
装
置
を
出
品
し
意
表
に
出
た
人
で
あ
る
、
エ
藝
美
術
家
に
は
珍
ら
し
い
能
働

的
な
人
で
絶
え
ず
新
ら
し
い
意
慾
に
新
ら
し
い
研
究
と
製
作
を
示
し
支
那
の

大
陸
性
に
應
じ
て
は
又
よ
く
そ
の
本
質
を
探
求
新
ら
し
い
動
機
と
焚
展
を
極

め
る
こ
と
だ
ら
う
と
期
待
さ
れ
る
、
目
下
今
年
度
―帝
展
出
品
の
た
め
に
純
日

本
式
室
内
装
置
の
製
作
中
で
完
成
は
ん
入
後
本
月
十
日
頃
赴
任
の
途
に
上
る

さ
う
で
あ
る

齋
藤
氏
は
語
る
『
今
度
私
が
突
然
圏
案
部
主
任
と
な
っ
て
ゆ
く
支
那
國
立
藝

術
院
大
學
は
一
昨
年
の
創
立
で
支
那
の
美
術
界
で
は
最
高
樅
威
で
、
圏
案
部

は
こ
の
九
月
か
ら
開
か
れ
た
の
で
す
現
在
支
那
に
は
新
し
い
形
式
に
よ
る

西
洋
の
岡
案
に
開
し
て
適
営
な
人
が
居
な
い
の
で
我
園
か
ら
招
聘
す
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
せ
う
が
國
民
政
府
に
な
っ
て
か
ら
私
が
始
め
て
で
す
か
ら
少

し
氣
味
が
悪
い
の
で
す
が
、
折
角
ゆ
く
の
で
す
か
ら
私
の
知
つ
て
居
る
こ
と

は
全
郡
支
那
の
人
々
に
偕
へ

た
い
と
思
っ
て
居
り
ま
す
』

彼
は
翌
五
年
末
に
帰
国
す
る
が
、
そ
の
年
の
六
、
七
月
に
は
国
立
芸
術
院
の
芸

術
教
育

・
文
化
視
察
団
の
一
員
と
し
て
一
時
帰
国
し
た
。
こ
の
視
察
団
は
芸
術

院
長
林
風
眠
、
林
文
鉾
、
察
威
廉
（
察
元
培
の
娘
）
、藩
大
樹
、
李
樹
花
、
李
鳳

白
、
王
子
雲
、
斎
藤
佳
三
お
よ
び
通
訳
官
凱
慰
痰
ら
か
ら
成
り
、
外
務
省
対
支

文
化
事
業
部
と
大
阪
毎
日
新
聞
社
の
後
援
の
下
に
来
日
し
た
も
の
で
、
六
月
二

十
九
日
神
戸
着
、
三
十
日
上
京
、
七
月
八
日
か
ら
十
日
間
、
東
京
府
美
術
館
で

同
院
教
授
ら
の
作
品
展
を
開
い
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
『
東
京
美
術
学
校
校
友

会
月
報
』
第
二
十
九
巻
第
四
号
も
次
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る
。

斎
藤
は
一
年
間
滞
在
の
予
定
で
十
月
二
十
日
に
中
国
へ
向
け
て
出
発
し
た
。

中
華
民
図
々
立
西
湖
藝
展
七
月
八
日
よ
り
十
七
日
ま
で
、
東
京
府
美
術
館

に
於
て
開
催
、
齋
藤
佳
三
氏
の
盛
力
に
よ
り
烏
叔
養
、
李
朴
園
、
房
品
章
、

陳
盛
鋒
、
劉
文
如
、
趙
人
麿
、
李
風
白
、
李
超
士
、
王
子
雲
、
林
風
眠
、
王

静
遠
、
呉
大
弱
、
察
威
廉
、
濯
天
授
、
齊
白
石
、
王
子
雪
等
諸
氏
の
油
縮
、

水
彩
、
バ
ス
テ
ル

、
國
霊
、
及
び
彫
刻
等
百
二
十
黙
を
展
観
せ
り
、
尚
別
室

に
於
て
中
華
農
民
手
エ
藝
品
及
大
衆
文
具
を
郎
買
し
た
り
。

⑦

昭
和
初
期
の
鋳
造
科

清
水
巖
氏

（
昭
和
六
年
鋳
造
科
卒
）
の
了
解
を
得
て
、
氏
の

「鋳
金
閑
話
」

（
『
崩
春
』

三
二
六
号
‘
-＝-―二
四
号
、
昭
和
五
十
七
年
十

一
月
、
五
十
八
年
九
月
）
を
要

約
し
て
掲
載
す
る
。

学
校
の
門
を
入
る
と
守
衛
所
が
あ
っ
て
、
表
は
黒
字
、
裏
は
赤
字
の
名
前
を

書
い
た
木
札
が
建
物
の
壁
に
掛
け
て
あ
り
、
学
生
は
登
校
時
に
表
を
出
し
、
下

校
時
に
裏
返
し
す
る
。
先
生
の
木
札
は
小
形
で
守
衛
の
机
の
上
に
あ
っ
て
守
衛

が
操
作
し
た
。
今
の
音
楽
部
の
と
こ
ろ
が
木
造
二
階
建
の
工
芸
部
で
、
二
階
は

図
案
科
と
漆
工
科
、

一
階
は
鋳
造
科
と
鍛
金
科
と
彫
金
科
だ
っ
た
。
鋳
造
科
の

教
室
の
裏
手
に
別
棟
で
鋳
造
場
が
あ
っ
て
、
土
手
の
植
込
垣
根
ま
で
の
び
て
い

こ。t
 大

島
如
雲
先
生
は
蝋
型
鋳
造
の
大
家
で
、
蜜
蛾
で
原
型
を
造
る
名
人
だ
っ

た
。
そ
れ
に
鋳
物
土
を
か
ぶ
せ
、
乾
燥
後
に
蛾
を
熔
か
し
た
空
洞
に
熔
融
し
た

金
属
を
注
入
し
て
鋳
造
す
る
。
こ
れ
は
鴬
の
足
、
屈
の
足
、
雀
の
足
と
蜜
蝋
で

ま
た
た
く
ま
に
造
っ
て
、
造
り
方
を
教
え
ら
れ
た
。
洋
服
姿
は
見
た
こ
と
が
な

く
、
い
つ
も
折
り
目
正
し
く
着
物
を
着
て
い
た
。
着
流
し
で
来
る
と
、
守
衛
所
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マ
ド
ロ
ス
パ
イ
プ
を
く
わ
え
、
太
い
ス
テ
ッ
キ
を
小
脇
に
か
か
え
て
颯
爽

と
し
て
い
た
。
塑
造
室
に
入
っ
て
教
室
を
一
巡
す
る
と
き
、
言
葉
を
か
け
れ
ば

い
ろ
い
ろ
と
説
明
し
て
く
れ
て
、
と
き
に
は
手
を
だ
し
て
直
し
は
じ
め
る
が
、

黙
っ
て
い
れ
ば
素
通
り
だ
っ
た
。
資
料
館
近
く
の
正
木
校
長
の
陶
彫
像
や
校
庭

の
津
田
信
夫
の
ブ
ロ
ン
ズ
胸
像
は
沼
田
さ
ん
の
作
だ
。
ま
た
動
物
を
造
る
の
も

有
名
だ
っ
た
。

久
米
桂
一
郎
先
生
は
、
西
洋
画
と
美
術
解
剖
学
の
先
生
で
、
デ
ッ
サ
ソ
を
習

っ
た
。
随
分
ハ
イ
カ
ラ
だ
っ
た
が
、
洋
服
姿
は
見
た
こ
と
が
な
い
。
い
つ
も
髪

で
、 塑

造
の
沼
田
一
雅
先
生
は

コ
ー
ル
テ
ソ
の
長
い
上
衣
に
縞
ズ
ボ
ソ
の
洋
服

で
袴
を
つ
け
て
校
舎
に
入
っ
た
。
学
校
に
来
る
時
は
二
人
ぴ
き
の
人
力
車
に
乗

っ
て
来
て
、
門
を
入
っ
た
守
衛
所
の
前
で
降
り
る
。
校
門
に
近
づ
く
と
勢
い
よ

く
や
れ
っ
と
い
う
ん
で
、
網
引
き
の
車
夫
が
「
エ
ィ
ヤ
ー
」
の
掛
声
で
駆
け
込

ん
で
く
る
。
エ
ィ
ヤ
ー
の
掛
声
貨
が
で
る
の
で
威
勢
が
よ
か
っ
た
。
大
島
さ
ん

は
食
通
で
、
特
に
て
ん
ぷ
ら
が
好
き
だ
っ
た
。
「
湯
島
に
上
る
途
中
に
、
こ
ろ

も
は
軽
く
、
エ
ビ
の
で
か
い
、
て
ん
ぶ
ら
や
が
あ
る
、
こ
こ
の
店
は
い
い
ね
。

な
ん
で
も
油
で
あ
げ
り
ゃ
あ
て
ん
ぷ
ら
だ
と
思
っ
ち
ゃ
い
け
ね
え
よ
、
も
の
を

造
る
ん
だ
っ
て
同
じ
さ
、
た
だ
っ
く
れ
ば
い
い
と
い
う
も
ん
じ
ゃ
ね
え
よ
な

あ
、
雀
に
鶯
の
足
を
く
っ
つ
け
て
雀
で
ご
ざ
い
は
い
け
ね
え
よ
、
本
物
を
造
る

ん
だ
な
あ
」
。
大
島
さ
ん
は
「
私
は
江
戸
っ
子
で
ね
え
」
と
よ
く

言

っ
て
い

て
、
話
は
こ
ん
な
ふ
う
だ
っ
た
。
「
江
戸
っ
子
は
ね
、
海
苔
を
張
り
あ
わ
せ
て

羽
織
を
こ
せ
え
る
だ
な
。
粋
の
店
に

□っ
か
恥
着
る
ん
だ
よ
。
ち
＂
l

〕っ
て
火
鉢

に
あ
ぶ
り
な
が
ら
酒
の
肴
に
す
る
ん
だ
っ
て
、
粋
な
も
ん
だ
よ
、
わ
か
る
か

ね
、
遊
ぶ
ん
で
も
、
物
を
造
る
ん
で
も
粋
じ
ゃ
な
き
ゃ
い
け
ね
え
よ
、
そ
れ
に

ゃ
工
夫
が
必
要
だ
よ
、
年
中
同
じ
こ
と
じ
ゃ
ね
え
野
暮
く
て
い
け
ね
え
な
あ
」
。
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を
七

・
三
に
び
た
っ
と
分
け
て
、

一
糸
乱
れ
ず
、
縫
文
の
羽
織
袴
に
白
足
袋
と

い
う
ま
っ
た
＜
端
正
な
姿
だ
っ
た
。
長
身
の
好
男
子
で
威
厳
が
あ
っ
た
。
出
席

簿
を
持
っ
た
西
田
正
秋
さ
ん
を
連
れ
て
デ
ッ
サ
ン
室
に
く
る
。
そ
の
時
間
は
正

確
で
、
学
生
の
遅
刻
に
は
厳
し
か
っ
た
。
遅
刻
す
る
と
「
君
、
で
た
ま
え
」
で

教
室
に
入
れ
な
い
。
あ
る
時
、
木
炭
画
に
使
う
布
を
忘
れ
て
学
帽
で
画
面
の
木

炭
を
払
っ
た
り
た
た
い
た
り
し
て
い
た
ら
「
君
、
デ
ッ
サ
ソ
を
侮

局

す

る

の

か
」
と
叱
ら
れ
た
。
静
か
に
語
り
か
け
る
よ
う
な
口
調
な
の
で
そ
れ
に
は
ま
い

っ
た
。
私
の
画
は
ど
う
み
て
も
下
手
で
、
先
生
の
目
の
届
か
な
い
後
ろ
に
席
を

さ
が
す
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
石
脅
像
は
ノ
ッ
ペ
ラ
ポ
ウ
で
光
と
影
だ
け
に
見
え

た
。
そ
ん
な
時
に
か
ぎ
っ
て
先
生
が
私
の
席
に
来
て
、
運
が
悪
い
な
あ
、
一
発

く
る
か
な
あ
、
今
日
で
終
り
か
な
あ
、
そ
ん
な
思
い
で
い
た
。
と
こ
ろ
が
あ
る

時
、
「
君
、
そ
の
描
き
方
だ
、
見
方
だ
、
そ
れ
が
い
い
ん
だ
」
と
言
わ
れ
、
先

生
は
人
の
画
は
直
さ
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
か
ら
は
私
の
画
を
直
し
て
く
れ
て
、

期
末
の
コ
ン
ク
ー
ル
で
は
採
点
順
に
全
員
の
デ
ッ
サ
ン
が
廊
下
に
張
り
出
さ

れ
、
私
は
ト
ッ
プ
だ
っ
た
。
一

寸
の
き
っ
か
け
か
ら
自
信
が
つ
く
も
の
だ
。
久

米
さ
ん
は
精
神
を
鍛
え
て
教
え
る
厳
し
い
先
生
だ
っ
た
。

先
生
た
ち
が
製
作
す
る
の
を
見
て
覚
え
る
こ
と
は
多
か
っ
た
。
津
田
信
夫
先

生
が
現
在
の
国
会
議
事
堂
の
表
玄
関
の
大
扉
を
造
っ
た
が
、
学
校
の
鋳
造
場
の

隣
に
あ
っ
た
別
棟
が
仕
事
場
だ
っ
た
。
時
々
覗
き
に
行
っ
て
、
大
物
造
り
を
目

で
見
て
製
作
法
を
知
っ
た
。
鋳
造
は
鋳
物
と
仕
上
げ
と
色
つ
け
の
技
術
が
も
と

で
、
ブ
ロ
ン
ズ
の
大
扉
は
仕
上
げ
が
実
に
丹
念
だ
っ
た
。
小
諸
懐
古
園
の
「
藤

村
詩
碑
」
の
原
型
を
高
村
豊
周
先
生
が
学
校
の
原
型
室
で
、
蜜
蛾
で

一
字
、

字
、
小
諸
な
る
古
城
の
…
…
の
歌
の
文
字
を
造
っ
た
。
そ
れ
を
見
て
い
て
、
文

字
の
厚
み
、

つ
く
り
方
、
ま
と
め
方
を
覚
え
た
。
後
に
横
浜
の
高
等
学
校
の
大

ぎ
な
校
歌
碑
を
蛾
型
鋳
造
で
私
が
造
っ
た
時
、
学
生
時
代
に
見
て
覚
え
た
こ
と

が
役
に
立
っ
た
と
思
う
。
杉
田
禾
堂
先
生
が
鋳
銅
の
「
構
成
面
形
の
花
瓶
」
を

造
っ
た
時
、
そ
の
色
付
け
を
鋳
金
場
の
色
付
け
室
で
や
っ
て
い
た
。
キ

サ
ゲ
仕

上
（
本
仕
上
）
し
た
花
瓶
の
表
面
を
炭
研
ぎ
し
て
、
そ
れ
か
ら
大
根
お
ろ
し
を

タ
ッ
プ
リ
ぬ
り
つ
け
て
は
洗
い
、
ぬ
り
つ
け
て
は
洗
い
、
こ
れ
の
連
続
で
、
そ

の
つ
ど
す
か
し
て
見
て
は
表
面
を
調
べ
て
い
た
。
こ
れ
で
よ
し
と
い
う
と
こ
ろ

で
タ
ン

パ
ン
槽
に
入
れ
て
す
ば
や
く
引
上
げ
、
青
緑
色
が
か
か
っ
た
半
透
明
の

感
じ
の
色
が
つ
い
た
。

一
寸
し
た
手
脂
が
あ
れ
ば
色
は
斑
に
な
る
。
大
根
お
ろ

し
は
脂
と
り
の
材
料
だ
っ
た
。
坂
口
先
生
が
学
校
の
鋳
造
場
で
、
東
京
医
科
歯

科
専
門
学
校
の
一
メ
ー
ト
ル
位
の
時
鐘
を
造
っ
た
。
原
型
が
出
来
上
っ

て
、
鋳

ほ

ど

型
も
す
ん
で
型
焼
が
は
じ
ま
っ
た
。
火
床
は
火
が
燃
え
さ
か
っ
て
、
今
日
は

”
吹
き
II

だ
な
あ
と
誰
し
も
わ
か
る
と
み
な
頼
ま
れ
な
く
て
も
手
伝
う
。
湯

（
金
属
の
熔
解
し
た
も
の
）
も
冴
え
て
き
て
型
焼
も
よ
し
の
頃
合
を
み
て
湯
を

鋳
型
に
注
入
す
る
。
そ
の
と
き
、
型
の
目
張
り
の
目
で
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
か

を
板
に
の
せ
て
な
す
り
つ
け
ろ
」
の
先
生
の
声
で
、
す
ぐ
さ
ま
そ
の
通
り
や
っ

た
。
そ
れ
で
流
出
は
止
ま
っ
た
が
、
そ
ん
な
大
声
は
初
め
て
だ
っ
た
。
そ
の
あ

と
い
つ
も
の
こ
と
で
、

ら
湯
が
流
れ
出
し
た
。
「
早
く
荒
土
を
団
子
に
し
て
、

た
た
き
つ
け
ろ
、

い
つ
誰
が
頼
ん
だ
か
わ
か
ら
な
い
モ
リ
ソ
バ
が
き
て
、

先
生
も
私
た
ち
も
黙
々
と
食
べ
て
帰
っ
た
。
こ
う
し
て
体
験
か
ら
学
ん
だ
も
の

は
こ
の
上
も
な
い
大
き
な
も
の
と
つ
く
づ
く
思
う
。

坂
口
腫
先
生
は
、
津
田
信
夫
先
生
の

二
年
先
輩
で
、
香
取
秀
真
先
生
の

一
年

後
翡
、
鋳
金
技
術
の
名
手
で
、
円
顔
に
鼻
下
に
髭
を
た
く
わ
え
て
恰
幅
が
よ
く

ロ
数
が
少
な
か
っ
た
。
当
時
の
先
生
は
聞
か
な
け
れ
ば
教
え
て
く
れ
ず
聞
か
れ

れ
ば
教
え
る
と
い
う
や
り
方
だ
っ
た
が
、
坂
口
さ
ん
は
口
よ
り
手
が
先
で
、
聞

荒
土
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け
ば
す
ぐ
来
て
直
し
た
り
、
造
っ
た
り
、
一
緒
に
な
っ
て
や
っ
て
く
れ
た
。
鋳

造
技
術
は
理
論
外
の
コ
ツ
が
あ
る
か
ら
仕
事
の
中
か
ら
覚
え
た
。
坂
口
さ
ん
は

い
つ
も
鋳
造
場
に
い
て
黙
々
と
自
分
の
仕
事
を
し
て
い
た
。
人
と
喋
っ
て
い
る

と
こ
ろ
は
見
た
こ
と
が
な
い
。
展
覧
会
に
出
品
し
た
り
、
美
術
団
体
に
入
っ
た

り
一
切
し
な
か
っ
た
。
学
生
た
ち
は
尊
敬
し
て
い
た
。
愛
称
は
ド
ン
ち
ゃ
ん
、

温
情
の
深
い
先
生
だ
っ
た
。

上
野
の
山
は
、
日
が
暮
れ
る
と
長
い
棒
を
肩
に
し
た
人
が
来
て
一
っ
―
つ
ガ

ス
灯
を
と
も
し
て
い
く
。
森
が
ガ
ス
灯
で
青
白
く
に
ぶ
い
光
に
変
る
と
、
美
校

生
た
ち
は
山
か
ら
下
り
て
街
へ
繰
り
出
し
た
。
屋
根
の
上
に
大
き
な
瓢
を
の
せ

た
堂
々
た
る
店
構
え
の
割
烹
店
「
東
仙
閣
」
で
、
私
た
ち
の
新
入
生
歓
迎
会
を

し
て
く
れ
た
。
そ
の
顔
ぶ
れ
は
、
津
田
信
夫
、
沼
田
一
雅
、
坂
口
腔
、
杉
田
禾

堂
、
高
村
豊
周
の
諸
先
生
と
、
学
生
は
十
三
人
の
上
級
生
に
三
人
の
新
入
生
だ

っ
た
。
そ
れ
は
び
っ
く
り
す
る
よ
う
な
豪
勢
な
会
で
料
理
に
お
銚
子
が
並
ぴ
、

芸
者
が
大
勢
き
た
。
こ
う
い
う
席
は
生
れ
て
初
め
て
出
く
わ
し
た
の
で
、
身
の

お
き
ど
こ
ろ
が
な
く
、
戸
惑
う
ば
か
り
、
上
級
生
の
唄
や
踊
り
に
入
れ
ず
に
芸

者
の
酌
は
受
け
ら
れ
ず
、
緊
張
し
っ
ば
な
し
だ
っ
た
。
先
生
は
悠
然
と
芸
者
相

で
よ
く
行
っ
た
。
そ
の
頃
は
気
風
の
い
い
美
形
の
女
給
さ
ん
が
大
勢
い
て
、
美

校
生
を
大
事
に

し
て
く
れ
た
。

美
校
生
の
唄
と
踊
り
は
天
下
御
免
だ
っ
た
が
、
銀
座
の
資
生
堂
角
の
交
番
で

は
大
目
玉
を
い
た
だ
い
た
。
銀
座
方
面
に
な
る
と
通
用
し
な
か
っ
た
。
彫
刻
の

石
井
鶴
―
―
一
の
学
生
時
代
〔
明
治
三
十
八
年
S
四
十
三
年
〕
に
相
撲
が
非
常
に
強

く
て
、
美
校
が
学
生
相
撲
の
雄
と
な
っ
た
。
学
生
相
撲
大
会
の
会
場
は
両
国
の

国
技
館
で
、
応
援
団
の
奇
想
天
外
の
有
名
な
応
援
が
さ
れ
た
。
各
自
勝
手
に
仮

手
に
よ
ろ
し
く
や
っ
て
い
た
。
カ
フ
ェ
ー
「
新
世
界
」
は
大
き
な
西
洋
風
の
店

装
に
扮
し
た
集
団
が
、
突
如
奇
声
を
発
し
網
に
ぶ
ら
さ
が
っ
て
注
目
を
集
め
、

得
意
の
唄
と
踊
り
が
始
ま
る
。
そ
し
て
そ
の
あ
と
に
必
ず

「
負
け
て
や
ー
れ
、

負
け
て
や
ー
れ
、
負
け
て
や
ー
れ
」
の
合
唱
が
何
回
も
続
い
た
。

⑧

『

美
術
研
究
』

昭
和
四
年
二
月
、
校
友
会
文
芸
部
よ
り
『
美
術
研
究
』
が
創
刊
さ
れ
た
。

『
東
京
美
術
学
校
校
友
会
月
報
』
第
二
十
八
巻
第
二
号
の
「
文
芸
部
記
事
」
に

は
「
『
美
術
研
究
』
編
集
部
よ
り
」
と
題
し
て
岡
田
秀
雄
が
そ
の
紹
介
記
事
を

寄
せ
て
お
り
、
冒
頭
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

り
出
さ
れ
る
事
に
な
り
ま
し
た
。

演
劇
部
、
圏
書
部
、
近
代
藝
術
研
究
部
の
三
部
の
提
唱
の
下
に
霊
策
さ

れ
、
そ
の
創
刊
琥
を
前
學
期
末
に
至
っ
て
漸
く
出
す
事
の
出
来
た
『
美
術
研

究
』
は
、
其
後
、
文
藝
部
内
の
映
聾
部
及
び
ニ
ス
ペ
ラ
ン
ト
部
の
加
入
に
依

つ
て
、
故
に
第
四
琥
は
五
郡
共
同
の
研
究
焚
表
機
関
と
し
て
諸
君
の
前
に
送

五
郡
の
機
闘
紙
と
は
言
へ
、
同
人
雑
誌
と

を
代
表
し
、
或
は
小
敷
の
生
徒
の
言
論
の
機
闘
と
し
て
存
在
す
る
も
の
で
は

な
く
、
宜
に
新
し
い
美
校
の
精
神
と
元
氣
澄
剌
た
る
全
校
生
徒
の
抱
負
を
反

映
し
つ
4
あ
る
も
の
と
言
は
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
で
あ
り
ま
す
か
ら
、

こ
の
雑
誌
に
は
、
新
時
代
の
美
術
に
到
す
る
吾
々
の
悦
び
、
不
安
、
疑
惑
、

襖
悩
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
そ
の
中
に
包
括
せ
ら
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
雑
誌
は
文
芸
部
の
生
徒
が
自
主
的
に
発
行
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、

当
時
一
般
の
学
生
の
間
で
盛
ん
で
あ
っ
た
左
翼
思
想
と
関
連
が
あ
っ
た
点
で
、

類
を
異
に
す
る
こ
の
『
美
術
研
究
』
は
、
決
し
て
、

一
部
の
愛
好
家
の
慈
志
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