
編
集
委
員
（
元
し
た
ま
ち
支
局
長
）植

木
幹
雄

コ
ラ
ム
の
類
は
、
書
き
た
い
こ
と
が
多
い
と
、
ど
の

話
を
書
こ
う
か
か
な
り
迷
い
ま
す
。
悩
ん
だ
末
今
回
も
、

や
は
り
歴
史
に
ま
つ
わ
る
お
話
。

十
月
四
日
朝
刊
の
外
報
面
に
あ
っ
た
短
い
囲
み
記
事

に
目
が
引
き
つ
け
ら
れ
ま
し
た
。
内
容
は
、
ド
イ
ツ
が

第
一
次
世
界
大
戦
（
一
九
一
四
～
一
九
年
）
の
敗
戦
で

生
じ
た
賠
償
金
の
う
ち
、

後
ま
で
残
っ
て
い
た
利
子

分
七
千
万
ユ
ー
ロ
（
約
八
十
億
円
）
を
支
払
っ
た
と
い

う
記
事
で
す
。

も
う
一
世
紀
近
く
た
っ
て
い
ま
す
。
記
事
を
読
ん
で

い
る
と
、
戦
争
終
結
で
戦
勝
国
が
ド
イ
ツ
弱
体
化
の
た

め
、
莫
大
な
賠
償
金
を
請
求
し
、
こ
の
た
め
に
ド
イ
ツ

経
済
は
混
乱
、
ヒ
ト
ラ
ー
率
い
る
ナ
チ
ス
が
台
頭
し
、

支
払
い
拒
否
。
東
西
ド
イ
ツ
の
統
一
で
、
支
払
い
が
進

み
出
し
た
、
と
い
う
話
で
す
。
何
し
ろ
一
九
一
四
年
に

一
ド
ル
四
・
二
マ
ル
ク
だ
っ
た
為
替
レ
ー
ト
が
、
一
九

二
三
年
に
は
四
兆
マ
ル
ク
を
超
え
る
わ
け
で
す
か
ら
、

こ
れ
は
天
文
学
的
な
イ
ン
フ
レ
で
す
。
中
学
か
高
校
の

教
科
書
で
、
荷
車
に
お
札
を
積
ん
で
買
い
物
す
る
ド
イ

ツ
国
民
の
写
真
を
見
た
人
も
多
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ

か
ら
数
年
で
世
界
大
恐
慌
で
す
。

戦
勝
国
の
欧
米
列
強
は
、
当
時
多
く
の
植
民
地
を
抱

え
、
苦
し
み
な
が
ら
も
ブ
ロ
ッ
ク
経
済
で
乗
り
切
り
ま

す
が
、
ド
イ
ツ
、
統
一
が
遅
れ
て
あ
ま
り
植
民
地
の
な
い

イ
タ
リ
ア
、
日
本
が
欧
米
の
ま
ね
を
し
て
植
民
地
の
拡
大

を
図
り
、
第
二
次
世
界
大
戦
が
始
ま
り
ま
す
。
で
も
戦
後

ド
イ
ツ
は
、
ナ
チ
ス
時
代
を
国
の
歴
史
と
し
て
総
括
し
、

今
で
も
過
ち
は
過
ち
と
し
て
、
厳
し
く
律
し
て
い
ま
す
。

こ
の
記
事
は
歴
史
の
重
み
。
そ
し
て
、
現
社
会
が
、
長

い
歴
史
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
教
え
て
い
ま
す
。

こ
の
記
事
を
読
み
な
が
ら
、
ふ
と
、
あ
る
米
国
議
会
決

議
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
一
九
七
五
年
に
南
北
戦
争
（
一

八
六
一
～
六
五
年
）
で
敗
軍
と
な
っ
た
南
軍
の
指
揮
官
ロ

バ
ー
ト
・
エ
ド
ワ
ー
ド
・
リ
ー
将
軍
の
市
民
権
復
活
決
議

で
す
。
こ
れ
も
百
年
以
上
す
ぎ
て
も
、
た
だ
す
べ
き
は
た

だ
す
と
い
う
「
け
じ
め
」
を
感
じ
ま
す
。
西
部
劇
の
好
き

な
方
は
、
知
っ
て
い
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
南
北
戦
争

後
の
騎
兵
隊
で
も
、
南
軍
出
身
者
は
低
い
階
級
に
抑
え
ら

れ
る
な
ど
差
別
が
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
の
決
議
で
、
南
軍

側
の
名
誉
ま
で
回
復
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
、
形

の
上
と
は
い
え
、
大
き
な
意
味
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
勇

気
あ
る
歴
史
の
修
正
と
言
え
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

そ
も
そ
も
、
リ
ー
将
軍
は
奴
隷
制
度
に
は
反
対
の
立
場

で
、
出
身
地
の
関
係
で
南
軍
を
率
い
た
と
い
う
い
き
さ
つ

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
北
軍
イ
コ
ー
ル
奴
隷
解
放
の
正
義
の

味
方
、
南
軍
が
奴
隷
制
度
維
持
の
悪
役
と
い
う
見
方
が
間

違
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
後
の
歴
史
が
証
明
し
て
い
ま
す
。

さ
て
、
日
本
。
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。

あ
る
神
社
の
銅
版
に
は
、
幕
末
期
の
出
来
事
と
し
て
、

新
政
府
軍
の
大
村
益
次
郎
の
紹
介
の
な
か
で
、
奥
州
の
乱

を
鎮
め
た
云
々
と
い
う
功
績
が
書
か
れ
た
ま
ま
。

「
乱
」
。
う
ー
ん
。
ど
ん
な
歴
史
書
を
読
ん
で
も
、
挙
兵

し
た
の
は
新
政
府
軍
側
で
、
言
っ
て
み
れ
ば
ク
ー
デ
タ
ー
。

「
乱
」
も
「
ク
ー
デ
タ
ー
」
も
正
義
が
ど
ち
ら
に
あ
る
の

か
、
判
断
は
極
め
て
難
し
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
歴
史
に
詳
し
い
方
な
ら
ご
存
じ
で
し
ょ
う
が
、

現
在
の
定
説
で
は
戊
辰
戦
争
で
東
北
の
諸
藩
が
奥
州
列
藩

同
盟
を
結
成
し
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
新
政
府
軍

の
標
的
に
さ
れ
て
恭
順
の
意
を
示
す
会
津
藩
救
済
が
目
的

で
、
軍
事
的
な
意
味
合
い
は
希
薄
で
す
。
で
も
、
攻
め
ら

れ
た
ら
、
戦
う
か
降
参
す
る
か
し
か
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、

「
乱
」
と
言
わ
れ
る
と
、
歴
史
観
が
ゆ
が
ん
で
き
ま
す
。

こ
れ
は
個
人
的
な
思
い
も
あ
る
の
で
、
取
り
あ
え
ず
置

く
と
し
て
、
問
題
は
国
と
し
て
の
歴
史
観
。

尖
閣
諸
島
、
北
方
領
土
問
題
な
ど
、
こ
と
あ
る
ご
と
に
、

政
府
が
う
ろ
た
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
私
だ
け
で

し
ょ
う
か
。

あ
る
時
、
歴
史
の
教
授
と
話
し
て
い
て
、
日
本
は
歴
史

に
学
ぶ
と
い
う
姿
勢
が
欠
け
て
い
る
こ
と
、
そ
の
場
し
の

ぎ
の
判
断
が
多
い
と
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
理
由
は
、

日
本
が
明
確
な
歴
史
観
を
持
っ
て
い
な
い
か
ら
だ
と
い
い

ま
す
。

確
か
に
、
日
本
と
い
う
国
家
の
歴
史
観
が
、
歴
史
教
科

書
の
検
定
で
し
か
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
思
い
も
あ
り
ま
す
。

深
謀
遠
慮
、
複
雑
な
外
交
交
渉
の
荒
波
を
く
ぐ
り
続
け
て

き
た
欧
米
に
は
、
過
去
に
学
ん
で
い
る
と
い
う
し
っ
か
り

し
た
ス
タ
ン
ス
を
感
じ
ま
す
。
何
故
今
、
こ
う
な
っ
て
い

る
か
を
考
え
る
と
歴
史
が
見
え
て
き
ま
す
。

今
、
通
勤
時
間
を
使
っ
て
「
提
督
達
の
遺
稿
」
と
い
う

本
を
読
ん
で
い
ま
す
。
戦
後
、
旧
海
軍
有
史
が
、
提
督
と

呼
ば
れ
た
少
将
以
上
の
生
き
残
り
の
戦
史
を
ま
と
め
た
も

の
で
す
。
で
か
い
上
に
、
上
下
合
わ
せ
て
八
セ
ン
チ
近
い

厚
さ
の
本
で
な
か
な
か
進
み
ま
せ
ん
が
、
貴
重
な
証
言
集

と
し
て
読
破
す
る
つ
も
り
で
す
。

近
、
終
戦
記
念
日
よ

り
、
太
平
洋
戦
争
開
戦
に
至
る
道
筋
を
調
べ
る
ほ
う
が
、

重
要
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
か
ら
で
す
。
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