
来
な
い
夜
」（
佐
藤
多
美
子
）
の
ほ
う
が
素
直
な
感
動
を
覚

え
た
。
片
目
が
見
え
ず
、
尻
尾
を
失
っ
た
傷
だ
ら
け
の
野
生
狸

が
家
に
餌
を
も
ら
い
に
来
る
話
は
、
素
朴
な
が
ら
胸
を
打
つ
も

の
が
あ
る
。「
そ
の
身
体
で
、
ひ
と
り
ぽ
っ
ち
で
、
今
日
ま
で

よ
く
が
ん
ば
っ
た
ね
」
と
い
う
い
た
わ
り
の
心
と
、
何
時
間
も

軒
下
で
び
し
ょ
ぬ
れ
に
な
り
な
が
ら
餌
を
待
っ
て
い
る
狸
の
い

た
い
け
な
姿
と
が
交
錯
す
る
。
チ
ビ
助
は
ま
た
下
半
身
が
麻
痺

し
前
足
二
本
だ
け
で
生
き
て
い
る
友
だ
ち
の
狸
に
餌
を
分
け
て

や
る
。
こ
う
し
た
共
生
と
助
け
合
い
の
心
は
人
間
の
奥
深
く
に

あ
る
琴
線
を
も
震
わ
せ
る
。
し
か
し
野
生
の
厳
し
さ
が
そ
れ
ら

を
ま
た
蓋
い
、
自
然
の
中
で
の
死
を
想
起
さ
せ
て
い
く
の
だ
が
、

生
き
る
と
い
う
こ
と
の
厳
し
さ
と
そ
の
命
の
姿
を
し
っ
か
り
と

掬
い
上
げ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
深
い
感
動
が
残
る
。
秀
作
エ
ッ

セ
イ
だ
。

「
奈
落
の
階
段
」（
広
田
静
子
）
は
認
知
症
の
妻
と
の
生
活
を

描
い
て
い
て
、
そ
の
筆
致
は
鋭
く
、
悲
劇
を
よ
く
追
い
詰
め
て

い
る
が
、
最
後
の
部
分
を
急
ぎ
す
ぎ
た
。
階
段
か
ら
転
落
し
て

介
護
者
の
夫
が
死
ぬ
結
末
は
、
事
件
と
し
て
は
解
決
し
て
い
て

も
、
小
説
と
し
て
は
終
わ
っ
て
い
な
い
。
こ
こ
か
ら
何
か
を
掬

い
取
る
作
業
ま
で
し
な
い
と
、
胸
の
奥
に
深
く
は
入
っ
て
こ
な

い
。
途
中
ま
で
よ
く
描
け
て
い
る
だ
け
に
惜
し
ま
れ
る
。

●
「
仙
台
文
学
」
74
号
（
宮
城
県
）

「
幻
の
ブ
タ
」（
佐
佐
木
邦
子
）
も
同
人
雑
誌
か
ら
の
推
薦
の

あ
っ
た
作
品
。
メ
ー
ル
に
一
種
の
伝
達
脅
迫
の
「
ブ
タ
」
が
入

っ
て
い
て
、
そ
れ
が
ク
ビ
と
繋
が
る
恐
怖
か
ら
、
現
在
の
職
場

の
浮
遊
性
を
描
い
た
Ｏ
Ｌ
・
派
遣
人
生
も
の
だ
が
、
現
代
の
一

面
を
捉
え
て
い
る
も
の
の
、
し
っ
か
り
腰
が
入
っ
て
い
な
い
の

で
、浮
い
て
い
る
印
象
を
否
め
な
い
。
こ
の
作
者
は
次
号
に「
氾

濫
」
と
い
う
農
村
を
舞
台
に
し
た
長
編
を
書
い
て
い
て
そ
ち
ら

の
ほ
う
が
は
る
か
に
力
を
備
え
て
い
る
。
こ
う
い
う
現
代
も
の

も
書
け
る
と
い
う
力
量
を
示
し
て
い
る
に
は
ち
が
い
な
い
が
、

書
き
手
は
自
分
に
合
っ
た
フ
ィ
ー
ル
ド
に
し
っ
か
り
足
を
つ
け

る
べ
き
で
、
時
勢
や
周
囲
に
合
わ
せ
る
よ
う
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
は

捨
て
る
べ
き
で
あ
る
。

「
蕪
栗
沼
」（
近
江
静
雄
）
は
雁
の
生
息
と
い
う
い
い
素
材
を

得
な
が
ら
、
歴
史
に
深
入
り
し
す
ぎ
て
、
現
在
の
足
場
を
小
説

と
し
て
失
っ
て
い
る
印
象
が
あ
る
。
も
っ
と
現
在
の
雁
の
姿
や

自
分
自
身
に
関
連
を
深
め
て
描
き
き
れ
ば
い
い
作
品
に
な
っ
た

だ
ろ
う
。
せ
っ
か
く
の
素
材
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
。

●
「
雪
嶺
文
学
」
43
号
（
石
川
県
）

　

こ
の
誌
は
様
々
な
角
度
か
ら
多
彩
に
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
て

い
る
の
が
い
い
。
あ
る
豊
か
さ
を
醸
し
出
し
て
い
る
。
今
回
も

巻
頭
に
「
高
浜
虚
子
の
内
灘
来
遊
」（
西
尾
雄
次
）
が
あ
り
、「
朱

鷺
・
ト
キ
」（
松
田
正
三
）
と
い
う
北
陸
な
ら
で
は
の
貴
重
な

連
載
エ
ッ
セ
イ
も
あ
っ
て
、
ふ
っ
く
ら
し
た
文
学
空
間
を
作
っ

て
い
る
。
エ
ッ
セ
イ
が
全
体
に
よ
く
、「
ア
リ
ラ
ン
の
宴
」（
流

章
子
）
も
さ
り
げ
な
い
記
憶
で
あ
り
な
が
ら
深
く
心
に
残
る
。

「『
２
０
１
２
』
と
『
ア
バ
タ
ー
』
に
見
る
世
界
観
」（
酒
井
恵

三
）
も
、最
先
端
の
映
画
技
術―

―

Ｃ
Ｇ
（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
・

グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ス
）
に
触
れ
な
が
ら
、
そ
の
技
術
の
す
ば
ら
し

さ
を
率
直
に
認
め
る
と
同
時
に
、
背
後
に
潜
む
世
界
観
を
摘
出

し
、
強
烈
な
文
明
批
評
を
摘
出
し
て
い
る
視
点
は
い
い
。
映
画

を
観
て
い
な
い
人
に
も
観
て
み
た
く
な
る
よ
う
な
魅
力
を
備
え

て
い
て
、
鋭
い
映
画
批
評
に
な
っ
て
い
る
。
同
人
誌
に
は
こ
う

い
う
現
代
に
即
し
た
文
章
も
必
要
と
思
う
。

「
キ
ャ
ッ
チ
ャ
ー
・
イ
ン
・
ザ
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
」（
吉
村
ま
ど
）

は
軽
妙
で
リ
ズ
ム
の
あ
る
文
体
は
読
ま
せ
る
が
、
そ
の
お
も
し

ろ
さ
に
や
や
流
さ
れ
て
、
重
要
な
も
の
を
飛
ば
し
て
し
ま
う
危

う
さ
も
付
き
ま
と
う
。
連
載
な
の
で
こ
れ
か
ら
ど
う
い
う
展
開

を
見
せ
る
か
楽
し
み
で
は
あ
る
が
、
調
子
が
よ
す
ぎ
る
筆
致
が

や
や
ひ
っ
か
か
る
。「
歪
ん
だ
鏡
」
は
、
基
と
い
う
陶
芸
家
と

主
人
公
の
「
私
」
の
恋
愛
に
そ
の
基
を
支
え
る
「
夫
人
」
の
三

角
関
係
が
絡
ん
で
設
定
と
し
て
は
お
も
し
ろ
い
が
、
書
き
込
み

が
足
り
な
い
の
で
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
概
略
の
よ
う
な
形
で
終
わ

っ
て
い
る
の
が
惜
し
い
。
一
つ
の
個
性
は
感
じ
る
の
で
、
し
っ

か
り
地
に
足
を
つ
け
た
描
写
や
叙
述
力
を
身
に
つ
け
、
雰
囲
気

を
も
っ
と
濃
く
醸
し
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
お

も
し
ろ
い
世
界
が
造
形
で
き
る
だ
ろ
う
。

●
「
き
な
り
」
68
号
（
愛
知
県
）

「
水
の
行
方
は
」（
西
垣
み
ゆ
き
）
は
文
章
も
安
定
し
て
い
て
、

牽
引
力
も
あ
る
。
定
年
間
近
の
夫
婦
の
間
を
墓
を
軸
に
描
い
て

い
る
筆
致
は
味
が
あ
る
。
子
育
て
も
終
わ
り
肉
体
の
交
わ
り
も

乏
し
く
な
っ
て
老
い
先
を
見
つ
め
る
微
妙
な
年
齢
の
夫
婦
間
の

揺
れ
は
よ
く
出
て
い
る
。「
リ
ト
ル
」
と
い
う
レ
ス
ト
ラ
ン
の

マ
マ
な
ど
も
う
ま
く
配
置
さ
れ
て
い
て
、
男
の
心
理
も
醸
し
出

さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
何
か
も
う
一
つ
イ
ン
パ
ク
ト
が
な
い
の

は
、
結
局
安
全
な
日
常
の
な
か
に
戻
り
浸
っ
て
い
く
か
ら
だ
ろ

う
。
墓
が
切
迫
感
が
な
い
の
も
、
死
を
真
に
見
つ
め
、
自
分
た

ち
の
行
く
末
に
し
っ
か
り
措
定
し
て
生
を
問
う
そ
の
切
実
さ
が

欠
け
て
い
る
か
ら
だ
と
思
う
。
こ
の
年
齢
は
一
方
で
は
身
体
的

に
も
癌
が
出
た
り
、
糖
尿
病
が
出
た
り
、
そ
れ
ま
で
の
人
生
の

蓄
積
が
溢
れ
出
て
く
る
曲
が
り
角
の
年
齢
で
も
あ
る
。
否
が
応

で
も
人
生
を
振
り
返
り
、
残
り
の
時
間
を
見
直
さ
ざ
る
を
え
な

い
。
そ
の
切
迫
感
が
置
き
去
り
に
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
彫

り
の
浅
さ
が
出
て
し
ま
っ
て
い
る
。
い
い
文
章
だ
け
に
惜
し
ま
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れ
る
。
タ
イ
ト
ル
も
「
水
の
行
方
」
で
十
分
で
「
は
」
は
い
ら

な
い
。
む
し
ろ
女
性
の
視
点
か
ら
書
い
た
ほ
う
が
切
実
な
も
の

が
出
た
か
も
し
れ
な
い
。

「
施
高
塔
路
」（
長
澤
奏
子
）
は
戦
中
の
上
海
を
描
い
た
貴
重

な
素
材
。
門
番
の
イ
ン
ド
人
や
中
国
人
、
ま
た
太
平
洋
戦
争
当

初
の
上
海
の
様
子
や
、
戦
局
が
悪
く
な
る
に
つ
れ
て
の
周
囲
の

変
化
な
ど
、
体
験
者
で
な
け
れ
ば
書
け
な
い
記
録
性
に
富
ん
で

い
る
。
内
山
書
店
が
日
本
軍
か
ら
ど
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
い
た

か
な
ど
も
出
て
き
て
、
興
味
深
い
。
敗
戦
で
日
本
人
が
ど
の
よ

う
に
ま
と
め
ら
れ
、
引
き
揚
げ
者
と
し
て
処
理
さ
れ
た
か
も
教

え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
引
き
揚
げ
者
が
携
帯
で
き
る
の
は
一

人
千
円
と
衣
類
三
十
キ
ロ
だ
っ
た
と
い
う
。
当
時
は
日
本
人
は

豪
勢
な
家
に
住
ん
で
い
る
者
が
多
か
っ
た
だ
ろ
う
か
ら
、
こ
の

没
落
は
人
生
の
浮
沈
を
劇
的
に
味
わ
わ
せ
た
だ
ろ
う
。
引
き
揚

げ
先
は
長
崎
だ
と
い
う
。
長
崎
が
原
爆
で
壊
滅
し
て
い
る
な
ど

と
夢
に
も
思
わ
な
い
そ
の
落
差
を
想
起
さ
せ
る
と
こ
ろ
で
終
わ

っ
て
い
る
の
も
い
い
。
筆
者
に
と
っ
て
は
書
き
残
さ
ず
に
は
い

ら
れ
な
い
体
験
だ
っ
た
ろ
う
。
読
む
者
も
し
っ
か
り
受
け
止
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
を
呈
示
し
て
い
る
。

「
足
助
」（
石
川
好
子
）
は
、
昔
風
の
「
許い
い
な
づ
け婚
」
を
中
学
時
代

に
決
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
恋
愛
の
苦
悩
と
運
命
を
素
朴
な
筆

致
で
描
い
て
い
る
作
品
だ
が
、
庶
民
的
な
親
し
み
や
す
い
息
遣

い
が
立
ち
込
め
て
い
て
、
そ
れ
が
こ
の
時
代
の
青
春
の
息
吹
を

匂
わ
せ
て
い
る
。
タ
イ
ト
ル
は
損
を
し
て
い
る
。
外
側
は
よ
く

書
け
て
い
る
が
、
恋
愛
の
内
面
を
彫
り
込
ん
で
そ
の
旋
律
を
奏

で
れ
ば
も
っ
と
陰
影
が
濃
く
な
っ
た
だ
ろ
う
。
い
つ
で
も
熱
い

思
い
を
書
け
る
だ
け
の
情
熱
を
保
持
し
て
も
ら
い
た
い
。

●
「
海
峡
」
20
号
（
愛
媛
県
）

「
海
峡
」
は
20
号
を
重
ね
た
、
地
味
だ
が
静
か
な
落
ち
着
き
の

感
じ
ら
れ
る
誌
で
あ
る
。

「
知
覧―

六
月
三
日
の
邂
逅―

」（
西
山
慶
尚
）
は
、
特
攻
隊

の
基
地
知
覧
で
出
会
っ
た
特
攻
隊
の
生
き
残
り
の
老
人
と
の
顛

末
を
書
い
た
作
品
で
、
特
攻
隊
を
追
懐
す
る
普
通
の
筆
で
は
な

く
、
現
在
に
至
る
ま
で
の
戦
後
の
過
程
を
も
辿
っ
た
小
説
的
造

形
が
感
じ
ら
れ
る
。
特
攻
隊
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
無
数
に
書

か
れ
て
き
た
し
、
遺
書
も
あ
り
、
特
攻
隊
の
生
き
残
り
の
作
家

も
い
る
の
で
、
い
き
な
り
そ
れ
ら
と
比
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
戦
後
六
〇
年
以
上
経
っ
て
時
間
的
隔
た
り
の
な
か
で
当
時

を
振
り
返
り
、
戦
後
の
変
遷
を
辿
る
静
か
な
筆
致
は
、
じ
ん
わ

り
と
訴
え
て
く
る
も
の
が
あ
る
。
こ
う
い
う
作
品
の
前
で
感
じ

ら
れ
る
戦
後
六
〇
年
の
時
間
の
意
味
も
一
つ
の
問
い
と
し
て
浮

か
び
上
が
っ
て
く
る
点
は
成
功
し
て
い
る
。
特
攻
隊
の
生
き
残

り
が
同
僚
の
死
を
ど
う
受
け
止
め
て
い
く
か
と
い
う
重
い
問
い

を
ず
っ
と
引
き
摺
っ
て
い
く
よ
う
に
、
ま
た
こ
こ
に
そ
れ
を
追

う
主
人
公
も
そ
の
振
り
返
り
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
同
時
に
そ

れ
に
よ
っ
て
読
者
も
あ
ら
た
め
て
そ
こ
に
立
た
さ
れ
る
連
鎖
の

生
起
に
こ
の
小
説
の
価
値
が
あ
る
。
優
秀
作
で
あ
る
。

●
「
彩
雲
」
３
号
（
静
岡
県
）

「
彩
雲
」
は
気
鋭
の
士
が
集
ま
っ
て
い
る
誌
。
何
か
の
残
党
の

よ
う
な
雰
囲
気
も
あ
る
。
興
味
深
い
誌
だ
。

「
幻
燈
一
夜
」（
寺
本
親
平
）
に
は
文
体
が
あ
る
。「
で
す
ま

す
」
調
で
あ
り
な
が
ら
、
う
ね
り
膨
ら
ん
で
滔
々
と
流
れ
て
い

く
文
章
は
た
だ
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
文
体
で
流
し
て
い
く
の

は
様
々
な
角
度
の
深
い
思
念
が
必
要
で
そ
の
裏
付
け
が
な
け
れ

ば
こ
れ
だ
け
の
膨
ら
み
と
流
れ
は
出
て
こ
な
い
。
こ
の
作
品
に

は
い
っ
さ
い
改
行
が
な
く
、
ひ
と
つ
の
想
念
の
う
ね
り
踊
る
姿

で
あ
る
こ
と
を
全
体
と
し
て
も
よ
く
示
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は

宇
宙
の
素
粒
子
「
ニ
ュ
ー
ト
リ
ノ
」
を
持
っ
て
く
る
よ
う
な
先

端
の
新
し
さ
も
用
い
ら
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
物
語
の
舞
台
が

能
と
し
て
動
い
て
い
く
古
典
の
幽
玄
の
世
界
の
し
っ
か
り
し
た

歴
史
時
間
も
存
在
す
る
。
現
代
性
と
古
典
性
の
両
方
を
こ
の
よ

う
に
自
然
に
取
り
込
ん
で
く
る
技
量
は
一
朝
一
夕
の
蓄
積
で
は

で
き
な
い
も
の
で
、
息
の
長
い
文
体
の
造
形
性
の
深
さ
と
豊
か

さ
が
こ
の
小
説
世
界
を
強
固
に
立
脚
さ
せ
て
い
る
。

　

物
語
も
お
も
し
ろ
い
。
町
長
が
作
っ
た
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
尖

塔
の
上
に
あ
る
空
中
銭
湯
「
天
籟
の
湯
」
を
め
ぐ
る
話
、
ミ
ミ

ズ
の
巨
大
オ
ブ
ジ
ェ
の
な
か
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
包
帯
娘
の
再

生
の
話
、
こ
の
娘
が
病
の
皺
の
嘆
き
で
詩
を
発
す
る
と
こ
ろ
も

お
も
し
ろ
い
。
こ
れ
が
し
か
も
パ
ソ
コ
ン
記
号
の
散
り
ば
め
ら

れ
た
宇
宙
的
な
詩
で
あ
る
と
こ
ろ
も
壮
大
で
あ
る
。
娘
の
首
か

ら
下
の
包
帯
を
解
き
、
そ
の
瘡
蓋
を
一
枚
一
枚
苦
痛
と
と
も
に

引
き
剥
が
す
場
面
は
一
段
と
冴
え
て
い
る
。
苦
痛
を
経
た
こ
の

再
生
を
あ
る
象
徴
と
見
る
多
重
性
も
帯
び
て
、
そ
れ
が
能
の
古

典
性
を
借
り
て
超
時
間
の
自
然
へ
と
回
帰
し
つ
つ
ま
た
「
天
籟

の
湯
」
の
天
空
の
浮
遊
性
へ
と
戻
っ
て
く
る
筋
立
て
は
見
事
で

あ
る
。
や
や
古
典
に
依
拠
し
す
ぎ
る
き
ら
い
も
あ
る
が
、
こ
う

い
う
世
界
を
提
出
で
き
る
作
家
は
い
な
い
。
優
秀
作
で
あ
る
こ

と
は
当
然
と
し
て
、
寺
本
親
平
と
い
う
こ
の
作
家
に
注
目
し
た

い
。

「
光
る
湖う
み

」（
鈴
木
孝
之
）
は
脳
内
出
血
で
危
機
を
迎
え
た
主

人
公
の
物
語
。
同
じ
企
業
戦
士
た
ち
と
の
相
対
の
中
で
自
己
を

見
つ
め
な
が
ら
リ
ハ
ビ
リ
に
励
む
う
ち
、
さ
ら
に
妻
が
交
通
事

故
に
遭
い
、
九
死
に
一
生
を
得
る
。
人
生
の
最
大
の
ピ
ン
チ
に

大
き
な
自
然
に
す
べ
て
を
委
ね
る
気
持
ち
の
な
か
で
未
来
に
希
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望
と
決
意
を
託
す
ス
ト
ー
リ
ー
は
切
迫
感
の
な
か
に
す
が
す
が

し
い
も
の
が
あ
る
。
読
後
感
の
い
い
作
品
で
あ
る
。

●
「
札
幌
文
学
」
75
号
（
北
海
道
）

　

創
刊
60
周
年
記
念
号
75
号
は
三
四
四
ペ
ー
ジ
と
い
う
記
念
号

に
ふ
さ
わ
し
い
ボ
リ
ュ
ー
ム
。
こ
こ
ま
で
継
続
す
る
の
は
山
あ

り
谷
あ
り
で
た
い
へ
ん
な
こ
と
だ
っ
た
ろ
う
。
一
つ
の
到
達
を

賞
賛
し
た
い
。
巻
末
の
「
札
幌
文
学
に
足
跡
を
残
し
た
全
同
人

の
氏
名
一
覧
」
も
、
第
１
号
か
ら
の
編
集
後
記
の
抜
粋
も
、
そ

の
変
遷
を
よ
く
記
し
て
い
て
、
足
跡
の
わ
か
る
暖
か
い
編
集
に

な
っ
て
い
る
。
こ
の
暖
か
み
が
六
〇
年
の
継
続
の
原
動
力
と
な

っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
編
集
人
の
田
中
和
夫
氏
、
ま
た
和
気
あ

い
あ
い
と
し
た
同
人
諸
氏
の
御
苦
労
の
賜
物
に
心
か
ら
拍
手
を

送
り
た
い
。

　

内
容
も
力
作
ぞ
ろ
い
。
巻
頭
の
「
ひ
と
り
し
ず
か
」（
小
南

武
朗
）
日
本
舞
踊
の
舞
台
を
素
材
に
し
た
好
篇
で
、
ア
ヤ
と
い

う
踊
手
の
舞
台
で
踊
り
に
殉
死
す
る
芸
能
の
虚
実
の
危
う
さ
を

描
い
て
読
ま
せ
る
。「
冬
花
火
」（
海
邦
智
子
）「
気
に
な
る
女
」

（
峰
田
王
子
）
も
佳
く
、「
悪い
た
ず
ら戯
な
月
」（
池
添
し
お
り
）
も
お

も
し
ろ
い
。
児
童
の
万
引
き
の
世
界
を
扱
っ
た
題
材
は
興
味
深

く
、美
月
と
い
う
女
の
子
が
よ
く
書
け
て
い
る
。「
省
吾
の
手
袋
」

（
熊
澤
し
ず
か
）、「
夢
人
へ
の
伝
言
」（
金
山
道
子
）「
永
遠
の

春
」（
木
宮
節
子
）
な
ど
、ど
れ
も
粒
が
揃
っ
た
。
出
色
は
「
焼

き
場
の
風
景
」（
小
林
和
太
）
で
、
戦
中
の
子
供
の
悪
ピ
カ
レ
ス
ク漢
小
説

と
も
言
う
べ
き
容
赦
な
い
生
存
の
日
常
が
よ
く
描
か
れ
て
い
る
。

酷
薄
な
現
実
を
短
い
文
章
で
ナ
イ
フ
の
よ
う
に
削
り
取
っ
て
い

く
叙
述
は
、
冷
徹
な
リ
ア
リ
ズ
ム
を
備
え
て
い
る
。
そ
れ
が
時

に
ユ
ー
モ
ア
の
色
調
を
帯
び
て
、
逆
に
あ
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

を
映
じ
る
の
は
、
生
き
る
と
い
う
こ
と
の
力
に
満
ち
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
血
を
吐
い
て
死
ぬ
シ
ョ
ン
コ
と
い
う
脇
役
も
い
い
。

キ
コ
リ
に
食
わ
れ
て
し
ま
う
ア
イ
ヌ
犬
の
ア
ツ
も
、
ト
ン
ト
と

い
う
人
の
よ
い
女
性
も
い
い
。
全
体
に
力
強
い
素
描
で
い
い
が
、

最
後
満
州
に
渡
り
馬
賊
の
頭
に
な
る
と
い
う
結
末
は
安
易
で
い

た
だ
け
な
い
。
こ
の
作
品
に
ふ
さ
わ
し
い
終
わ
り
方
が
あ
る
は

ず
で
あ
る
。
も
う
一
つ
、「
焼
き
場
の
風
景
」
と
い
う
タ
イ
ト

ル
が
し
っ
く
り
こ
な
い
。
そ
れ
は
死
体
焼
き
場
の
描
写
に
乏
し

い
こ
と
や
、
全
体
の
底
に
流
れ
る
主
調
を
筆
者
が
捉
え
き
れ
て

い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
二
つ
の
点
が
惜
し
ま
れ
る
。

「
咸
臨
丸
、
太
平
洋
を
往
く
」（
石
塚
邦
男
）
も
お
も
し
ろ
か

っ
た
。
勝
海
舟
の
咸
臨
丸
に
よ
る
日
本
初
め
て
の
太
平
洋
横
断

を
手
際
よ
く
ま
と
め
て
あ
る
。
こ
れ
だ
け
調
べ
る
労
力
に
も
敬

服
す
る
し
、
生
き
生
き
と
当
時
を
再
生
す
る
手
腕
に
も
力
を
感

じ
る
。
欲
を
言
え
ば
勝
は
ア
メ
リ
カ
か
ら
日
本
に
何
を
も
た
ら

し
た
の
か
、
内
に
宿
っ
た
こ
と
も
後
の
坂
本
龍
馬
へ
の
影
響
や

明
治
維
新
へ
の
ビ
ジ
ョ
ン
と
し
て
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
ほ
し
か

っ
た
。
勝
の
中
に
宿
っ
た
も
の
は
、
幕
府
体
制
以
上
の
何
か
大

き
な
も
の
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
た
ま
た
ま
同
じ
筆
者
の
「
大

老
の
陰
謀
・
天
誅
前
夜
」（「
コ
ブ
タ
ン
」
33
号
）
を
読
ん
だ
が
、

こ
ち
ら
も
お
も
し
ろ
く
、
勝
海
舟
の
こ
と
は
さ
ら
に
詳
し
く
書

い
て
あ
っ
て
、
啓
発
さ
れ
た
。
一
気
に
読
ま
せ
る
把
捉
力
は
、

こ
れ
ま
で
の
時
代
小
説
と
は
ち
が
っ
た
合
理
性
が
感
じ
ら
れ
る
。

「
ド
ン
・
キ
の
忘
も
の
」（
須
崎
隆
志
）
や
「
白
い
闇
」（
天
川

眞
佐
子
）「
毒
の
華
」（
緑
川
涼
子
）
な
ど
力
の
入
っ
た
作
品
も

多
く
、
今
号
は
記
念
号
に
ふ
さ
わ
し
い
豊
作
号
と
な
っ
て
い
る
。

●
「
創ト
リ
ス
メ
ジ
ス
ト

造
家
」
17
号
（
岐
阜
県
）

　

こ
の
誌
は
独
特
の
視
点
を
持
っ
て
い
て
、
歴
史
も
含
め
た
批

判
精
神
に
富
ん
で
い
る
。

「
極
北
と
熱
帯
（
或
い
は
戦
場
）
の
文
学
『
芸
術
の
た
め
の
芸

術
』の
川
村
二
郎
氏
と『
人
生
の
た
め
の
芸
術
』の
城
山
三
郎
氏
」

（
高
井
泉
）
は
、
両
者
の
文
学
の
全
体
を
捉
え
な
が
ら
比
較
し

て
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
。
そ
の
手
腕

は
わ
か
り
や
す
く
納
得
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
相
当
な

量
を
読
み
こ
な
し
て
初
め
て
で
き
る
論
評
で
あ
り
、
総
体
評
と

も
言
え
る
抉
り
出
し
方
は
血
の
通
っ
た
生
か
し
て
い
く
批
評
で
、

ど
こ
か
に
あ
た
た
か
み
が
感
じ
ら
れ
る
。
私
も
城
山
三
郎
の
長

編
を
読
み
た
く
な
っ
た
。

　

創
立
30
周
年
記
念
号
で
も
あ
る
こ
の
号
に
は
編
集
後
記
に

「
天
座
す
る
同
士
た
ち
よ　

天
の
喇
叭
を
吹
い
て
祝
っ
て
く
れ
」

（
鳥
巣
召
人
）
と
い
う
創
刊
か
ら
こ
れ
ま
で
の
略
史
が
故
人
た

ち
に
呼
び
か
け
る
よ
う
に
嘆
じ
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
オ
リ
ジ
ナ

リ
テ
ィ
の
源
泉
が
覗
い
て
い
る
。

　

今
回
の
優
秀
作
は
、「
知
覧―

六
月
三
日
の
邂
逅―

」（
西
山

慶
尚
／
「
海
峡
」
20
号
）、「
幻
燈
一
夜
」（
寺
本
親
平
／
「
彩
雲
」

３
号
）、
エ
ッ
セ
イ
の
「
チ
ビ
助
の
来
な
い
夜
」（
佐
藤
多
美
子

／
「
米
子
文
学
」
56
号
）
の
三
作
、
準
優
秀
作
は
、「
水
の
行

方
は
」（
西
垣
み
ゆ
き
／
「
き
な
り
」
68
号
）、「
焼
き
場
の
風
景
」

（
小
林
和
太
／
「
札
幌
文
学
」
75
号
）「
咸
臨
丸
、
太
平
洋
を
往

く
」（
石
塚
邦
男
／
「
札
幌
文
学
」
75
号
）、
評
論
の
「
極
北
と

熱
帯
（
或
い
は
戦
場
）
の
文
学
『
芸
術
の
た
め
の
芸
術
』
の
川

村
二
郎
氏
と
『
人
生
の
た
め
の
芸
術
』
の
城
山
三
郎
氏
」（
高

井
泉
／
「
創ト
リ
ス
メ
ジ
ス
ト

造
家
」
17
号
）
で
あ
る
。

　

い
よ
い
よ
第
四
回
「
ま
ほ
ろ
ば
賞
」
の
候
補
作
が
出
そ
ろ
っ

た
。「
あ
の
日
へ
続
く
道
」（
林
由
加
莉
／「
九
州
文
学
」529
号
）、

「
路
上
の
鈴
」（
遠
矢
徹
彦
「
風
の
森
」
10
号
）、「
消
罪
の
寺
」

（
斎
藤
澄
子
／
「
飛
行
船
」
５
号
）、「
も
う
一
つ
の
ド
ア
」（
中

山
茅
集
子
／
「
ク
レ
ー
ン
」
31
号
）、「
水
槽
の
女
」（
こ
し
ば

き
こ
う
／
「
ザ
イ
ン
」
13
号
）、「
ミ
ッ
ド
ナ
イ
ト
・
コ
ー
ル
」（
和

田
信
子
／「
南
風
」26
号
）、「
知
覧―

六
月
三
日
の
邂
逅―

」（
西

山
慶
尚
／
「
海
峡
」
20
号
）
の
七
篇
で
あ
る
。

　

こ
の
秋
十
月
三
十
一
日
、
徳
島
県
三
好
市
の
富
士
正
晴
全
国

同
人
雑
誌
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の
第
二
日
目
午
前
九
時
よ
り
こ
の

中
か
ら
公
開
選
考
会
に
て
最
優
秀
賞
「
ま
ほ
ろ
ば
賞
」
を
決
定

す
る
。
同
人
雑
誌
諸
氏
に
は
御
参
加
を
熱
く
期
待
し
た
い
。
ぜ

ひ
自
ら
の
手
で
最
優
秀
賞
を
選
ん
で
ほ
し
い
。

（
作
家
集
団
「
塊
」
／
五
十
嵐
勉
）


