
新
聞
小
説
と
挿
絵
に
関
す
る
問
題
系

─
「
大
菩
薩
峠
」
を
め
ぐ
る
石
井
鶴
三
宛
中
里
介
山
書
翰
か
ら

─

出

口

智

之

一

『
信
州
大
学
附
属
図
書
館
研
究
』
の
本
臨
時
増
刊
号
で
は
、
信
州
大
学

蔵
「
石
井
鶴
三
関
連
資
料
」
に
含
ま
れ
る
、
中
里
介
山
の
鶴
三
宛
書
簡
四

十
通
を
紹
介
し
た
。
本
稿
で
は
こ
の
共
同
研
究
の
成
果
を
受
け
、
こ
れ
ら

の
書
簡
の
お
お
ま
か
な
性
質
と
、
そ
こ
に
認
め
ら
れ
る
意
義
を
簡
単
に
ま

と
め
て
お
き
た
い
。

今
回
紹
介
さ
れ
た
介
山
の
書
簡
は
、
そ
の
内
容
か
ら
お
お
む
ね
三
種
に

大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
種
は
『
大
菩
薩
峠
』
の
挿

絵
制
作
に
関
す
る
も
の
、
第
二
種
は
新
聞
掲
載
以
後
の
挿
絵
の
扱
い
に
関

す
る
介
山
の
認
識
を
示
す
も
の
、
第
三
種
は
介
山
と
鶴
三
の
私
的
交
流
を

示
す
も
の
で
あ
る
。
最
も
わ
か
り
や
す
い
第
三
種
か
ら
先
に
述
べ
て
お
く

と
、
鶴
三
か
ら
大
菩
薩
峠
へ
の
山
行
を
誘
わ
れ
た
の
に
対
す
る
返
事
（
書

簡

・

）
、
旅
先
か
ら
鶴
三
に
宛
て
た
絵
葉
書
（
書
簡

）
、
「
山
の
家
」

11

31

13

を
鶴
三
に
譲
る
こ
と
を
相
談
し
た
手
紙
（
書
簡

）
な
ど
が
該
当
す
る
。

34

作
品
の
制
作
に
直
接
関
わ
る
資
料
は
少
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
書
簡
が
書
か

れ
た
大
正
十
四
年
～
昭
和
三
年
の
期
間
は
、
鶴
三
の
日
記
が
ほ
と
ん
ど
存

在
し
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
両
者
の
動
静
を
う
か
が
わ
せ
る
貴
重
な
資
料

と
な
っ
て
い
る
。

二

続
い
て
第
一
種
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
無
明
の
巻
」
（
大
正
十
四
年
一

月
六
日
～
五
月
十
二
日
、
す
べ
て
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
『
東
京
日
日
新
聞
』

夕
刊
、
以
下
お
な
じ
）
に
関
す
る
書
簡

～

、
「
他
生
の
巻
」
（
同
年
八

1

10

月
二
十
八
日
～
十
二
月
二
十
九
日
）
に
関
す
る
書
簡

・

～

・

、

12

14

24

26

「
流
転
の
巻
」
（
大
正
十
五
年
一
月
五
日
～
五
月
二
十
日
）
に
関
す
る
書

簡

、
「
み
ち
り
や
の
巻
」
（
同
年
七
月
十
三
日
～
十
月
二
十
一
日
）
に
関

30
す
る
書
簡

、「
鈴
慕
の
巻
」（
昭
和
三
年
五
月
二
十
二
日
～
七
月
十
九
日
）

32

に
関
す
る
書
簡

～

、
「O

cean

の
巻
」
（
同
年
七
月
二
十
日
～
九
月
八

36

38

日
）
に
関
す
る
書
簡

な
ど
が
含
ま
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
巻
ご
と
に
多
寡

39

は
あ
る
も
の
の
、
鶴
三
が
挿
絵
を
担
当
し
た
す
べ
て
の
巻
に
つ
い
て
、
何

ら
か
の
通
信
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る

。
そ
の
内
容
は
、
こ
れ
か

(1)

ら
執
筆
す
る
小
説
の
内
容
や
登
場
人
物
に
つ
い
て
伝
え
た
書
簡
が
最
も
多

く
、
次
い
で
巻
を
起
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
の
挨
拶
状
、
逆
に
発
表
さ
れ
た

挿
絵
を
見
て
の
感
想
な
ど
が
散
見
す
る
。
全
体
に
褒
詞
を
基
調
と
す
る
の
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は
書
信
の
つ
ね
だ
が
、
な
か
に
は
「
人
物
の
精
気
が
死
ん
で
ゐ
る
や
う
で

す
」
（
書
簡

）
と
い
っ
た
、
か
な
り
厳
し
い
批
判
も
見
ら
れ
る
こ
と
は

10

興
味
深
い
。

書
簡
の
紹
介
に
は
、
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
挿
絵
も
資
料
と
し
て
掲
げ
た

が
、
そ
れ
ら
を
比
較
す
れ
ば
知
ら
れ
る
と
お
り
、
鶴
三
は
介
山
か
ら
の
連

絡
に
か
な
り
忠
実
に
従
っ
て
描
い
て
い
る
。
た
と
え
ば
書
簡

～

や
書

15

24

簡

は
、
文
中
に
「
梗
概
」
「
要
点
」
な
ど
の
言
葉
も
用
い
ら
れ
て
い
る

26
と
は
い
え
、
実
質
的
に
は
挿
絵
に
関
す
る
指
示
と
し
て
機
能
し
て
お
り
、

「
他
生
の
巻
」
第
五
回
（
書
簡

）
や
同
第
三
十
七
回
（
書
簡

）
の
挿

18

26

絵
に
見
ら
れ
る
書
簡
と
の
相
違
も
、
概
し
て
大
き
な
も
の
で
は
な
い
。
ま

た
、
書
簡

や

、

、

な
ど
で
は
、
介
山
自
身
が
簡
単
な
絵
を
描
い

3

8

30

38

て
イ
メ
ー
ジ
を
伝
え
て
い
る
ほ
か
、
送
ら
れ
た
絵
葉
書
が
そ
の
ま
ま
挿
絵

の
資
料
と
な
っ
た
書
簡

の
よ
う
な
例
も
あ
る
。
逆
に
、
鶴
三
が
こ
れ
ら

24

の
挿
絵
を
描
く
に
あ
た
り
、
す
べ
て
の
原
稿
に
目
を
通
せ
た
の
か
ど
う
か

は
判
然
と
せ
ず
、
「
原
稿
は
あ
と
社
の
方
か
ら
廻
す
つ
も
り
」
（
書
簡

）
、

マ

マ

15

「
委
細
は
今
日
社
へ
原
文
発
送
」
（
書
簡

）
と
い
っ
た
文
言
も
見
受
け

23

ら
れ
る
一
方
で
、
八
月
三
十
日
掲
載
（
実
際
の
配
達
は
前
日
夕
刻
）
の
「
他

生
の
巻
」
第
三
回
が
、
二
十
三
日
夜
の
発
信
局
印
を
持
つ
書
簡

の
段
階

18

で
い
ま
だ
「
案
」
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
な
ど
、
原
稿
が
送
ら
れ
た
と
し
て

も
か
な
り
切
迫
し
た
タ
イ
ミ
ン
グ
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る

。
(2)

こ
う
し
た
資
料
か
ら
知
ら
れ
る
の
は
、
野
崎
左
文
が
「
明
治
初
期
の
新

聞
小
説
」
で
回
想
す
る
次
の
よ
う
な
制
作
方
法
が
、
い
ま
だ
あ
る
程
度
は

受
継
が
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

（
明
治
期
の
新
聞
小
説
の
―
注
）
作
り
方
は
ど
う
で
あ
る
か
と
云
へ

ば
、
先
づ
一
つ
の
腹
稿
が
定
ま
る
と
之
を
予
め
三
十
回
と
か
四
十
回

と
か
い
ふ
回
数
に
分
ち
、
そ
の
回
数
の
下
に
是
か
ら
書
か
う
と
す
る

筋
書
の
ヤ
マ
（
例
へ
ば
何
回
で
は
誰
と
誰
と
が
船
中
で
の
邂
逅
と
か

何
回
で
は
誰
が
山
中
で
の
遭
難
と
か
）
を
覚
書
に
記
し
て
置
き
、
此

の
覚
書
に
従
つ
て
前
以
て
四
五
回
づ
ゝ
の
下
絵
を
付
け
画
家
に
送
つ

て
挿
画
を
注
文
し
て
置
く
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
作
者
は
そ
の
下
絵

に
先
づ
時
代
（
天
保
年
間
と
か
慶
応
年
間
と
か
）
時
節
（
夏
の
夜
と

か
冬
の
朝
と
か
）
場
所
、
人
物
の
身
分
年
齢
、
時
に
よ
る
と
人
物
の

服
装
や
背
景
の
注
文
ま
で
を
委
し
く
朱
書
し
て
送
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
事

が
あ
つ
た
（
後
略
）
(3)

さ
す
が
に
、
こ
こ
で
言
わ
れ
る
ほ
ど
詳
細
な
下
絵
を
描
く
習
慣
は
介
山

に
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
し
か
し
書
簡

や

～

、

な
ど
は
ま
さ

15

18

23

26

に
「
是
か
ら
書
か
う
と
す
る
筋
書
の
ヤ
マ
」
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
が
実

質
的
な
挿
絵
の
注
文
に
相
当
し
て
い
た
こ
と
も
右
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ

る
。
ま
た
、
お
松
（
書
簡

）
、
道
庵
（
書
簡

）
、
米
友
（
書
簡

）
、

2

3

4

神
尾
主
膳
お
よ
び
お
君
（
書
簡

）
、
駒
井
甚
三
郎
（
書
簡

・

）
、
机

7

8

9

龍
之
助
（
書
簡

）
と
い
っ
た
人
物
に
つ
い
て
、
「
身
分
年
齢
」
や
「
服

38

装
」
な
ど
を
指
定
し
て
い
る
の
も
左
文
の
言
と
符
合
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、

小
説
作
者
の
下
絵
に
従
っ
て
挿
絵
を
描
く
、
い
わ
ば
描
画
技
術
の
提
供
が

中
心
で
あ
っ
た
明
治
初
～
中
期
の
絵
師
た
ち
と
、
構
図
の
決
定
を
は
じ
め

制
作
の
多
く
を
任
さ
れ
て
い
た
鶴
三
と
の
懸
隔
は
大
き
く
、
両
者
を
一
概

に
接
続
さ
せ
る
の
は
適
当
で
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
鶴
三
が
本
作
の
挿

絵
を
描
い
た
大
正
末
の
時
点
で
も
い
ま
だ
、
挿
絵
画
家
が
完
成
し
た
小
説

原
稿
を
読
ん
だ
う
え
で
、
ほ
か
な
ら
ぬ
自
分
自
身
の
創
意
に
よ
っ
て
自
由

に
描
く
と
い
う
制
作
方
法
が
採
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、

新
聞
小
説
と
挿
絵
と
の
関
係
を
考
え
る
う
え
で
看
過
で
き
な
い
、
重
要
な
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意
味
を
持
っ
て
い
る
。

一
つ
に
は
、
小
説
作
者
が
画
家
に
挿
絵
に
関
す
る
指
示
を
出
す
場
合
、

逆
に
言
え
ば
ど
の
場
面
の
ど
の
人
物
を
ど
う
描
く
か
ま
で
、
す
べ
て
作
者

が
掌
管
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
本
文
と
挿
絵
の
双
方
を
計
画

的
に
用
い
る
効
果
が
視
野
に
入
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る

。
た
と
え
ば
、「
他

(4)

生
の
巻
」
第
十
回
は
月
見
寺
に
帰
っ
て
き
た
宇
津
木
兵
馬
と
お
銀
と
の
対

話
を
記
し
、
最
後
の
一
文
に
な
っ
て
よ
う
や
く
、
彼
女
が
龍
之
助
の
残
し

て
い
っ
た
白
鞘
の
刀
を
兵
馬
に
見
せ
る
に
い
た
る
。
そ
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク

ス
を
本
文
よ
り
第
一
印
象
の
強
い
挿
絵
に
描
い
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

す
で
に
第
四
回
に
伏
線
と
し
て
登
場
し
て
い
た
こ
の
刀
に
物
語
が
収
斂
し

て
ゆ
く
と
い
う
期
待
の
も
と
で
、
本
文
を
読
ま
せ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る

わ
け
で
あ
る
（
書
簡

）
。
も
っ
と
も
、
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
見
定

21

め
る
の
は
決
し
て
容
易
で
は
な
く
、
む
し
ろ
か
な
り
の
不
確
実
性
を
伴
う

が
、
し
か
し
多
く
の
挿
絵
が
省
か
れ
た
単
行
本
や
そ
れ
以
後
の
テ
キ
ス
ト

で
は
わ
か
ら
な
い
効
果
が
、
初
出
紙
に
お
い
て
は
狙
わ
れ
て
い
た
可
能
性

が
あ
る
こ
と
は
、
作
品
を
論
じ
る
に
際
し
て
つ
ね
に
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な

い
問
題
だ
ろ
う
。

一
方
、
こ
れ
も
筆
者
が
『
文
芸
倶
楽
部
』
掲
載
の
木
版
多
色
摺
口
絵
を

中
心
に
指
摘
し
た

、
指
示
に
よ
っ
て
先
に
制
作
さ
れ
た
絵
画
が
そ
の
後

(5)

の
本
文
の
構
想
変
化
に
対
応
し
き
れ
ず
、
何
ら
か
の
齟
齬
や
不
釣
合
い
が

生
じ
る
現
象
も
念
頭
に
置
い
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
た
と
え
ば
、
「
他

生
の
巻
」
第
五
回
の
本
文
は
、
三
分
の
二
程
度
が
月
見
寺
の
一
室
に
坐
る

お
銀
と
室
外
の
弁
信
と
の
龍
之
助
を
め
ぐ
る
対
話
、
三
分
の
一
程
度
が
夜

具
を
か
つ
い
だ
茂
太
郎
の
来
室
に
充
て
ら
れ
て
お
り
、
分
量
的
に
も
内
容

的
に
も
明
ら
か
に
前
半
の
対
話
に
重
心
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
鶴
三
に
内

容
を
伝
え
た
時
点
で
は
こ
の
対
話
は
介
山
の
構
想
に
入
っ
て
い
な
か
っ
た

ら
し
く
、
「
案
」
と
さ
れ
る
書
簡

の
文
面
に
該
当
す
る
内
容
は
見
受
け

18

ら
れ
な
い
。
鶴
三
が
描
画
に
先
立
ち
、
こ
の
回
の
原
稿
を
読
ん
だ
か
ど
う

か
は
定
か
で
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
書
簡

に
従
う
形
で
挿
絵
が
描
か

18

れ
た
た
め
、
「
お
前
（
弁
信
―
注
）
が
教
へ
て
呉
れ
な
く
て
も
、
わ
た
し

一
人
で
（
龍
之
助
を
―
注
）
探
が
し
て
見
せ
る
か
ら
…
…
」
、「
あ
な
た
（
お

銀
―
注
）
に
限
つ
て
は
、
女
の
前
へ
男
を
出
す
こ
と
が
あ
ぶ
な
い
の
で
ご

ざ
い
ま
す
…
…
」
な
ど
の
重
要
な
発
言
を
含
ん
で
劇
的
場
面
を
構
成
す
る

両
者
の
対
話
が
、
視
覚
的
な
表
象
を
獲
得
す
る
こ
と
は
つ
い
に
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
は
初
出
紙
面
に
い
た
る
ま
で
の
背
景
を
物
語
る
書

簡
の
も
と
で
、
は
じ
め
て
推
察
さ
れ
る
事
柄
に
す
ぎ
ず
、
こ
れ
以
外
の
部

分
に
関
す
る
介
山
の
意
図
や
本
文
と
の
齟
齬
を
安
易
に
忖
度
す
る
の
は
い

さ
さ
か
危
険
だ
ろ
う
。
だ
が
逆
に
、
挿
絵
に
も
小
説
作
者
の
示
唆
が
及
ん

で
い
た
可
能
性
を
等
閑
視
し
、
テ
キ
ス
ト
の
み
を
取
出
し
て
作
品
を
論
じ

る
姿
勢
に
、
大
き
な
手
落
ち
が
含
ま
れ
か
ね
な
い
こ
と
も
ま
た
た
し
か
で

あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
新
聞
小
説
の
作
者
と
挿
絵
画
家
が
こ
の
よ
う
な
関
係
に

あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
が
、
「
大
菩
薩
峠
」
制
作
に
ま
つ
わ
る
こ
れ
ら

一
連
の
書
簡
は
、
新
聞
紙
上
に
発
表
さ
れ
た
少
な
か
ら
ぬ
近
代
小
説
に
つ

い
て
、
挿
絵
ま
で
視
野
に
入
れ
て
よ
り
慎
重
に
扱
う
必
要
性
を
訴
え
か
け

て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
作
品

だ
け
で
な
く
作
者
を
め
ぐ
る
状
況
を
考
え
る
に
際
し
て
も
、
重
要
な
視
点

を
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

三

本
書
簡
群
よ
り
十
年
ほ
ど
後
に
出
版
さ
れ
た
『
石
井
鶴
三
挿
絵
集
』
第
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一
巻
（
光
大
社
、
昭
和
九
年
七
月
）
に
よ
っ
て
、
介
山
と
鶴
三
と
の
間
に
、

い
わ
ゆ
る
「
挿
絵
事
件
」
が
勃
発
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
、
鶴
三
の
描
い
た
「
大
菩
薩
峠
」
の
挿
絵
集
と
言
っ
て
よ
い
同
書
に

対
し
、
介
山
が
著
作
権
の
侵
害
を
訴
え
て
告
訴
に
踏
切
っ
た
も
の
で
、
当

事
者
の
み
な
ら
ず
、
文
学
界
・
美
術
界
を
巻
込
ん
だ
大
き
な
論
争
に
発
展

し
た
。
結
局
、
介
山
が
告
訴
を
取
下
げ
た
こ
と
で
幕
を
閉
じ
た
一
連
の
経

緯
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
尾
崎
秀
樹
や
紅
野
謙
介
の
論
考
が

、
ま
た
論

(6)

争
の
状
況
に
つ
い
て
は
松
本
和
也
の
論
考
が
備
わ
る
の
で

、
こ
こ
で
繰

(7)

返
す
こ
と
は
避
け
る
。
本
書
簡
群
は
こ
の
事
件
と
は
や
や
時
期
を
異
に
す

る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
事
件
に
い
た
る
背
景
と
介
山
の
認
識
と
を
物
語

っ
て
い
て
閑
却
で
き
な
い
。

ま
ず
、
「
挿
絵
事
件
」
に
あ
た
っ
て
の
介
山
の
意
見
を
見
て
み
よ
う
。

も
と
も
と
彼
の
不
満
の
出
発
点
は
、
紅
野
謙
介
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
出

版
の
際
の
挨
拶
を
欠
い
た
鶴
三
の
「
手
続
き
上
の
非
礼
」
に
あ
り

、
そ

(8)

の
意
味
で
こ
れ
は
き
わ
め
て
感
情
的
な
問
題
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
出

版
の
前
年
か
ら
小
説
と
挿
絵
の
「
版
権
」
の
所
在
に
大
方
の
興
味
が
集
中

し

、
介
山
も
ま
た
そ
れ
に
乗
っ
て
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
自
説

(9)
を
展
開
し
た
た
め
に
、
問
題
が
や
や
こ
し
く
な
っ
て
ゆ
く
。

特
殊
の
事
情
な
き
限
り
、
本
文
あ
つ
て
の
図
画
で
あ
り
小
説
の
為
の

挿
絵
で
あ
る
、
こ
れ
は
常
識
上
然
る
の
み
な
ら
ず
、
著
作
権
法
に
依

れ
ば
他
の
著
作
物
に
挿
入
し
た
写
真
は
特
に
そ
の
著
作
物
の
為
に
著

作
し
又
は
著
作
せ
し
め
た
も
の
で
あ
る
時
は
、
そ
の
写
真
の
著
作
権

は
本
文
の
著
作
者
に
当
然
帰
属
す
る
こ
と
ゝ
な
つ
て
ゐ
る
か
ら
、
（
著

作
権
法
第
二
十
四
条
）
こ
の
意
味
を
類
推
す
れ
ば
挿
絵
写
真
も
亦
当

然
原
作
に
帰
属
す
る
と
云
ひ
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
(10)

こ
の
発
言
を
そ
の
ま
ま
受
取
る
な
ら
ば
、
旧
著
作
権
法
に
お
い
て
も
別

に
「
図
画
」
と
規
定
さ
れ
て
い
た
絵
画
を
「
写
真
」
の
一
種
と
強
弁
し
、

渡
辺
圭
二
が
ま
と
め
る
よ
う
に
「
挿
絵
は
本
文
あ
っ
て
の
も
の
で
あ
り
、

本
文
の
複
製
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
著
作
権
は
本
文
の
作
者
に
帰
属
」
す
る

と
し
た

、
極
端
な
主
張
の
よ
う
に
も
思
え
る
。
こ
れ
に
対
し
、
鶴
三
の

(11)

兄
、
柏
亭
が
示
し
た
「
（
挿
絵
の
―
注
）
著
作
権
は
明
か
に
其
著
作
者
た

る
鶴
三
に
属
し
て
居
る
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
を
他
の
請
ひ
に
任
せ
小
説
其

も
の
と
切
離
し
て
複
製
出
版
す
る
こ
と
は
全
く
鶴
三
の
自
由
」
だ
と
す
る

見
解
の
正
当
性
が
ゆ
ら
ぐ
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う

。
だ
が
、
介
山
は
本
当

(12)

に
、
つ
ね
に
そ
の
よ
う
な
認
識
の
も
と
で
挿
絵
を
扱
お
う
と
し
て
い
た
の

だ
ろ
う
か
。
彼
は
右
の
文
章
に
続
き
、
「
法
理
的
に
は
さ
う
主
張
し
得
ら

れ
る
に
し
て
も
、
小
説
の
作
者
と
し
て
の
小
生
は
、
そ
こ
ま
で
は
主
張
し

た
く
な
い
」
と
断
り
、
自
身
の
立
場
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

法
理
論
は
別
と
し
て
私
は
絵
を
尊
重
す
る
意
味
に
於
て
一
応
そ
れ
（
挿

絵
の
著
作
権
―
注
）
を
認
め
た
い
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
自
著
を
出

版
す
る
場
合
に
は
必
ず
、
そ
の
画
家
に
挨
拶
を
し
、
礼
を
尽
し
て
改

め
て
己
れ
の
著
作
に
転
載
す
こ
と
を
求
め
る
の
態
度
に
出
で
る
こ
と

マ

マ

が
道
徳
上
よ
ろ
し
い
と
心
得
そ
の
通
り
に
し
て
ゐ
る
。
（
中
略
）
私

は
画
家
の
立
場
を
尊
重
し
て
挿
絵
だ
け
は
本
文
作
者
と
挿
絵
家
の
合

著
合
作
に
な
る
も
の
だ
と
、
こ
ゝ
ま
で
譲
歩
し
て
見
た
い
気
分
が
あ

る
。
(13)

す
な
わ
ち
、
介
山
の
実
際
的
な
考
え
か
た
と
し
て
は
、
挿
絵
に
対
す
る

画
家
の
「
著
作
権
」
を
一
定
程
度
認
め
つ
つ
、
小
説
作
者
に
も
そ
の
一
半
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が
あ
る
と
い
う
認
識
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
角
度
か
ら
本
書
簡
群
を
見
る
と
、
残
る
第
二
種
の
な
か
か
ら
、

『
普
及
版

大
菩
薩
峠
』
第
五
集
（
春
秋
社
、
大
正
十
四
年
十
一
月
）
に

挿
絵
を
収
録
す
る
許
可
を
鶴
三
に
求
め
た
書
簡

が
目
に
と
ま
る
。
鶴
三

25

の
挿
絵
を
「
貴
下
の
御
作
物
」
と
明
言
し
、
自
著
へ
の
転
載
許
可
を
求
め

た
そ
の
姿
勢
は
、
報
酬
の
有
無
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
明
ら
か
に
鶴
三

の
権
利
を
尊
重
す
る
も
の
で
あ
る

。
あ
る
い
は
、
大
正
十
四
年
十
二
月

(14)

に
開
催
さ
れ
た
墨
画
小
品
展
を
め
ぐ
り
、
「
お
や
り
な
さ
る
な
ら
お
や
り

な
さ
い
。
小
生
は
ド
コ
ま
で
も
不
賛
成
で
、
か
り
そ
め
に
も
自
己
の
作
物

を
営
業
と
悪
意
と
に
利
用
さ
れ
た
こ
と
を
覚
ゑ
て
ゐ
ま
す
」
な
ど
と
書
き

送
っ
た
書
簡

や

も
、
併
せ
て
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
書
簡
で

28

29

介
山
は
、
挿
絵
に
対
し
て
有
す
る
自
身
の
著
作
権
が
侵
害
さ
れ
た
と
訴
え

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
画
廊
「
室
内
社
」
の
西
田
武
雄
が
「
営

業
本
位
」
で
あ
る
こ
と
へ
の
不
信
感
、
お
よ
び
「
自
作
小
説
の
挿
絵
と
同

時
に
挿
絵
展
に
並
べ
ら
れ
た
の
が
、
講
談
や
大
衆
小
説
の
挿
絵
で
あ
っ
た

こ
と
」

へ
の
反
発
を
表
明
し
て
い
る
の
み
な
の
で
あ
る
。

(15)

だ
と
す
れ
ば
、
「
挿
絵
事
件
」
に
お
い
て
介
山
が
提
出
し
た
論
点
を
、

文
字
ど
お
り
「
著
作
権
」
の
所
在
に
関
す
る
議
論
と
捉
え
て
は
、
問
題
の

本
質
を
正
し
く
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
と
い
う
よ

り
、
介
山
自
身
と
鶴
三
、
双
方
の
支
持
者
た
ち
、
さ
ら
に
は
論
争
に
加
わ

っ
た
論
者
た
ち
の
い
ず
れ
も
が
、
「
著
作
権
」
ま
た
は
そ
の
旧
称
で
あ
る

「
版
権
」
の
埒
内
で
意
見
を
闘
わ
せ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
議
論
が
混
乱
し

た
ふ
し
さ
え
見
受
け
ら
れ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
介
山
が
感
じ
て
い
た
本

質
的
な
問
題
点
は
、
次
の
文
章
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
む
し
ろ
挿
絵
の

「
独
創
性
」
に
こ
そ
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

著
作
権
と
い
ふ
も
の
は
何
れ
も
独
創
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と

い
ふ
絶
対
条
件
が
必
要
で
あ
る
。
（
中
略
）
独
創
的
な
ら
ざ
る
作
物

、
、
、
、
、
、
、
、
、

に
対
し
て
は
、
純
粋
に
箇
性
も
無
く
従
つ
て
著
作
権
を
主
張
す
る
こ

と
の
出
来
な
い
の
は
明
か
で
あ
る
。
／
と
こ
ろ
で
、
一
つ
の
作
物
の

、
、
、
、
、
、

挿
絵
と
い
ふ
こ
と
に
な
つ
て
見
る
と
、
こ
の
独
創
性
は
如
何
、
そ
れ

、
、

は
問
う
ま
で
も
無
く
、
挿
絵
と
い
ふ
も
の
は
一
か
ら
十
ま
で
本
文
に

よ
つ
て
描
か
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
彼
の
直
接
に
宇
宙
の
森
羅
万
象

を
描
く
と
は
非
常
に
制
限
せ
ら
れ
た
る
約
束
を
持
つ
て
ゐ
る
の
で
あ

る
。
（
傍
点
原
文
）
(16)

も
っ
と
も
、
た
と
い
文
学
作
品
に
取
材
し
た
挿
絵
で
あ
っ
て
も
、
鶴
三

が
明
快
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
資
料
を
消
化
し
て
、
画
を
成
す
に
至

る
ま
で
の
作
用
は
、
画
家
の
精
神
活
動
に
よ
る
も
の
」
で
あ
る
こ
と
は
論

を
俟
た
な
い

。
ま
た
、
彼
が
挿
絵
を
描
い
て
い
た
期
間
の
初
出
紙
に
も
、

(17)

「
中
里
介
山
作
／
石
井
鶴
三
画
」
と
明
記
さ
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
挿
絵

集
の
出
版
自
体
に
特
段
の
問
題
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
れ
で
も
な
お
介
山
の
主
張
が
一
概
に
枉
曲
だ
と
言
切
れ
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
の
は
、
彼
が
そ
の
な
か
で
生
き
て
き
た
明
治
期
か
ら
続
く
新
聞
小

説
と
挿
絵
制
作
の
慣
習
の
ゆ
え
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
前
節
で
論
じ
た
と
お
り
、
挿
絵
ま
で
含
め
て
小
説
作
者
が

企
画
・
構
成
す
る
の
が
当
然
で
、
つ
ね
に
下
絵
を
描
い
て
画
家
に
与
え
て

い
た
と
い
う
明
治
期
新
聞
小
説
の
通
念
を
、
明
治
四
十
年
前
後
か
ら
『
都

新
聞
』
で
活
躍
し
て
い
た
介
山
が
い
ま
だ
失
っ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
と
す

れ
ば
、
挿
絵
の
「
独
創
性
」
に
疑
問
を
持
つ
そ
の
認
識
も
、
か
な
ら
ず
し

も
理
解
を
超
え
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
し
て
、
詳
細
な
下
絵
こ
そ
な
か
っ

た
と
は
い
え
、
鶴
三
は
場
面
選
択
や
人
物
等
、
ほ
ぼ
彼
か
ら
の
通
信
ど
お
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り
に
描
い
て
い
た
わ
け
だ
し
、
道
庵
や
龍
之
助
の
髪
型
（
書
簡

・

）
、

3

38

碓
氷
峠
の
風
景
（
書
簡

）
の
よ
う
に
、
介
山
の
ス
ケ
ッ
チ
が
生
か
さ
れ

30

る
こ
と
も
あ
っ
た
の
な
ら
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
実
際
、
介
山
は
「
創
作
と

挿
絵
の
問
題
」
の
な
か
で
、
自
身
が
「
画
家
諸
君
に
忠
実
に
材
料
考
証
及

び
時
代
空
気
の
説
明
等
ま
で
も
し
て
あ
げ
た
」
こ
と
、
鶴
三
を
含
め
そ
れ

ぞ
れ
の
画
家
の
長
短
に
配
慮
し
つ
つ
執
筆
を
進
め
て
い
た
こ
と
な
ど
を
述

べ
、
鶴
三
に
提
供
し
た
材
料
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
明
か
し
て
い
る
。

龍
之
助
の
モ
デ
ル
と
し
て
は
我
輩
も
余
程
苦
し
ん
で
石
井
君
に
提
供

し
た
も
の
だ
が
、
そ
の
う
ち
（
イ
）
は
ユ
ー
ゴ
ー
の
作
中
の
挿
絵
か

ら
抜
い
た
も
の
、
そ
の
残
忍
性
に
加
う
る
に
（
ロ
）
は
仏
教
の
中
の

健
達
婆
で
あ
る
が
、
斯
う
い
ふ
内
容
を
も
持
た
せ
た
い
そ
の
他
何
か

マ

マ

と
石
井
君
に
暗
示
を
試
み
た
（
中
略
）
（
ト
）
は
、
石
井
君
の
筆
で

は
じ
め
て
現
さ
れ
た
宇
治
山
田
の
米
友
で
あ
る
が
、
ど
う
も
こ
れ
で

は
月
足
ら
ず
の
虫
の
つ
い
た
子
供
の
や
う
で
、
（
中
略
）
参
考
と
し

て
運
慶
の
十
二
神
将
だ
の
黄
不
動
だ
の
、
高
尾
山
の
三
十
六
童
子
の

銅
像
だ
の
さ
う
い
ふ
も
の
を
幾
つ
も
指
示
し
た
覚
え
が
あ
る
、
（
後

略
）
(18)

こ
れ
ら
の
発
言
は
、
書
簡

や

、

、

な
ど
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら

1

4

6

10

れ
る
。
か
く
し
て
制
作
さ
れ
た
挿
絵
に
つ
い
て
、
介
山
は
「
創
作
が
挿
絵

に
対
し
て
寄
与
せ
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
（
中
略
）
挿
絵
の
輪
廓
と
内
容
の

全
部
と
そ
れ
に
加
ふ
る
に
資
料
の
大
部
分
で
あ
つ
て
、
挿
絵
家
の
労
力
と

し
て
は
表
現
の
巧
拙
及
び
多
少
の
考
証
工
夫
だ
け
で
あ
る
」
と
捉
え
て
い

た
ら
し
い

。
こ
う
し
た
通
念
お
よ
び
経
緯
の
も
と
、
彼
は
小
説
「
大
菩

(19)

薩
峠
」
の
創
造
者
で
あ
り
、
そ
の
視
覚
化
に
も
少
な
か
ら
ず
関
与
し
た
自

分
も
、
挿
絵
に
対
し
て
一
定
の
権
利
を
有
す
る
と
み
な
し
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
著
作
権
の
所
在
と
い
う
よ
り
、
い
わ
ば
図

像
と
し
て
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
関
す
る
商
標
権
に
近
い
問
題
だ
っ
た
と
見

る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

。
(20)

か
り
に
そ
う
考
え
た
と
し
て
も
、
様
々
に
ア
レ
ン
ジ
し
た
机
龍
之
助
の

絵
を
雑
貨
に
プ
リ
ン
ト
し
て
売
っ
た
と
い
う
な
ら
と
も
か
く
、
一
連
の
挿

絵
が
鶴
三
の
創
作
物
で
あ
る
以
上
、
原
画
の
展
示
や
挿
絵
集
の
出
版
に
支

障
は
な
い
。
だ
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
介
山
の
主
張
を
一
笑
に
付
し
た
の

で
は
、
こ
の
事
件
の
問
題
性
は
正
し
く
把
握
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
背

景
に
は
、
絵
入
り
新
聞
小
説
の
制
作
を
め
ぐ
る
時
代
的
な
転
換
と
、
新
旧

の
意
識
差
に
由
来
す
る
相
剋
、
複
数
の
制
作
者
の
相
補
に
よ
っ
て
生
れ
た

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
関
す
る
権
利
と
い
っ
た
、
文
学
史
・
美
術
史
・
メ
デ
ィ

ア
史
・
法
制
史
な
ど
、
多
様
な
分
野
に
わ
た
る
複
合
的
な
問
題
が
ひ
そ
ん

で
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
か
か
る
複
雑
な
力
学
を
前
に
し
な
が
ら
、

連
載
当
時
の
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
の
担
当
者
で
あ
っ
た
新
妻
莞
は
、
「
画

家
の
前
に
置
か
れ
た
作
の
一
回
分
は
、
何
等
の
拘
束
無
し
に
展
げ
ら
れ
た

自
然
の
一
断
面
と
等
し
く
」
、
花
鳥
山
水
と
「
異
る
所
は
無
い
と
私
は
信

じ
て
ゐ
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
が

、
そ
れ
は
明
治
か
ら
続
く
新
聞
小
説

(21)

の
世
界
に
身
を
置
い
た
者
と
し
て
は
、
あ
ま
り
に
ナ
イ
ー
ブ
な
言
葉
で
は

な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
ま
た
、
鶴
三
側
の
意
識
を
考
え
る
な
ら
ば
、
「
挿
絵
の
著
作
権

が
認
め
ら
れ
た
象
徴
的
な
出
来
事
と
し
て
特
筆
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」

こ
の
事
件
に
つ
い
て

、
そ
の
よ
う
な
帰
結
を
導
く
に
い
た
っ
た
彼
ら
の

(22)

戦
略
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
松
本
和
也
は
先
に
、
こ
の
事
件
を

め
ぐ
る
言
説
に
「
事
例
を
芸
術
（
家
）
の
問
題
へ
と
一
般
化
し
た
鶴
三
サ

イ
ド
の
議
論
（
戦
略
）
」
と
、
そ
れ
を
「
優
位
＝
有
意
に
浮
上
さ
せ
る
同
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時
代
の
文
化
状
況
」
を
見
出
し
た

。
そ
う
し
た
角
度
か
ら
す
れ
ば
、
本

(23)

稿
で
見
た
よ
う
な
経
緯
で
挿
絵
を
制
作
し
て
い
な
が
ら
、
本
文
の
関
与
を

「
創
作
に
動
機
を
与
へ
る
と
か
、
資
料
を
供
給
す
る
と
か
、
の
範
囲
を
出

る
も
の
で
な
い
」
と
限
定
し
、
「
描
か
れ
た
る
も
の
は
全
く
画
家
の
脳
中

に
去
来
明
滅
す
る
画
想
画
象
で
あ
る
」
と
強
調
す
る
鶴
三
の
発
言
の
戦
略

性
は
明
ら
か
で
あ
る

。
そ
の
こ
と
は
彼
自
身
、
「
此
際
当
然
美
術
界
に
於

(24)

て
も
著
作
権
問
題
が
論
議
せ
ら
れ
、
而
し
て
、
美
術
の
著
作
権
が
一
般
に

認
識
さ
れ
る
機
運
と
な
れ
ば
と
内
心
喜
び
も
し
た
」
と
洩
し
て
い
る
と
こ

ろ
か
ら
も
う
か
が
え
よ
う

。
そ
う
し
た
戦
略
は
、
事
件
に
際
し
て
鶴
三

(25)

の
も
と
に
寄
せ
ら
れ
た
様
々
な
声
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
と
見
ら
れ

る
が
、
そ
の
こ
と
は
信
州
大
学
蔵
「
石
井
鶴
三
関
連
資
料
」
に
含
ま
れ
る

ほ
か
の
執
筆
者
か
ら
の
書
簡
を
視
野
に
入
れ
、
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
こ

と
に
し
た
い
。

注

な
お
、
こ
の
間
に
発
表
さ
れ
た
「
白
骨
の
巻
」
（
大
正
十
四
年
五
月
十
三
日
～
八
月
二

(1)
十
七
日
）
の
挿
絵
は
金
森
観
陽
、
「
め
い
ろ
の
巻
」
（
昭
和
二
年
十
一
月
二
日
～
翌
年
四

月
七
日
）
の
挿
絵
は
中
村
岳
陵
が
担
当
し
た
。

た
だ
し
、
介
山
は
「
創
作
と
挿
絵
の
問
題
」
（
『
隣
人
之
友
』
昭
和
九
年
九
月
）
の
な

(2)
か
で
、
「
出
来
る
だ
け
多
く
の
回
数
を
書
い
て
画
家
の
方
へ
回
附
し
て
、
絵
に
工
夫
考
証

の
時
間
を
多
く
と
つ
て
貰
う
」
、
「
原
稿
を
早
く
廻
し
て
よ
く
読
ん
で
貰
う
こ
と
が
第
一

だ
と
心
得
て
そ
れ
を
実
行
し
て
ゐ
た
」
と
回
想
し
て
い
る
（
三
十
頁
）
。

野
崎
左
文
「
明
治
初
期
の
新
聞
小
説
」
（
『
早
稲
田
文
学
』
大
正
十
四
年
三
月
）
、
二

(3)
十
二
頁
。

筆
者
は
先
に
、
「
一
葉
小
説
の
口
絵
と
挿
絵

―
作
者
一
葉
と
の
関
わ
り
か
ら

―
」

(4)
（
『
論
集
樋
口
一
葉
』
Ⅴ
、
お
う
ふ
う
、
平
成
二
十
九
年
三
月
）
に
お
い
て
、
樋
口
一
葉

が
こ
う
し
た
本
文
と
挿
絵
の
協
奏
効
果
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
挿
絵
の
指
示
を
行
っ
て

い
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
。

出
口
智
之
「
明
治
中
期
に
お
け
る
口
絵
・
挿
絵
の
諸
問
題

―
「
小
説
作
者
は
絵
画

(5)
に
ど
う
関
わ
っ
た
か

―
」（
『
湘
南
文
学
』
平
成
二
十
六
年
十
一
月
）
・
「
『
文
芸
倶
楽
部
』

の
木
版
多
色
摺
口
絵

―
小
説
と
の
関
係
か
ら

―
」
（
『
日
本
近
代
文
学
』
平
成
二
十

七
年
十
一
月
）
。

尾
崎
秀
樹
『
中
里
介
山

―
孤
高
の
思
索
者

―
』
（
勁
草
書
房
、
昭
和
五
十
五
年
十

(6)
月
）
・
紅
野
謙
介
「
新
聞
小
説
と
挿
絵
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス

―
一
九
二
〇
年
代
の
転

換
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
岩
波
講
座
文
学
』
２
「
メ
デ
ィ
ア
の
力
学
」
（
岩
波
書
店
、
平
成
十

四
年
十
二
月
）

松
本
和
也
「
同
時
代
の
な
か
の
「
挿
絵
事
件
」

―
『
大
菩
薩
峠
』（
作
・
中
里
介
山
、

(7)
画
・
石
井
鶴
三
）
と
挿
絵
著
作
権
」
（
『
文
芸
研
究
』
平
成
二
十
七
年
九
月
）

紅
野
謙
介
「
新
聞
小
説
と
挿
絵
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
」
（
前
掲
）
、
百
五
十
六
頁
。

(8)

松
本
和
也
「
同
時
代
の
な
か
の
「
挿
絵
事
件
」
」
（
前
掲
）
参
照
。

(9)

中
里
介
山
「
創
作
と
挿
絵
の
問
題
」
（
前
掲
）
、
二
十
五
頁
。

(10)

渡
辺
圭
二
「
『
大
菩
薩
峠
』
の
挿
絵
」（
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
別
冊
「
大
菩
薩
峠
」
、

(11)
平
成
六
年
一
月
）
、
百
六
十
三
頁
。

石
井
柏
亭
「
美
術
品
の
著
作
権
及
複
製
権
に
就
て
」（
『
み
づ
ゑ
』
昭
和
九
年
十
二
月
）
、

(12)
三
百
四
十
二
頁
。

中
里
介
山
「
創
作
と
挿
絵
の
問
題
」
（
前
掲
）
、
二
十
五
～
二
十
六
頁
。

(13)

鶴
三
は
後
に
、
「
其
翌
年
（
昭
和
三
年
―
注
）
、
大
菩
薩
峠
普
及
版
六
巻
の
口
絵
に
小

マ
マ

(14)
生
の
挿
絵
が
無
断
転
載
し
て
あ
る
の
を
発
見
し
た
。
而
も
、
作
者
小
生
の
名
を
掲
げ
て

な
か
つ
た
」
と
述
べ
て
い
る
（
「
挿
画
の
問
題
」
、
『
中
央
公
論
』
昭
和
九
年
十
二
月
、
三

百
四
十
六
頁
）
。
し
か
し
こ
れ
は
、
同
第
五
巻
へ
の
転
載
許
可
を
求
め
た
書
簡

の
存
在

25
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を
彼
が
失
念
し
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
鶴
三
の
絵
を
用
い
た
「
六
巻
」
が
別
に
あ
っ

た
の
か
、
ま
た
「
其
翌
年
」
も
出
版
の
年
な
の
か
、
そ
れ
と
も
「
無
断
転
載
」
を
「
発

見
」
し
た
年
な
の
か
な
ど
、
現
時
点
で
は
判
然
と
し
な
い
こ
と
が
多
い
た
め
、
今
は
注

記
す
る
に
と
ど
め
て
お
く
。

松
本
和
也
「
墨
画
小
品
展
と
「
大
菩
薩
峠
」
挿
絵

―
新
出
石
井
鶴
三
宛
中
里
介
山

(15)
・
西
田
武
雄
書
簡
か
ら
」
（
『
信
州
大
学
附
属
図
書
館
研
究
』
平
成
二
十
六
年
一
月
）
、
二

十
一
頁
。

中
里
介
山
「
創
作
と
挿
絵
の
問
題
」
（
前
掲
）
、
二
十
四
～
二
十
五
頁

(16)

石
井
鶴
三
「
自
序
」
（
『
石
井
鶴
三
挿
絵
集
』
第
一
巻
、
光
大
社
、
昭
和
九
年
七
月
）

(17)

中
里
介
山
「
創
作
と
挿
絵
の
問
題
」
（
前
掲
）
、
三
十
一
～
三
十
二
頁
。
掲
示
さ
れ
て

(18)
い
る
図
は
略
し
た
。

中
里
介
山
「
『
大
菩
薩
峠
』
の
著
作
侵
害

―
「
石
井
鶴
三
挿
絵
集
第
一
巻
」
の
再
検

マ

マ

(19)
討
」
（
『
隣
人
之
友
』
昭
和
九
年
九
月
）
、
四
十
六
頁
。

た
だ
し
、
商
標
権
の
保
護
に
は
商
標
登
録
が
必
要
で
あ
る
し
、
か
り
に
登
録
さ
れ
た

(20)
場
合
で
も
、
鶴
三
よ
り
以
前
に
井
川
仙
厓
が
挿
絵
に
描
き
、
ま
た
本
稿
で
論
じ
た
よ
う

に
介
山
の
指
示
が
少
な
か
ら
ず
入
っ
て
い
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
関
す
る
権
利
を
、
誰
が

保
有
し
う
る
の
か
と
い
う
問
題
は
残
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
の
論
点
は
法
的
効
力

の
有
無
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
介
山
の
認
識
に
あ
る
の
で
、
そ
こ
ま
で
は
問
わ
な
い
。

な
お
、
著
作
権
問
題
で
し
ば
し
ば
議
論
の
俎
上
に
載
せ
ら
れ
る
著
名
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

「
ミ
ッ
キ
ー
マ
ウ
ス
」
の
商
標
を
、
デ
ィ
ズ
ニ
ー
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ゼ
ズ
イ
ン
ク
が
登

録
し
た
の
は
、
昭
和
六
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

新
妻
莞
「
序
に
代
へ
て
」
（
『
石
井
鶴
三
挿
絵
集
』
第
一
巻
、
前
掲
）
。

(21)

紅
野
謙
介
「
新
聞
小
説
と
挿
絵
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
」
（
前
掲
）
、
百
五
十
七
頁
。

(22)

松
本
和
也
「
同
時
代
の
な
か
の
「
挿
絵
事
件
」
」
（
前
掲
）
、
五
十
四
頁
。

(23)

石
井
鶴
三
「
挿
画
の
問
題
」
（
前
掲
）
、
三
百
四
十
九
頁
。

(24)

石
井
鶴
三
「
挿
画
の
問
題
」
（
前
掲
）
、
三
百
五
十
二
頁
。

(25)

＊
引
用
文
の
底
本
は
、
す
べ
て
注
に
記
し
た
。
ま
た
、
引
用
に
際
し
て
は
現
行
の
か
な
・

常
用
漢
字
・
人
名
用
漢
字
の
字
体
を
用
い
た
。

＊
本
稿
を
執
筆
す
る
に
あ
た
り
、
今
回
の
共
同
研
究
に
加
わ
っ
た
荒
井
真
理
亜
・
髙
野
奈

保
・
多
田
蔵
人
・
松
本
和
也
の
四
氏
か
ら
大
き
な
示
唆
を
受
け
た
。
共
同
研
究
で
あ
る
以

上
は
当
然
の
こ
と
と
は
い
え
、
特
に
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。

＊
本
稿
は
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
Ｃ
・
課
題
番
号

16K
02420

）
に
よ
る
研
究
成

果
の
一
部
で
あ
る
。
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