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二
、
新
聞
小
説
挿
絵
は
ど
の
よ
う
に
つ
く
ら
れ
て
い
た
か

 

め
か
ら
あ
っ
た
が
、
新
聞
挿
絵
の
起
源
説
に
相
違
が
生
じ
る
の
は
、

挿
絵
の
条
件
や
定
義
の
違
い
の
た
め
だ
ろ
う
。

挿
絵
と
い
う
よ
り
付
図
の
は
じ
め
の
う
ち
の
も
の
は
、
そ
の

日
の
ニ
ュ
ー
ス
記
事
や
雑
報
に
添
え
ら
れ
た
簡
単
な
一
片
の
絵

で
、
編
集
者
の
中
で
絵
心
の
あ
る
人
間
が
、
と
き
に
は
紙
面
を

見
や
す
く
す
る
た
め
の
配
慮
か
ら
添
え
た
も
の
だ
っ
た
か
も
し
れ

な
い
。
そ
う
い
っ
た
絵
は
コ
マ
絵
（
小
間
絵
、
駒
絵
）
と
よ
ば
れ
、

そ
の
こ
ろ
は
狂
画
と
い
わ
れ
た
戯
画
、
つ
ま
り
マ
ン
ガ
風
の
も
の

も
あ
っ
た
。
そ
れ
に
は
名
の
あ
る
画
人
が
、
名
を
隠
し
て
腕
を
振

る
う
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。

そ
の
日
か
ぎ
り
の
事
件
記
事
が
や
が
て
続
き
も
の
に
な
り
、
虚

実
な
い
ま
ぜ
の
連
載
小
説
に
発
展
す
る
。
そ
れ
は
だ
い
た
い

一
八
八
〇
年
代
、
ほ
ぼ
明
治
一
〇
年
代
半
ば
以
後
、
と
み
て
い
い

だ
ろ
う
。
そ
の
つ
ぎ
の
段
階
が
連
載
小
説
に
絵
が
添
え
ら
れ
る
、

絵
入
小
説
で
あ
る
。

た
だ
し
、
近
代
の
日
本
人
の
暮
ら
し
の
さ
ま
を
知
る
と
い
う
目

的
に
と
っ
て
は
、
単
に
連
載
小
説
に
絵
が
添
え
ら
れ
た
と
い
う
ば

か
り
で
は
な
く
、
小
説
が
あ
る
程
度
以
上
の
長
さ
を
も
ち
、
そ
れ

に
よ
っ
て
作
家
の
想
い
え
が
く
人
物
像
が
よ
り
た
し
か
に
、
具
体

的
に
な
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
遠
く
隔
た
っ
た
過
去
の

事
件
、
い
わ
ゆ
る
時
代
物
は
除
外
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

よ
う
な
観
点
か
ら
、
身
装
資
料
と
し
て
の
挿
絵
つ
き
連
載
小
説
の

初
出
を
表
1
に
示
し
た
。
こ
の
表
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
多
く

の
読
者
を
も
つ
こ
れ
ら
の
新
聞
に
、
挿
絵
入
り
連
載
小
説
の
掲
載

が
主
流
と
な
る
の
は
、
一
八
八
〇
年
代
（
ほ
ぼ
明
治
一
〇
年
代
）

末
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。

初
期
の
新
聞
は
創
刊
の
時
点
で
は
木
版
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
が
、

一
八
八
〇
年
代
（
ほ
ぼ
明
治
一
〇
年
代
）
ま
で
に
は
ほ
ぼ
活
版
印

刷
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
挿
絵
に
つ
い
て
は
そ
の
後
も
木
版
刷

り
が
つ
づ
き
、
紙
面
の
活
版
の
部
分
に
は
め
込
ま
れ
た
。
新
聞
に

網
目
版
印
刷
の
写
真
が
導
入
さ
れ
た
の
は
、
日
露
戦
争
当
時
の

一
九
〇
〇
年
代
半
ば
（
ほ
ぼ
明
治
三
〇
年
代
後
半
）、
全
体
と
し

て
木
版
印
刷
の
時
代
が
終
わ
る
の
は
一
九
一
〇
年
代
（
ほ
ぼ
大
正

前
半
期
）
以
後
で
あ
る
。
一
九
〇
〇
年
代
か
ら
一
九
一
〇
年
代
に

か
け
て
は
、
印
刷
技
術
の
進
歩
と
呼
応
す
る
よ
う
に
新
聞
挿
絵

に
は
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
。
進
歩
と
い
う
い
い
方
も
で
き
よ

う
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
身
装
資
料
と
し
て
の
役
目
は
失
い

は
じ
め
て
い
く
。
そ
の
も
っ
と
も
大
き
な
理
由
は
、
各
種
の
情
報
、

と
く
に
写
真
情
報
が
洪
水
の
よ
う
に
増
え
た
こ
と
で
あ
り
、
ま

た
一
方
で
小
説
作
家
と
挿
絵
画
家
た
ち
が
、
彼
等
の
意
図
す
る

明
治
の
新
聞
連
載
小
説
に
描
か
れ
た
挿
絵
（
以
下
、
新
聞
小
説
挿
絵
）

は
、
情
報
の
と
ぼ
し
い
そ
の
時
代
の
生
活
文
化
、
風
俗
を
知
る
た

め
の
、
貴
重
な
情
報
源
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
く
わ
し
く
は
後
述
す

る
が
、
風
俗
の
一
環
で
あ
る
「
身
装

―
身
体
と
装
い
」
に
つ
い

て
も
、
新
聞
小
説
挿
絵
が
な
に
よ
り
の
価
値
を
も
つ
の
は
、「
年

代
の
た
し
か
な
、
解
説
つ
き
、
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
情
報
で
あ
る
」、

と
い
う
点
だ
ろ
う
。

お
な
じ
重
要
な
情
報
源
で
あ
る
写
真
は
、
写
さ
れ
て
い
る
人
物

も
、
も
の
も
、
見
る
人
の
知
識
や
思
い
こ
み
以
外
に
、
解
釈
の
手

 

　
一
、
新
聞
小
説
挿
絵
の
誕
生

 【
解
説
】

身
装
資
料
と
し
て
の
新
聞
連
載
小
説
の
挿
絵 

― 

明
治
・
大
正
・
昭
和
前
期

が
か
り
を
も
っ
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
。
ま
た
写
さ
れ
た
人
や

シ
ー
ン
の
ほ
と
ん
ど
が
「
写
真
む
き
」
の
す
が
た
、
情
景
に
な
っ

て
い
る
こ
と
も
、
そ
の
時
代
の
カ
メ
ラ
の
普
及
度
を
考
え
れ
ば
や

む
を
え
な
い
こ
と
だ
っ
た
。

本
書
で
は
新
聞
小
説
、
と
く
に
連
載
小
説
の
挿
絵
か
ら
近
代
の

日
本
人
の
す
が
た
や
、
日
常
の
暮
ら
し
の
さ
ま
を
見
て
い
く
が
、

そ
の
前
に
ま
ず
、
近
代
初
期
の
新
聞
挿
絵
を
成
り
立
た
せ
て
い
た

環
境
と
、
さ
ま
ざ
ま
の
条
件
、
な
ら
び
に
連
載
小
説
挿
絵
の
も
つ

信
憑
性
に
つ
い
て
理
解
し
て
お
き
た
い
。

江
戸
時
代
の
瓦
版
は
べ
つ
と
し
て
、
明
治
維
新
以
前
に
も
す
で

に
い
く
つ
か
の
新
聞
が
、
日
本
人
や
外
国
人
の
手
で
発
行
さ
れ
て

い
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
を
見
れ
ば
最
初
の
新
聞
挿
絵
と
い

う
も
の
が
い
つ
生
ま
れ
た
か
は
容
易
に
わ
か
り
そ
う
だ
が
、
そ
れ

は
そ
れ
ほ
ど
簡
単
で
は
な
い
。
紙
面
に
「
絵
」
あ
る
い
は
「
図
」

を
入
れ
る
こ
と
は
、
日
本
で
も
外
国
で
も
新
聞
の
歴
史
の
ご
く
初
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主
題
別
に
み
る

日
本
人
の
す
が
た
と
暮
ら
し

◎
銭
湯
で
新
製
品
の
洗
い
粉
の
広
告
が
眼
に
と
ま
り
…
…

柳
香
散
史
「
片
輪
車
（
25
）」、
歌
川
国
松
画

『
絵
入
朝
野
新
聞
』
1
8
8
9
（
明
治
22
）
年
2
月
22
日
よ
り

＊
作
家
名
は
、
原
則
と
し
て
新
聞
掲
載
の
ま
ま
と
し
た
。
ペ
ン
ネ
ー
ム
な
ど
の
場
合

で
、
明
ら
か
に
作
家
名
が
判
明
し
て
い
る
場
合
に
は
、（
　
）
に
入
れ
て
補
足
し
た
。

＊
挿
絵
画
家
名
は
、
該
当
回
に
お
け
る
記
名
、
あ
る
い
は
画
中
の
署
名
や
落
款
を
根

拠
と
し
、
そ
の
氏
名
を
記
し
た
。
ま
た
、
そ
の
当
時
に
各
新
聞
社
の
専
属
で
あ
り
、

そ
の
画
風
か
ら
も
限
り
な
く
可
能
性
が
高
い
と
判
断
し
た
場
合
に
も
そ
の
氏
名
を

記
し
、
不
明
の
場
合
は
空
欄
と
し
た
。

　
画
家
名
は
ひ
と
り
に
複
数
あ
る
場
合
も
あ
る
が
、
読
者
の
混
乱
を
避
け
る
た
め
、

い
ず
れ
か
に
統
一
し
て
示
し
た
。

＊〈
遡
及
資
料
〉
と
あ
る
挿
絵
は
、
過
去
を
題
材
と
す
る
小
説
に
描
か
れ
た
作
品
で

あ
る
。
明
治
初
頭
の
十
余
年
間
は
小
説
挿
絵
の
絶
対
数
が
少
な
い
た
め
、
描
か
れ

た
内
容
に
信
頼
が
お
け
る
と
判
断
し
た
場
合
は
、
同
時
代
小
説
に
限
ら
ず
年
月
を

隔
て
て
描
か
れ
た
作
品
も
採
録
の
対
象
と
し
た
。
詳
し
く
は
、
解
説
「
身
装
資
料

と
し
て
の
新
聞
連
載
小
説
の
挿
絵
」
参
照
。

＊
図
版
は
、
見
や
す
さ
を
考
慮
し
て
一
部
加
工
し
た
。
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ひ
ろ
く
民
俗
的
な
視
野
か
ら
み
れ

ば
、
人
が
夜
、
床
に
入
っ
て
寝

る
と
き
の
す
が
た
は
、
日
中
外

に
着
て
い
る
硬
め
の
衣
服
を
脱
い
で
、
下

着
の
恰
好
に
な
る
の
が
ふ
つ
う
。
べ
つ
に

寝
間
着
と
い
う
服
種
を
も
た
な
い
と
こ
ろ

も
多
い
。
と
く
に
寒
冷
地
で
は
裸
か
、
裸

に
近
い
恰
好
で
暖
か
い
夜
具
に
も
ぐ
り
こ

む
習
慣
の
土
地
が
、
外
国
に
も
わ
が
国

に
も
あ
る
。
土
地
の
習
慣
な
ど
で
は
な

く
、

褌
ふ
ん
ど
し

一
つ
で
夜
具
に
も
ぐ
り
こ
む
の

が
好
き
な
男
性
は
よ
く
あ
る
。
酔
っ
て
火

照
っ
た
か
ら
だ
で
、
柔
ら
か
い
冷
た
い
布

団
に
入
る
気
持
ち
の
よ
さ
は
ま
た
格
別
と

い
う
。

ま
え
の
時
代
か
ら
寝
間
着
と
し
て
男
女

と
も
に
普
通
に
用
い
ら
れ
て
き
た
の
は
、

袂た
も
と

の
な
い
木
綿
の
単
衣
も
の
で
、
そ
れ

に
細
帯
を
し
め
る
。

【
イ
】
で
は
長
い
袂
の
あ
る
も
の
を
着

て
い
る
が
、
洗
い
ざ
ら
し
た
浴
衣
を
寝
間

着
に
す
る
場
合
が
多
か
っ
た
か
ら
、
袂
も

あ
る
し
、
け
っ
こ
う
派
手
な
柄
物
を
身
に

着
け
て
布
団
に
入
る
こ
と
も
あ
っ
た
ろ

う
。
日
中
に
着
た
も
の
を
脱
い
で
下
着
に

な
る
、
と
い
う
意
味
で
は
、
女
性
だ
っ
た

ら
腰
き
り
の
襦
袢
に
腰
巻
、
男
性
だ
っ
た

ら
ア
ン
ダ
ー
シ
ャ
ツ
と
パ
ン
ツ
、
あ
る
い

は
褌
と
い
う
恰
好
で
も
い
い
わ
け
で
、
こ

の
場
合
は
と
く
に
寝
間
着
と
い
え
る
も
の

は
必
要
と
し
な
い
の
だ
が
、
布
団
の
中
と

は
い
え
夜
間
は
冷
え
込
む
日
本
家
屋
で
は
、

そ
の
う
え
に
古
浴
衣
の
一
枚
で
も
な
け
れ

ば
頼
り
な
い
だ
ろ
う
。

寝
間
着
は
、
夜
が
じ
ぶ
ん
ひ
と
り
の
休

息
の
時
間
で
あ
る
か
、
傍
ら
に
パ
ー
ト

ナ
ー
が
い
る
年
齢
、
ま
た
場
合
か
、
に

よ
っ
て
い
く
ぶ
ん
か
ち
が
う
。
そ
し
て
し

ば
し
ば
そ
の
ふ
た
つ
の
場
合
の
あ
い
だ
に
、

小
さ
な
矛
盾
が
生
じ
る
。
　

昭
和
の
初
め
に
、
女
性
の
寝
間
着
に
つ

い
て
の
こ
ん
な
言
い
分
が
あ
る
。「
か
な

り
大
家
の
奥
様
だ
っ
て
、
伊
太
利
ネ
ル
の

腰
巻
き
に
洗
い
晒
し
の
浴
衣
に
相
場
が

決
ま
っ
て
い
や
が
る
か
ら
ね
」（
寺
尾
幸
夫

「
き
も
の
」『
女
性
』
プ
ラ
ト
ン
社
、1927/7

）
。 

一
九
二
〇
年
代
後
半
以
後
に
女
性
に
愛
用

さ
れ
た
ネ
ル
の
都
腰
巻
く
ら
い
、
繊
細
な

男
性
の
、
あ
る
種
の
意
慾
を
減
退
さ
せ
た

も
の
は
な
か
っ
た
、
と
い
わ
れ
る
。
さ
き

に
引
用
し
た
文
章
に
は
さ
ら
に
こ
う
し
た

一
句
が
つ
づ
く
。「
男
と
生
ま
れ
た
甲
斐

に
ゃ
偶
に
は
緋
縮
緬
の
長
襦
袢
が
見
た
く

【ハ】

春海宏「都会の子たち（13）：恋愛猟人（6）」、
井川洗厓画

『都新聞』1931（昭和6）年2月13日

す
る
が
、
と
り
わ
け
若
い
女
性
の
長
襦
袢

は
む
や
み
に
赤
っ
ぽ
い
け
ば
け
ば
し
い
も

の
が
多
く
、
そ
の
す
が
た
で
布
団
に
入
る

の
は
一
般
家
庭
だ
っ
た
ら
い
く
ぶ
ん
異
常

だ
ろ
う
。
母
親
な
ど
が
す
こ
し
赤
み
の
つ

よ
い
寝
間
着
を
着
る
と
、
お
女
郎
さ
ん
の

よ
う
だ
ね
と
、
川
の
字
の
真
ん
中
に
寝
る

小
さ
い
子
ど
も
の
前
で
笑
っ
た
り
し
た
。

ま
た
す
こ
し
赤
っ
ぽ
い
布
団
は
お
女
郎

さ
ん
の
布
団
の
よ
う
、
白
い
カ
バ
ー
を
掛

け
た
布
団
は
病
院
の
布
団
の
よ
う
だ
、
な

ど
と
言
っ
て
い
た
。

【
ハ
】
は
夜
の
遅
い
時
間
に
男
性
を
じ

ぶ
ん
の
部
屋
に
招
き
入
れ
た
女
性
で
、
職

業
婦
人
で
あ
り
、
断
髪
の
、
い
わ
ゆ
る
モ

ダ
ン
ガ
ー
ル
だ
。
こ
の
女
性
の
着
て
い
る

寝
間
着
は
、
井
川
洗
厓
の
あ
ま
り
リ
ア
ル

と
は
い
え
な
い
描
写
か
ら
も
、
例
の
ラ

シ
ャ
メ
ン
風
キ
モ
ノ
で
あ
る
ら
し
い
こ
と

が
わ
か
る
。
こ
の
キ
モ
ノ
は
和
服
の
仕
立

て
に
多
い
縫
込
み
類
を
一
切
省
い
て
、
襟

も
薄
い
別
ぎ
れ
を
か
ぶ
せ
た
だ
け
、
帯
で

は
な
く
紐
付
き
で
、
着
て
ご
く
ら
く
な
構

造
に
な
っ
て
い
る
。
横
浜
の
、
外
国
船
員

相
手
の
チ
ャ
ブ
屋
の
女
の
あ
い
だ
か
ら
は

じ
ま
っ
た
と
も
い
わ
れ
る
。

ホ
テ
ル
の
寝
間
着
に
よ
く
見
か
け
る
が
、

病
院
の
入
院
患
者
む
け
貸
し
ガ
ウ
ン
も
こ

の
種
の
も
の
だ
。
既
製
品
と
し
て
似
た
も

の
が
デ
パ
ー
ト
で
も
売
ら
れ
て
い
た
は
ず

だ
が
、
古
浴
衣
が
い
く
ら
で
も
あ
る
日
本

の
家
庭
で
は
、
子
供
用
以
外
に
は
あ
ま
り

ひ
ろ
が
ら
な
か
っ
た
。

一
九
三
〇
年
代
（
昭
和
五
年
～
）
に
入

る
と
、
既
婚
女
性
以
外
の
寝
間
着
は
、
だ

ん
だ
ん
と
パ
ジ
ャ
マ
の
よ
う
な
洋
風
の
時

代
に
入
る
（
【
ニ
】
）。 

♣

【イ】

小栗風葉「青春：夏之巻（15）（1）」
『読売新聞』1905（明治38）年12月16日

寝 

間 

着

必
需
の
数
々

【ロ】

上司小剣「月のゆくへ（57）：木瓜の花（7）」、
清水三重三画

『読売新聞』1925（大正14）年2月15日

【ニ】

岸田国士「泉（25）：斎木元楠寡婦、住江の職業（3）」、
松野一夫画

『東京朝日新聞』1939（昭和14）年11月1日

な
る
さ
」、
ち
ょ
う
ど
【
ロ
】
の
よ
う
に
。

明
治
に
入
っ
た
こ
ろ
に
は
ま
だ
、
女
性

で
あ
っ
て
も
だ
れ
も
が
長
襦
袢
を
着
る
習

慣
は
な
か
っ
た
。
大
正
昭
和
と
推
移
す
る

あ
い
だ
に
長
襦
袢
は
男
女
と
も
に
一
般
化
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＊
作
家
名
は
、
原
則
と
し
て
新
聞
掲
載
の
ま
ま
と
し
た
。
ペ
ン
ネ
ー
ム
な
ど
の
場
合

で
、
明
ら
か
に
作
家
名
が
判
明
し
て
い
る
場
合
に
は
、（
　
）
に
入
れ
て
補
足
し
た
。

＊
挿
絵
画
家
名
は
、
該
当
回
に
お
け
る
記
名
、
あ
る
い
は
画
中
の
署
名
や
落
款
を
根

拠
と
し
、
そ
の
氏
名
を
記
し
た
。
ま
た
、
そ
の
当
時
に
各
新
聞
社
の
専
属
で
あ
り
、

そ
の
画
風
か
ら
も
限
り
な
く
可
能
性
が
高
い
と
判
断
し
た
場
合
に
も
そ
の
氏
名
を

記
し
、
不
明
の
場
合
は
空
欄
と
し
た
。

　
画
家
名
は
ひ
と
り
に
複
数
あ
る
場
合
も
あ
る
が
、
読
者
の
混
乱
を
避
け
る
た
め
、

い
ず
れ
か
に
統
一
し
て
示
し
た
。

＊〈
遡
及
資
料
〉
と
あ
る
挿
絵
は
、
過
去
を
題
材
と
す
る
小
説
に
描
か
れ
た
作
品
で

あ
る
。
明
治
初
頭
の
十
余
年
間
は
小
説
挿
絵
の
絶
対
数
が
少
な
い
た
め
、
描
か
れ

た
内
容
に
信
頼
が
お
け
る
と
判
断
し
た
場
合
は
、
同
時
代
小
説
に
限
ら
ず
年
月
を

隔
て
て
描
か
れ
た
作
品
も
採
録
の
対
象
と
し
た
。
詳
し
く
は
、
解
説
「
身
装
資
料

と
し
て
の
新
聞
連
載
小
説
の
挿
絵
」
参
照
。

＊
図
版
は
、
見
や
す
さ
を
考
慮
し
て
一
部
加
工
し
た
。

◎
西せ

い
よ
う
お
ん
り
は
つ
ど
こ
ろ

洋
御
理
髪
所
も
す
で
に
ガ
ラ
ス
張
り

「
月
の
暈
（
24
）

：

鏡
裏
に
父
を
認
む
」

『
大
阪
朝
日
新
聞
』
1
8
8
6
（
明
治
19
）
年
10
月
27
日
よ
り

年
代
順
に
み
る

日
本
人
の
す
が
た
と
暮
ら
し
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理

渡
辺
黙
禅
「
実
譚 

江
戸
さ
く
ら
（
51
）」、
松
本
洗
耳
画 

『
都
新
聞
』
1
9
0
0
（
明
治
33
）
年
5
月
10
日

〈
遡
及
資
料
〉
こ
の
日
の
本
文
は
挿
絵
と
関
係
な
い
。
挿
絵
は
髪
結
床
の
店

内
。
崩
れ
か
か
っ
た
髷
の
男
も
待
っ
て
い
る
よ
う
に
、
ま
だ
こ
の
時
代

で
は
散
髪
と
結
髪
の
両
方
の
客
を
相
手
に
し
て
い
た
は
ず
。「
髪か

み
ゆ
い
し
ん
ざ

結
新
三
」

で
も
わ
か
る
よ
う
に
江
戸
時
代
、
男
も
女
も
出
髪
結
い
に
頼
る
ひ
と
が
多

か
っ
た
。
そ
れ
が
鋏
で
髪
を
切
る
時
代
に
な
る
と
、
男
の
理
髪
は
店
を
構

え
る
居
職
だ
け
に
な
る
。
切
っ
た
細
か
い
毛
が
辺
り
に
散
る
し
、
洗
髪
の

必
要
が
生
じ
た
た
め
で
も
あ
る
。

こ
の
絵
で
は
職
人
は
上
っ
張
り
も
せ
ず
、
視
野
の
な
か
に
は
洗
髪
の
設

備
も
な
い
。
近
代
理
髪
業
へ
の
転
換
期
の
は
じ
ま
り
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

仕
事
を
し
て
い
る
職
人
が
、
腰
に
煙
草
入
れ
を
下
げ
て
い
る
の
も
彼
ら
の

気
っ
風
の
あ
ら
わ
れ
か
。

き

高
谷
為
之
「
探
偵
実
話 

剃あ
た
り
や刀

お
き
ん
（
44
）」 

『
都
新
聞
』
1
9
0
0
（
明
治
33
）
年
10
月
9
日

〈
遡
及
資
料
〉
養
母
に
伴
わ
れ
て
上
海
に
渡
っ
た
、
武
家
の
生
ま
れ
の
九
歳

の
娘
お
き
ん
。
こ
の
娘
を
食
い
物
に
し
よ
う
と
い
う
養
い
親
か
ら
き
び
し

く
遊
芸
を
仕
込
ま
れ
る
。
い
ま
は
皿
回
し
の
皿
を
落
と
し
て
三
味
線
の
ば

ち
で
叩
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
。
背
景
を
描
い
て
い
な
い
挿
絵
の
な
か
で
、

教
え
手
の
女
が
椅
子
に
腰
か
け
て
い
る
の
が
異
国
を
匂
わ
せ
て
い
る
。

娘
の
髪
は
稚
児
輪
。
七
、
八
歳
か
ら
ロ
ー
テ
ィ
ー
ン
の
少
女
が
よ
く

結
っ
て
い
る
髪
。
幼
い
お
き
ん
が
こ
こ
で
か
な
り
内
股
で
あ
る
の
は
、
身

を
守
る
た
め
の
し
ぐ
さ
の
ひ
と
つ
だ
ろ
う
が
、
女
の
子
は
物
心
が
つ
く
こ

ろ
か
ら
、
膝
を
離
さ
な
い
よ
う
に
立
ち
居
す
る
こ
と
を
仕
込
ま
れ
た
。

い

渡
辺
黙
禅
「
実
譚 

後
の
お
梅
（
8
）」、
松
本
洗
耳
画 

『
都
新
聞
』
1
9
0
3
（
明
治
36
）
年
2
月
18
日

〈
遡
及
資
料
〉
い
っ
た
ん
は
新
政
府
の
兵
部
省
に
出
仕
し
た
が
、
い
ま
は
職

を
辞
し
て
政
府
転
覆
を
画
策
し
て
い
る
武
士
に
、
以
前
の
顔
見
知
り
が
近

づ
い
て
い
る
。
武
士
の
衣
裳
づ
け
は
「
黒
羽
二
重
の
羽
織
に
縞
縮
緬
の
小

袖
、
白
茶
献
上
の
帯
へ
長
刀
を
落
と
し
差
し
」
と
い
う
こ
と
で
、
身
分
あ

る
武
士
の
き
ま
っ
た
ス
タ
イ
ル
。
あ
た
ま
に
か
ぶ
っ
て
い
る
宗
十
郎
頭

巾
は
、
寒
さ
避
け
に
す
る
円
筒
形
の
袋
状
の
か
ぶ
り
も
の
だ
が
、『
守も

り
さ
だ貞

謾ま
ん
こ
う稿

』（1837

～
）
で
は
、「
江
戸
の
武
士
は
あ
ま
り
用
い
ず
、
も
っ
ぱ
ら

山
岡
頭
巾
を
用
い
る
」
と
あ
る
。
山
岡
頭
巾
の
方
は
、
映
画
・
テ
レ
ビ
で

「
鞍
馬
天
狗
」
以
降
、
盛
ん
に
そ
れ
ら
し
い
も
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
八
六
九
年
（
明
治
二
年
）
と
い
え
ば
、「
現
在
の
日
本
人
が
伝
統
的

衣
服
を
投
げ
捨
て
て
外
国
風
の
衣
服
を
用
い
た
こ
と
は
ひ
と
つ
の
奇
観
で

あ
る
」（「
ひ
と
つ
の
奇
観
」
も
し
ほ
草 1869/9

）
な
ど
と
書
い
て
い
る
新
聞
が

あ
る
く
ら
い
の
時
期
だ
か
ら
、
こ
の
武
士
の
す
が
た
は
す
で
に
か
な
り
古

風
に
見
え
た
か
も
し
れ
な
い
。

吉

渡
辺
黙
禅
「
実
譚 

後
の
お
梅
（
22
）」 

『
都
新
聞
』
1
9
0
3
（
明
治
36
）
年
3
月
17
日

〈
遡
及
資
料
〉
吉
原
の
遊
女
の
部
屋
。
こ
の
日
の
冒
頭
に
、
一
八
七
二
年

（
明
治
五
年
）
一
〇
月
の
〈
娼
妓
解
放
令
〉
以
前
は
旧
幕
時
代
の
風
を
残

し
て
い
た
、
と
の
説
明
が
あ
る
の
で
、
花お

い
ら
ん魁

の
身
な
り
、
本
部
屋
の
様
子

も
努
め
て
古
い
時
代
の
ま
ま
に
描
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
花
魁
の
髪

【
理
髪
店
】

【
き
び
し
い
お
稽
古
】

【
い
ま
だ
に
古
風
な
武
士
姿
】

【
吉
原
】

1869　明治 2 明治 2　1869




