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一

　
雑
誌
を
一
度
に
隅
か
ら
隅
ま
で
読
む
の
は
辛
い
か
ら
、
私
は
、
さ
う
い
ふ
義
務
を
負
は
な
い
約
束
で
、

こ
の
文
章
を
書
く
こ
と
に
し
た
。

　
私
が
今
、
拾
ひ
あ
げ
た
い
問
題
と
い
ふ
の
は
、
当
節
や
は
り
一
番
人
々
の
注
意
を
集
め
て
ゐ
る
日
本
対

世
界
、
民
族
対
人
類
の
問
題
で
あ
ら
う
。
こ
れ
は
私
自
身
に
つ
い
て
い
へ
ば
、
も
う
解
決
ず
み
な
の
で
あ

る
が
、
理
窟
を
こ
ね
れ
ば
こ
ね
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
。
た
ゞ
、
多
く
の
人
の
議
論
を
読
ん
で
み
る
と
、

た
い
て
い
は
自
分
の
立
場
を
は
つ
き
り
さ
せ
る
こ
と
に
汲
々
と
し
て
ゐ
る
だ
け
で
、
そ
れ
に
よ
つ
て
新
し

い
眼
界
が
開
け
る
や
う
な
も
の
は
先
づ
少
い
と
い
つ
て
い
ゝ
。

　
つ
ま
り
、
さ
う
い
ふ
立
場
か
ら
は
さ
う
い
ふ
よ
り
仕
方
が
あ
る
ま
い
と
思
は
れ
る
や
う
な
も
の
ば
か
り

で
あ
る
。
が
、
そ
れ
も
個
人
の
仕
事
の
順
序
と
し
て
は
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
ら
う
。
た
ゞ
、

何
時
果
つ
べ
し
と
も
思
は
れ
な
い
の
が
少
々
焦
れ
つ
た
い
。

　
私
の
観
る
と
こ
ろ
、
文
学
者
と
し
て
さ
う
い
ふ
意
見
を
発
表
し
て
ゐ
る
人
々
は
、
何
れ
も
立
派
な
心
掛

け
を
も
つ
て
ゐ
る
人
々
で
、
い
は
ゞ
、
日
本
人
と
し
て
も
、
世
界
人
と
し
て
も
精
神
的
貴
族
の
部
類
に
は
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い
る
人
々
な
の
で
あ
る
。
ほ
か
に
い
ふ
こ
と
が
な
け
れ
ば
と
に
か
く
、
相
手
の
議
論
が
世
に
害
毒
を
流
す

と
い
ふ
理
由
で
、
そ
れ
／
″
＼
相
手
を
打
ち
負
か
さ
う
と
意
気
込
む
そ
の
態
度
は
な
る
ほ
ど
真
剣
で
は
あ

ら
う
が
、
翻
つ
て
、
そ
の
意
気
込
み
の
相
反
撥
す
る
結
果
を
考
へ
た
な
ら
ば
、
読
者
大
衆
を
五
里
霧
中
に

追
込
む
だ
け
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
努
力
し
て
は
ひ
出
る
も
の
は
、
荒
れ
果
て
た
土
壌
の
上
に
茫
然
と
眼

を
お
と
さ
な
い
わ
け
に
行
か
ぬ
と
い
ふ
の
が
、
と
も
か
く
日
本
の
現
状
な
の
で
あ
る
。

　
官
僚
風
に
挙
国
一
致
な
ど
を
強
ひ
る
わ
け
で
は
毛
頭
な
い
け
れ
ど
、
文
学
者
は
、
も
つ
と
高
遠
な
思
想

に
遊
ぶ
か
、
も
つ
と
卑
近
な
現
実
を
直
視
す
べ
き
で
あ
つ
て
、
所
詮
そ
こ
で
は
、
日
本
人
の
頭
で
、
文
化

の
未
来
を
考
へ
、
日
本
人
の
心
情
で
自
他
の
幸
福
を
思
ふ
よ
り
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。

　
平
明
に
哲
学
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
国
語
で
の
、
半
分
づ
つ
わ
か
り
あ
つ
た
論
戦
に
は
お
互
に
も
う
倦
き

て
も
い
ゝ
頃
で
は
な
い
か
。
対
立
す
る
思
想
よ
り
も
、
共
通
の
観
念
に
興
味
を
持
ち
は
じ
め
た
の
が
例
の

ヒ
ユ
ウ
マ
ニ
ズ
ム
の
呼
び
声
だ
と
思
つ
て
ゐ
る
う
ち
に
、
ヒ
ユ
ウ
マ
ニ
ズ
ム
が
更
に
頭
と
尻
尾
と
の
噛
み

合
ひ
に
終
つ
た
形
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
民
族
対
世
界
の
奇
怪
な
同
士
討
だ
と
し
た
ら
、
誰
が
喝
采
な
ど
し

て
く
れ
よ
う
。

　
軍
部
と
議
会
と
の
渡
り
合
ひ
を
昨
日
今
日
わ
れ
〳
〵
は
ど
ん
な
気
持
で
眺
め
た
で
あ
ら
う
。
ど
つ
ち
か

へ
加
担
す
る
も
の
が
あ
つ
た
ら
、
私
は
と
く
と
そ
の
理
由
を
訊
ね
た
い
。
国
民
は
単
な
る
論
理
や
ジ
エ
ス

4今月の感想



チ
ユ
ア
に
迷
は
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
真
実
を
語
る
の
は
た
ゞ
、
己
れ
を
無
に
し
た
精
神
の
火
花
だ
け
で
あ

る
。

　
こ
ゝ
で
引
合
ひ
に
出
す
の
は
、
聊
か
「
月
遅
れ
」
に
違
ひ
な
い
が
、
横
光
利
一
氏
帰
朝
第
一
回
作
品

「
厨
房
日
記
」
を
再
読
し
、
こ
れ
に
対
す
る
諸
家
の
批
評
を
の
ぞ
い
て
、
私
は
、
感
慨
に
耽
つ
た
。
こ
れ

は
作
者
自
身
の
い
ふ
「
現
代
日
本
の
知
性
」
が
欧
羅
巴
的
な
も
の
に
立
ち
向
ふ
ひ
と
つ
の
ポ
ー
ズ
を
鮮
か

に
描
い
て
み
せ
た
作
品
の
好
適
例
で
あ
る
が
、
私
は
敢
て
こ
の
皮
肉
な
作
品
の
意
識
的
な
構
図
を
分
析
し

よ
う
と
は
思
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
も
は
や
横
光
風
と
も
い
ふ
べ
き
詩
学
の
究
極
を
示
す
に
過
ぎ

な
い
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
よ
り
も
、
私
が
こ
ゝ
で
考
へ
た
い
の
は
、
同
氏
を
し
て
か
ゝ
る
主
題
を
選
ば
せ

た
動
機
が
、
親
し
く
見
聞
し
た
欧
羅
巴
の
心
理
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
帰
朝
と
同
時
に
触
れ
得
た
文
壇

的
雰
囲
気
に
あ
る
の
だ
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
横
光
氏
の
例
の
鋭
い
感
受
性
は
そ
の
雰
囲
気
の
稜

線
を
見
事
に
発
見
し
た
。
が
、
そ
れ
と
同
時
に
一
方
の
斜
面
へ
の
急
滑
走
が
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
ゝ

に
も
つ
ま
り
私
の
い
は
う
と
す
る
「
共
通
の
観
念
」
の
省
略
が
あ
つ
た
。

　
作
家
横
光
の
感
懐
は
、
か
の
独
得
な
措
辞
法
の
な
か
に
は
な
い
の
で
あ
つ
て
、
作
品
の
真
実
が
、
な
ほ

か
つ
、
わ
れ
〳
〵
の
胸
に
ふ
れ
る
所
以
は
、
実
に
、
作
者
が
所
謂
「
欧
羅
巴
の
知
性
」
に
眼
を
据
ゑ
て
ゐ

る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
る
。

5



　
　
　
　
　
　
　
二

　
林
房
雄
氏
の
説
に
よ
る
と
、
近
頃
、
文
壇
の
一
角
に
「
新
日
本
主
義
」
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
が
擡
頭
し

つ
ゝ
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ロ
マ
ン
チ
シ
ス
ト
林
氏
の
命
名
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
名
前
は
、
勿
論
、
ロ

マ
ン
チ
ツ
ク
に
解
す
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
は
、
「
新
世
界
主
義
」
と
い
ふ
別
名
を
与

へ
る
に
ふ
さ
は
し
い
も
の
で
は
な
い
か
ど
う
か
？
　
か
う
な
る
と
、
日
本
フ
ア
ツ
シ
ヨ
の
宣
言
め
い
て
よ

ろ
し
く
な
い
と
い
ふ
な
ら
、
も
う
少
し
命
名
を
延
し
て
お
く
方
が
よ
ろ
し
か
ら
う
。

　
私
は
私
流
に
、
あ
る
ひ
と
つ
の
傾
向
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
に
よ
つ
て
、
そ
の
な
か
に
含
ま

れ
る
個
々
の
も
の
を
、
特
異
な
面
に
よ
つ
て
区
別
す
る
よ
り
も
、
共
通
な
面
で
捉
へ
る
こ
と
に
現
在
は
よ

り
以
上
興
味
を
も
つ
と
い
ふ
建
前
の
も
と
に
で
あ
る
。

　
ど
う
せ
大
ざ
つ
ぱ
な
い
ひ
方
し
か
で
き
ぬ
が
、
そ
れ
は
、
文
学
者
と
し
て
「
現
在
の
危
機
」
と
戦
は
う

と
す
る
一
種
ス
ト
イ
ツ
ク
な
犠
牲
的
相
貌
で
あ
る
。

　
か
の
江
戸
文
学
か
ら
明
治
の
自
然
主
義
、
更
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
文
学
の
全
盛
期
か
ら
今
日
へ
か
け
て
の

近
代
日
本
文
学
の
伝
統
の
底
に
、
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
暗
黒
な
一
点
を
、
何
時
、
今
日
ほ
ど
ま
ざ
〳
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〵
と
世
人
の
眼
に
投
げ
出
し
て
み
せ
た
時
代
が
あ
ら
う
。
い
は
ゆ
る
、
純
文
学
の
宿
命
が
そ
こ
に
繋
り
を

も
つ
と
い
ふ
意
味
さ
へ
、
今
や
う
や
く
、
一
部
の
人
々
は
気
が
つ
き
だ
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
絶
望
感
は
、
必
ず
し
も
虚
無
的
な
形
で
現
れ
な
い
の
は
勿
論
、
現
実
を
眺
め
る
角
度
に
も
関
係
は

な
い
の
で
あ
る
。
従
つ
て
、
理
想
社
会
を
め
ざ
す
戦
闘
文
学
の
光
明
性
す
ら
も
、
な
ほ
か
つ
「
現
在
」
を

照
ら
さ
な
い
と
い
ふ
矛
盾
が
あ
り
、
読
者
は
文
学
の
う
ち
に
「
現
在
」
を
生
き
よ
う
と
し
て
、
常
に
冷
や

か
な
白
眼
に
出
会
ふ
習
慣
を
与
へ
ら
れ
た
。
か
ゝ
る
文
学
的
性
格
は
何
処
か
ら
生
れ
た
か
と
い
へ
ば
、
わ

が
封
建
制
の
特
殊
産
物
た
る
階
級
的
倫
理
教
養
が
、
一
切
の
反
逆
精
神
を
陰
性
化
し
た
と
こ
ろ
に
あ
り
、

憤
懣
は
諷
刺
に
さ
へ
伸
び
得
ず
、
引
火
点
は
直
ち
に
自
己
破
滅
を
意
味
す
る
激
情
の
燻
り
を
歴
史
は
幾
度

も
語
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　
多
く
の
西
洋
人
は
、
如
何
に
屡
々
日
本
人
が
「
仕
方
が
な
い
」
と
い
ふ
言
葉
を
使
ふ
か
に
気
づ
い
て
ゐ

る
。
こ
れ
を
わ
れ
〳
〵
が
「
諦
め
」
な
る
美
徳
の
表
れ
な
り
と
す
る
こ
と
は
自
由
で
あ
る
が
、
そ
の
美
徳

が
、
実
は
、
曲
者
な
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
を
風
土
的
に
解
釈
す
る
こ
と
も
勝
手
で
あ
る
。
が
、
そ
の
自

覚
の
み
か
ら
は
何
も
の
も
育
た
な
い
の
で
あ
る
。

　
少
く
と
も
、
か
う
い
ふ
民
族
的
性
格
と
の
闘
ひ
を
、
一
部
の
文
学
者
が
試
み
よ
う
と
し
て
ゐ
る
こ
と
は

事
実
で
あ
る
。
彼
等
が
、
そ
れ
を
意
識
す
る
と
し
な
い
と
は
別
問
題
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
あ
る
も
の
は
、
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一
見
、
民
族
的
自
負
を
強
調
す
る
か
の
如
く
見
え
る
た
め
、
こ
れ
を
反
動
的
と
断
ず
る
の
は
、
大
き
な
誤

り
で
あ
る
。
彼
等
は
、
正
確
に
い
へ
ば
日
本
を
語
る
こ
と
に
自
信
を
も
ち
だ
し
た
ゞ
け
で
あ
る
。
な
ぜ
、

さ
う
な
つ
た
か
？
　
自
分
の
眼
に
、
は
つ
き
り
日
本
人
と
い
ふ
も
の
が
映
り
出
し
た
か
ら
で
あ
る
。
民
族

の
強
味
と
弱
味
と
を
同
時
に
自
分
の
う
ち
に
感
じ
だ
し
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
等
は
、
そ
れ
を
ま
た
、
現
代

日
本
文
学
の
な
か
に
発
見
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
三

　
そ
こ
で
例
へ
ば
、
文
学
者
の
「
日
本
民
族
の
力
を
信
ぜ
よ
」
と
い
ふ
表
現
の
な
か
に
は
、
「
現
在
の
文

化
的
危
機
を
必
ず
し
も
世﹅
界﹅
的﹅
に
で
な
く
て
よ
ろ
し
い
か
ら
、
一
時
も
早
く
、
そ
し
て
先
づ
、
日﹅
本﹅
的﹅
に

救
へ
る
だ
け
は
救
は
う
」
と
い
ふ
決
意
が
示
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
が
、
さ
う
解
し
て
さ

へ
も
こ
れ
を
昨
今
の
内
外
情
勢
に
照
し
て
、
甚
だ
不
都
合
な
側
の
い
ひ
分
で
あ
る
と
断
じ
な
け
れ
ば
気
が

す
ま
ぬ
ひ
と
つ
の
立
場
を
、
私
は
幾
分
承
認
で
き
る
つ
も
り
で
あ
る
。
た
ゞ
、
双
方
で
、
さ
う
い
ふ
対
立

す
る
部
分
的
観
念
（
あ
る
時
代
に
は
こ
れ
が
部
分
的
で
は
な
く
な
る
か
も
知
れ
ぬ
が
）
に
拘
泥
し
て
、
自

分
た
ち
が
、
「
あ
る
処
ま
で
は
」
手
を
つ
な
い
で
共
同
の
敵
と
戦
ふ
役
割
を
果
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
　
　
ま
た
、
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そ
れ
が
可
能
で
あ
る
、
と
い
ふ
事
実
を
忘
れ
て
ゐ
て
は
な
ら
ぬ
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

　
そ
の
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
、
ま
づ
こ
の
種
の
問
題
に
関
心
を
も
つ
文
学
者
は
、
思
想
家
で
あ
る
以

上
に
政
治
家
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
革
命
家
で
あ
る
前
に
、
啓
蒙
家
（
？
）
で
あ
る
必
要
が
あ
り
は
せ
ぬ

か
？
　
非
合
法
の
手
段
を
懼
れ
ぬ
と
い
ふ
な
ら
こ
れ
は
ま
た
別
で
あ
る
。
活
字
と
し
て
発
表
で
き
ぬ
事
柄

を
、
無
理
に
活
字
に
し
よ
う
と
す
る
苦
心
焦
慮
が
、
た
ま
〳
〵
、
今
日
、
味
方
の
揚
足
を
取
り
、
そ
の
言

葉
尻
を
押
へ
て
、
間
接
の
鬱
積
を
晴
ら
す
と
い
ふ
こ
と
に
な
つ
て
は
困
る
と
思
ふ
。
誰
が
そ
ん
な
こ
と
を

し
た
と
開
き
直
ら
れ
ゝ
ば
、
私
は
軍
部
大
臣
の
や
う
に
言
葉
を
濁
す
か
も
知
れ
ぬ
が
、
な
ん
と
な
く
、
そ

ん
な
気
が
す
る
こ
と
が
あ
る
。

「
寛
容
と
い
ふ
陰
険
な
近
代
病
」
も
な
い
こ
と
は
な
い
か
ら
、
自
ら
自
分
の
心
に
問
う
て
や
ま
し
く
さ
へ

な
け
れ
ば
、
「
文
学
」
と
い
ふ
仕
事
の
名
に
お
い
て
、
そ
の
人
を
信
じ
、
当
面
の
戦
線
を
分
担
し
つ
ゝ
、

共
同
の
活
動
に
入
る
べ
き
時
期
で
は
な
か
ら
う
か
と
、
私
は
ひ
そ
か
に
考
へ
て
ゐ
る
。

　
そ
の
意
味
で
、
私
は
、
文
化
的
に
「
日
本
」
だ
け
が
解
決
を
急
ぐ
特
殊
な
問
題
が
沢
山
あ
る
と
思
ふ
。

し
か
も
、
そ
の
な
か
に
は
、
文
学
者
の
手
に
よ
つ
て
解
決
の
方
向
を
与
へ
ら
る
べ
き
も
の
も
少
く
な
い
の

で
あ
る
。
さ
う
い
ふ
問
題
を
放
棄
し
て
、
如
何
に
「
人
類
文
化
の
た
め
」
に
戦
つ
て
も
、
そ
れ
は
片
手
落

で
な
け
れ
ば
、
机
上
の
空
論
で
あ
る
。
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「
文
化
は
あ
と
、
思
想
が
先
」
と
い
ふ
説
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
つ
ち
で
も
い
い
。
理
想
を
い
へ
ば
、
文

学
者
は
思
想
的
な
立
場
を
異
に
す
る
も
の
が
、
な
ほ
か
つ
文
化
的
に
は
相
互
の
立
場
を
保
護
し
合
ふ
や
う

に
で
き
て
ゐ
る
と
さ
へ
私
は
思
つ
て
ゐ
る
。
さ
う
い
ふ
面
で
の
、
積
極
的
な
提
携
が
、
今
日
ほ
ど
有
効
で
、

必
要
な
時
機
は
な
い
の
だ
と
い
ふ
こ
と
を
、
み
ん
な
が
早
く
気
づ
い
て
欲
し
い
。
論
争
を
封
じ
て
と
ま
で

は
い
は
ぬ
。
論
争
の
傍
ら
で
よ
ろ
し
い
。
戯
談
を
い
つ
て
ゐ
る
や
う
に
聞
え
る
か
も
知
れ
ぬ
が
私
は
今
、

戯
談
な
ど
を
い
へ
る
気
持
で
は
な
い
。

　
早
い
話
が
、
近
頃
の
新
聞
か
雑
誌
に
、
「
文
芸
家
協
会
の
会
館
を
建
て
る
と
い
ふ
計
画
は
ど
う
な
つ
た

か
」
と
い
く
ぶ
ん
弥
次
り
気
味
に
書
い
て
あ
る
の
を
読
ん
だ
が
、
第
一
、
文
芸
家
協
会
が
何
を
し
て
ゐ
る

の
か
さ
つ
ぱ
り
わ
か
ら
ぬ
と
い
ふ
文
学
者
が
、
そ
の
へ
ん
に
い
く
ら
も
ゐ
る
の
だ
か
ら
、
心
細
い
も
の
で

あ
る
。
目
先
の
こ
と
ば
か
り
大
事
が
る
わ
け
で
は
な
い
が
文
芸
家
協
会
は
、
会
員
の
大
部
分
並
に
、
会
員

外
の
文
筆
業
者
が
ま
つ
た
く
ご
存
じ
な
い
間
に
、
日
本
文
化
史
上
画
期
的
な
著
作
権
改
正
の
仕
事
を
や
り

遂
げ
て
ゐ
る
。

　
文
芸
家
全
体
の
よ
り
一
層
積
極
的
な
関
心
が
あ
り
さ
へ
す
れ
ば
、
日
本
文
学
の
た
め
に
、
更
に
、
世
界

文
化
の
た
め
に
、
微
々
た
る
作
品
や
論
文
一
束
に
比
す
べ
く
も
な
い
事
業
を
達
成
し
得
る
こ
と
ゝ
思
ふ
。

そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
畑
と
い
ふ
も
の
が
あ
る
に
せ
よ
、
文
学
者
一
般
が
こ
の
種
の
問
題
を
俗
事
と
し
て
軽
蔑
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す
る
と
こ
ろ
に
考
ふ
べ
き
事
実
が
ひ
そ
ん
で
ゐ
る
。

　
そ
れ
な
ら
、
国
語
問
題
は
ど
う
か
？
　
小
学
教
育
の
問
題
は
？
　
新
劇
の
問
題
は
？
　
隣
邦
支
那
と
の

文
学
的
交
渉
の
問
題
は
？
　
出
版
合
理
化
の
問
題
は
？

　
こ
の
へ
ん
で
や
め
て
お
か
う
。
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
岸
田
國
士
全
集23

」
岩
波
書
店

　
　
　1990
（
平
成2

）
年12

月7

日
発
行

底
本
の
親
本
：
「
東
京
日
日
新
聞
」

　
　
　1937

（
昭
和12
）
年1

月24

〜26

日

初
出
：
「
東
京
日
日
新
聞
」

　
　
　1937

（
昭
和12

）
年1
月24

〜26

日

入
力
：tatsuki

校
正
：
門
田
裕
志

2009

年11

月16

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w
w

.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ

ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た
の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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今月の感想
――文芸時評
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