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︻
特
集
の
趣
旨
︼

運
営
委
員
会

恐
怖
を
扱
う
文
学
は
、
古
来
よ
り
読
者
を
戦
慄
さ

せ
る
と
同
時
に
魅
了
し
て
き
た
。
恐
怖
は
、
人
間
の

根
源
的
な
感
情
で
あ
る
と
し
ば
し
ば
言
わ
れ
る
が
、

そ
れ
は
恐
怖
が
時
代
と
無
縁
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し

な
い
。
文
学
は
む
し
ろ
、
恐
怖
が
特
定
の
歴
史
状
況

に
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
可
視
化
し
て
き

た
。
文
学
が
描
く
恐
怖
の
諸
相
の
な
か
で
も
、
特
権

的
モ
チ
ー
フ
で
あ
り
つ
づ
け
て
い
る
も
の
は
、
亡
霊

で
あ
ろ
う
。
近
代
文
学
に
お
い
て
も
泉
鏡
花
を
は
じ

め
、
川
端
康
成
、
そ
し
て
村
上
春
樹
に
至
る
ま
で
、

亡
霊
は
多
く
の
文
学
者
た
ち
に
と
っ
て
モ
チ
ー
フ
で

あ
り
つ
づ
け
た
。
な
い
は
ず
の
も
の
が
あ
る（
い
る
）

六

月

例

会

発

表

要

旨

特
集亡

霊
の
近
代
文
学

と
い
う
事
態
。そ
れ
は
現
在
と
い
う
平
穏
を
攪
乱
し
、

人
々
を
恐
怖
に
陥
れ
る
。

文
学
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
立
ち
現
れ
る
亡
霊
た
ち

は
、
そ
の
時
代
の
政
治
・
文
化
状
況
と
さ
ま
ざ
ま
な

つ
な
が
り
を
も
っ
て
い
た
。た
と
え
ば
明
治
期
に
は
、

伝
統
的
な
海
の
怪
異
譚
で
あ
っ
た
船
幽
霊
の
話
が
ノ

ル
マ
ン
ト
ン
号
事
件
と
結
び
付
け
ら
れ
、
森
鷗
外
の

『
鼠
坂
』
で
は
日
露
戦
時
の
性
暴
力
を
背
景
と
す
る

怪
異
が
語
ら
れ
た
。
戦
後
で
は
、松
谷
み
よ
子
の『
現

代
民
話
考
』
に
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
に
ま
つ
わ
る

怪
談
が
多
く
収
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
沖
縄
を
舞

台
と
す
る
目
取
真
俊
の
小
説
や
、
阪
神
・
淡
路
大
震

災
や
東
日
本
大
震
災
以
降
の
震
災
後
文
学
に
も
亡
霊

が
登
場
す
る
。
も
し
、
文
学
の
想
像
力
が
抑
圧
や
忘

却
に
抵
抗
す
る
も
の
と
し
て
亡
霊
を
描
い
て
い
る
の

だ
と
す
れ
ば
、近
年
注
目
さ
れ
て
い
る「
憑
在
論
」は
、

埋
葬
さ
れ
よ
う
と
し
た
過
去
の
痕
跡
を
現
在
の
事
象

と
し
て
取
り
出
す
概
念
装
置
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る

こ
と
も
で
き
よ
う
。
亡
霊
の
憑
在
が
、「
現
在
時
間

の
中
で
経
験
さ
れ
る
過
去
」
と
い
う
時
制
の
混
乱
を

指
し
示
す
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
現
在
に
甦
る
亡
霊

た
ち
は
、
私
た
ち
を
ど
の
よ
う
な
恐
怖
に
陥
れ
る
の

だ
ろ
う
か
。

他
方
に
は
、
感
染
、
増
殖
、
免
疫
な
ど
と
い
っ
た

現
在
進
行
形
の
時
制
を
も
つ
恐
怖
を
伝
え
る
文
学
も

あ
る
。
鈴
木
光
司
『
リ
ン
グ
』
の
よ
う
に
、
無
限
に

反
復
可
能
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
生
み
出
す
近
未
来
像

と
、
亡
霊
の
モ
チ
ー
フ
と
が
重
ね
ら
れ
た
恐
怖
は
、

そ
の
映
像
化
と
も
相
ま
っ
て
、
当
時
の
読
者
・
視
聴

者
に
衝
撃
を
与
え
た
。ま
た
小
野
不
由
美『
残
穢
』は
、

死
者
が
出
た
家
に
転
居
し
た
人
間
に
そ
の
「
穢
れ
」

が
次
々
と
感
染
し
て
い
く
恐
怖
を
描
き
、
亡
霊
と
パ

ン
デ
ミ
ッ
ク
を
同
義
に
扱
う
こ
と
で
都
市
空
間
の
問

題
性
を
浮
き
彫
り
に
し
た
。

亡
霊
モ
チ
ー
フ
の
歴
史
的
条
件
に
注
目
し
な
が
ら

恐
怖
の
文
学
的
表
現
を
検
証
し
、
恐
怖
の
表
現
に
潜

む
政
治
性
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
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政
治
・
怪
談
・
女

倉
　
田
　
容
　
子

「
恐
怖
の
文
学
的
表
現
」
は
、
原
初
的
な
信
仰
や

口
碑
の
み
な
ら
ず
、
宗
教
思
想
や
時
々
の
制
度
・
規

範
に
応
じ
て
作
ら
れ
て
き
た
。
現
在
我
々
が
抱
く
幽

霊
の
イ
メ
ー
ジ
が
種
々
の
「
専
門
家
」
に
よ
っ
て
制

作
・
脚
色
さ
れ
た
物
語
の
所
産
で
あ
る
こ
と
は
、
近

世
文
学
研
究
の
領
域
に
お
い
て
多
方
面
か
ら
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
怪
異
の
系
譜
を
、
近
代
文
学
は
ど
の
点
に
お

い
て
継
承
し
、ま
た
ど
の
よ
う
に
変
化
さ
せ
た
の
か
。

政
治
小
説
の
書
き
手
で
あ
る
宮
崎
夢
柳
は
、「
恐
怖

の
文
学
的
表
現
」
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
た
一
人
で

あ
る
。
代
表
作「
鬼
啾
啾
」（
一
八
八
四
〜
一
八
八
五
）

で
は
「
従
来
死
刑
に
処
せ
ら
れ
た
る
幾
百
千
の
虚
無

党
の
幽
魂
」
が
「
啾
啾
た
る
哭
声
」
を
響
か
せ
、「
冤

枉
の
鞭
笞
」（
一
八
八
二
）
で
は
目
を
瞋
ら
し
た
「
髑

髏
」
が
「
此
恨
今
に
晴
さ
で
置
く
べ
き
か
」
と
魯
西

亜
政
府
へ
の
恨
み
を
語
る
。
こ
れ
ら
に
は
大
蘇
（
月

岡
）
芳
年
ら
の
挿
絵
が
付
さ
れ
、
悲
惨
な
監
獄
の
有

様
や
テ
ロ
リ
ス
ト
の
佳
人
の
姿
と
と
も
に
、
お
ど
ろ

お
ど
ろ
し
い
髑
髏
や
燐
火
が
紙
面
を
飾
っ
た
。

こ
う
し
た
「
幽
魂
」
の
表
現
に
は
二
つ
の
ル
ー
ツ

が
求
め
ら
れ
て
き
た
。
一
つ
は
漢
文
脈
で
あ
り
、
い

ま
一
つ
は
戯
作
の
文
脈
で
あ
る
。
と
く
に
「
恐
怖
」

の
側
面
に
光
を
当
て
た
の
は
後
者
の
見
方
で
あ
り
、

夢
柳
と
三
遊
亭
円
朝
に
共
通
性
を
見
出
す
飛
鳥
井
雅

道
は
、「
江
戸
以
来
の
内
発
的
近
代
へ
の
指
向
」（「
民

権
文
学
の
先
見
性
」）
を
読
み
取
っ
た
。
だ
が
、
土

地
の
信
仰
を
「
土
人
の
野
蛮
蒙
昧
」
と
捉
え
る
巡
遊

記
「
芸
郡
紀
遊
」
の
ま
な
ざ
し
や
、「
絵
入
自
由
新
聞
」

や
「
自
由
燈
」
に
通
底
す
る
「
愚
痴
文
盲
な
る
下
等

社
会
」
に
「
平
権
主
義
の
苗
を
植
つ
け
」（
桜
田
百

衛
「
絵
入
自
由
新
聞
此
不
自
由
社
会
に
産
る
」）
る

と
い
う
使
命
感
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
見
方
に

は
再
検
討
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
怪
談
的
要
素
は
な
ぜ
導
入
さ
れ
た
の

か
。
ま
た
そ
れ
は
、
テ
ロ
リ
ス
ト
の
女
性
像
や
「
赤

痢
壊
血
そ
の
他
の
怖
ろ
し
き
悪
病
」（「
鬼
啾
啾
」）

が
蔓
延
す
る
不
衛
生
な
監
獄
の
表
象
と
ど
の
よ
う
に

関
わ
っ
て
い
る
か
。
夢
柳
の
描
い
た
「
幽
魂
」
の
検

討
を
通
し
て
、
近
代
に
お
け
る
「
恐
怖
の
文
学
的
表

現
」
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
問
題
を
検
討
す
る
糸
口
を
探

り
た
い
。

死
者
と
し
て
の
「
私
」

─
─
戦
後
の
川
端
康
成
に
お
け
る
「
亡
霊
」
の

方
法
─
─

仁
　
平
　
政
　
人

「
私
の
生
涯
は
（
中
略
）
す
で
に
終
つ
た
と
、
今

は
感
ぜ
ら
れ
て
な
ら
な
い
」（「
島
木
健
作
追
悼
」、

一
九
四
五
・
一
一
）
─
─
敗
戦
後
に
川
端
康
成
は
、

こ
の
よ
う
に
自
ら
を「
死
ん
だ
も
の
」（
同
前
）と
し
、

「
亡
霊
」
的
な
「
残
生
」
を
生
き
て
い
る
と
す
る
よ

う
な
発
言
を
繰
り
返
し
行
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
発

言
は
多
く
の
場
合
、
川
端
の
「
日
本
（
古
典
）
回
帰

宣
言
」
と
い
う
文
脈
で
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
だ
が
、

本
発
表
で
目
を
向
け
た
い
の
は
、
こ
う
し
た
発
言
を

あ
る
意
味
で
引
き
継
ぐ
よ
う
に
、
戦
後
の
川
端
の
小

説
に
お
い
て
は
生
と
死
の
錯
綜
し
た
関
わ
り
が
繰
り

返
し
提
示
さ
れ
、ま
た「
亡
霊
」な
い
し「
幽
霊
」が
、

作
中
に
多
様
な
形
で
現
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。

す
な
わ
ち
、
死
者
を
語
り
手
と
し
、
生
者
と
死
者
と

の
関
係
を
重
層
的
に
問
う
短
編
「
地
獄
」（
一
九
五

〇
年
）
や
、〈
幽
霊
ト
ン
ネ
ル
〉
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を

外
枠
と
し
、「
生
き
た
ま
ま
の
幽
霊
の
や
う
」
な
老
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作
家
と
の
関
わ
り
を
描
く
短
編
「
無
言
」（
一
九
五

三
年
）
な
ど
の
よ
う
な
幽
霊
譚
的
な
性
格
を
も
つ
小

説
が
複
数
発
表
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
以

外
の
小
説
で
も
、「
亡
霊
」
や
「
幽
霊
」
に
ま
つ
わ

る
レ
ト
リ
ッ
ク
が
物
語
内
容
と
深
く
関
わ
る
形
で
た

び
た
び
導
入
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
生
／
死
、

現
実
／
非
現
実
、
現
在
／
過
去
な
ど
の
境
界
は
し
ば

し
ば
流
動
化
し
、
ま
た
存
在
と
非
在
の
あ
わ
い
に
あ

る
よ
う
な
事
象
が
不
意
に
到
来
し
て
、
作
中
の
主
体

に
慄
き
や
怯
え
を
も
た
ら
し
て
い
く
。

も
ち
ろ
ん
、旧
制
高
校
時
代
の
習
作
「
ち
よ
」（
一

九
一
九
年
）
に
お
い
て
「
亡
霊
」
に
憑
か
れ
る
恐
怖

が
モ
チ
ー
フ
と
さ
れ
、
ま
た
大
正
末
か
ら
戦
前
期
ま

で
の
小
説
で
は
心
霊
学
の
知
見
が
多
様
に
活
用
さ
れ

て
い
た
と
い
う
こ
と
も
示
す
よ
う
に
、
川
端
文
学
に

お
い
て「
霊
」的
な
も
の
へ
の
関
心
は
一
貫
し
て
あ
っ

た
と
も
み
ら
れ
る
。
だ
が
、
戦
前
ま
で
の
川
端
テ
ク

ス
ト
で
は
、
例
え
ば
亡
霊
の
出
現
の
よ
う
な
モ
チ
ー

フ
は
例
外
的
な
ま
で
に
少
な
い
と
い
う
こ
と
も
注
意

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
そ
れ
は
、
川
端
の
心
霊

学
に
対
す
る
批
評
的
な
関
わ
り
方
と
も
対
応
し
て
い

る
）。
そ
の
意
味
で
「
亡
霊
」
と
い
う
問
題
は
、
川

端
文
学
の
戦
前
〜
戦
後
の
連
続
性
と
切
断
を
問
う
一

つ
の
有
効
な
視
角
と
も
な
り
得
よ
う
。

本
発
表
で
は
短
編
「
地
獄
」
の
分
析
を
起
点
と
し

て
、
戦
後
の
川
端
に
お
け
る
「
亡
霊
」
の
方
法
的
な

性
格
と
、
そ
の
射
程
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
を
課

題
と
し
た
い
。

講
演　

カ
タ
リ
論
の
亡
霊
論
的
転
回
に

む
け
て

─
─
レ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
る
〈
亡
霊
〉
へ
の
生
成

変
化

高
　
木
　
　
　
信

本
発
表
で
は
、〈
怨
霊
／
御
霊
／
亡
霊
〉
と
い
う

分
類
を
取
り
入
れ
る
。
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
『
マ
ル

ク
ス
の
亡
霊
た
ち
』（
藤
原
書
店　

一
九
九
三
↓
二

〇
〇
七
）
は
、“Spectres”

で
〈
亡
霊
〉
を
表
し

て
い
る
。
貨
幣
や
言
語
の
あ
り
方
が
こ
の
亡
霊
的
な

も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
〈
亡
霊
〉
が
象
徴
界

に
定
位
さ
れ
る
と
き
に
は
、
亡
霊
性
は
抹
消
さ
れ
て

い
る
は
ず
で
あ
る
（
で
な
け
れ
ば
交
換
も
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
も
不
可
能
な
の
で
は
な
い
か
）。
そ
こ

で
、象
徴
界
に
回
帰
さ
せ
ら
れ
る
死
者
を
怨
霊
と
し
、

共
同
体
や
国
家
に
利
用
さ
れ
る
も
の
と
定
義
し
た
。

出
会
う
こ
と
も
名
指
す
こ
と
さ
え
不
可
能
な
、
時
間

や
空
間
と
に
よ
っ
て
は
け
っ
し
て
固
定
化
さ
れ
な
い

死
者
（
そ
の
意
味
で
イ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
ト
的
で
も
あ

る
）
を
〈
亡
霊
〉
と
定
義
し
た
（
高
木
信
『
平
家
物

語　

装
置
と
し
て
の
古
典
』（
春
風
社　

二
〇
〇
八
）

第
Ⅲ
部
参
照
）。

今
回
は
最
近
模
索
し
て
い
る
（
た
と
え
ば
、
高
木

信
「
カ
タ
リ
（
語
り
／
騙
り
）
の
亡
霊
論

（hantologie

）
的
転
回
に
む
け
て
、
あ
る
い
は
主

体
の
欲
望
の
生
成
」（「
物
語
研
究　

第
17
号
」
二
〇

一
七
））、〈
亡
霊
〉
を
現
実
界
と
し
、〈
怨
霊
〉
を
象

徴
界
と
す
る
枠
組
み
の
な
か
で
、
い
か
に
し
て
不
可

能
な
亡
霊
論
的
主
体
が
生
成
し
う
る
の
か
、
そ
し
て

そ
の
よ
う
な
〈
亡
霊
〉
を
語
る
／
亡
霊
が
語
る
テ
ク

ス
ト
が
ど
の
よ
う
に
し
て
生
成
で
き
る
の
か
（
あ
る

い
は
で
き
な
い
の
か
）
を
、
言
説
の
分
析
を
通
し
て

考
え
て
い
き
た
い
。

出
発
点
と
し
て
は
、
一
人
の
人
物
の
声
を
、
シ
テ
・

ワ
キ
（
と
き
に
は
ツ
レ
も
含
め
て
）・
地
謡
、
そ
し

て
見
所
の
観
客
と
で
分
有
し
な
が
ら
、
他
者
へ
と
生

成
変
化
し
て
い
く
謡
曲
に
置
く
。
そ
こ
に
あ
る
修
辞

法
も
ま
た
、
こ
れ
ら
の
生
成
変
化
を
起
こ
す
流
れ
の

一
部
で
あ
る
こ
と
を
考
察
し
な
が
ら
、
日
本
文
芸
テ

ク
ス
ト
の
亡
霊
論
的
存
在
形
態
が
な
に
ゆ
え
可
能
と
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な
る
の
か
を
見
つ
め
た
い
。

扱
う
テ
ク
ス
ト
は
ま
だ
未
定
で
あ
る
が
、
可
能
な

ら
ば
、
死
者
、
動
物
と
い
っ
た
非
人
間
的
領
域
に
あ

る
と
近
代
的
理
性
が
考
え
て
い
る
〈
異
者
〉
へ
の
生

成
変
化
を
内
包
す
る
謡
曲
を
素
材
に
で
き
る
か
と

思
っ
て
い
る
。日
本
文
芸
の
カ
タ
リ（
デ
ノ
テ
ー
シ
ョ

ン
的
語
り
／
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
的
騙
り
）、
お
よ
び

亡
霊
論
的
主
体
性
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
た
ら
と
思
う
。

大
学
院
在
籍
会
員
の
資
格
期
間
延
長
に
つ
い
て

二
〇
一
八
年
五
月
二
六
日
の
総
会
に
お
い
て
、
大
学
院
在
籍
会
員

の
資
格
期
間
に
つ
い
て
審
議
が
行
わ
れ
、
現
行
の
「
入
会
後
5
年
間
」

を
「
入
会
後
10
年
間
」
と
改
正
す
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
ま
し
た
（
日

本
近
代
文
学
会
会
則
「
付
則
1
」）。
つ
き
ま
し
て
は
、
左
記
の
よ
う

な
経
過
措
置
を
取
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
の
で
、
該
当
さ
れ
る
方
は
、

よ
ろ
し
く
お
手
続
き
く
だ
さ
い
。

・
か
つ
て
大
学
院
在
籍
会
員
で
あ
り
、
現
在
一
般
会
員
で
あ
る
方
の

う
ち
、
大
学
院
に
在
籍
さ
れ
て
い
る
方
は
、「
日
本
近
代
文
学
会
大

学
院
在
籍
会
員
減
額
再
申
請
書
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
（
申
請

書
は
、
日
本
近
代
文
学
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

し
て
く
だ
さ
い
。
大
学
院
に
在
籍
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
な

ど
の
提
出
は
不
要
で
す
）。
二
〇
一
九
年
度
よ
り
5
年
間
、
改
め
て

大
学
院
在
籍
会
員
の
資
格
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

・
現
在
大
学
院
在
籍
会
員
で
あ
る
会
員
は
、
資
格
期
間
が
5
年
か
ら

10
年
に
自
動
的
に
延
長
さ
れ
ま
す
。
改
め
て
申
請
し
て
い
た
だ
く

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
（
所
属
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
必
ず
ご
連

絡
く
だ
さ
い
）。

・
新
た
に
入
会
さ
れ
る
大
学
院
在
籍
会
員
は
、
入
会
後
10
年
間
が
資

格
期
間
と
な
り
ま
す
。
入
会
時
に
「
日
本
近
代
文
学
会
大
学
院
在

籍
会
員
会
費
減
額
申
請
書
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
（
申
請
書
は
、

日
本
近
代
文
学
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
く

だ
さ
い
）。

大
学
院
在
籍
会
員
の
申
請
手
続
き
は
、
お
茶
の
水
学
術
事
業
会　

日
本
近
代
文
学
会
係
宛
て
で
お
願
い
し
ま
す
。


