
広
島
の
文
学
館
の
可
能
性

は
じ
め
に

「
広
島
の
文
学
館
の
可
能
性
」
と
題
し
た
理
由
は
二
つ
あ
る
。

そ
の
一
つ
は
広
島
に
文
学
館
が
で
き
る
可
能
性
が
は
た
し
て
あ
る
の
だ
ろ
う

か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
の
歴
史
的
経
過
を
ふ
り
か
え
り
つ
つ
考
え

て
み
よ
う
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
広
島
に
文
学
館
が
で
き
る
と

し
た
ら
ど
の
よ
う
な
可
能
性
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い

と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
、
広
島
に
な
ぜ
こ
れ
ま
で
文
学
館
が
作
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ

広島の文学館の可能性

と
に
つ
い
て
考
察
し
、
つ
い
で
、
広
島
に
文
学
館
を
作
る
と
し
た
ら
ど
の
よ
う

な
文
学
館
を
作
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
私
案
を
述
べ
、
広
島
の
文
学

館
の
可
能
性
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

水

島

裕

雅

な
ぜ
広
島
に
文
学
館
が
作
ら
れ
な
か
っ
た
か

広
島
に
文
学
館
が
な
い
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
広
島
を
訪
れ
る

人
々
の
心
に
浮
か
ぶ
素
朴
な
疑
問
で
あ
ろ
う
。
広
島
は
中
国
・
四
園
地
方
の
政
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治
・
経
済
・
文
化
の
中
心
地
で
あ
る
こ
と
は
誰
で
も
認
め
る
こ
と
で
あ
る
。
ま

た
、
歴
史
的
に
み
て
も
江
戸
時
代
の
漢
詩
文
化
の
発
信
地
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

頼
山
陽
史
跡
資
料
館
を
訪
れ
た
こ
と
の
あ
る
人
は
納
得
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

近
代
文
学
の
歴
史
を
振
り
返
っ
て
み
て
も
、
近
代
演
劇
の
創
始
者
と
し
て
の

小
山
内
薫
や
、
「
赤
い
鳥
』
を
創
刊
し
て
児
童
文
学
史
上
に
不
滅
の
名
前
を
残
し

た
鈴
木
三
重
吉
は
と
も
に
広
島
市
の
出
身
で
あ
る
。
そ
う
し
た
広
島
が
生
ん
だ

優
れ
た
文
学
や
文
μ孟
告
を
な
ぜ
広
島
の
人
々
は
郷
里
の
誇
り
と
し
て
高
く
評
価

し
よ
う
と
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
人
類
最
初
の
被
爆
地
と
し
て
の
広
島
は
そ
の
地
獄
絵

巻
の
な
か
か
ら
数
多
く
の
優
れ
た
原
爆
文
学
を
生
み
出
し
た
。
こ
う
し
た
原
爆
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が
も
た
ら
し
た
痛
み
を
後
世
に
伝
え
る
資
料
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
広
島
に
、

い
ま
だ
に
文
学
館
の
ひ
と
つ
も
な
い
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

広
島
平
和
記
念
資
料
館
を
訪
れ
る
人
は
、
は
じ
め
は
そ
の
被
害
の
ひ
ど
さ
と

恐
ろ
し
さ
を
実
物
と
映
像
に
よ
っ
て
知
ら
さ
れ
圧
倒
さ
れ
る
が
、
心
あ
る
人
々

は
つ
ぎ
に
そ
の
悲
劇
の
な
か
で
人
々
が
何
を
考
え
、
何
を
伝
え
よ
う
と
し
た
か

を
知
ろ
う
と
思
う
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
に
手
が
か
り
と
な
る
の
は
や
は
り
人
々

が
命
が
け
で
残
し
た
言
葉
で
あ
り
、
文
学
で
あ
る
。
そ
う
し
た
言
葉
を
集
め
、

整
理
し
、
公
開
す
る
文
学
館
が
な
ぜ
広
島
の
よ
う
な
大
都
市
に
作
ら
れ
な
い
の

か
。
こ
れ
は
大
き
な
謎
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。

こ
れ
ま
で
の
歩
み

広
島
に
文
学
館
を
!
と
い
う
運
動
は
こ
れ
ま
で
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

私
が
知
っ
て
い
る
か
ぎ
り
で
は
、
す
で
に
一
五
年
前
の
一
九
八
七
年
に
ひ
と
つ

の
大
き
な
運
動
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
は
じ
め
「
広
島
の
文
学
資
料
保
全
を
す

す
め
る
会
」
と
呼
ば
れ
て
い
て
、
当
時
の
新
聞
を
見
て
み
る
と
、
こ
の
年
の
二

月
二
二
日
に
こ
の
会
が
署
名
運
動
を
始
め
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
会
は
沖
原
豊
・
広
島
大
学
学
長
(
当
時
)
を
代
表
と
し
、
発
起
人
に
一

O
人
の
大
学
関
係
者
な
ら
び
に
文
学
・
芸
術
関
係
者
を
並
べ
、
さ
ら
に
各
界
の

著
名
人
六
四
人
の
賛
同
呼
び
か
け
人
に
支
え
ら
れ
た
組
織
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
呼
び
か
け
は
マ
ス
コ
ミ
に
も
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
、
中
央
の
作

家
や
著
名
人
も
署
名
や
カ
ン
パ
に
協
力
し
、
六
0
0
0
人
の
署
名
を
背
景
に
「
広

島
の
文
学
資
料
保
全
を
す
す
め
る
会
」
は
七
月
一
四
日
に
荒
木
広
島
市
長
に
「
ヒ

ロ
シ
マ
の
文
学
作
品
に
か
か
わ
る
資
料
等
の
調
査
、
収
集
・
保
存
、
及
、
び
そ
の

施
設
建
設
に
関
す
る
要
請
」
と
い
う
要
請
文
を
手
渡
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

当
時
の
広
島
市
の
責
任
者
の
認
識
は
好
村
氏
(
の
ち
に
こ
の
会
の
代
表
幹
事
)

に
よ
る
と
〈
広
島
の
文
学
と
言
っ
た
っ
て
い
っ
た
い
何
が
あ
る
ん
か
〉
程
度
の

も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。

そ
れ
か
ら
平
岡
市
長
、
秋
葉
市
長
と
歴
代
の
市
長
に
こ
の
会
(
の
ち
に
「
広

島
文
学
資
料
保
全
の
会
」
と
略
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
)
は
文
学
館
建
設
の

要
請
を
続
け
た
が
、
広
島
大
学
の
跡
地
利
用
計
画
と
か
ら
め
ら
れ
た
り
、
あ
る

い
は
財
政
的
理
由
で
実
現
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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そ
れ
で
は
一
九
八
七
年
の
要
請
文
を
読
ん
で
み
よ
う
。
そ
こ
に
は
ま
ず
〈
四

二
年
前
の
人
月
六
日
、
広
島
は
無
惨
に
も
焼
か
れ
、
壊
さ
れ
、
傷
つ
き
、
人
類

は
ま
っ
た
く
体
験
し
た
こ
と
の
な
い
恐
怖
の
核
時
代
を
背
負
っ
て
生
き
る
幕
あ

け
と
な
り
ま
し
た
。
ヒ
ロ
シ
マ
は
原
爆
地
獄
の
悲
痛
な
体
験
を
通
じ
、
核
廃
絶

と
人
間
の
尊
厳
を
か
か
げ
る
原
点
と
し
て
の
意
志
表
示
を
し
つ
づ
け
て
き
ま
し

た
。
〉
と
あ
り
、
人
類
最
初
の
被
爆
地
と
し
て
の
広
島
が
前
面
に
出
さ
れ
て
い
る
。

つ
い
で
〈
こ
の
な
か
で
、
原
爆
文
学
と
い
わ
れ
る
文
学
作
品
は
「
プ
レ
ス
・

コ
ー
ド
に
よ
り
、
原
爆
に
関
す
る
文
学
作
品
の
発
表
は
強
い
制
限
の
も
と
に
お

か
れ
」
(
広
島
新
史
)
な
が
ら
も
、
粘
り
強
く
書
き
続
け
ら
れ
「
広
島
の
思
想
の

体
系
化
」
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
反
核
・
平
和



を
求
め
る
世
界
的
な
世
論
と
呼
応
し
て
、
地
域
や
学
園
、
家
庭
や
職
場
に
お
い

て
、
ヒ
ロ
シ
マ
の
体
験
が
人
類
共
通
の
「
体
験
」
と
し
て
く
り
か
え
し
読
み
継

が
れ
、
多
く
の
人
び
と
の
心
の
中
に
ヒ
ロ
シ
マ
の
意
味
を
な
げ
か
け
て
い
ま

す
〉
と
、
〈
原
爆
文
学
〉
の
重
要
性
を
〈
反
核
・
平
和
〉
の
運
動
と
結
び
つ
け
て

論
じ
、
そ
の
あ
と
に
、
〈
現
在
、
有
名
・
無
名
を
問
わ
ず
、
広
島
の
文
学
作
品
、

作
家
の
資
料
、
遺
品
は
遺
族
や
友
人
た
ち
の
手
に
ま
か
さ
れ
、
保
存
状
態
は
十

分
と
は
い
え
な
い
状
況
に
あ
り
ま
す
〉
と
あ
り
、
資
料
の
保
存
の
不
完
全
さ
を

指
摘
し
、
〈
こ
の
ま
ま
で
は
散
逸
の
お
そ
れ
が
で
で
き
て
い
ま
す
〉
と
述
べ
て
い

る
。
当
時
は
戦
後
四
二
年
た
っ
た
時
期
で
あ
っ
た
が
、
す
で
に
資
料
の
劣
化
や

散
逸
の
恐
れ
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
要
請
文
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。
〈
私
た
ち

は
、
こ
う
し
た
状
況
を
か
ん
が
み
、
ヒ
ロ
シ
マ
の
文
学
作
品
な
ど
(
手
記
・
日

記
・
遺
品
等
を
ふ
く
め
た
)
に
か
か
わ
る
資
料
の
調
査
及
ぴ
収
集
・
保
存
を
行

政
の
責
任
に
よ
っ
て
早
急
に
着
手
す
べ
き
だ
と
考
え
ま
す
。
ま
た
、
こ
れ
ら
を

後
世
に
残
し
継
承
、
広
く
国
民
に
公
開
し
て
い
く
こ
と
は
私
た
ち
に
謀
せ
ら
れ

た
責
任
で
も
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
ヒ
ロ
シ
マ
を
再
認
識
さ
せ
、

広島の文学館の可能性

平
和
意
識
を
高
め
る
た
め
の
ご
努
力
に
敬
意
を
表
す
る
と
と
も
に
、
市
民
的
財

産
と
し
て
、
ヒ
ロ
シ
マ
の
文
学
作
品
に
か
か
わ
る
資
料
等
の
調
査
、
収
集
・
保

存
、
及
、
ぴ
そ
の
公
開
の
た
め
の
施
設
の
建
設
を
心
か
ら
要
請
す
る
も
の
で
す
。
〉

残
念
な
が
ら
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
広
島
市
は
こ
の
要
請
文
に
応
え
て
資

料
の
収
集
・
保
存
を
市
の
責
任
に
お
い
て
行
お
う
と
は
せ
ず
、
文
学
館
の
建
設

は
実
現
し
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
、
こ
の
会
の
人
々
は
こ
の
機
会
に
主
と
し
て
散
逸
の
恐
れ
が
多
い
原

爆
文
学
や
被
爆
記
録
の
収
集
を
始
め
、
多
く
の
賛
同
者
の
協
力
に
よ
り
、

数
千
点
の
資
料
を
集
め
、
そ
れ
を
文
学
館
が
で
き
る
ま
で
の
保
管
場
所
と
し
て

一
万

広
島
市
立
中
央
図
書
館
を
選
ぴ
、
寄
贈
し
た
の
で
あ
る
。
私
は
こ
の
会
の
努
力

を
高
く
評
価
し
た
い
と
思
う
。
こ
の
会
の
努
力
が
な
け
れ
ば
、
戦
後
半
世
紀
以

上
た
っ
た
現
在
で
は
広
島
の
文
学
資
料
の
多
く
は
散
逸
す
る
か
破
棄
さ
れ
て
し

ま
っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
寄
贈
さ
れ
た
資
料
は
ど
う
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
昨
年
の
広

島
市
議
会
で
も
問
題
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
中
央
図
書
館
の
三
階
の
奥
に

た
し
か
に
広
島
文
学
資
料
室
は
設
置
さ
れ
、

一
部
の
作
品
は
公
開
さ
れ
た
が
、
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ほ
と
ん
ど
の
資
料
は
隣
室
の
ロ
ッ
カ
ー
か
段
ボ
ー
ル
の
な
か
に
入
れ
ら
れ
て
い

る
だ
け
で
、
関
係
者
で
な
け
れ
ば
ど
こ
に
何
が
あ
る
か
も
分
か
ら
ず
、
見
る
こ

と
も
容
易
で
な
い
。
ま
た
、
常
温
、
常
湿
の
部
屋
で
は
な
い
普
通
の
部
屋
に
置

か
れ
て
い
る
の
で
劣
化
が
進
ん
で
い
る
。
戦
後
の
粗
悪
な
紙
や
酸
性
紙
に
鉛
筆

で
書
か
れ
た
も
の
が
多
く
、
紙
は
変
質
し
て
触
る
と
崩
れ
そ
う
な
も
の
も
あ
り
、

ま
た
黄
ば
ん
だ
紙
の
上
の
字
は
薄
れ
て
判
読
が
難
し
く
な
り
つ
つ
あ
る
。
か
ろ

う
じ
て
貴
重
な
資
料
の
一
部
は
収
集
さ
れ
た
が
、
保
存
状
態
が
悪
く
、
ま
た
研

究
・
公
開
の
段
階
に
は
ほ
ど
速
い
の
で
あ
る
。

問
題
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
う
と
、
や
は
り
根
本
的
に
は
広
島
市
が
〈
行
政

の
責
任
に
よ
っ
て
〉
広
島
の
文
学
を
大
切
に
し
よ
う
と
す
る
意
識
が
な
い
こ
と
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で
あ
ろ
う
。
市
民
が
集
め
た
も
の
を
中
央
図
書
館
に
置
か
せ
て
や
っ
た
か
ら
も

う
い
い
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
方
が
こ
れ
ま
で
の
広
島
市
の
対
応
に
見
ら
れ

た
が
、
図
書
館
の
本
来
の
業
務
は
本
の
購
入
や
閲
覧
・
貸
し
出
し
で
あ
っ
て
、

こ
う
し
た
一
次
資
料
の
調
査
、
収
集
・
保
存
、
研
究
・
公
開
と
い
う
仕
事
は
本

務
で
は
な
い
。
専
門
の
学
芸
員
も
い
な
け
れ
ば
、
研
究
も
公
開
も
で
き
な
い
の

は
当
然
で
あ
ろ
う
。
会
の
努
力
も
そ
れ
に
応
え
た
市
民
の
善
意
も
実
る
こ
と
な

く
、
現
在
で
は
残
念
な
が
ら
資
料
は
人
知
れ
ず
中
央
図
書
館
の
一
室
に
積
ま
れ

た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。

四

旧
日
本
銀
行
広
島
支
庖
を
文
学
館
に
と
い
う
運
動
に
つ
い
て

一
昨
年
の
秋
の
こ
と
で
あ
る
が
、
広
島
市
は
そ
の
広
報
誌
で
あ
る
「
市
民
と

市
政
』
に
旧
日
本
銀
行
広
島
支
庖
の
有
効
活
用
案
を
市
民
に
求
め
た
。
「
広
島
文

学
資
科
保
全
の
会
」
の
人
々
は
こ
こ
に
光
を
見
い
だ
す
と
と
も
に
あ
せ
り
も
感

じ
た
。
そ
れ
は
こ
の
会
の
人
々
は
か
ね
て
こ
の
旧
日
銀
広
島
支
庖
を
広
島
市
が

買
取
り
文
学
館
と
す
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
こ
の
会
の
代
表
幹
事
の
好
村
教
授
は
一
九
八
七
年
三
月
二
七
日

の
『
中
国
新
聞
」
紙
上
に
「
広
島
に
文
学
資
料
館
を
」
と
い
う
文
章
を
寄
せ
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
〈
私
た
ち
は
東
京
の
日
本
近
代
文
学
館
の
よ
う
な

も
の
を
建
て
て
ほ
し
い
、
と
ま
で
費
沢
を
言
う
つ
も
り
は
な
い
。
た
と
え
ば
、

い
ま
保
存
へ
の
要
望
が
出
て
い
る
日
本
銀
行
広
島
支
庖
(
広
島
市
)
の
建
物
な

ど
を
市
が
買
い
上
げ
て
、
内
部
を
少
し
手
を
入
れ
れ
ば
、
立
派
な
文
学
館
と
し

て
生
き
る
の
で
は
な
い
か
と
、
素
人
考
え
か
も
し
れ
ぬ
が
、
私
は
考
え
て
い
る
。

そ
う
な
れ
ば
、
す
ぐ
裏
の
頼
山
陽
の
旧
居
跡
も
、
こ
の
文
学
館
の
付
属
の
施
設

と
し
て
、
と
も
に
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
う
い
う
文
学
館
が
造
ら

れ
れ
ば
、
平
和
都
市
広
島
に
ふ
さ
わ
し
い
文
化
の
中
心
が
、
ま
た
ひ
と
つ
つ
け

加
わ
る
こ
と
に
な
る
。
〉
旧
日
本
銀
行
広
島
支
庖
を
文
学
館
に
し
て
ほ
し
い
と
い

う
希
望
は
す
で
に
一
五
年
前
か
ら
提
出
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
建
物
は
被
爆
建
物
で
あ
り
、
ま
た
原
爆
に
も
び
く
と
も
し
な
か
っ
た
堅

固
な
建
物
で
あ
る
。
そ
の
建
物
が
広
島
に
残
さ
れ
た
数
少
な
い
被
爆
建
物
と
し

て
、
ま
た
昭
和
の
初
期
を
代
表
す
る
建
物
と
し
て
広
島
市
の
特
別
史
跡
に
指
定

さ
れ
た
の
で
、
日
本
銀
行
が
こ
の
建
物
を
広
島
市
に
無
償
で
貸
与
す
る
こ
と
に
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な
り
、
広
島
市
は
市
民
に
有
効
活
用
案
を
求
め
た
。
「
市
民
と
市
政
』
に
二
回
に

わ
た
っ
て
掲
載
さ
れ
た
そ
の
文
章
を
読
ん
だ
「
広
島
の
文
学
資
料
保
全
の
会
」

の
人
々
が
焦
燥
を
感
じ
た
の
は
無
理
の
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
広
島

市
が
文
学
館
建
設
の
要
請
を
断
り
続
け
て
き
た
大
き
な
理
由
は
財
政
難
で
あ
っ

た
が
、
こ
の
旧
日
銀
広
島
支
庖
の
市
へ
の
無
償
貸
与
に
よ
る
有
効
活
用
案
と
し

て
文
学
館
が
採
用
さ
れ
な
け
れ
ば
半
永
久
的
に
広
島
の
文
学
館
建
設
は
不
可
能

に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
原
爆
文
学
ひ
と
つ
を
取
っ
て
み
て
も
、
被
爆
後
五

七
年
た
ち
、
被
爆
者
は
さ
ら
に
高
齢
化
し
、
す
で
に
多
く
の
方
が
物
故
し
て
い

る
。
そ
れ
に
つ
れ
て
被
爆
記
録
は
散
逸
し
つ
つ
あ
る
。
ま
た
、
す
で
に
会
の
努

力
で
収
集
さ
れ
た
一
万
数
千
点
の
資
料
も
中
央
図
書
館
の
一
室
に
積
ま
れ
て
空



し
く
劣
化
し
つ
つ
あ
る
。
こ
の
旧
日
銀
広
島
支
庖
の
有
効
活
用
案
の
募
集
と
い

う
機
会
を
逃
し
て
は
、
貴
重
な
文
学
資
料
は
存
在
価
値
す
ら
考
慮
さ
れ
ず
に
無

と
化
し
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
。
こ
の
会
の
人
々
は
今
ま
で
の
努
力
を
無
に
し

な
い
た
め
、
ま
た
文
学
館
運
動
の
発
展
を
願
い
、
「
広
島
に
文
学
館
を
!
市
民
の

会
」
の
準
備
会
を
結
成
し
た
。

そ
こ
に
広
島
市
が
昨
年
の
一
月
に
旧
日
銀
広
島
支
庖
を
市
民
に
公
開
し
た
の

で
、
こ
の
建
物
の
見
学
会
を
準
備
会
は
呼
び
か
け
、
そ
の
時
集
ま
っ
た
二
O
余

人
が
隣
の
頼
山
陽
史
跡
資
料
館
で
話
し
合
い
の
場
を
持
ち
「
広
島
に
文
学
館

を
!
市
民
の
会
」
を
結
成
し
、
私
が
そ
の
会
の
代
表
に
選
ば
れ
た
の
で
あ
る
。

市
民
の
会
の
ま
ず
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
広
島
市
が
呼
び
か
け
た

旧
日
銀
広
島
支
庖
の
有
効
活
用
ア
イ
デ
ア
募
集
に
応
募
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

こ
で
会
員
の
意
見
を
聞
き
、
会
員
に
も
独
自
に
市
に
ア
イ
デ
ア
を
出
す
こ
と
を

求
め
な
が
ら
、
市
民
の
会
と
し
て
も
秋
葉
市
長
と
広
島
市
役
所
企
画
調
整
課
に

あ
て
て
要
請
文
を
出
す
こ
と
に
し
た
。

そ
の
後
市
民
の
会
は
月
に
一
回
「
朗
読
会
/
広
島
の
文
学
を
語
る
」
と
い
う

朗
読
会
兼
研
究
会
を
開
き
、
ま
ず
峠
三
吉
、
原
民
喜
、
栗
原
貞
子
、
正
田
篠
枝
、

広島の文学館の可能性

大
田
洋
子
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
。
毎
回
会
場
は
満
席
と
な
り
、
会
員
も

一
五
O
人
を
越
え
た
。
そ
こ
で
、
八
月
六
日
前
後
に
二
週
間
ほ
ど
閉
読
会
で
取

り
上
げ
た
五
作
家
に
絞
っ
た
「
原
爆
文
学
展
」
を
し
た
ら
ど
う
か
と
い
う
案
が
会

員
の
支
持
を
得
て
、
実
行
委
員
会
方
式
で
行
う
こ
と
に
な
り
、
実
行
委
員
と
し

て一

O
余
人
が
名
乗
り
出
て
く
れ
た
。
予
定
の
七
月
ま
で
に
は
数
ヶ
月
し
か
な

か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
実
行
委
員
会
の
方
々
は
精
力
的
に
活
動
し
て
く
れ
た
。

そ
の
結
果
、
広
島
市
の
企
画
を
優
先
す
る
と
い
う
企
画
調
整
謀
の
方
針
の
た
め

多
少
変
則
的
な
日
程
に
な
っ
た
が
、
昨
年
の
七
月
二
一
日
か
ら
二
六
日
、
八
月
二

日
か
ら
七
日
の
、
計
一
二
日
間
「
原
爆
文
学
展
1
主
人
の
ヒ
ロ
シ
マ
」
が
開
催
さ

れ
、
連
日
最
高
気
温
が
三
五
度
を
越
す
と
い
う
酷
暑
に
も
か
か
わ
ら
ず
三
三
O

O
人
以
上
の
人
々
が
来
館
さ
れ
、
冷
房
施
設
も
な
い
建
物
の
な
か
で
熱
心
に
見

て
感
想
文
を
書
い
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
あ
る
。
市
民
の
会
の
人
々
は
こ
の
成
果

を
見
て
広
島
に
文
学
館
が
欲
し
い
と
い
う
市
民
の
要
求
は
強
く
あ
る
と
感
じ
た
。

五

広
島
の
文
学
館
の
意
義
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つ
ぎ
に
、
昨
年
七
月
の
広
島
芸
術
学
会
の
大
会
に
お
け
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を

振
り
返
り
、
広
島
に
文
学
館
を
作
る
意
義
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

昨
年
の
夏
の
広
島
芸
術
学
会
の
大
会
に
お
い
て
、
私
は
ひ
と
つ
の
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
を
企
画
し
た
。
そ
れ
は
、
「
広
島
と
/
の
文
学
」
と
い
う
題
を
つ
け
た
も
の

で
、
パ
ネ
リ
ス
ト
に
岩
崎
文
人
広
島
大
学
教
授
と
三
浦
精
子
「
ぎ
ん
の
す
ず
研

究
会
」
代
表
を
お
招
き
し
、
私
が
司
会
を
務
め
た
。

こ
の
一
見
奇
妙
な
題
は
、
従
来
の
「
広
島
の
文
学
」
だ
け
で
は
こ
ぼ
れ
落
ち

る
も
の
を
拾
い
上
げ
、
従
来
の
広
島
で
の
文
学
の
位
置
づ
け
や
そ
の
問
題
点
を

取
り
上
げ
、
い
か
に
し
た
ら
広
島
の
文
学
を
正
当
に
評
価
で
き
る
か
、
ま
た
そ

の
調
査
、
保
存
、
研
究
、
公
開
は
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
と
い
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う
こ
と
を
考
え
る
き
っ
か
け
に
し
た
い
と
思
っ
て
つ
け
た
も
の
で
あ
る
。

基
調
講
演
は
『
広
島
の
文
学
」
と
い
う
著
書
を
す
で
に
発
表
さ
れ
て
い
る
岩

崎
氏
に
お
願
い
し
、
ま
ず
広
島
に
ど
の
よ
う
な
文
学
が
あ
る
か
に
つ
い
て
お
話

い
た
だ
い
た
。
岩
崎
氏
は
被
爆
作
家
た
ち
が
残
し
た
文
学
の
価
値
や
そ
の
継
承

の
必
要
性
に
つ
い
て
語
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。
そ
し
て
広
島
の
文
学
を
安
芸
固
と

備
後
固
に
分
類
し
、
備
後
圏
の
文
学
館
は
井
伏
鱒
二
を
中
心
と
し
た
福
山
文
学

館
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
広
島
市
に
安
芸
圏
の
作
家
を
顕
賞
す
る
文
学
館
が
な

く
、
そ
の
建
設
の
意
義
と
必
要
性
を
論
じ
ら
れ
た
。

三
浦
氏
は
第
二
次
大
戦
後
間
も
無
く
広
島
で
出
版
さ
れ
た
月
刊
児
童
雑
誌

『
ぎ
ん
の
す
ず
』
の
研
究
の
意
義
と
可
能
性
に
つ
い
て
、
豊
富
な
ス
ラ
イ
ド
、
実

物
展
示
に
よ
っ
て
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
原
爆
に
よ
っ
て
無
残
に
破
壊

さ
れ
た
焼
け
跡
の
な
か
で
子
供
た
ち
が
集
ま
り
夢
中
に
な
っ
て
本
を
読
ん
で
い

る
姿
に
感
動
し
、
日
本
の
未
来
を
子
供
た
ち
に
与
え
、
託
し
て
い
く
た
め
に
出

版
さ
れ
た
『
ぎ
ん
の
す
ず
」
は
、
学
校
の
教
材
や
副
読
本
と
し
て
全
国
に
受
け

F

入
れ
ら
れ
、
そ
こ
に
多
数
の
有
名
、
無
名
の
作
家
が
寄
稿
し
て
い
た
の
だ
が
、

出
版
の
中
心
が
復
興
し
た
東
京
に
移
る
に
つ
れ
て
、
そ
の
事
業
は
衰
え
て
い
っ

た
。
し
か
し
戦
後
の
し
ば
ら
く
は
広
島
が
児
童
文
化
の
発
進
地
で
あ
っ
た
こ
と

を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
い
わ
ば
〈
宝
の
山
〉
の
研
究
は
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
三
浦
氏
は
熱
く
語
ら
れ
た
。

そ
の
あ
と
で
、
私
は
広
島
の
文
学
館
を
求
め
る
運
動
の
歴
史
に
つ
い
て
語
り
、

文
学
館
が
い
ま
だ
に
実
現
し
て
い
な
い
理
由
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
私
は
そ
の

時
に
広
島
に
文
学
館
が
で
き
-
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
三
つ
取
り
上
げ
た
。

ひ
と
つ
は
広
島
市
の
責
任
者
の
無
理
解
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は

す
で
に
述
べ
た
の
で
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
市
民
の
無
理
解
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
『
ぎ
ん
の
す
ず
』
を
取
り
上
げ
て
み
て
も
分
か
る
こ
と
で

あ
る
。
広
島
市
民
は
〈
宝
の
山
〉
を
持
ち
な
が
ら
、
そ
の
意
味
を
十
分
理
解
し

て
い
な
か
っ
た
た
め
正
当
に
評
価
し
て
こ
な
か
っ
た
。
ま
た
原
爆
文
学
の
意
義

を
も
認
め
ず
、
そ
れ
を
世
界
に
知
ら
せ
る
こ
と
を
怠
っ
て
き
た
。
も
う
ひ
と
つ

の
理
由
は
、
日
本
の
人
々
(
と
く
に
文
壇
の
人
々
)
が
広
島
の
文
学
を
評
価
し

ょ
う
と
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
大
田
洋
子
の
原
爆
文
学
は
発
表

当
初
か
ら
批
判
さ
れ
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
書
き
続
け
よ
う
と
し
た
彼
女
は

さ
ま
ざ
ま
な
中
傷
に
よ
っ
て
深
く
傷
つ
き
原
爆
文
学
を
書
く
こ
と
を
や
め
て
し

86 

ま
っ
た
。
彼
女
の
評
価
は
ま
だ
定
ま
っ
て
い
な
い
。

広
島
に
文
学
館
が
で
き
な
か
っ
た
理
由
は
さ
ら
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え

ば
、
人
類
全
体
が
広
島
の
文
学
、
と
く
に
原
爆
文
学
の
重
さ
と
意
義
を
理
解
し

ょ
う
と
し
な
か
っ
た
こ
と
も
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
や
は
り
肝
心
の
広

島
市
民
が
そ
の
重
要
性
を
認
識
せ
ず
、
世
界
に
発
信
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
こ

と
が
世
界
の
無
理
解
を
も
た
ら
し
た
主
た
る
原
因
で
あ
ろ
う
。

....... 
J、

お
わ
り
に
(
広
島
の
文
学
館
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
)

最
後
に
広
島
の
文
学
の
特
別
な
意
義
に
つ
い
て
さ
ら
に
考
察
し
つ
つ
広
島
の



文
学
館
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

広
島
の
文
学
館
は
ま
ず
原
爆
文
学
の
研
究
を
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
で
に

か
な
り
の
一
次
資
料
が
「
広
島
文
学
資
料
保
全
の
会
」
の
人
々
の
努
力
に
よ
っ

て
集
め
ら
れ
て
い
る
が
、
や
は
り
広
島
市
の
直
接
的
努
力
に
よ
っ
て
体
系
的
に

収
集
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
一
二
世
紀
は
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
同
時
多
発
テ
ロ
に

よ
る
悲
劇
的
な
幕
開
け
と
な
り
、
前
世
紀
に
始
ま
っ
た
核
開
発
と
そ
の
結
果
と

し
て
の
核
戦
争
の
危
機
は
依
然
と
し
て
続
い
て
い
る
こ
と
を
強
く
感
じ
さ
せ
ら

れ
た
。
人
類
最
初
の
被
爆
地
と
し
て
の
ヒ
ロ
シ
マ
の
使
命
は
従
来
に
ま
し
て
重

く
な
っ
て
い
る
。
広
島
の
文
学
館
は
他
都
市
の
文
学
館
と
は
違
う
特
殊
な
使
命

が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
広
島
に
は
他
の
都
市
と
同
じ
よ
う
な
生
活
も
あ
る
し
、
そ

こ
か
ら
生
ま
れ
る
文
学
も
あ
る
。
原
爆
を
乗
り
越
え
て
生
き
て
き
た
人
々
の
文

学
に
学
ぶ
こ
と
は
多
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
原
爆
以
前
の
文
学
に
も
優
れ
た
も

の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
う
し
た
も
の
を
調
査

し
、
資
料
を
収
集
し
、
研
究
し
、
公
開
す
る
の
も
広
島
の
文
学
館
の
仕
事
で
あ

る
。
ま
た
、
市
民
の
な
か
に
も
広
島
市
に
な
ら
ば
貴
重
な
資
料
を
提
供
を
し
て

広島の文学館の可能性

も
い
い
と
い
う
人
が
多
い
の
で
あ
る
。
公
的
な
文
学
館
が
で
き
れ
ば
人
も
集
ま

る
と
と
も
に
資
料
も
集
ま
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
集
め
た
資
料
を
研
究
し
、
公
開
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
資
料
の

読
み
取
り
ゃ
文
学
的
位
置
付
け
を
行
い
、
一
般
の
人
々
に
分
か
り
易
く
説
明
す

る
の
は
文
学
館
な
ら
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
原
爆
文
学
の
場
合
は
そ
こ
に

留
ま
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
原
爆
の
問
題
は
人
類
的
な

問
題
で
あ
っ
て
、
〈
核
の
再
使
用
〉
が
さ
さ
や
か
れ
る
現
在
、
被
爆
者
が
命
を
削

っ
て
書
き
残
し
た
も
の
や
、
自
ら
は
被
爆
者
で
な
い
と
し
て
も
こ
の
原
爆
文
学

を
読
み
そ
の
地
獄
絵
巻
か
ら
人
類
の
問
題
を
考
え
た
内
外
の
原
爆
文
学
を
少
な

く
と
も
英
語
に
翻
訳
し
(
可
能
な
ら
ば
核
保
有
国
の
言
葉
す
べ
て
に
翻
訳
し

て
)
、
ホ

1
ム
ベ

l
ジ
な
ど
で
公
開
し
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
旧
日
銀
広
島
支
庖
が
文
学
館
に
な
る
な
ら
ば
、
隣
接
す
る
頼
山
陽
史

跡
資
料
館
や
近
隣
の
平
和
記
念
公
園
と
平
和
記
念
資
料
館
と
リ
ン
ク
す
る
こ
と

で
、
こ
の
一
帯
は
広
島
の
歴
史
・
文
学
・
文
化
ゾ

1
ン
と
な
り
、
広
島
の
歴
史

と
思
想
を
継
承
す
る
の
に
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
空
間
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
、
そ
こ
は
歴
史
的
な
記
録
を
集
め
、
研
究
し
、
保
存
し
、
公
開
す
る
場
で
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あ
る
と
同
時
に
、
広
島
市
民
の
交
流
す
る
場
で
あ
り
、
世
界
の
若
い
世
代
と
つ

な
ぎ
、
人
類
の
未
来
に
向
け
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
信
す
る
場
で
あ
る
べ
き
だ
と

思
う
。
「
広
島
に
文
学
館
を
!
市
民
の
会
」
で
は
そ
の
よ
う
な
内
容
の
要
請
文
を

広
島
市
長
並
び
に
広
島
市
の
企
画
調
整
課
に
出
し
た
。
広
島
市
は
旧
日
銀
広
島

支
屈
の
有
効
活
用
の
た
め
の
検
討
委
員
会
を
作
り
、
そ
の
検
討
委
員
会
か
ら
昨

年
八
月
に
複
数
案
併
記
の
報
告
(
そ
の
な
か
に
は
文
学
館
構
想
も
含
ま
れ
て
い

た
)
を
受
け
た
が
、
残
念
な
が
ら
い
ま
だ
何
も
決
定
し
て
い
な
い
。

二
O
O
二
年
二
月
末
日

(
み
ず
し
ま
・
ひ
ろ
ま
さ

広
島
大
学
)




