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論
文

　

お
じ
さ
ん
な
ん
か
い
ら
な
い　

横　

家　

純　

一　

は
じ
め
に

　

一
九
三
八
年
生
ま

れ
の
絵
本
作
家
・
佐

野
洋
子
は
、
共
著
を

含
め
て
一
七
三
冊

の
作
品
を
残
し
て
、

二
〇
一
〇
年
に
他
界

し
た
（
二
〇
一
七
年

一
月
の
ウ
ィ
キ
ペ

デ
ィ
ア
に
よ
る
）。

た
だ
し
、
た
と
え
ば

名
古
屋
市
図
書
館
の

検
索
で
は
、
二
六
三

点
の
作
品
が
出
て

く
る
（
二
〇
一
七

年
一
月
）。
広
範
な

読
者
を
獲
得
し
た
七
二
年
の
生
涯
で
あ
っ
た
。
当
時
の
追
悼
記
事
に
は
、「
男

女
、
友
人
な
ど
の
人
間
関
係
や
老
い
、
生
き
る
こ
と
の
本
質
を
ず
ば
り
と
突

い
た
」（「
岐
阜
新
聞
」、
二
〇
一
〇
年
一
二
月
二
八
日
、
秋
山
衆
一
筆
）
と
あ

る
。
本
稿
で
は
、「
友
だ
ち
は
無
駄
で
あ
る
」（
一
九
八
八
）、「
シ
ヅ
コ
さ
ん
」

（
二
〇
〇
八
）、「
問
題
が
あ
り
ま
す
」（
二
〇
〇
九
）、「
死
ぬ
気
ま
ん
ま
ん
」

（
二
〇
一
一
）
と
い
う
四
点
の
著
作
と
、
絵
本
「
お
じ
さ
ん
の
か
さ
」
を
主
な

題
材
に
し
て
、佐
野
洋
子
が
発
信
し
た
、「
生
き
る
こ
と
の
本
質
」を
め
ぐ
る
メ
ッ

セ
ー
ジ
に
ふ
れ
て
み
た
い
。

　

ま
ず
、
表
１
の
略
年
譜
に
よ
れ
ば
、
中
国
か
ら
の
引
き
揚
げ
体
験
と
母
親
と

の
確
執
、
そ
し
て
友
人
関
係
の
あ
り
よ
う
が
、
佐
野
洋
子
に
と
っ
て
人
生
最
大

の
イ
ベ
ン
ト
と
い
え
る
。
そ
の
う
ち
次
章
で
は
、
主
に
友
人
関
係
を
主
題
と
し

た
、「
友
だ
ち
は
無
駄
で
あ
る
」
と
い
う
、
や
や
挑
発
的
な
文
章
を
た
ど
っ
て

み
る
こ
と
に
す
る
。

一
、
友
だ
ち
は
無
駄
で
あ
る

　

こ
の
本
の
中
で
、
佐
野
洋
子
は
、「
無
駄
で
あ
る
」
と
し
つ
つ
も
、
す
ぐ
、「
で

も
そ
の
無
駄
が
い
い
の
よ
ね
。
魅
力
な
の
よ
ね
」
と
き
り
返
す
。
そ
ん
な
こ
と

は
な
い
、
友
だ
ち
は
大
切
で
あ
る
な
ん
て
い
う
、
う
す
っ
ぺ
ら
な
常
識
を
い
と

も
簡
単
に
ひ
っ
く
り
返
す
。
し
か
し
、
そ
の
一
見
へ
理
屈
と
も
い
え
る
文
章

を
読
ん
で
い
く
と
、
納
得
が
い
く
。
た
と
え
ば
、
無
断
外
泊
の
ア
リ
バ
イ
工
作

と
し
て
、
悪
友
に
、「
今
日
、
あ
な
た
の
と
こ
ろ
に
泊
っ
て
い
る
ん
だ
か
ら
ね
」

（
二
〇
〇
七
：
二
一
三
）
と
い
う
と
、
そ
の
友
だ
ち
は
、「
わ
か
っ
た
わ
よ
」
と

い
い
、
立
派
で
な
い
私
を
え
ら
ん
で
い
た
、
と
く
る
。
家
族
の
し
が
ら
み
か
ら

表１：佐野洋子の略年譜

1938 誕生 幼少時代を中国の北京で過ごす
1947 9 歳 日本に引き揚げる
1962 24 歳 武蔵野美術大学卒業、結婚
1968 30 歳 出産
1974 36 歳 「おじさんのかさ」、銀河社
1977 39 歳 「100 万回生きたねこ」、講談社
1988 50 歳 「友だちは無駄である」、筑摩書房（初版）
2006 68 歳 母シズ死去
2007 69 歳 「友だちは無駄である」、ちくま文庫
2008 70 歳 「シヅコさん」、新潮社
2009 71 歳 「問題があります」、筑摩書房（ちくま文庫、2012）
2010 72 歳 他界
2011 「死ぬ気まんまん」、光文社

ドキュメンタリー映画「100万回生きたねこ」の劇場パンフ（2012年）より
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距
離
を
お
く
た
め
に
は
、
時
に
は
、「
無
駄
」
な
友
だ
ち
が
必
要
と
な
る
こ
と

も
あ
る
。

　

こ
こ
に
は
、
少
な
く
と
も
三
つ
の
人
間
観
が
あ
る
。
一
つ
目
は
、
無
駄
な
も

の
な
ん
か
何
も
な
い
、
と
い
う
信
念
。
悪
友
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
い
や
、
相

手
が
悪
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
自
ら
の
悪
の
行
い
を
赦
し
て
く
れ
る
寛
容
性
を
も

つ
こ
と
を
佐
野
は
知
っ
て
い
る
。
別
の
例
で
は
、失
恋
し
た
友
だ
ち
の
そ
ば
で
、

か
つ
お
ぶ
し
を
か
い
て
い
る
友
が
い
る
（
同
、
二
一
四
）。
慰
め
の
こ
と
ば
も

な
く
、
た
だ
そ
ば
に
い
て
く
れ
る
だ
け
で
い
い
の
だ
。
目
に
見
え
る
効
果
や
世

間
体
の
み
を
気
に
す
る
「
立
派
な
」
人
間
な
ん
か
い
ら
な
い
の
だ
。
ま
た
こ
ん

な
言
い
方
も
し
て
い
る
。「
尊
敬
に
あ
た
い
す
る
友
人
だ
け
を
も
っ
て
い
た
ら
、

私
は
な
ん
と
貧
し
い
土
に
生
き
て
い
る
生
き
物
だ
っ
た
だ
ろ
う
…
お
び
た
だ
し

い
無
駄
な
時
の
流
れ
」（
同
、二
一
二
）
と
、尊
敬
の
念
が
介
在
す
る
が
ゆ
え
に
、

か
え
っ
て
貧
し
く
な
る
人
間
関
係
の
機
微
を
知
り
つ
く
し
た
佐
野
洋
子
だ
か
ら

こ
そ
の
ス
タ
ン
ス
で
あ
る
。
か
り
に
こ
れ
を
、
無
駄
の
「
効
用
説
」
と
呼
ん
で

お
こ
う
。

　

二
つ
目
の
人
間
観
は
、
こ
の
効
用
説
を
ひ
っ
く
り
返
し
た
も
の
で
、
か
り
に
、

「
無
用
説
」
と
呼
ん
で
み
る
。
こ
こ
で
は
友
だ
ち
に
は
じ
ま
っ
て
、
人
生
全
体

が
無
駄
と
な
る
。
佐
野
の
自
身
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、「
こ
の
ご
ろ
は
読
ん
だ
本

を
次
の
日
に
は
忘
れ
て
い
て
、
タ
イ
ト
ル
も
思
い
出
せ
な
い
。
昔
読
ん
だ
本
も

全
部
忘
れ
て
い
る
呆
け
老
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
読
書
は
無
駄
だ
っ
た
。
そ

し
て
、
読
書
だ
け
が
好
き
だ
っ
た
私
の
人
生
も
無
駄
だ
っ
た
」（
二
〇
〇
九
：

三
三
）
と
な
る
。

　
「
呆
け
」
の
な
せ
る
わ
ざ
で
あ
ろ
う
か
、
人
生
っ
て
、
あ
っ
て
も
な
く
て
も

良
い
も
の
、
い
や
む
し
ろ
、
な
い
方
が
良
い
と
い
い
た
げ
だ
。
す
べ
て
を
無
駄

と
し
て
き
り
捨
て
る
こ
の
ス
タ
ン
ス
に
は
、
か
な
り
虚
無
主
義
的
な
響
き
が
あ

る
が
、
見
方
を
変
え
れ
ば
、
も
の
ご
と
に
執
着
し
な
い
人
間
の
自
由
さ
を
称
揚

す
る
も
の
で
も
あ
る
。
こ
の
自
由
さ
が
、
つ
ぎ
の
ス
タ
ン
ス
を
胚
胎
す
る
一
因

で
も
あ
る
。

　

三
つ
目
の
人
間
観
は
、
無
駄
そ
の
も
の
を
直
接
評
価
し
な
い
点
で
、
上
の
二

つ
と
は
異
質
な
も
の
だ
。
つ
ま
り
、
な
に
か
を
「
無
駄
」
と
決
め
つ
け
き
り
捨

て
る
、
そ
の
人
間
の
尊
大
さ
の
方
を
問
題
に
す
る
の
だ
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
そ

の
よ
う
な
決
め
つ
け
か
ら
自
分
自
身
を
で
き
る
だ
け
遠
ざ
け
る
と
い
う
姿
勢

だ
。
た
と
え
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
シ
ー
ン
が
あ
る
。

今
で
も
よ
く
い
る
じ
ゃ
な
い
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
ー
の
前
で
、
い

つ
ま
で
も
し
ゃ
が
ん
で
い
る
中
学
生
の
男
の
子
た
ち
が
。…
あ
れ
見
る
と
、

何
か
、
胸
か
き
む
し
ら
れ
る
よ
う
に
切
な
い
（
二
〇
〇
七
：
八
五
）

　
「
胸
か
き
む
し
ら
れ
る
」
の
は
、
家
族
の
束
縛
や
重
圧
か
ら
逃
れ
て
、
若
者

た
ち
が
自
分
の
居
場
所
を
見
つ
け
て
い
る
こ
と
へ
の
、
は
げ
し
い
ま
で
の
共
感

だ
。
そ
こ
は
通
常
、
深
夜
は
い
か
い
の
「
不
良
」
少
年
少
女
た
ち
の
た
ま
り
場

で
あ
り
、
す
で
に
大
人
の
側
に
い
る
五
〇
歳
の
著
者
が
、「
切
な
い
」
と
感
じ

る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
佐
野
洋
子
の
五
〇
歳
の
こ
こ
ろ
は
、
そ
の
よ
う
な

世
代
間
ギ
ャ
ッ
プ
を
こ
え
て
、
一
五
歳
の
こ
こ
ろ
と
み
ご
と
に
共
振
し
て
い
る

の
だ
。
こ
の
よ
う
な
感
性
は
、
子
供
向
け
の
絵
本
が
創
作
で
き
る
ゆ
え
ん
で
あ

る
ば
か
り
か
、
そ
の
絵
本
を
通
じ
て
親
世
代
の
こ
こ
ろ
に
ま
で
浸
透
す
る
豊
か

さ
に
連
な
っ
て
い
る
。

　

無
駄
の
効
用
説
で
あ
れ
、
無
用
説
で
あ
れ
、
無
駄
と
決
め
つ
け
る
人
間
の
お
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ろ
か
さ
で
あ
れ
、
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
こ
に
は
、
排
除
さ
れ
る
も
の
に
対
す
る
あ

た
た
か
い
慈
し
み
の
よ
う
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
次
章
で
は
、
自
分
の
母
親

か
ら
排
除
さ
れ
た
佐
野
洋
子
の
人
生
を
「
シ
ズ
コ
さ
ん
」
の
文
章
か
ら
た
ど
っ

て
み
よ
う
。

二
、
シ
ズ
コ
さ
ん

　
「
友
だ
ち
は
無
駄
で
あ
る
」
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
が
、
母
と
の
確
執

に
つ
い
て
の
記
述
が
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
達
す
る
の
が
、
佐
野
洋
子
七
〇
歳
の

作
品
「
シ
ズ
コ
さ
ん
」
で
あ
る
。

四
歳
位
の
時
、
手
を
つ
な
ご
う
と
思
っ
て
母
さ
ん
の
手
に
入
れ
た
瞬
間
、

チ
ッ
と
舌
打
ち
し
て
私
の
手
を
ふ
り
は
ら
っ
た
。
そ
の
時
か
ら
二
度
と
手

を
つ
な
が
な
い
と
決
意
し
た
。
そ
の
時
か
ら
私
と
母
さ
ん
の
き
つ
い
関
係

が
始
ま
っ
た
（
二
〇
〇
八
：
五
）。

　

チ
ッ
と
舌
打
ち
し
た
母
親
に
は
、
し
つ
け
の
意
味
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、

子
に
と
っ
て
は
、「
マ
マ
は
私
を
捨
て
た
」（
同
、五
八
）と
な
る
。
お
ま
け
に
、「
母

は
兄
を
溺
愛
」
と
く
る
。
こ
う
な
る
と
も
は
や
、
な
す
す
べ
が
な
い
。
ひ
た
す

ら
、
時
が
過
ぎ
る
の
を
待
つ
し
か
な
い
。

　

さ
ら
に
、
七
歳
で
終
戦
を
迎
え
、
難
民
と
し
て
帰
国
し
た
娘
に
対
す
る
母
・

シ
ズ
の
「
し
つ
け
」
は
執
拗
に
続
く
。

あ
る
昼
、
私
は
釜
で
じ
ゃ
が
い
も
を
ふ
か
す
た
め
に
か
ま
ど
の
前
で
火
を

た
い
て
い
た
。
私
は
か
ま
ど
の
前
で
居
ね
む
り
を
し
て
し
ま
っ
た
。
気
が

つ
く
と
私
は
板
の
間
に
こ
ろ
が
さ
れ
て
、
母
が
、
ほ
う
き
の
柄
で
私
を
た

た
き
の
め
し
て
い
た
。
じ
ゃ
が
い
も
が
黒
こ
げ
に
な
っ
た
の
だ
。
母
は
た

た
き
の
め
し
な
が
ら
、
足
で
私
を
こ
ろ
が
し
た
（
同
、
五
八
）。

　

食
糧
事
情
の
悪
い
当
時
、
じ
ゃ
が
い
も
を
こ
が
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
し

か
し
、
つ
い
つ
い
居
ね
む
り
を
し
て
し
ま
っ
た
子
ど
も
を
、「
た
た
き
の
め
す
」

母
親
は
そ
う
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
苦
難
に
遭
遇
し
て
も
、
佐
野
洋
子
は
、「
私

は
泣
か
な
い
の
だ
」
と
い
う
。
悪
い
こ
と
は
何
も
し
て
い
な
い
か
ら
、
謝
罪
は

し
な
い
と
い
う
の
だ
。そ
れ
ど
こ
ろ
か
回
想
の
時
に
な
っ
て
、「
た
た
き
の
め
す
」

と
い
う
言
葉
を
二
回
も
使
う
こ
と
で
、
事
態
の
深
刻
さ
を
て
い
ね
い
に
描
写
す

る
余
裕
す
ら
示
し
て
い
る
。
甘
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
れ
ば
、「
ひ
と
言
あ
り
が

と
う
と
云
っ
て
く
れ
れ
ば
」（
同
、
五
八
）
と
い
う
本
音
も
出
て
く
る
。

　

一
三
歳
の
反
抗
期
に
は
、「
母
の
匂
い
が
む
か
つ
い
た
」
と
い
う
。
も
は
や
、

生
理
的
に
受
け
付
け
ら
れ
な
い
状
態
に
あ
っ
た
。
三
〇
歳
の
出
産
時
に
は
、「
洋

子
、
お
手
柄
ね
、
男
の
子
を
産
ん
で
く
れ
て
」（
同
、
一
三
四
）
と
い
う
男
尊

女
卑
の
姿
勢
を
か
く
そ
う
と
も
し
な
い
母
に
対
し
て
、「
母
を
好
き
に
な
れ
な

い
娘
」
と
い
う
自
責
の
念
を
も（
注
１
）
つ
。
こ
の
母
と
娘
は
、
も
は
や
、
打
ち
解
け
る

こ
と
が
で
き
な
い
関
係
に
い
た
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
で
あ
る
。
老

人
ホ
ー
ム
に
入
っ
た
母
が
呆
け
て
き
て
、「
ね
ん
ね
ん
よ
う
、
お
こ
ろ
り
よ
、

お
母
さ
ん
は
い
い
子
だ
、ね
ん
ね
し
な
」（
同
、二
一
一
）
と
い
う
子
守
唄
が
き
っ

か
け
で
、
佐
野
の
眼
に
は
涙
が
あ
ふ
れ
、
い
わ
ば
大
団
円
を
迎
え
る
。

「
ご
め
ん
ね
、
お
母
さ
ん
、
ご
め
ん
ね
」
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号
泣
と
云
っ
て
も
よ
か
っ
た
。

「
私
悪
い
子
だ
っ
た
ね
、
ご
め
ん
ね
」

母
さ
ん
は
正
気
に
戻
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

「
私
の
方
こ
そ
ご
め
ん
な
さ
い
。
あ
ん
た
が
悪
い
ん
じ
ゃ
な
い
の
よ
」

私
の
中
で
、
何
か
が
爆
発
し
た
（
同
、
二
一
二
）。

　

こ
の
日
の
こ
と
を
、
佐
野
は
、「
私
は
生
き
て
い
て
よ
か
っ
た
と
思
っ
た
。

本
当
に
生
き
て
い
て
よ
か
っ
た
。
こ
ん
な
日
が
来
る
と
思
っ
て
い
な
か
っ
た
」

（
同
、
二
一
三
）
と
い
う
。
こ
こ
に
子
守
唄
が
作
用
し
て
い
る
こ
と
は
、
次
章

の
「
お
じ
さ
ん
の
か
さ
」
で
も
予
告
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、

娘
は
、
な
く
な
っ
た
母
に
、「
す
ぐ
行
く
か
ら
ね
」
と
書
き
き
る
こ
と
が
で
き

る
。
不
可
能
と
思
わ
れ
て
い
た
和
解
が
訪
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
四
年
後
、
佐

野
は
な
く
な
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
時
の
心
境
は
、「
死
ぬ
気
ま
ん
ま
ん
」で
あ
り
、

「
私
が
死
ん
で
も
、
も
や
っ
て
い
る
様
な
春
の
山
は
そ
の
ま
ま
む
く
む
く
と
笑

い
続
け
、
こ
ぶ
し
も
桜
も
咲
き
続
け
る
と
思
う
と
無
念
で
あ
る
」（
二
〇
一
一
：

一
九
七
。
な
お
初
出
は
、「
神
も
仏
も
あ
り
ま
せ
ぬ
」
二
〇
〇
三
、
筑
摩
書
房
）

と
な
る
。
も
は
や
、
人
間
界
に
む
か
っ
て
の
未
練
は
つ
ゆ
ほ
ど
も
な
く
、
七
二

年
の
人
生
を
全
う
し
て
い
っ
た
。
次
章
で
は
、
い
よ
い
よ
、
絵
本
「
お
じ
さ
ん

の
か
さ
」
が
登
場
す
る
。

三
、
お
じ
さ
ん
の
か
さ

　

言
う
ま
で
も
な
く
、
発
行
部
数
二
〇
〇
万
部
を
超
え
る
「
一
〇
〇
万
回
生
き

た
ね
こ
」
が
佐
野
の
代
表
作
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
あ
え
て
、「
お
じ

さ
ん
の
か
さ
」
を
取
り
上
げ（
注
２
）

る
。
ね
こ
に
仮
託
さ
れ
た
思
想
よ
り
も
、
お
じ
さ

ん
の
考
察
の
方
が
、
こ
こ
で
の
議
論
に
ふ
さ
わ
し
い
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
、
雨
が
ふ
っ
て
も
、
大
事
な
か
さ
を
絶
対
さ
さ
な
い
主
義
の
お
じ
さ

ん
が
主
人
公
で
あ
る
。
前
半
で
、「
か
さ
が
ぬ
れ
る
か
ら
で
す
」
と
い
う
非
常

識
な
文
章
が
四
回
も
繰
り
返
さ
れ
た
あ
と
、
事
態
は
思
わ
ぬ
方
向
へ
む
か
う
。

お
じ
さ
ん
は
、
自
分
の
た
め
に
か
さ
を
さ
さ
な
い
ば
か
り
か
、
あ
ま
や
ど
り
に

き
た
小
さ
な
子
ど
も
に
対
し
て
も
、「
お
っ
ほ
ん
」
と
上
を
み
て
、
見
て
見
ぬ

ふ
り
を
す
る
ほ
ど
徹
底
し
て
い
た
。
そ
の
風
景
は
、
あ
た
か
も
、
ト
レ
ー
デ
ィ

ン
グ
・
カ
ー
ド
を
ケ
ー
ス
や
ス
リ
ー
ブ
の
中
に
し
っ
か
り
仕
ま
い
込
ん
で
、
誰

に
も
見
せ
よ
う
と
し
な
い
、
い
ま
ど
き
の
子
ど
も
心
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
の
絵
本
を
読
む
人
が
、
そ
し
て
聞
く
人
が
、「
そ
う
か
、
お

じ
さ
ん
の
か
さ
は
ぬ
ら
さ
な
い
も
の
だ
」
と
い
う
考
え
に
す
っ
か
り
馴
ら
さ
れ

て
し
ま
っ
た
頃
、
子
ど
も
た
ち
の
「
ポ
ン
ポ
ロ
ロ
ン
」、「
ピ
ッ
チ
ャ
ン
チ
ャ
ン
」

と
い
う
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。
す
る
と
、
お
じ
さ
ん
は
と
つ
ぜ
ん
、
現
実
で
は

あ
り
え
な
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
子
ど
も
た
ち
の
歌
、
声
、
音
、
そ
し
て
、

遊
び
心
に
ほ
だ
さ
れ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
心
を
ゆ
さ
ぶ
ら
れ
て
、
か
さ
を
ぬ

ら
し
、
音
に
遊
ぶ
お
じ
さ
ん
に
生
ま
れ
変
わ
る
。
お
じ
さ
ん
の
妻
が
、「
あ
ら
、

か
さ
を
さ
し
た
ん
で
す
か
、
あ
め
が
ふ
っ
て
い
る
の
に
」
と
思
わ
ず
つ
ぶ
や
い

て
し
ま
う
ほ
ど
、
意
外
な
展
開
と
な（
注
３
）

る
。

　

つ
ま
り
、
こ
の
と
き
、
他
者
と
の
交
信
、
つ
ま
り
働
き
か
け
合
い
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
は
じ
ま
る
の
だ
。
あ
る
絵
本
研
究
者
の
表
現
に
よ
れ
ば
、
佐

野
の
「
お
じ
さ
ん
の
か
さ
」
は
、「
絵
と
言
葉
の
内
容
が
対
応
し
同
調
し
て
い
く
。

絵
と
言
葉
が
寄
り
そ
う
、
き
ま
じ
め
な
ほ
ど
律
儀
に
…
視
覚
化
し
え
な
い
雨
や

水
た
ま
り
の
音
を
、よ
り
い
っ
そ
う
立
体
化
す
る
し
か
け
を
内
に
も
っ
て
い
る
」
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（
竹
内
オ
サ
ム
『
絵
本
の
表
現
』
久
山
社
、
二
〇
〇
二
：
八
四
頁
と
八
七
頁
）。

こ
こ
で
い
う
「
立
体
化
す
る
し
か
け
」
と
は
、
二
次
元
の
絵
と
言
葉
だ
け
で
終

わ
ら
せ
な
い
で
、
絵
本
に
対
し
て
、
も
う
一
つ
の
軸
と
し
て
、「
ポ
ン
ポ
ロ
ロ

ン
」、「
ピ
ッ
チ
ャ
ン
チ
ャ
ン
」
と
い
う
子
ど
も
の
声
、
つ
ま
り
音
を
か
ぶ
せ
る

と
い
う
こ
と
と
解
し
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
目
に
見
え
な
い
こ
と
が
、
逆
に
、
読

む
者
の
、
そ
し
て
聞
く
者
の
想
像
力
に
訴
え
や
す
く
な
っ
て
い
る
の
だ
。

　

も
う
一
つ
別
の
見
方
を
す
る
と
、
前
半
の
か
さ
を
ぬ
ら
さ
な
い
頑
固
さ
が

あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
つ
ま
り
、
一
つ
の
も
の
に
、
一
つ
ス
タ
イ
ル
に
、
全
身
全

霊
で
傾
倒
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
緊
張
を
弛
緩
す
る
ち
ょ
っ
と
し
た
き
っ

か
け
が
、
う
た
の
も
つ
リ
ズ
ム
と
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
、
別
次
元
の
威
力
を
発
揮
し

た
、
と
も
い
え
る
。

　
お
わ
り
に

　

あ
る
授
業
で
、
前
章
で
述
べ
た
、
子
ど
も
た
ち
の
歌
に
ゆ
さ
ぶ
ら
れ
た
お
じ

さ
ん
の
話
を
取
り
上
げ
た
と
こ
ろ
、
蜜
柑
と
い
う
ペ
ン
ネ
ー
ム
の
学
生
か
ら
、

「
あ
い
だ
の
あ
い
だ
」
と
題
さ
れ
た
レ
ポ
ー
ト
が
か
え
っ
て
き
た
。
そ
の
一
部

を
紹
介
す
る
と
、「
私
は
お
ば
さ
ん
で
あ
る
。
二
〇
一
一
年
の
二
月
二
五
日
私

は
落
ち
た
。
国
立
〇
〇
大
学
応
用
生
物
学
部
に
で
あ
る
。
前
期
も
後
期
も
落
ち

た
。
そ
う
、
私
は
一
年
間
浪
人
を
し
て
い
た
」
と
い
う
。
一
浪
し
て
、
模
試
で

国
立
大
の
Ａ
判
定
ま
で
も
ら
っ
た
の
に
、
不
本
意
な
が
ら
私
学
入
学
と
な
っ
た

人
の
手
記
で
も
あ
る
。
高
校
か
ら
大
学
ま
で
の
「
あ
い
だ
」
を
、
ゆ
さ
ぶ
ら
れ

た
人
生
を
、「
一
日
が
四
八
時
間
あ
っ
た
ら
い
い
の
に
」
と
精
い
っ
ぱ
い
生
き

抜
い
た
若
者
の
叫
び
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
ん
な
自
分
を
「
お
ば
さ
ん
」
と
全

肯
定
で
き
る
、
力
強
い
主
張
で
も
あ
る
。

　

世
間
一
般
の
常
識
か
ら
か
け
離
れ
、
雨
が
ふ
っ
て
も
傘
を
さ
さ
な
い
頑
固
な

お
じ
さ
ん
が
、
う
た
の
力
に
ほ
だ
さ
れ
て
、
遊
び
と
い
う
も
う
一
つ
の
常
識
に

よ
り
そ
っ
て
生
き
て
い
く
こ
と
、
あ
る
い
は
逆
に
、
傘
を
さ
さ
な
い
自
分
に
な

ん
の
恥
じ
ら
い
も
な
い
人
生
を
送
る
こ
と
、
そ
の
両
方
の
あ
り
方
を
認
め
る
こ

と
が
で
き
る
と
き
、「
お
じ
さ
ん
」
と
い
う
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
は
無
化
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、「
お
じ
さ
ん
な
ん
か
い
ら
な
い
」
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

た
と
え
誰
か
に
、
お
じ
さ
ん
と
決
め
つ
け
ら
れ
よ
う
と
も
、
あ
る
い
は
、
お

ば
さ
ん
と
決
め
つ
け
ら
れ
よ
う
と
も
、
そ
ん
な
も
の
「
い
ら
な
い
」
と
い
わ
れ

た
時
点
で
、
対
象
と
し
て
の
、
つ
ま
り
、
判
断
基
準
と
し
て
の
お
じ
さ
ん
・
お

ば
さ
ん
は
必
要
と
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
ど
ん
な
人
だ
っ
て
生
き

て
い
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
つ
て
、「
友
だ
ち
は
無
駄
で
あ
る
」
と
い
っ

て
お
き
な
が
ら
、
す
ぐ
さ
ま
「
そ
の
無
駄
が
い
い
の
よ
ね
」
と
い
い
切
っ
た
よ

う
に
、「
お
じ
さ
ん
な
ん
か
」
と
い
っ
て
お
き
な
が
ら
、
そ
の
お
じ
さ
ん
を
弁

護
す
る
佐
野
洋
子
。
佐
野
は
、
そ
ん
な
自
由
な
世
界
を
構
想
し
、
自
ら
散
策
し

て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注注
１　
「
自
責
の
念
」
が
い
わ
ば
極
限
状
態
に
達
す
る
の
が
、「
自
殺
し
た
子
ど
も
の
親
た
ち
」

（
青
弓
社
、
二
〇
〇
三
）
の
場
合
で
あ
る
。
そ
の
著
者
若
林
一
美
は
、「
ち
く
ま
少
年
図

書
館
二
四　

社
会
の
本
、生
き
る
こ
と
の
意
味
―
あ
る
少
年
の
お
い
た
ち
」（
筑
摩
書
房
、

一
九
七
四
）
を
書
き
、
多
く
の
読
者
を
獲
得
し
て
い
た
高
史
明
の
、
一
二
歳
で
旅
立
っ

た
一
人
息
子
へ
の
こ
と
ば
を
、「
古
希
を
迎
え
る
直
前
の
思
い
」
と
し
て
引
用
し
て
い
る
。

孫
引
き
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
再
度
、
ふ
れ
て
み
た
い
。

生
死
の
荒
野
を
さ
迷
う
私
を
生
き
延
び
さ
せ
た
の
は
、
な
ん
で
あ
っ
た
か
。
い
ま
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に
し
て
、
つ
く
づ
く
と
生
の
不
思
議
を
思
う
の
で
あ
る
。
一
切
の
希
望
が
潰
え
た

と
き
、
姿
な
き
身
と
な
っ
た
亡
き
子
が
、
私
に
手
を
取
っ
た
の
で
あ
る
。
あ
る
い

は
悲
し
み
が
手
を
取
っ
た
と
い
う
べ
き
か
（
二
〇
〇
三
：
八
二
）。

　
　
　

人
の
死
と
い
う
の
は
、
も
は
や
、
人
間
の
采
配
を
こ
え
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
認

識
、
そ
れ
が
、「
生
の
不
思
議
」
と
い
う
こ
と
ば
に
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

注
２　

こ
れ
を
超
え
る
発
行
部
数
を
誇
る
の
は
、「
い
な
い
な
い
ば
あ
」
五
四
三
万
冊
、「
は

ら
ぺ
こ
あ
お
む
し
」
三
五
六
万
冊
、「
し
ろ
い
う
さ
ぎ
と
く
ろ
い
う
さ
ぎ
」
二
四
四
万

冊
の
三
点
の
み
で
あ
る
（「
週
刊
情
報
」
二
〇
一
五
年
五
月
、
㈱
ト
ー
ハ
ン
）。
な
お
、

「
一
〇
〇
万
回
生
き
た
ね
こ
」
は
、「
冒
頭
の
シ
ー
ン
で
最
後
ま
で
出
来
て
い
た
」（
前
掲

劇
場
パ
ン
フ
）
と
い
う
。
こ
の
作
品
で
佐
野
の
ひ
ら
め
き
が
全
開
し
て
い
た
証
左
で
あ

る
。

注
３　

う
た
の
も
つ
「
意
外
な
展
開
」
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
、
三
点
だ
け
、
補
足
し
て
お

き
た
い
。
一
つ
目
は
、
ま
ど
み
ち
お
［
１
９
０
９
―
２
０
１
４
］
の
つ
ぎ
の
詩
で
あ
る
。

う
た
を　

う
た
う　

と
き
／
わ
た
し
は　

か
ら
だ
を　

ぬ
ぎ
す
て
ま
す

か
ら
だ
を　

ぬ
ぎ
す
て
て
／
こ
こ
ろ　

ひ
と
つ
に　

な
り
ま
す

こ
こ
ろ　

ひ
と
つ
に　

な
っ
て
／
か
る
が
る　

と
ん
で
い
く
の
で
す

う
た
が　

い
き
た
い
と
こ
ろ
へ
／
う
た
よ
り
も　

は
や
く

そ
し
て

あ
と
か
ら　

た
ど
り
つ
く　

う
た
を
／
や
さ
し
く　

む
か
え
て
あ
げ
る
の
で
す

　
　
　

か
ら
だ
と
い
う
鎧
、
つ
ま
り
、
外
か
ら
見
ら
れ
る
自
分
が
、
人
の
こ
こ
ろ
を
見
え
な

く
し
て
い
る
の
を
、
う
た
を
う
た
う
こ
と
で
解
き
放
つ
。
す
る
と
今
度
は
、
そ
の
こ
こ

ろ
が
、
恩
返
し
と
し
て
、
そ
の
う
た
を
全
身
で
受
け
入
れ
る
、
つ
ま
り
共
振
す
る
と
い

う
感
じ
だ
。

　
　
　

あ
る
文
学
研
究
者
は
、「「
子
ど
も
」
の
ふ
り
を
す
る
こ
と
で
こ
そ
「
大
人
」
が
解
放

さ
れ
た
。「
大
人
」
し
か
知
ら
な
い
こ
と
を
言
う
の
に
、「
子
ど
も
」
の
仮
面
が
役
に
立
っ

た
の
で
あ
る
」
と
い
う
逆
説
を
指
摘
し
て
い
る
（
阿
部
公
彦
「
幼
さ
と
い
う
戦
略
―
「
か

わ
い
い
」
と
成
熟
の
物
語
作
法
」
朝
日
新
聞
出
版
、二
〇
一
五
：
一
四
）。
大
人
の
解
放
に
、

う
た
が
一
役
か
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　

二
つ
目
は
、
ダ
ン
テ
の
研
究
家
で
あ
る
村
松
真
理
子
が
、
ユ
ダ
ヤ
人
強
制
収
容
所
の

地
獄
を
生
き
抜
い
た
ひ
と
の
証
言
を
、「
ど
う
し
て
今
そ
こ
に
自
分
た
ち
が
い
る
の
か
、

そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
か
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
重
い
問
い
へ
の
、
救
い
も
し
く
は

答
え
が
希
求
さ
れ
、
暗
示
さ
れ
る
。
つ
い
に
は
「
詩
」
の
こ
と
ば
の
記
憶
が
、
内
身
の

生
命
を
つ
な
ぐ
パ
ン
よ
り
も
力
を
持
つ
、
と
い
う
感
動
的
な
証
言
」
と
言
っ
て
い
る
点

で
あ
る
（
宮
本
久
雄
・
金
泰
昌
「
シ
リ
ー
ズ
物
語
り
論
２
：
原
初
の
こ
と
ば
」
東
大
出
版
、

二
〇
〇
七
：
二
二
〇
）。
収
容
所
の
人
び
と
が
、
古
代
の
英
雄
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
「
詩
」

を
記
憶
す
る
こ
と
で
、
か
ら
だ
を
め
ぐ
る
身
体
的
制
約
や
束
縛
、
つ
ま
り
、
い
つ
殺
さ

れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
恐
怖
を
解
き
放
つ
こ
と
が
あ
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。

　
　
　

三
つ
目
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
が
、
極
限
状
態
に
お
け
る
う
た
、
つ
ま
り
、
物

語
り
の
威
力
に
つ
い
て
書
か
れ
た
「
人
質
の
朗
読
会
」（
小
川
洋
子
、
中
央
公
論
社
、

二
〇
一
一
）
と
い
う
小
説
で
あ
る
。
生
き
延
び
る
可
能
性
が
全
く
な
い
人
質
た
ち
が
、

最
後
の
営
み
と
し
て
、
め
い
め
い
の
ラ
イ
フ
ス
ト
ー
リ
ー
を
物
語
る
こ
と
で
、
魂
と
し

て
、
生
き
延
び
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
著
者
の
筆
致
は
、「
自
分
の
中
に
し
ま
わ
れ
て
い

る
過
去
、
未
来
が
ど
う
あ
ろ
う
と
決
し
て
損
な
わ
れ
な
い
過
去
だ
。
そ
れ
を
そ
っ
と
取

り
出
し
、掌
で
温
め
、言
葉
の
舟
に
の
せ
る
。
そ
の
舟
が
立
て
る
水
音
に
耳
を
澄
ま
せ
る
」

（
同
、
一
一
）
と
、
決
し
て
よ
ど
ま
な
い
。「
言
葉
の
舟
」
と
い
う
表
現
が
、
う
た
の
も

つ
威
力
の
す
べ
て
を
代
弁
し
て
い
る
よ
う
だ
。


