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長
年
に
わ
た
り
編
集
委
員
を
担
当
し
て
こ
ら
れ
た
藤
岡
進
氏

の
急
逝
に
伴
い
、
そ
の
後
を
引
き
継
ぐ
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

同
氏
は
ふ
じ
さ
わ
川
柳
大
会
を
は
じ
め
地
域
に
お
け
る
活
動
に

熱
心
に
取
り
組
ん
で
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
と
は
真
逆
で
自
分

の
こ
と
に
精
い
っ
ぱ
い
の
私
に
務
ま
る
の
か
い
さ
さ
か
不
安
を

感
じ
ま
す
。
で
も
、
お
世
話
に
な
っ
て
き
た
多
く
の
方
々
へ
の

恩
返
し
の
積
り
で
微
力
を
尽
す
積
り
で
お
り
ま
す
。

　

ご
応
募
い
た
だ
い
た
句
に
つ
い
て
編
集
す
る
上
で
留
意
し
た

の
は
、
誤
字
、
定
型
か
ら
の
外
れ
で
す
。
後
者
は
作
者
の
了
解

を
得
ら
れ
た
句
の
み
を
修
正
し
ま
し
た
。
そ
の
他
、
字
開
け
、

記
号
の
使
用
等
は
、
作
者
の
創
作
性
・
独
創
性
を
重
視
し
て
原

句
の
ま
ま
に
し
て
あ
り
ま
す
。

　

応
募
総
数
は
、
四
十
一
句
で
し
た
。
前
年
よ
り
十
句
ほ
ど
増

え
喜
ば
し
く
思
い
ま
す
。

　

サ
ー
ク
ル
で
の
活
動
を
通
し
て
、
近
年
、
気
に
な
る
の
は
、

メ
ン
バ
ー
の
高
齢
化
と
新
規
加
入
者
の
少
な
い
こ
と
で
す
。
自

己
を
中
心
と
す
る
人
物
描
写
が
主
体
の
現
代
川
柳
の
傾
向
か
ら

す
れ
ば
、
人
生
経
験
が
豊
富
な
年
輩
者
に
愛
好
者
が
偏
る
の
は

致
し
方
な
い
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。
今
回
の
応
募
者
も
大
半
が

七
十
代
、
八
十
代
の
方
で
し
た
。
文
芸
で
あ
る
か
ど
う
か
は
さ

て
お
き
、
サ
ラ
川
を
は
じ
め
、
読
む
／
聞
く
と
い
う
受
け
身
で

楽
し
む
方
は
、
世
に
広
く
定
着
し
て
お
り
ま
す
。
一
方
、
作
っ

て
楽
し
む
方
は
、
敷
居
が
か
な
り
高
い
よ
う
で
す
。

　

本
年
、
我
が
サ
ー
ク
ル
で
は
﹁
川
柳
入
門
〜
人
生
を
楽
し
む
﹂

と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、
全
二
回
の
入
門
講
座
を
公
民
館
と
共
催

し
ま
し
た
。
一
回
目
は
講
師
の
お
話
の
聴
講
、
二
回
目
は
互
選

会
の
体
験
に
し
ま
し
た
。
句
を
創
作
し
、
鑑
賞
し
合
う
座
の
文

芸
と
し
て
の
川
柳
の
楽
し
み
方
を
知
っ
て
い
た
だ
き
た
か
っ
た

の
で
す
。

　

市
内
の
各
サ
ー
ク
ル
で
も
様
々
な
活
動
を
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

試
行
錯
誤
の
地
道
な
取
り
組
み
の
積
み
重
ね
が
藤
沢
市
の
川
柳

の
裾
野
を
少
し
ず
つ
広
げ
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
今
後
も

市
民
に
公
開
す
る
活
動
を
執
拗
に
継
続
す
る
こ
と
が
肝
要
に
思

え
ま
す
。
同
じ
五
七
五
の
短
詩
文
芸
で
あ
る
俳
句
の
方
は
、
テ

レ
ビ
の
人
気
番
組
の
影
響
で
愛
好
者
が
増
え
て
い
る
の
を
羨
ま

し
く
思
い
ま
す
。 

　
　
　
　
　
　

(

２
０
１
９
年
１
２
月
記)
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み
ら
い
創
造
財
団
の
方
々
の
文
芸
発
展
へ
の
積
極
的
な
ご
意

向
に
よ
り
、
編
集
会
議
も
２
回
に
わ
た
り
開
か
れ
ま
し
た
。
検

討
事
項
と
し
て
一
番
大
き
な
問
題
は
、
参
加
者
の
高
齢
化
に
よ

る
作
品
数
の
減
少
傾
向
が
ど
の
ジ
ャ
ン
ル
に
も
み
ら
れ
る
こ
と

で
し
た
。
幸
い
な
こ
と
に
俳
句
は
昔
に
比
べ
る
と
参
加
者
が
減

少
し
て
い
る
も
の
の
、
高
校
生
対
象
の
俳
句
甲
子
園
の
開
催
、

テ
レ
ビ
番
組
に
よ
る
大
衆
化
に
よ
り
新
た
な
作
者
が
増
え
て
い

る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
若
年
層
の
活
字
離
れ
に
替
わ
る
媒
体
と

し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
筆
頭
に
挙
が
る
と
思
い
ま
す
が
是
非

は
と
も
か
く
今
、
作
り
手
を
増
や
す
に
は
俳
句
を
身
近
な
も
の

と
し
て
い
か
に
親
し
み
を
も
っ
て
も
ら
う
か
が
必
要
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
？　

か
つ
て
小
学
校
の
現
場
で
音
楽
や
図
工
の
授

業
に
取
り
入
れ
た
俳
句
が
、
そ
の
後
子
ど
も
た
ち
の
成
長
に
伴

っ
て
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
か
知
り
た
い
と
こ
ろ
で
す
。

音
楽
の
授
業
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
自
作
の
句
に
合
っ
た
楽
器
の
使

用
。
例
え
ば
、
雷
、
祭
は
太
鼓
、
シ
ン
バ
ル
。
虫
の
声
は
鈴
、

ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
を
使
う
な
ど
楽
器
で
表
現
。
図
工
の
授
業
で

は
校
庭
の
樹
々
を
写
生
す
る
際
、
木
を
モ
チ
ー
フ
に
俳
句
を
絵

に
付
け
る
試
み
を
し
ま
し
た
。
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
、

ジ
ャ
ン
ル
を
超
え
共
通
す
る
部
分
が
見
え
て
く
る
は
ず
で
す
。

音
楽
の
場
合
、
リ
ズ
ム
、
間
の
と
り
方
、
強
弱
、
等
。
絵
画
の

場
合
、
物
の
配
合
、
色
彩
の
選
択
、
遠
近
、
等
。
昨
秋
、
俳
句

の
会
を
鎌
倉
芸
術
館
に
て
開
催
し
ま
し
た
が
﹁
音
楽
と
俳
句
﹂

を
テ
ー
マ
に
﹁
月
﹂
を
中
心
に
﹁
月
光
の
曲
﹂
﹁
月
の
光
﹂
、

日
本
の
月
の
唱
歌
、
な
ど
秋
の
曲
の
生
演
奏
を
聴
い
た
後
、
聴

覚
を
通
し
て
音
楽
と
俳
句
の
共
通
す
る
季
節
感
や
国
際
比
較
、

季
語
の
問
題
等
、
参
加
者
全
員
で
話
し
合
う
イ
ベ
ン
ト
を
行
い

ま
し
た
。
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
既
成
概
念
の
払
拭
に
も
繋
が

る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

　

今
回
﹁
文
芸
ふ
じ
さ
わ
﹂
の
俳
句
年
齢
は
５０
歳
以
上
の
方
ば

か
り
で
し
た
。
私
の
所
属
し
て
い
る
結
社
は
全
国
の
１０
代
か
ら

９０
代
ま
で
和
気
藹
々
と
切
磋
琢
磨
し
て
お
り
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ

れ
結
社
に
属
し
て
お
ら
れ
る
方
の
参
加
が
減
少
し
て
い
ま
す
。

原
因
は
﹁
文
芸
ふ
じ
さ
わ
﹂
と
い
っ
た
文
芸
誌
を
知
ら
な
い
、

自
分
の
所
属
の
会
誌
だ
け
で
よ
い
、
〆
切
を
忘
れ
た
な
ど
の
理

由
で
参
加
さ
れ
な
い
場
合
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
次
回
か
ら
是

非
多
く
の
方
が
ご
参
加
く
だ
さ
る
こ
と
を
願
っ
て
お
り
ま
す
。
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短
歌
を
詠
む
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
三
人

の
す
ぐ
れ
た
歌
人
の
言
葉
を
考
え
て
み
た
い
。
宮
柊
二
は
﹁
う

た
は
生
の
証
明
﹂
﹁
心
は
美
し
く
言
葉
は
正
し
く
﹂
と
い
い
、

ま
た
、
百
歳
ま
で
生
涯
う
た
を
詠
み
つ
づ
け
秀
歌
を
残
し
た
土

屋
文
明
は
﹁
生
活
即
短
歌
﹂
﹁
上
田
三
四
二
﹂
は
﹁
日
本
語
の

底
荷
﹂
と
い
っ
て
、
作
歌
の
上
に
実
践
し
た
。
作
歌
に
当
っ
て

あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
た
。

　

短
歌
は
五
句
三
十
一
音
か
ら
な
る
抒
情
詩
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
情
︵
こ
こ
ろ
︶
を
の
べ
る
詩
と
い
え
る
。
詠
う
主
題

︵
テ
ー
マ
︶
に
よ
っ
て
、
自
然
詠
、
相
聞
歌
、
挽
歌
、
生
活
詠
、

家
族
詠
、
社
会
詠
、
旅
の
う
た
な
ど
に
わ
か
れ
る
。
人
は
そ
れ

ぞ
れ
環
境
、
知
識
、
経
験
な
ど
を
異
に
す
る
が
、
作
歌
に
当
っ

て
は
お
の
ず
と
そ
れ
ら
が
影
響
を
与
え
る
。
初
心
の
人
、
修
練

を
つ
ん
だ
人
を
問
わ
ず
、
変
り
な
い
。
ま
た
、
う
た
の
巧
拙
に

つ
い
て
も
、
作
歌
歴
が
長
い
か
ら
良
い
う
た
が
出
来
、
初
心
者

だ
か
ら
拙
い
と
は
限
ら
な
い
。
そ
こ
で
基
本
的
に
留
意
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
は
何
か
。
ひ
と
つ
は
、
出
来
る
だ
け
定
型
を

守
る
こ
と
。
言
葉
を
正
し
く
使
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
主
題

と
し
た
素
材
を
し
っ
か
り
見
て
、
読
者
の
心
に
伝
わ
る
よ
う
に

表
現
す
る
。
感
動
を
し
っ
か
り
詠
う
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
難

解
な
表
現
を
と
も
す
れ
ば　

良
し　

と
思
う
風
潮
が
一
部
に
あ

る
が
、
私
は
と
ら
な
い
。

　

作
歌
に
当
っ
て
最
も
大
切
な
要
素
と
し
て
、
常
に
感
性
を
磨

く
こ
と
、
調
べ
︵
韻
律
・
リ
ズ
ム
︶
を
整
え
る
こ
と
が
欠
か
せ

な
い
。
語
句
の
配
置
、
終
句
の
工
夫
、
句
切
れ
、
倒
置
、
リ
フ

レ
イ
ン
、
固
有
名
詞
の
活
用
な
ど
さ
ま
ざ
ま
の
技
法
が
あ
る
が
、

﹁
調
べ
﹂
は
、
表
現
に
陰
影
を
与
え
、
余
情
︵
表
現
プ
ラ
ス
ア

ル
フ
ァ
︶
を
付
価
し
、
作
品
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
。

　

さ
ら
に
、
つ
け
加
え
れ
ば
、
初
心
を
忘
れ
ず
継
続
し
て
作
歌

を
続
け
る
こ
と
、
ま
た
、
す
ぐ
れ
た
歌
人
の
歌
集
を
読
む
こ
と

も
お
す
す
め
し
た
い
。

○･･･

54
集
の
投
稿
者
は
二
十
七
名
。
前
号
に
比
べ
や
や
減
少
し

た
。
こ
の
と
こ
ろ
三
十
名
前
後
と
少
な
い
人
数
で
定
着
し
た
感

が
あ
る
。

　

ほ
と
ん
ど
が
常
連
だ
が
、
一
人
で
も
多
く
の
参
加
を
の
ぞ
み

た
い
。
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皆
さ
ん
の
ご
協
力
で
﹁
文
芸
ふ
じ
さ
わ
﹂
を
発
行
で
き
ま
し

た
有
難
う
ご
ざ
い
ま
す
。
今
回
は
皆
さ
ん
の
歌
の
中
に

　

﹁
変
化
﹂
を
感
じ
ま
し
た
、
今
年
は
の
ん
び
り
屋
の
私
の
目

か
ら
見
て
も
目
ま
ぐ
る
し
く
い
ろ
ん
な
事
が
動
い
て
い
る
よ
う

に
感
じ
ま
し
た
、
特
に
災
害
に
対
す
る
人
の
弱
さ
を
嘆
く
歌
、

今
回
の
投
稿
歌
の
中
に
も
今
残
し
て
お
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い

歌
が
沢
山
有
り
ま
し
た
、
た
く
さ
ん
推
敲
の
後
が
読
み
取
れ
る

作
品
勢
い
で
書
い
た
だ
ろ
う
な
と
思
わ
れ
る
歌
や
読
ん
だ
人
に

映
像
が
浮
か
ぶ
歌
は
私
が
好
き
な
歌
で
す
、
今
年
は
歌
の
題
材

に
は
困
ら
な
い
位
い
っ
ぱ
い
あ
っ
た
の
で
一
人
ひ
と
り
の
思
い

が
歌
に
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

各
歌
会
に
は
歌
作
り
以
外
に
多
趣
味
の
方
が
多
く
お
花
の
好

き
な
方
か
ら
は
花
の
名
前
を
使
っ
て
そ
の
花
に
成
り
代
わ
っ
て

詠
う
方
も
お
ら
れ
ま
す
、
ま
た
写
真
を
趣
味
に
さ
れ
て
い
る
方

な
ど
は
写
真
五
行
歌
を
載
せ
て
楽
し
ん
で
い
る
方
も
お
ら
れ
ま

す
、
自
分
と
は
違
う
世
界
を
知
る
事
が
で
き
る
良
い
機
会
を
与

え
て
貰
っ
て
い
ま
す
、
中
に
は
誰
に
も
云
え
な
い
心
の
叫
び
を

五
行
に
し
て
他
の
方
に
読
ん
で
も
ら
う
事
で
気
持
ち
の
整
理
を

し
て
歌
に
助
け
ら
れ
た
と
話
さ
れ
る
方
も
お
ら
れ
ま
し
た
一
つ

の
出
来
事
で
も
人
そ
れ
ぞ
れ
の
捉
え
方
で
こ
ん
な
に
も
違
う
歌

に
な
る
と
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
そ
の
他
に
は
五
行
で
毎
回
遊
ぶ

方
の
歌
で
は
歌
会
の
最
中
大
笑
い
し
こ
ん
な
詩
を
毎
月
考
え
る

だ
け
で
も
楽
し
い
だ
ろ
う
な
と
憧
れ
ま
す
、
歌
友
の
中
に
は
多

種
多
様
の
歌
が
出
来
て
く
る
事
が
編
集
を
し
て
い
て
と
て
も
楽

し
い
で
す
。
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新
し
い
元
号
に
な
り
、
新
天
皇
の
即
位
の
行
事
が
目
白
押
し

の
年
で
し
た
。

昨
年
を
表
現
す
る
漢
字
は
﹁
令
﹂
。
元
号
の
由
来
が
万
葉
集
に

拠
る
も
の
で
、
広
く
文
化
発
展
を
も
含
ん
で
い
る
と
か
。
大
和

の
古
来
の
縁
を
深
く
感
じ
ま
す
。

　

反
面
、
昨
年
は
自
然
災
害
の
多
い
年
で
も
あ
り
、
多
く
の
方

が
災
害
の
被
害
に
あ
わ
れ
、
今
も
な
お
被
災
地
の
復
興
や
回
復

に
時
間
を
要
し
て
い
る
現
状
に
あ
り
ま
す
。
一
日
も
早
く
安
定

し
た
日
常
が
戻
る
こ
と
を
祈
る
ば
か
り
で
す
。

　

さ
て
、
文
芸
ふ
じ
さ
わ
第
五
十
四
集
を
皆
様
に
お
届
け
致
し

ま
す
。
他
の
部
門
よ
り
は
る
か
に
少
な
い
作
品
数
で
は
あ
り
ま

す
が
、
皆
様
の
書
き
た
い
想
い
の
結
実
で
も
あ
り
ま
す
の
で
、

大
切
に
編
集
作
業
に
あ
た
ら
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

日
々
の
何
気
な
い
日
常
で
あ
っ
て
も
、
目
線
や
感
じ
取
り
方
、

見
方
の
違
い
で
新
し
い
気
づ
き
や
発
見
が
あ
る
も
の
で
す
。

季
節
や
天
候
と
い
っ
た
自
然
を
扱
っ
た
作
品
、
作
者
本
人
や
家

族
へ
の
想
い
に
ふ
と
気
づ
い
た
作
品
、
そ
れ
ぞ
れ
が
伝
え
た
い

事
や
言
い
分
を
ご
自
分
の
言
葉
を
選
び
な
が
ら
詩
に
託
さ
れ
た

作
品
た
ち
で
す
。

　

詩
は
行
間
を
読
む
|
と
も
言
わ
れ
ま
す
。

空
白
の
部
分
や
行
間
に
あ
る
隠
さ
れ
た
想
い
を
あ
れ
こ
れ
と
読

み
解
い
て
い
く
楽
し
み
も
あ
り
ま
す
。

　

随
分
前
、
先
人
の
詩
人
の
方
に
教
わ
っ
た
事
が
あ
り
ま
す
。

コ
ッ
プ
を
例
に
教
え
て
頂
き
ま
し
た
が
、
外
観
を
コ
ッ
プ
だ
と

表
現
す
る
の
は
詩
と
は
い
え
な
い
。
中
身
を
伝
え
て
読
者
が
コ

ッ
プ
だ
と
分
か
る
の
が
詩
だ
と
。
し
か
し
暗
喩
や
比
喩
を
乱
用

す
る
と
伝
え
た
い
事
が
分
か
り
に
く
く
な
り
ま
す
。
書
く
事
に

ゆ
き
詰
ま
っ
た
ら
、
形
式
や
答
え
ば
か
り
を
求
め
る
よ
り
、
何

だ
か
ん
だ
言
う
よ
り
も
書
き
た
い
か
ら
書
く
|
そ
れ
で
良
い
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
開
き
直
り
も
良
い
の
で
す
。
書
い
た
作

品
を
読
者
の
方
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は

書
き
た
い
事
を
書
く
過
程
に
自
ら
が
新
し
い
発
見
を
す
る
|
と

い
う
醍
醐
味
が
良
い
の
で
す
、
と
も
。

　

令
和
元
年
の
作
品
集
の
編
集
に
携
わ
り
、
気
持
ち
を
新
た
に

さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
皆
様
、
ど
う
ぞ
書
き
続
け
て
下
さ
い
。

次
集
で
ま
た
、
お
会
い
致
し
ま
し
ょ
う
。
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二

　

ご
承
知
の
よ
う
に
﹁
随
筆
﹂
は
テ
ー
マ
が
ほ
ぼ
自
由
に
決
め

ら
れ
、
字
数
の
制
約
こ
そ
あ
る
も
の
の
、
他
の
ジ
ャ
ン
ル
の
よ

う
に
定
型
と
い
っ
た
も
の
が
な
く
、
か
な
り
自
由
に
自
己
表
現

が
で
き
ま
す
。
で
す
か
ら
旅
行
記
、
暮
ら
し
の
日
常
、
趣
味
、

ペ
ッ
ト
、
過
去
の
記
憶
、
評
論
と
い
っ
た
こ
と
な
ど
自
由
に
書

く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
今
回
も
面
白
い
作
品
に
恵
ま
れ
、
楽
し

く
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

応
募
作
品
が
38
と
多
い
も
の
で
す
か
ら
、
個
々
の
作
品
に
触

れ
る
こ
と
な
く
、
一
覧
し
て
気
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
お
話

し
し
ま
す
。

　

文
章
を
書
い
て
一
つ
の
作
品
に
仕
上
げ
る
作
業
は
仏
像
を
作

る
の
と
似
て
い
ま
す
。
木
を
削
っ
て
作
る
に
し
て
も
、
土
を
こ
ね

合
わ
せ
て
作
る
に
し
て
も
、
仏
様
を
、
魂
を
込
め
て
作
り
上
げ

る
と
い
う
目
的
で
作
業
す
る
こ
と
は
同
じ
で
す
。
ま
ず
、
あ
ら

っ
ぽ
い
形
が
出
来
て
き
ま
す
。
そ
れ
を
さ
ら
に
削
っ
て
仏
さ
ま

に
し
て
ゆ
く
か
、
あ
る
い
は
新
た
な
土
を
つ
ぎ
足
し
て
ゆ
く
か
、

そ
う
い
っ
た
作
業
が
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
ど
ち
ら
の
方
法
を

と
る
に
し
て
も
、
最
終
形
に
向
か
っ
て
こ
ま
か
な
作
業
が
求
め

ら
れ
ま
す
。
な
か
に
は
円
空
仏
の
よ
う
に
荒
っ
ぽ
い
ま
ま
の
最

終
形
も
あ
り
ま
す
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
作
者
の
意
図
を
具
現

化
し
た
心
の
こ
も
っ
た
作
品
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

で
す
か
ら
出
来
上
が
っ
た
作
品
に
つ
い
て
再
度
チ
ェ
ッ
ク
す

る
こ
と
も
必
要
な
作
業
で
す
。
作
り
た
い
も
の
に
な
っ
て
い
る

か
、
細
か
な
ミ
ス
は
な
い
か
、
を
も
う
一
度
調
べ
る
の
で
す
。

　

文
章
で
は
そ
れ
を
推
敲
と
言
い
ま
す
。
書
き
た
い
こ
と
が
書

か
れ
て
い
る
か
、
論
点
が
ず
れ
て
い
な
い
か
、
文
体
の
統
一
性
、

文
字
の
使
い
方
、
句
読
点
の
付
け
方
、
パ
ソ
コ
ン
の
場
合
変
換

ミ
ス
は
な
い
か
な
ど
、
も
う
一
度
読
み
直
し
て
み
て
下
さ
い
。

声
に
出
し
て
読
む
の
も
い
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
せ
っ
か
く
の
作

品
が
細
か
な
ミ
ス
の
た
め
思
い
通
り
に
読
ま
れ
な
か
っ
た
ら
勿

体
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

最
後
は
題
名
で
す
。
い
か
に
魅
力
あ
る
内
容
で
あ
る
か
を
読

者
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
で
な
い
と

読
者
に
読
ま
れ
な
い
ま
ま
ス
ル
ー
し
て
し
ま
い
か
ね
ま
せ
ん
。

　

そ
う
い
っ
た
目
で
見
直
し
て
、
自
ら
作
り
上
げ
た
愛
し
い
作

品
を
世
に
送
り
出
し
て
く
だ
さ
い
。
作
品
は
藤
沢
市
や
図
書
館

に
長
期
間
に
わ
た
っ
て
保
存
さ
れ
る
は
ず
で
す
。
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