
1011

そ
の
主
力
中
の
主
力
で
あ
る
雑
誌
が
売

上
を
激
減
さ
せ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、

書
店
の
売
上
も
際
限
の
な
い
右
肩
下
が
り

と
な
る
。
そ
う
し
た
こ
と
が
、
実
態
調
査

か
ら
わ
か
り
ま
す
。

こ
れ
は
出
版
界
の
構
造
の
話
で
す
が
、

小
学
館
・
講
談
社
・
集
英
社
と
い
っ
た
大

手
出
版
社
は
、
主
と
し
て
雑
誌
・
コ
ミ
ッ

ク
の
売
上
で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
雑

誌
・
コ
ミ
ッ
ク
は
、
町
場
の
書
店
が
そ
の

七
割
を
売
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
大

手
出
版
社
は
町
場
の
小
さ
な
書
店
に
依
存

し
、
小
さ
な
書
店
は
大
手
出
版
社
の
定
期

刊
行
物
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。

一
方
、
中
小
の
出
版
社
は
、
雑
誌
で
は

な
く
書
籍
を
中
心
に
出
版
活
動
を
し
て
い

ま
す
か
ら
、
紀
伊
國
屋
書
店
や
ジ
ュ
ン
ク

堂
書
店
と
い
っ
た
大
手
や
中
堅
の
書
店
に

依
存
し
て
い
る
。
大
手
書
店
は
も
ち
ろ
ん

雑
誌
、
コ
ミ
ッ
ク
、
新
書
、
文
庫
の
売
上

読
者
の
目
も
肥
え
て
い
ま
す
か
ら
、
面

白
く
な
け
れ
ば
手
に
取
ら
な
い
。
雑
誌
の

売
上
が
減
っ
て
い
る
の
は
、
あ
る
意
味
当

然
の
結
果
で
し
ょ
う
。

実
態
は
「
雑
誌
不
況
」

現
在
の
出
版
不
況
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、

要
は
「
雑
誌
不
況
」
な
ん
で
す
。
雑
誌
が

厳
し
い
と
い
う
こ
と
は
、
イ
コ
ー
ル
町
場

の
書
店
が
厳
し
い
、
そ
う
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
町
場
の
書
店
は
、
一
部
の
ベ
ス

ト
セ
ラ
ー
を
除
け
ば
、
雑
誌
、
コ
ミ
ッ
ク
、

新
書
、
文
庫
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
定
期

刊
行
物
が
売
上
の
七
割
を
占
め
て
い
ま
す
。

新
書
・
文
庫
を
定
期
刊
行
物
に
く
く
る
こ

と
に
違
和
感
を
持
つ
人
が
い
る
と
思
い
ま

す
が
、
ど
ち
ら
も
大
手
出
版
社
が
毎
月
決

ま
っ
た
点
数
を
刊
行
し
て
い
る
の
で
、
書

店
側
か
ら
す
れ
ば
定
期
刊
行
物
と
し
て
扱

っ
て
い
ま
す
。

い
で
し
ょ
う
か
。

調
査
報
告
に
、
出
版
点
数
、
出
版
実
売

総
金
額
、
返
品
率
が
あ
り
ま
す
（
13
ペ
ー

ジ
の
グ
ラ
フ
）。
売
上
は
一
九
八
三
年
か
ら

九
六
年
ま
で
右
肩
上
が
り
、
そ
の
後
は
、

ず
っ
と
右
肩
下
が
り
で
す
。
九
七
年
以
降
、

全
体
と
し
て
下
降
し
て
い
く
の
で
す
が
、

実
は
書
籍
は
あ
ま
り
下
が
っ
て
い
な
い
。

下
が
っ
て
い
る
の
は
雑
誌
で
す
。
そ
し
て

つ
い
に
昨
一
六
年
は
完
全
に
書
高
雑
低
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

雑
誌
の
発
行
総
数
そ
の
も
の
は
減
っ
て

は
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
八
〇
年
代
か
ら
九

〇
年
代
、『N

ew
ton

』
や
『N

um
ber

』

ほ
か
、
写
真
週
刊
誌
な
ど
、
新
し
く
て
勢

い
の
あ
る
雑
誌
が
次
々
と
創
刊
さ
れ
て
い

っ
た
時
代
に
比
べ
、
昨
今
は
自
転
車
操
業

的
に
出
し
続
け
て
い
る
と
い
う
印
象
が
否

め
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
ノ
ル
マ
の
中
で
出
し

て
い
る
の
で
、
多
く
の
人
が
注
目
す
る
雑

誌
は
見
当
た
ら
な
い
。

た
」
と
回
答
し
て
い
ま
す
。
原
因
は
客
数
、

売
上
の
減
少
、
な
か
で
も
雑
誌
が
売
れ
な

く
な
っ
た
の
が
大
き
い
と
答
え
て
い
る
。

書
店
組
合
員
の
数
も
ど
ん
ど
ん
少
な
く

な
っ
て
い
て
、
二
十
年
前
は
一
万
五
千
く

ら
い
だ
っ
た
加
盟
店
が
、
い
ま
や
四
千
を

切
っ
て
い
る
。
組
合
員
外
の
書
店
も
あ
り

ま
す
が
、
そ
の
数
も
減
っ
て
き
て
い
る
。

全
国
の
書
店
の
総
数
は
、
お
そ
ら
く
一
万

店
く
ら
い
に
ま
で
落
ち
込
ん
だ
の
で
は
な

調
査
は
こ
れ
ま
で
一
九
九
一
年
、
九
九

年
、
二
〇
〇
五
年
と
行
な
わ
れ
、
直
近
が

一
昨
年
の
一
五
年
。
結
果
は
十
年
前
の
〇

五
年
と
比
べ
、
そ
う
と
う
厳
し
く
な
っ
て

い
る
と
い
う
の
が
実
態
で
す
（
13
ペ
ー
ジ

参
照
）。

実
態
調
査
で
は
、
書
店
の
経
営
状
況
に

つ
い
て
八
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
書
店
が
「
悪

く
な
っ
て
い
る
」
と
答
え
、
そ
の
う
ち
三

〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
「
非
常
に
悪
く
な
っ

町
場
の
書
店
の
悲
鳴

も
う
何
年
も
、
書
店
、
出
版
社
、
取
次

店
で
構
成
さ
れ
る
出
版
界
が
不
況
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
と
り
わ
け
厳
し
い
状
況
に

お
か
れ
て
い
る
の
が
町
場
の
書
店
で
、
日

本
書
店
商
業
組
合
連
合
会
が
調
査
し
た

「
全
国
小
売
書
店
経
営
実
態
調
査
報
告
書
」

が
そ
の
実
態
を
よ
く
表
し
て
い
ま
す
。
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シ
ャ
ッ
タ
ー
通
り
と
化
し
た
商
店
街
。

そ
こ
に
は
必
ず
本
屋
さ
ん
の
看
板
も
残
っ
て
い
た
り
す
る
。

私
た
ち
が
本
と
出
会
う
最
前
線
の
空
間
が
次
々
と
閉
店
に
追
い
込
ま
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
至
っ
た
経
緯
を
清
田
義
昭
さ
ん
に
聞
い
た
。

本
屋
さ
ん
な
く
な
っ
て
国
滅
ぶ
？

町
場
の
書
店
の
危
機
は
何
を
物
語
る


