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府
県
に
よ
っ
て
差
が
あ
り
、
福
岡
県
の
一
七
冊

が
最
も
多
く
、
対
し
て
県
の
雑
誌
出
版
状
況

の
概
括
に
と
ど
ま
り
雑
誌
の
立
項
数
が
０
冊

と
な
っ
た
県
（
滋
賀
県
と
島
根
県
）
も
存
在
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
は
本
事
典
の
瑕
疵

を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
本
事
典
で
は
、
個
々

の
雑
誌
に
つ
い
て
だ
け
で
な
く
、
各
都
道
府
県

の
出
版
状
況
に
つ
い
て
も
「
扉
」
と
し
て
概
説

が
付
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
滋
賀
県
と
島
根

県
に
お
い
て
総
合
文
芸
雑
誌
を
立
項
す
る
こ
と

の
困
難
さ
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
〈
地

方
〉
と
い
う
語
で
は
包
括
で
き
な
い
、
都
道
府

県
毎
の
出
版
状
況
を
本
事
典
に
よ
っ
て
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

＊

　

さ
て
、
本
事
典
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
〈
地
方
〉

と
い
う
語
を
め
ぐ
っ
て
は
、
本
事
典
の
あ
と
が

き
で
大
原
祐
治
氏
が
既
に
指
摘
を
受
け
た
と
言

及
す
る
よ
う
に
限
界
や
問
題
を
内
包
し
て
は
い

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
方
に
お
い
て
、
〈
地

方
〉
と
い
う
言
葉
を
抜
き
に
し
て
占
領
期
の
雑

本
と
ど
の
よ
う
に
向
き
合
う
の
か
、
そ
の
視
座

を
〈
地
方
総
合
文
芸
雑
誌
〉
と
い
う
枠
組
み
か

ら
供
し
て
く
れ
る
。

　

こ
こ
で
本
事
典
の
構
成
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

本
事
典
は
、
上
巻
・
下
巻
・
別
冊
の
構
成
を
と
っ

て
お
り
、
上
巻
が
東
日
本
編
、
下
巻
が
西
日
本

編
、
そ
し
て
別
冊
で
は
雑
誌
タ
イ
ト
ル
索
引
や

人
名
索
引
、
資
料
保
存
機
関
一
覧
等
を
収
録
し

て
い
る
。
な
お
、
各
雑
誌
は
Ａ
ラ
ン
ク
あ
る
い

は
Ｂ
ラ
ン
ク
に
ラ
ン
ク
分
け
さ
れ
て
お
り
、
ラ

ン
ク
に
よ
っ
て
文
量
が
異
な
っ
て
い
る
。
基
本

項
目
と
し
て
は
、
書
誌
事
項
や
「
創
刊
の
経
緯
」
、

「
主
な
執
筆
者
」
、
「
特
徴
あ
る
誌
面
」
、
「
Ｇ
Ｈ

Ｑ
に
よ
る
検
閲
」
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
と
り

わ
け
、
「
創
刊
の
経
緯
」
な
ら
び
に
「
特
徴
あ

る
誌
面
」
の
項
目
か
ら
は
、
雑
誌
の
雰
囲
気
を

掴
む
こ
と
が
で
き
る
。

　

掲
載
さ
れ
て
い
る
雑
誌
群
に
つ
い
て
は
都
道

　

本
事
典
は
そ
の
タ
イ
ト
ル
が
示
す
と
お
り
、

Ｇ
Ｈ
Ｑ
占
領
下
に
各
都
道
府
県
に
お
い
て
発
行

さ
れ
た
総
合
文
芸
雑
誌
を
対
象
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
占
領
期
の
雑
誌
研
究
を
め
ぐ
っ
て
は
既

に
多
く
の
蓄
積
が
あ
り
、
と
り
わ
け
、
占
領
下

に
お
け
る
検
閲
の
産
物
で
あ
る
プ
ラ
ン
ゲ
文
庫
、

そ
し
て
（1
世
紀
メ
デ
ィ
ア
研
究
所
に
よ
る
同
文

庫
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
存
在
は
大
き
く
、
本
事

典
は
そ
の
補
完
的
役
割
を
担
う
も
の
と
し
て
、

序
論
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
本

事
典
は
プ
ラ
ン
ゲ
文
庫
の
補
完
の
み
に
終
始
し

て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
、
プ
ラ
ン
ゲ
文
庫
自
体

が
占
領
下
の
日
本
に
お
い
て
刊
行
さ
れ
た
出
版

物
を
網
羅
的
に
収
集
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の

収
集
数
は
膨
大
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
膨
大
な

資
料
群
を
ど
の
よ
う
に
活
用
す
る
の
か
、
研
究

者
は
そ
の
視
点
を
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
本

事
典
は
プ
ラ
ン
ゲ
文
庫
、
ひ
い
て
は
占
領
期
日

■
書
評

石
川
巧
・
大
原
祐
治
編
『
占
領
期
の
地
方
総
合
文
芸
雑
誌
事
典
』

森 

祐
香
里
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激
を
与
え
た
」
雑
誌
と
し
て
高
く
評
価
し
て
い

る
。
本
事
典
で
は
高
橋
秀
太
郎
氏
が
「
総
じ
て
、

中
央
文
壇
、
あ
る
い
は
世
界
文
学
を
見
据
え
な

が
ら
、
東
北
の
文
化
的
程
度
を
高
め
る
こ
と
が

狙
い
の
文
芸
雑
誌
で
あ
っ
た
と
い
え
る
」
と
雑

誌
の
特
色
に
つ
い
て
総
括
し
て
い
る
が
、
こ
こ

で
「
世
界
文
学
を
見
据
え
」
る
と
い
う
こ
と

の
内
実
に
つ
い
て
、
同
氏
「
『
東
北
文
学
』
解

説
」
（
『
『
東
北
文
学
』
解
説
・
総
目
次
・
索
引
』
不
二
出

版
、
二
〇
一
六
年
九
月
）
か
ら
そ
の
詳
細
を
確
認
し

て
み
た
い
。
こ
こ
で
は
、
石
川
湧
に
よ
る
連
載

「
世
界
文
学
手
帖
」
（
連
載
開
始
時
の
第
一
巻
第
九
号

（
一
九
四
六
年
九
月
）
の
み
「
世
界
文
学
」
）
や
、
特
集

「
一
九
三
〇
年
代
の
世
界
文
学
の
動
向
を
探
る
」

（
第
四
巻
第
九
号
、
一
九
四
九
年
九
月
）
を
例
に
、
「
文

学
と
は
何
か
を
考
え
る
基
準
を
日
本
の
み
な
ら

ず
海
外
に
も
求
め
る
姿
勢
を
示
し
続
け
る
こ

と
」
に
よ
っ
て
、
雑
誌
創
刊
時
の
目
的
の
一
つ

で
あ
る
「
一
流
」
雑
誌
と
し
て
の
質
を
維
持
し

よ
う
と
す
る
意
図
を
見
出
す
と
同
時
に
、
さ
ら

に
「
世
界
の
一
流
文
学
を
紹
介
す
る
こ
と
」
に

よ
っ
て
、
「
東
北
を
そ
れ
が
東
北
で
あ
る
と
い

う
理
由
だ
け
で
賞
賛
す
る
と
い
う
意
味
で
の

で
き
る
よ
う
に
、
各
地
で
雑
誌
が
創
刊
さ
れ
る

出
発
点
に
〈
地
方
〉
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
本
事

典
に
よ
っ
て
も
確
認
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
占

領
期
に
お
い
て
各
地
で
沸
き
起
こ
っ
た
文
化
運

動
、
そ
の
功
罪
を
見
据
え
る
た
め
に
も
、〈
地
方
〉

と
い
う
視
座
は
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

と
は
い
え
、
各
雑
誌
を
〈
地
方
〉
と
い
う
言

葉
の
も
と
、
あ
る
特
定
の
地
域
の
み
に
限
定
し

て
把
握
し
よ
う
と
す
る
の
も
ま
た
早
計
で
あ
ろ

う
。
雑
誌
間
で
ど
の
よ
う
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

形
成
し
て
い
た
の
か
、
そ
し
て
〈
中
央
〉
な
い

し
全
国
へ
と
何
を
、
ど
の
よ
う
に
、
発
信
し
よ

う
と
し
て
い
た
の
か
、
視
座
は
多
く
あ
る
。

　

今
回
、
本
事
典
を
通
読
し
て
評
者
が
キ
ー

ワ
ー
ド
と
し
て
取
り
上
げ
た
い
の
は
〈
世
界
〉

で
あ
る
。
本
事
典
に
散
見
さ
れ
た
、
〈
世
界
〉

を
見
据
え
刊
行
さ
れ
た
雑
誌
に
つ
い
て
、
試
み

と
し
て
宮
城
県
で
発
行
さ
れ
た
『
東
北
文
学
』

を
参
照
し
て
み
た
い
。
『
東
北
文
学
』
は
河
北

新
報
社
か
ら
発
行
さ
れ
た
雑
誌
で
あ
り
、
高
橋

新
太
郎
「
東
北
文
学
」
（
『
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
』

一
九
六
五
年
一
〇
月
）

は
「
地
方
文
化
運
動
の
推

進
に
貴
重
な
役
割
を
果
し
、
地
方
文
学
界
に
刺

誌
群
を
理
解
す
る
こ
と
も
ま
た
困
難
で
あ
る
。

そ
の
要
因
と
し
て
、
第
一
に
日
本
の
同
時
代
的

な
出
版
状
況
が
挙
げ
ら
れ
る
。
戦
火
に
よ
っ
て

出
版
の
中
心
地
で
あ
っ
た
東
京
が
そ
の
機
能
を

低
下
さ
せ
、
そ
の
結
果
、
地
方
で
の
出
版
が
目

立
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
時
代
的
状
況
を
看

過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
第
二
に
、
当
時
の

各
地
に
お
け
る
文
化
運
動
の
盛
り
上
が
り
も
ま

た
軽
視
で
き
な
い
。
北
河
賢
三
『
戦
後
の
出

発　

文
化
運
動
・
青
年
団
・
戦
争
未
亡
人
』
（
青

木
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
一
一
月
）

は
、
戦
後
の
文
化

運
動
の
担
い
手
と
な
っ
た
文
化
運
動
団
体
が
当

時
「
全
国
津
々
浦
々
に
ま
で
」
「
結
成
さ
れ
た

の
は
未
曽
有
の
こ
と
」
で
あ
っ
た
と
し
て
お
り
、

占
領
期
の
雑
誌
群
に
お
け
る
〈
地
方
〉
の
役
割

は
他
の
時
期
と
比
し
て
大
き
い
。
そ
し
て
な
に

よ
り
、
こ
の
文
化
運
動
の
結
果
刊
行
さ
れ
た
雑

誌
に
は
、
〈
地
方
〉
と
い
う
言
葉
が
多
く
掲
げ

ら
れ
て
い
た
点
を
見
過
ご
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

一
例
と
し
て
、
青
森
県
で
発
行
さ
れ
た
『
月
刊

民
報
』
に
雑
誌
の
「
構
想
」
と
し
て
掲
げ
ら

れ
た
「
地
方
文
化
の
復
興
」
（
「
編
集
後
記
」
創
刊

号
、
一
九
四
六
年
七
月
）
と
い
う
文
言
か
ら
も
看
取
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を
受
容
す
る
と
い
う
受
動
的
な
姿
勢
の
み
で
は

な
く
、
自
分
た
ち
が0

作
品
を
評
価
し
、
自
分
た

ち
で0

〈
世
界
文
学
〉
を
冠
す
る
に
相
応
し
い
文

学
を
見
出
そ
う
と
す
る
能
動
的
な
姿
勢
を
読
み

取
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

　

こ
こ
ま
で
、
『
東
北
文
学
』
に
見
ら
れ
る
日

本
か
ら
〈
世
界
〉
へ
と
い
う
方
向
を
参
照
し
て

き
た
が
、
本
事
典
に
よ
れ
ば
〈
世
界
〉
を
視
野

に
入
れ
た
雑
誌
は
『
東
北
文
学
』
に
限
定
さ
れ

る
も
の
で
は
な
い
。
世
界
文
学
の
紹
介
も
含
め
、

〈
世
界
〉
を
特
色
に
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
雑

誌
と
し
て
青
森
県
の
『
月
刊
民
報
』
や
東
京
都

の
『
雄
鶏
通
信
』
、
京
都
府
の
『
新
文
学
』
等

が
言
及
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
京
阪
地
区
に
関

し
て
は
、
既
に
和
田
崇
「
終
戦
直
後
の
関
西
雑

誌
メ
デ
ィ
ア
」
（
『
立
命
館
言
語
文
化
研
究
』
二
〇
一
二

年
二
月
）

が
関
西
の
雑
誌
の
特
色
を
指
摘
す
る

な
か
で
雑
誌
『
世
界
文
学
』
（
京
都
府
）

に
つ
い

て
言
及
し
て
い
る
が
、
本
事
典
を
通
読
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
特
定
の
地
域
・
雑
誌
に
限
定
さ

れ
る
こ
と
の
な
い
、
各
所
に
お
け
る
〈
地
方
〉

か
ら
〈
世
界
〉
へ
と
い
う
姿
勢
を
、
確
か
に
感

じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
「
採
点
表
」
の
採

点
者
が
松
本
と
匿
名
の
人
物
二
名
、
計
三
名
で

構
成
さ
れ
て
い
る
点
に
も
特
色
が
見
ら
れ
る
が
、

注
目
す
べ
き
は
点
数
に
よ
る
評
価
基
準
で
あ

る
。
「
四
〇
点　

凡
作
。
」
か
ら
始
ま
り
、
八
〇

点
以
上
を
「
世
界
的
水
準
」
、
（
第
四
巻
第
一
〇
号
、

一
九
四
九
年
一
〇
月
）
あ
る
い
は
「
世
界
的
文
学
」

（
第
五
巻
第
一
号
、
一
九
五
〇
年
一
月
）

と
し
て
「
問

題
に
す
る
に
足
る
」
も
の
と
定
め
て
い
る
。
事

実
、
第
四
巻
第
一
〇
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
採

点
例
」
に
は
、
九
十
一
点
以
上
の
作
品
と
し
て

ト
ル
ス
ト
イ
『
戦
争
と
平
和
』
や
ゲ
ー
テ
『
フ
ァ

ウ
ス
ト
』
と
い
っ
た
、
ま
さ
し
く
世
界
文
学
の

典
型
的
な
作
品
群
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

ら
「
採
点
表
」
や
「
採
点
例
」
等
に
つ
い
て
、

松
本
は
「
日
本
文
学
を
世
界
文
学
の
水
準
で
評

点
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
い
い
か
げ
ん
な

作
家
の
い
い
か
げ
ん
な
気
持
で
や
る
や
つ
つ
け

仕
事
」
を
「
止
め
さ
せ
る
」
、
あ
る
い
は
「
わ

れ
わ
れ
人
類
が
手
に
と
る
こ
と
の
で
き
る
世
界

で
最
も
秀
れ
た
作
品
を
土
台
に
し
て
、
も
の
を

見
」
（
第
四
巻
第
一
〇
号
）
る
視
点
の
獲
得
を
挙
げ

て
い
る
。
こ
う
し
た
誌
面
か
ら
は
、
世
界
文
学

「
郷
土
主
義
」
」
に
な
る
こ
と
を
避
け
つ
つ
、「
東

北
の
文
化
的
程
度
を
引
き
上
げ
る
こ
と
に
つ
な

が
」
る
も
の
と
し
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
『
東
北
文
学
』
に
お
け
る

世
界
文
学
の
関
心
の
あ
り
方
は
、
単
に
他
国

の
文
学
へ
の
目
配
せ
や
、
世
界
文
学
の
受
容

と
い
っ
た
態
度
に
留
ま
ら
な
い
。
岡
崎
義
惠

「
近
代
日
本
文
芸
の
世
界
性
」
（
第
五
巻
第
一
号
、

一
九
五
〇
年
一
月
）

は
既
存
の
「
日
本
文
芸
」
が

「
世
界
の
文
芸
と
し
て
ど
の
や
う
な
意
義
を
持

つ
か
」
、
換
言
す
れ
ば
「
日
本
文
芸
」
の
「
世

界
文
芸
と
し
て
の
性
格
」
に
つ
い
て
論
じ
、
そ

の
流
れ
で
「
日
本
文
芸
」
の
「
自
国
の
文
芸
を

外
国
に
与
へ
て
他
に
感
化
力
を
及
ぼ
し
、
自
己

を
世
界
的
な
位
置
に
ま
で
拡
大
し
て
ゆ
く
と
い

ふ
方
向
」
の
「
乏
し
」
さ
を
指
摘
し
た
文
章
で

あ
り
、
「
日
本
文
芸
」
を
「
世
界
文
芸
」
た
ら

し
め
よ
う
と
す
る
問
題
意
識
を
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
ま
た
、
第
四
巻
第
一
〇
号
（
一
九
四
九

年
一
〇
月
）
か
ら
計
五
回
掲
載
さ
れ
た
松
本
宏
一

に
よ
る
創
作
月
評
も
特
徴
的
で
あ
る
。
こ
の
創

作
月
評
の
特
徴
は
、
「
採
点
表
」
を
付
し
各
雑

誌
に
掲
載
さ
れ
た
小
説
群
を
点
数
化
し
て
評
価
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て
生
ま
れ
得
る
新
た
な
研
究
展
望
の
一
つ
で
あ

り
、
本
事
典
の
必
要
性
を
示
す
証
左
の
一
つ
と

し
て
示
し
て
お
き
た
い
。

　

最
後
に
、
編
者
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
て
い
る

占
領
期
の
雑
誌
の
散
逸
を
め
ぐ
っ
て
は
、
評
者

も
日
々
危
機
感
を
募
ら
せ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
そ
れ
は
占
領
期
の
出
版
物
に
見
ら
れ
る
仙

花
紙
を
は
じ
め
と
し
た
粗
悪
紙
に
よ
る
資
料
保

存
の
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
、
雑
誌
を
所
蔵
す

る
大
学
や
図
書
館
を
は
じ
め
と
し
た
各
種
機
関

を
巡
る
社
会
問
題
も
大
き
く
関
係
し
て
い
る
。

公
共
図
書
館
や
大
学
を
取
り
巻
く
環
境
は
日
々

厳
し
く
な
っ
て
い
く
一
方
で
あ
り
、
こ
う
し
た

状
況
に
あ
っ
て
、
各
大
学
や
図
書
館
が
ど
こ
ま

で
自
ら
の
蔵
書
を
維
持
で
き
る
の
か
、
不
安
が

尽
き
な
い
。
こ
う
し
た
時
勢
に
あ
っ
て
、
本
事

典
は
現
存
す
る
占
領
期
地
方
総
合
文
芸
雑
誌
を

と
り
ま
と
め
た
一
つ
の
成
果
で
あ
り
、
同
時
に

今
後
の
研
究
の
起
爆
剤
と
な
る
も
の
と
し
て
、

必
読
の
書
で
あ
ろ
う
。

（
金
沢
文
圃
閣
、
二
〇
二
二
年
七
月
発
行
、
上
巻
（
二
二
〇

頁
）
・
下
巻
（
二
三
八
頁
）
・
別
冊
（
一
〇
四
頁
）
、

二
八
〇
〇
〇
円
＋
税
）

と
、
そ
し
て
地
方
雑
誌
の
収
集
の
困
難
さ
も
ま

た
研
究
の
難
度
を
上
げ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
う
し
た
観
点
に
立
て
ば
、
占
領
期
と
は
固
有

の
専
門
性
が
問
わ
れ
る
領
域
で
あ
り
、
日
本
近

現
代
文
学
研
究
者
の
側
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て

い
く
必
要
性
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

＊

　

こ
こ
ま
で
、
長
々
と
地
方
雑
誌
に
お
け
る
〈
世

界
〉
性
に
対
す
る
私
見
を
述
べ
て
し
ま
っ
た
が
、

こ
れ
は
評
者
が
本
事
典
を
通
読
し
て
触
発
さ
れ

た
結
果
で
も
あ
る
。
本
事
典
の
序
論
に
お
い
て
、

石
川
巧
氏
は
「
本
事
典
の
必
要
性
」
や
「
本
事

典
の
活
用
方
法
」
を
挙
げ
て
お
り
、
そ
の
一
つ

に
研
究
の
促
進
を
掲
げ
て
い
る
。
「
戦
後
か
ら

1
9
5
0

年
代
に
か
け
て
地
方
で
出
版
さ
れ
た
雑

誌
に
関
す
る
総
攬
的
な
視
点
で
の
研
究
を
促
進

さ
せ
る
と
い
う
点
で
画
期
的
な
意
義
を
有
し
て

い
る
」
と
氏
自
身
に
よ
っ
て
本
事
典
の
意
義
が

説
明
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
一
読

者
と
し
て
評
者
も
ま
た
強
く
同
意
す
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
先
の
評
者
の
私
見
は
、
本
事
典
に
よ
っ

　

占
領
期
に
お
け
る
〈
世
界
〉
を
志
向
す
る
姿

勢
は
、
戦
時
中
の
翼
賛
文
化
運
動
か
ら
続
く
戦

後
地
方
文
化
運
動
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
考
え

る
う
え
で
も
、
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
か
つ
て
、
世
界
文
学
を
提
唱
し
た

ゲ
ー
テ
が
国
民
文
学
を
超
え
る
も
の
と
し
て
想

定
し
た
よ
う
に
、
占
領
期
地
方
総
合
文
芸
雑
誌

に
お
け
る
〈
世
界
〉
へ
の
ま
な
ざ
し
が
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
を
克
服
す
る
手
段
と
し
て
機
能
し
て

い
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
寧
ろ
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
を
強
固
に
す
る
も
の
と
し
て
あ
っ
た
の
か
、

そ
れ
は
各
雑
誌
を
詳
細
に
検
討
し
た
う
え
で
し

か
結
論
付
け
ら
れ
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
占
領
期
に
お
け
る
世
界
文
学
と

の
関
連
に
つ
い
て
は
、
私
見
に
よ
る
が
研
究

が
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
例
と
し
て
、

秋
草
俊
一
郎
『
「
世
界
文
学
」
は
つ
く
ら
れ
る　

1
8
2
7
-
2
0
2
0

』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
〇
年
六

月
）

に
は
、
占
領
期
の
記
載
は
少
な
い
。
世
界

文
学
全
集
を
対
象
と
す
る
と
い
う
方
針
に
拠
る

と
こ
ろ
が
大
き
い
の
で
あ
ろ
う
が
、
他
方
、
占

領
期
に
お
い
て
は
地
方
文
化
運
動
が
そ
れ
ま
で

に
な
い
ほ
ど
の
盛
り
上
が
り
を
見
せ
て
い
た
こ
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