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たけみや・けいこ 漫画家・大学教授

徳島県徳島市生まれ。昭和43年 「り

んごの罪Jで漫画家デュ ー。昭和46

年 「空が好き！ 」をヒットさせ、タグ

ブームを呼ぶ。週刊・別冊少女コミッ

クで活踏し、昭和55年 「風と木の詩J
「地球へ…」で、第25回小学館漫画賞

受賞。その後掲載誌を広げ｀多彩に活

躍。他の代表作に、 「ファラオの墓J
「変奏曲J「イス＇ァロ ーン伝説J「私を

月まで連れてって ！」「天馬の血族J
など多数。

平成12年度4月より京都精華大学芸

術学部マンガ学科教授として、後進の

指導に力を注いでいる。

分
、
漫
画
を
使
う
こ
と
を
教
え
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

河
合

最
近
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
手
引
も
の
に
も
、

漫
画
が
増
え
て
き
ま
し
た
ね
。

竹
宮

ペ
ー
ジ
当
た
り
の
情
報
量
は
文
章
の
ほ
う
が

多
い
で
す
が
、
抽
象
的
な
こ
と
を
言
葉
を
使
わ
ず
、
広

く
知
ら
し
め
た
い
と
き
に
は
、
漫
画
は
と
て
も
便
利
で

す
か
ら
、
生
徒
に
も
よ
い
使
い
方
を
探
り
つ
つ
教
え

て
い
ま
す
。

'

河
合

学
生
さ
ん
の
取
組
み
は
ど
う
で
す
か
。

竹
宮

入
学
時
、
彼
ら
に
と
っ
て
漫
画
は
そ
れ
ほ
ど

苦
労
せ
ず
と
も
描
け
る
も
の
で
す
が
、
テ
ー
マ
や
期
日

が
与
え
ら
れ
る
と
、
そ
れ
を
こ
な
す
こ
と
が
難
し
く
な

る
よ
う
で
す
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
が
漫
画
を
描
く
技
術

だ
と
感
じ
始
め
て
い
る
よ
う
で
す
。

河
合

入
学
試
験
は
漫
画
を
描
か
せ
る
の
で
す
か
。

竹
宮

い
ろ
い
ろ
な
課
題
か
ら
、
自
分
で
好
き
な
も

の
を
選
ん
で
、
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
描
く
試
験
な
ど
、
実

験
的
に
い
ろ
い
ろ
試
し
て
み
ま
し
た
。

河
合

入
学
試
験
で
漫
画
以
外
に
数
学
な
ど
も
行
っ

た
ら
お
も
し
ろ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

竹
宮

数
学
者
で
漫
画
を
描
く
人
は
結
構
い
ま
す
。

河
合

漫
画
で
は
な
い
で
す
が
、
「
不
思
議
の
国
の
ア

リ
ス
」
の
作
者
は
数
学
者
で
し
た
ね
。

竹
宮

お
も
し
ろ
い
話
を
つ
く
る
の
は
、
数
学
を
解

く
よ
う
な
お
も
し
ろ
さ
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

河
合

数
学
に
限
ら
ず
、
学
校
は
下
手
す
る
と
お
も

し
ろ
い
こ
と
で
な
く
、
難
し
い
こ
と
ば
か
り
教
え
る
傾

河
合

日
本
の
文
化
振
典
に
お
い
て
、
漫
画
も
ず
い

ぶ
ん
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。

竹
宮

漫
画
が
日
本
の
文
化
と
い
わ
れ
始
め
た
の
が

最
近
で
す
の
で
、
ま
だ
実
感
が
な
い
と
い
う
か
、
慣
れ

て
い
な
い
の
が
正
直
な
と
こ
ろ
で
す
。
大
学
で
漫
画

を
教
え
る
こ
と
も
、
今
ま
で
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と

で
、
ど
う
教
え
た
ら
よ
い
か
だ
け
で
な
く
、
何
を
教
え

た
ら
よ
い
の
か
か
ら
考
え
な
く
て
は
い
け
な
く
て
た
い

べ
ん
で
す
。

日
本
は
と
て
も
文
化
的
な
国
で
、
生
活
の
道
具
も

昔
か
ら
工
夫
を
し
て
き
た
歴
史
が
あ
る
の
で
、
お
も
し

ろ
い
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
そ
れ
ら
を
見
た
り
聞
い

た
り
、
描
き
と
め
る
こ
と
が
好
き
で
す
。
そ
れ
を
没
画

の
中
に
生
か
す
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
漫
画
は
、

見
て
も
ら
う
こ
と
で
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
て
も
便

利
な
道
具
な
の
で
、
も
っ
と
社
会
的
に
使
っ
て
い
た

だ
き
た
い
で
す
。

大
学
教
授
に
な
り
、
三
年
目
で
す
が
、
大
学
で
は
若

い
人
が
好
き
な
よ
う
に
漫
画
を
描
く
の
と
は
違
う
部

向
に
あ
り
ま
す
ね
。

竹
宮

生
徒
に
と
っ
て
、
漫
画
は
好
き
な
だ
け
に
勝

手
に
や
り
た
い
と
の
気
持
ち
が
強
い
よ
う
で
す
。
何
と

か
上
手
に
描
け
る
よ
う
に
、
し
つ
か
り
し
た
技
術
を
教

え
た
い
の
で
す
が
、
嫌
に
な
ら
な
い
程
度
に
お
も
し
ろ

い
課
題
を
与
え
る
の
が
難
し
い
と
こ
ろ
で
す
。

河
合
先
生
も
小
学
生
に
授
業
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
し

た
が
、
私
も
郷
里
の
中
学
校
で
、
「
総
合
的
な
学
習
の

時
間
」
に
「
四
コ
マ
漫
画
で
環
境
問
題
を
」
と
の
テ

ー
マ
で
授
業
を
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

グ
ル
ー
プ
を
つ
く
り
、
自
分
た
ち
の
い
い
た
い
こ
と

を
四
コ
マ
の
漫
画
で
表
現
し
ま
し
た
。
私
が
起
承
転

結
の
起
の
一

コ
マ
目
を
描
い
て
、
承
転
結
を
み
ん
な

で
ま
と
め
る
。
話
し
合
い
、
一
週
間
く
ら
い
か
け
て
研

究
し
て
、
み
ん
な
で
描
い
た
そ
う
で
す
。
全
員
ち
ゃ
ん

と
表
現
で
き
て
い
る
ん
で
す
ね
。

河
合

そ
れ
は
た
い
へ
ん
お
も
し
ろ
い
で
す
ね
。
手

応
え
を
感
じ
ま
し
た
か
。

竹
宮

最
初
に
自
分
た
ち
が
つ
く
っ
た
も
の
を
発
表

し
ま
す
。
そ
れ
を
み
て
私
が
、

「
こ
の
部
分
は
非
常
に

よ
く
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
」
と
い
う
と
、
生
徒
が
そ
の

感
想
を
先
生
に
出
す
の
で
す
が
、
そ
れ
を
ま
た
私
の

ほ
う
に
送
っ
て
く
だ
さ
っ
た
ん
で
す
。
他
の
人
が
気
づ

か
な
い
よ
う
な
こ
と
を
私
は
気
づ
く
ら
し
く
、
そ
れ
が

お
も
し
ろ
い
と
い
っ
て
い
ま
し
た
。
生
徒
が
〈
表
現
〉

と
思
わ
ず
に
描
い
て
い
る
の
を
、
私
が
「
よ
く
表
現
さ

れ
て
い
ま
す
ね
」
と
い
う
と
、
〈
あ
、
そ
う
な
の
か
〉

漫
画
は
便
利
な
道
具

撮
影
／
島

峰

譲
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品夕河合隼雄文化庁長官対談

漫
画
は
生
活
の
細
か
い
ひ
だ

と
思
う
み
た
い
で
す
。

河
合

中
学
生
の
総
合
的
な
学
習
と
し
て
よ
い
試
み

で
す
ね
。
彼
ら
は
一
番
表
現
が
で
き
な
い
年
ご
ろ
な

ん
で
す
。
「
別
に
い
ー
」
ば
か
り
い
う
で
し
ょ
う
。

竹
宮

子
ど
も
た
ち
に
休
み
が
増
え
、
私
の
ア
シ
ス

タ
ン
ト
だ
っ
た
人
が
知
り
合
い
の
子
ど
も
た
ち
に
、
絵

を
教
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
今
の
子
ど
も
た

ち
は
す
ご
く
小
さ
く
ま
と
ま
っ
て
い
る
絵
を
描
く
そ
う

で
す
。
子
ど
も
は
紙
か
ら
は
み
出
す
く
ら
い
大
き
く
自

由
に
絵
を
描
く
も
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
違
っ

て
き
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

河
合

漫
画
を
使
う
授
業
を
組
織
的
に
研
究
し
て
も

い
い
と
思
い
ま
す
。
教
育
実
習
の
と
き
に
で
も
、
う
ま

く
組
織
的
に
や
ら
れ
た
ら
い
い
で
す
ね
。

竹
宮

絵
を
教
え
る
の
は
、
そ
の
人
の
発
露
を
見
出

す
こ
と
に
な
る
の
で
、
や
さ
し
い
よ
う
で
難
し
い
。

河
合

僕
の
と
こ
ろ
に
相
談
に
く
る
子
ど
も
で
も
漫

画
を
描
く
子
ど
も
に
は
も
の
す
ご
く
奨
励
し
ま
す
。
そ

れ
か
ら
、
自
分
に
ぴ
っ
た
り
の
漫
画
を
持
っ
て
く
る
子

ど
も
が
多
い
で
す
。
極
端
な
場
合
、
中
学
生
で
自
分

の
好
き
な
漫
画
を
持
っ
て
き
て
読
ん
で
、
よ
く
な
る
子

が
い
ま
す
。
そ
れ
で
う
ま
く
自
分
を
表
現
で
き
て
い
る

ん
で
す
ね
。

お
も
し
ろ
か
っ
た
の
は
、
没
画
を
持
っ
て
き
て
、
読

ん
で
く
れ
る
わ
け
で
す
。
「
ふ
ー
ん
」
と
感
心
す
る
と
、

飽
き
ず
に
で
き
る
の
で
、
質
を
あ
げ
る
た
め
に
も
グ
ル

ー
プ
で
製
作
す
る
会
社
の
よ
う
な
も
の
が
で
き
た
ら
お

も
し
ろ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

河
合

単
に
絵
を
描
く
と
か
、
発
想
が
あ
る
と
の
オ

能
の
人
も
い
る
け
ど
、
あ
ま
り
両
立
し
な
い
の
で
は
。

竹
宮

で
す
か
ら
、
み
ん
な
で
協
力
す
る
の
が
一
番

い
い
と
思
う
ん
で
す
よ
。

河
合

竹
宮
さ
ん
は
そ
れ
ら
を
自
分
一
人
で
や
っ
て

こ
ら
れ
た
わ
け
で
す
ね
。

竹
宮

昔
は
根
性
で
や
っ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
か

ら
の
漫
画
家
は
無
理
せ
ず
、
う
ま
く
仕
事
を
組
み
立

て
て
い
く
技
術
者
み
た
い
に
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い

か
と
み
て
い
ま
す
。
プ
ロ
漫
画
家
に
な
る
た
め
に
は
、

ど
う
し
て
も
閉
じ
こ
も
っ
て
仕
事
を
す
る
資
質
、
集

中
力
が
な
い
と
で
き
な
い
ん
で
す
。
も
し
、
そ
う
せ
ず

と
も
漫
画
を
描
け
る
状
態
が
で
き
れ
ば
、
た
く
さ
ん
の

漫
圃
が
世
の
中
に
出
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

河
合

竹
宮
さ
ん
が
描
き
始
め
ら
れ
た
こ
ろ
か
ら
考

え
る
と
、
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
変
化
じ
ゃ
な
い
で
す

か
。
需
要
も
す
ご
く
増
え
た
わ
け
で
す
よ
ね
。

竹
宮

た
だ
、
や
は
り
一
握
り
の
、
一
人
で
で
き
る

人
が
プ
ロ
に
な
り
ま
す
ね
。
没
画
を
描
く
そ
れ
な
り
の

才
能
は
み
ん
な
持
っ
て
い
る
の
で
、
も
う
少
し
描
い
て

い
け
る
人
が
増
え
て
く
れ
た
ら
と
思
い
ま
す
。

河
合

い
わ
ゆ
る
画
家
と
は
だ
い
ぶ
違
い
ま
す
ね
。

竹
宮

と
て
も
技
術
者
的
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

描
く
こ
と
だ
っ
た
ら
好
き
だ
と
い
う
若
い
人
が
い
つ
ば

伝
わ
っ
た
と
思
っ
て
帰
っ
て
い
く
で
し
ょ
う
。
あ
る

日
、
漫
画
を
持
っ
て
こ
な
い
ん
で
す
。
「
今
日
は
ど
う

し
て
持
っ
て
こ
な
か
っ
た
の
」
と
聞
い
た
ら
、
「
ち
ょ

っ
と
先
生
に
は
キ
ツ
イ
と
思
っ
て
持
っ
て
き
ま
せ
ん
で

し
た
」
と
。
同
性
愛
の
テ
ー
マ
ら
し
い
ん
で
す
よ
。

〈
先
生
に
は
分
か
ら
ん
だ
ろ
う
〉
と
、
中
学
生
の
ほ
う

が
ち
ゃ
ん
と
分
か
っ
て
い
る
ん
で
す
。

竹
宮

若
い
人
は
若
い
人
な
り
に
逆
に
気
を
遣
う
こ

と
が
あ
り
ま
す
ね
。
漫
画
の
世
界
で
は
年
齢
の
垣
根

も
な
い
の
で
、
大
人
と
子
ど
も
で
も
話
が
で
き
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
漫
画
は
生
活
の
細
か
い
ひ
だ
の

部
分
に
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
漫
画
の
話
が
通
じ

る
こ
と
で
つ
な
が
る
こ
と
が
、
漫
画
の
存
在
意
義
と

し
て
一
番
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

河
合

漫
画
の
コ
ン
ク
ー
ル
は
あ
る
の
で
す
か
。

竹
宮

高
校
生
の
漫
画
研
究
部
に
人
気
が
あ
る
の
は

高
知
県
で
毎
夏
行
っ
て
い
る
「
漫
画
甲
子
園
」
で
す
。

い
い
る
の
で
、
そ
こ
に
自
分
の
知
識
を
生
か
せ
て
い
け

る
よ
う
に
な
れ
ば
よ
い
の
で
す
が
。

M
A
N
G
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河
合

日
本
の
漫
画
は
、
ど
ん
ど
ん
外
国
に
で
て
い

る
よ
う
で
す
が
、
い
か
が
で
す
か
。

竹
宮

文
化
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

外
国
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
う
の

で
、
非
常
に
あ
り
が
た
い
で
す
。
で
も
、
外
国
で
興
味

を
持
た
れ
た
部
分
と
、
日
本
の
内
情
が
ち
ょ
っ
と
違

っ
て
き
て
い
ま
す
。

現
状
は
ゲ
ー
ム
等
と
組
み
合
わ
さ
っ
て
、
商
業
的

な
方
向
に
行
き
つ
つ
あ
り
ま
す
が
、
最
初
に
外
国
で

漫
画
に
対
し
て
表
現
力
と
し
て
典
味
を
持
た
れ
た
の

は
、
文
化
的
な
方
々
で
、
そ
こ
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
で
き
て

い
る
こ
と
を
非
常
に
懸
念
し
て
い
ま
す
。

高
校
野
球
の
「
甲
子
園
」
の
よ
う
に
全
国
か
ら
高
校

生
が
集
ま
り
、
与
え
ら
れ
た
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
一
日

の
間
に
会
場
で
描
く
ん
で
す
。
漫
画
の
分
か
る
人
が

い
れ
ば
、
小
さ
な
町
の
コ
ン
ク
ー
ル
や
お
祭
り
を
し
て

も
お
も
し
ろ
い
で
し
ょ
う
。

河

合

「
漫
画
甲
子
園
」
と
は
す
ば
ら
し
い
考
え
で
す

ね。河

合

若

い
人
を
養
成
す
る
の
は
た
い
へ
ん
で
す
が
、

意
欲
と
い
う
点
で
は
す
ご
い
で
す
ね
。

竹
宮

漫
画
を
描
く
の
は
、
初
め
は
遊
び
な
の
で
、

そ
う
い
、

2
意
味
で
は
楽
し
く
や
っ
て
い
ま
す
。

河
合

そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
伸
ば
し
て
、
プ
ロ
に
し

て
い
く
の
で
す
か
。

竹
宮

自
分
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
勝
負
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
く
れ
た
ら
う
れ
し
い
の
で
す
が
、
難
し
い
で

す
。
社
会
的
な
こ
と
に
使
っ
て
い
け
る
人
と
か
、
注

文
を
受
け
て
漫
画
を
描
い
て
い
け
る
人
が
出
て
き
て

く
れ
れ
ば
、
仕
事
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
く
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。
学
生
に
も
、
今
か
ら
学
内
で
も

い
い
か
ら
、
会
社
を
つ
く
っ
て
仕
事
の
場
に
し
た
ら
ど

う
だ
と
ハ
ッ
パ
を
か
け
て
い
ま
す
が
、
今
の
人
は
な
か

な
か
そ
う
い
う
勇
気
が
持
て
な
い
よ
う
で
す
。

み
ん
な
自
分
一
人
で
す
べ
て
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、

す
ぐ
に
プ
ロ
に
な
れ
る
の
で
し
ょ
う
が
、
ど
こ
か
欠
け

て
い
る
ん
で
す
ね
。
協
力
す
る
と
楽
し
い
し
、
早
く
、

落
書
き
の
よ
う
な
部
分
か
ら
、
高
尚
な
部
分
ま
で

漫
画
は
幅
が
あ
る
の
で
、
そ
の
両
方
を
外
国
の
方
に

も
知
っ
て
ほ
し
い
し
、
漫
画
の
使
い
勝
手
と
い
う
部

分
も
広
く
知
っ
て
も
ら
い
た
い
。
商
業
的
に
向
い
て

い
る
漫
画
と
、
表
現
に
向
い
て
い
る
漫
画
と
は
ま
っ

た
く
違
う
の
で
す
。
表
現
と
し
て
育
っ
て
き
た
技
術

を
、
ど
こ
か
で
ち
ゃ
ん
と
残
し
て
お
き
た
い
し
、
そ
れ

を
何
と
か
形
に
す
る
た
め
に
、
大
学
で
教
え
る
こ
と
も

お
引
き
受
け
し
た
ん
で
す
。

河
合

外
国
そ
れ
ぞ
れ
で
、
日
本
の
漫
画
に
対
す
る

知
名
度
や
理
解
度
に
差
は
あ
り
ま
す
か
。

竹

宮

日

本
の
フ
ァ
ン
と
似
た
形
の
フ
ァ
ン
が
い
る

の
が
イ
タ
リ
ア
で
す
。
南
フ
ラ
ン
ス
に
は
そ
の
イ
タ
リ

ア
か
ら
の
電
波
が
入
り
ま
す
。
私
は
エ
ル
メ
ス
の
社
史

を
描
か
せ
て
い
た
だ
い
た
の
で
す
が
、
エ
ル
メ
ス
の
次

期
社
長
の
お
嫁
さ
ん
は
、
南
フ
ラ
ン
ス
で
日
本
の
ア

ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
見
て
育
っ
た
よ
う
で
、
漫
画
で
社
史

を
描
く
こ
と
に
も
抵
抗
は
な
い
よ
う
で
し
た
。

エ
ル
メ
ス
・
ジ
ャ
ポ
ン
の
広
報
の
方
は
私
が
描
い

た
社
史
を
、
新
入
社
員
や
、
取
材
に
く
る
方
に
読
ん

で
も
ら
う
と
、
非
常
に
便
利
で
説
明
の
必
要
が
な
い

（
笑
）
と
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

河
合

そ
の
よ
う
に
漫
画
の
世
界
が
広
が
る
な
ん
て
、

ほ
ん
と
う
に
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
社
史
を

描
く
と
な
る
と
構
成
を
考
え
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
し
。

竹
宮

私
の
先
輩
方
は
皆
さ
ん
そ
う
い
う
こ
と
を
さ

れ
、
石
ノ
森
章
太
郎
先
生
な
ど
は
株
の
し
く
み
を
非
常

漫
画
家
は
技
術
者

7
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＂` 
に
分
か
り
や
す
く
描
か
れ
た
の
で
、
一
般
の
方
が
た
＜

さ
ん
株
の
取
引
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
聞
い
て
い
ま

す。河
合

漫
画
を
描
い
て
い
て
、
日
本
の
文
化
全
般
、

文
化
の
振
興
で
思
い
つ
か
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

竹
宮

絵
を
描
く
た
め
に
、
細
か
く
調
べ
て
い
る
と

分
か
る
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
時
代
劇
を
描
こ

う
と
し
て
、
刀
を
確
か
め
よ
う
と
す
る
と
、
つ
い
文
献

に
瞥
い
て
あ
る
刀
に
つ
い
て
の
こ
と
ま
で
読
ん
で
し
ま

う
の
で
す
。

時
代
劇
を
描
く
た
め
絵
巻
を
読
み
ま
し
た
ら
、
絵

巻
は
そ
の
時
代
の
漫
画
だ
っ
た
の
で
は
と
も
思
い
ま

し
た
。
日
本
人
に
は
お
な
じ
み
の
俯
轍
図
も
、
外
国

人
に
と
っ
て
は
駕
き
だ
そ
う
で
す
。
時
間
の
流
れ
が
逢

う
こ
と
で
も
、
上
か
ら
み
る
こ
と
で
、

一
緒
に
描
く
こ

と
が
で
き
る
と
発
見
し
た
人
は
す
ご
い
で
す
よ
ね
。
日

本
の
長
い
文
化
が
漫
画
を
生
み
出
し
た
こ
と
を
、
今

の
若
い
人
た
ち
に
も
知
っ
て
も
ら
い
た
い
。

河
合

絵
巻
で
お
も
し
ろ
い
も
の
は
あ
り
ま
す
か
。

竹
宮

原
作
が
『
枕
草
子
j

で
、
「
枕
草
子
絵
詞
」
と

い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
女
の
人
が
朝
、
顔
を
洗
う
た

め
の
手
水
を
持
っ
て
く
る
シ
ー
ン
な
ど
が
描
か
れ
て
い

る
の
で
す
が
、
ポ
ー
ズ
が
非
常
に
細
か
く
、
〈
こ
れ
は

少
女
漫
画
な
の
で
は
な
い
か
〉
と
思
い
ま
し
た
。

ア
ニ
メ
ー
タ
ー
の
高
畑
勲
先
生
は
、
絵
巻
物
は
ア

思
わ
れ
ま
す
か
。

竹
宮

映
画
祭
を
地
方
で
や
っ
た
り
す
る
と
い
う
の

は
す
ご
く
い
い
で
す
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
を
す
れ
ば
、

文
化
的
に
浸
透
し
て
い
く
と
思
い
ま
す
。

河
合

映
画
作
品
と
い
う
点
で
は
、
漫
画
を
つ
く
ら

れ
る
の
と
同
じ
よ
う
な
感
覚
で
ご
意
見
あ
り
ま
す
か
。

竹
宮

私
た
ち
に
と
っ
て
映
画
は
競
争
相
手
だ
っ
た

の
で
、
漫
画
を
描
い
て
い
る
人
は
未
だ
に
研
究
し
て

い
る
と
思
い
ま
す
。
漫
画
に
優
る

S
F
X
と
い
う
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
の
技
術
が
出
て
き
て
い
る
の
で
、
漫
画
は

ど
う
や
っ
て
対
抗
し
て
い
っ
た
ら
い
い
の
か
と
思
う
部

分
が
あ
り
ま
す
。
で
も
、
漫
画
は
止
め
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
、

―
一時
間
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
く

ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
だ
と
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
ほ
ん
と
う

に
文
化
の
い
ろ
ん
な
根
源
が
あ
る
と
い
う
気
が
し
ま

す。河
合

絵
巻
を
つ
く
つ
て
売
っ
た
ら
、
案
外
お
も
し

ろ
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
っ
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
。

竹
宮

今
は
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
絵

巻
物
の
複
製
を
た
く
さ
ん
つ
く
つ
て
、
同
じ
よ
う
な
も

の
を
復
元
で
き
た
ら
い
い
で
す
ね
。
そ
う
い
っ
た
文
化

的
な
も
の
っ
て
、
実
際
に
手
に
と
っ
て
触
っ
て
み
た
い

で
す
ね
。

河
合

子
ど
も
の
と
き
の
遊
び
で
、
紙
を
巻
い
て
、

線
を
た
ど
る
と
、
こ
っ
ち
は
当
た
り
と
か
、
は
ず
れ
と

か
、
つ
く
つ
て
い
ま
し
た
よ
。
同
じ
感
覚
で
す
ね
。

竹
宮

漫
画
は
遊
び
の
―
つ
の
発
展
形
で
す
よ
ね
。

河
合

歴
史
の
授
業
に
絵
巻
を
つ
く
つ
て
み
せ
て
い

る
先
生
が
い
ま
し
た
。
生
徒
が
す
ご
く
喜
ぶ
し
、
生

徒
に
も
つ
く
れ
と
い
う
わ
け
で
す
。

竹
宮

歴
史
の
複
雑
な
成
り
行
き
を
、
年
表
で
言
葉

で
理
解
し
ろ
と
い
っ
て
も
つ
ま
ら
な
い
で
す
も
の
ね
。

紙
芝
居
に
す
る
と
楽
し
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

河
合
ま
さ
に
総
合
的
な
学
習
で
そ
う
い
う
の
を
ど

ん
ど
ん
や
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

竹
宮

絵
を
描
く
こ
と
が
得
意
に
な
っ
て
き
た
ら
、

描
く
こ
と
は
調
べ
な
く
て
は
い
け
な
い
こ
と
で
す
か

ら
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
勉
強
し
ま
す
。

河
合

漫
画
で
歴
史
や
、
物
語
に
親
し
み
を
持
た
せ

た
こ
と
は
す
ご
く
あ
り
ま
す
ね
。
竹
宮
さ
ん
も
歴
史
物

て
、
印
象
と
し
て
す
ご
く
残
り
や
す
い
こ
と
が
力
に
な

る
の
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

日
本
は
文
化
的
に
高
い
国
だ
け
ど
、
忘
れ
て
い
る

も
の
が
非
常
に
多
い
。
そ
れ
を
も
っ
と
生
活
の
中
で

確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
忘
れ
な
い
で
そ
ち

ら
へ
も
目
を
向
け
て
ほ
し
い
。

河

合

日

本
人
は
日
本
の
よ
さ
を
知
ら
な
さ
過
ぎ
ま

す
か
ら
。
外
国
へ
よ
く
行
っ
て
い
る
と
分
か
っ
て
く
る

ん
で
す
け
ど
ね
。

竹
宮

観
光
で
な
く
、
経
験
し
に
出
て
い
く
の
で
あ

れ
ば
、
日
本
の
よ
さ
が
も
っ
と
分
か
る
と
思
い
ま
す
。

ニ
ニ
歳
の
と
き
か
ら
、
毎
年
の
よ
う
に
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
な
ど
ヘ
ツ
ア
ー
コ
ン
ダ
ク
タ
ー
も
自
分
で
や
り
な
が

博
物
館
内
の
コ
ン
サ
ー
ト

奈
良
国
立
梱
物
館
で
行
わ
れ
た
「
バ
ロ
ッ
ク
音
楽
の

タ
ベ
」
を
聴
き
に
行
っ
た
。
私
は
欧
米
に
留
学
し
て
、

栂
物
館
や
美
術
館
内
の
室
内
楽
の
コ
ン
サ
ー
ト
を
聴
い

て
、
羨
ま
し
く
て
た
ま
ら
な
か
っ
た
。
当
時
、

日
本
で

は
ど
こ
で
も
そ
ん
な
試
み
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
の
で
、

美
術
品
や
絵
画
に
囲
ま
れ
、
音
靱
効
果
の
素
晴
ら
し
い

部
屋
で
室
内
楽
を
聴
く
と
、

こ
れ
ぞ
ま
さ
に
音
楽
ー
・

と

い
う
惑
じ
が
し
た
の
だ
っ
た
。
至
福
の
時
と
い
う
感
じ

が
し
た
。

を
l

公
な
こ
ど
各
日
本
震
も
ゃ
ょ
守
尉
唸
ぢ
い
い
の
に
と
願

文
化
の
積
み
重
ね
に
よ
る
漫
画

＇ 
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を
描
か
れ
て
い
ま
す
ね
。

竹
宮

『
吾
妻
鏡
」
を
描
か
せ
て
い
た
だ
い
た
の
で
、

鎌
倉
幕
府
の
内
情
が
よ
く
分
か
り
ま
し
た
し
、
身
を

も
っ
て
い
ろ
い
ろ
調
べ
ま
し
た
。

河
合

夏
休
み
の
宿
題
に
、
非
常
に
い
い
ア
イ
デ
ア

で
す
ね
。
子
ど
も
は
一
所
懸
命
や
る
で
し
ょ
う
し
。
そ

れ
を
班
で
や
っ
た
ら
い
い
ん
で
す
よ
ね
。

調
べ
て
く
る
子
、
描
く
子
、
構
成
を
考
え
る
子
、

共
同
で
で
き
ま
す
か
ら
ね
。
組
織
的
に
協
同
し
て
や

ら
な
い
と
い
け
な
い
。
そ
れ
も
コ
ン
ク
ー
ル
に
し
た
ら

い
い
ん
で
す
ね
。

竹
宮

歴
史
の
い
ろ
ん
な
部
分
を
み
ん
な
で
描
い
て
、

競
争
し
た
ら
お
も
し
ろ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

河
合

今
は
、
時
代
考
証
等
を
い
い
加
減
に
描
く
人

は
い
な
く
な
り
ま
し
た
ね
。

竹
宮

本
気
で
見
せ
た
い
と
思
え
ば
、
き
っ
ち
り
調

べ
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
よ
う
に
な
っ
て
き
て
ま
す

ね
。
見
る
ほ
う
も
目
が
肥
え
て
、
だ
ん
だ
ん
リ
ア
ル
な

方
向
に
向
か
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
少
し
リ
ア
ル
な
方

向
に
偏
り
が
あ
る
の
で
、
小
さ
い
子
ど
も
に
も
っ
と
想

像
力
を
与
え
る
よ
う
な
も
の
も
ほ
し
い
ん
で
す
。

せ
っ
か
く
こ
こ
ま
で
広
が
っ
た
の
で
、
特
殊
な
人

の
も
の
に
な
ら
な
い
で
、
み
ん
な
に
と
っ
て
の
技
術
で

あ
っ
て
ほ
し
い
で
す
。

ら
旅
し
て
い
た
の
で
、
向
こ
う
の
生
活
は
や
む
を
得
ず

勉
強
し
ま
し
た
。
す
る
と
、
日
本
の
よ
さ
が
よ
く
分
か

る
し
、
文
化
の
違
い
を
す
ご
く
感
じ
ま
す
。
生
活
の

部
分
で
外
国
に
出
て
、
追
い
を
党
え
て
き
て
ほ
し
い

で
す
。

河
合

み
ん
な
日
本
文
化
の
カ
プ
セ
ル
の
中
に
入
っ

て
移
動
し
て
、
ほ
と
ん
ど
向
こ
う
の
文
化
に
触
れ
て

い
な
い
で
す
か
ら
ね
。

竹
宮

文
化
や
生
活
に
触
れ
る
旅
を
し
て
も
ら
っ
て
、

日
本
的
な
部
分
を
外
国
へ
行
っ
て
感
じ
る
こ
と
で
、
日

本
の
文
化
を
も
う
少
し
知
っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

河
合

ど
、
？
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

っ
て
い
た
の
で
、
奈
良
薄
の
催
し
に
は
大
喜
び
で
出
か

け
て
い
っ
た
。
仏
像
に
囲
ま
れ
、
バ
ロ
ッ
ク
音
楽
を
聴

く
。
不
思
議
な
こ
と
に
キ
リ
ス
ト
教
国
で
作
ら
れ
た
宗

教
的
な
音
楽
が
、
結
構
う
ま
く
調
和
す
る
の
だ
。
コ
レ

ギ
ウ
ム
・
ム
ジ
ク
ム
・
テ
レ
マ
ン
の
演
奏
も
心
の
こ
も

っ
た
、
親
し
み
を
感
じ
さ
せ
る
名
涼
奏
だ
っ
た
。

こ
ん
な
試
み
が
日
本
中
に
広
が
る
と
い
い
と
願
っ
て

い
る
。
東
京
国
立
博
物
館
も
同
様
の

コ
ン
サ
ー
ト
を
企

画
中
と
か
、
大
い
に
期
待
し
て
い
る
。
是
非
と
も
多
く

の
方
に
来
て
い
た
だ
き
だ
い
。

河
合

t
 

（了）

映
画
振
典
も
話
題
に
な
っ
て
い
ま
す
が
ど
う

文
化
の
再
発
見

，
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♦
長
官
対
談
◆

【
文
化
人
の
本
音
】

河
合
隼
雄
文
化
庁
長
官
対
談

安
藤
忠
雄
建
築
家

【
長
官
コ
ラ
ム
文
化
庁
の
抜
穴
】

【文
化
庁
提
言
】

独
立
行
政
法
人
の
評
価
に
つ
い
て

．．
．．
．．．．
．．．
．．
．．．
．．．．
 
…
…
；
・・
・・湯
山
賢
一
美
術
翌
醤
情
＾

【論

文
】

独
立
行
政
法
人
国
立
美
術
館
の
一
年
を
振
り
返
っ
て

…
…
…
…
…
 ．．．．
．．．
．．．
．
 
；
：
独
立
行
政
法
人
国
立
焚
術
館
理
れ
貶

独
立
行
政
法
人
国
立
博
物
館
の
一
年
を
振
り
返
っ
て

•
•
…
…
…

•
•
•
•
…
…
…
…

·

：
独
立
行
政
法
人
国
立
間
物
館
理
市
長

【施
策
紹
介
】

独
立
行
政
法
人
国
立
美
術
館
・
博
物
館
に
係

る
業
務
の
実
綾
に
関
す
る
評
価

・

□日
四
国

今
月
号
の
特
集
の
中
心
で
あ
る
、
「
平
成
一

四
年
度
文
化
庁
舞
台
芸
術
国
際
フ
ェ
ス
テ
ィ

ハ
ル

(
I
P
A
F
)
」
は
、
今
年
度
文
化
庁
が

新
た
に
開
始
し
た
施
策
で
す
が
、
我
が
国
の
舞

台
芸
術
の
発
展
の
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
な
フ

ェ
ス
テ
イ
パ
ル
を
と
お
し
て
、
我
が
国
の
棉
台

芸
術
を
世
界
に
発
信
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

今
年
度
の

I
P
A
F
は
テ
ー
マ
を
「
音
楽

◆
連
載
◆

【こ
と
ば
の
探
検
】
．

【イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
未
来
の
扉
】

市
川
実
日
子
（
女
悦
）

【い
き
い
き
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ー
美
術
館
・
博
物
館
事
業
レ
ポ
ー
ト
ー
】

八
尾
市
歴
史
民
俗
賓
料
館

【舞
台
の
現
場
か
ら
S
痘
台
を
支
え
る
人
た
ち
1
】

音

響

新

国

立

劇

場

・

【子
ど
も
た
ち
か
ら
見
た
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
】

東
部
町
海
野
宿

【
美
術
館
と
著
作
権
契
約
】

広
報
用
の
原
稿
を
書
い
て
も
ら
う
と
き

注
意
す
べ
き
こ
と

百
日
本
の
伝
統
美
と
技
を
守
る
人
々

】

瓦
挫
根
針
（
本
瓦
耳
）
•
山
本
消
一

【在
外
研
修
だ
よ
り
】

在
外
研
條
負
森
永
明
日
夏

【
文
化
ポ
ラ
ン
テ
ィ
ア
通
信
】

◆
文
化
庁
ニ
ュ
ー
ス
◆

長
官
表
彰

地
域
文
化
功
労
者
決
定

も

今

ア

ジ

ア

か

ら

」
と
し
て
、
ア
ジ
ア
各

国
か
ら
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
を
招
き
、
二
三
日
間
に

及
び
公
派
を
行
い
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
公
演

に
お
い
て
、
舞
台
上
で
、
観
客
席
で
ア
ジ
ア
の

方
々
と
の
交
流
が
見
ら
れ
、
喜
ば
し
い
成
果
を

あ
げ
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

し
か
し
今
年
度
の

I
P
A
F
に
は
い
く
つ
か

の
問
題
点
が
あ
っ
た
こ
と
も
確
か
で
す
。
来
年

度
以
降
は
そ
う
い
っ
た
問
題
点
を
改
善
し
、
爽

◆
特
集
◆

独
立
行
政
法
人
国
立
美
術
館
•
博
物
館
の

一
年
を
振
り
返
っ
て

に
我
が
国
の
舞
台
芸
術
の
発
展
に
資
す
る
も
の

に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

今
回
は
、
今
年
度
の

I
P
A
F
に
携
わ
っ

て
い
た
だ
い
た
方
々
か
ら
文
章
を
寄
せ
て
い
た

だ
き
、
あ
わ
せ
て
、
文
化
庁
に
お
け
る
音
楽
振

典
施
策
と
実
紙
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
今
後
の
成
功
に
よ
っ
て
、
我
が
国
の
舞
台

芸
術
が
さ
ら
な
る
発
展
を
と
げ
る
こ
と
を
期
待

い
た
し
ま
す
。

(
M
K
)

山
口
仲
美
埼
玉
大
学
教
投

文化庁月報 11月号 （通巻410)

お
詫
び
と
訂
正

、

本
誌
平
成
一
四
年
・
!
O

月
号
の
表
紙
及
び
目
次
に

お
い
て
野
村
万
之
丞
氏
の

お
名
前
に
設
り
が
あ
り
ま

した。ご
本
人
は
も
と
よ
り
読

者
の
皆
様
、
関
係
詣
氏
に

お
詫
ぴ
申
し
上
げ
ま
す
と

と
も
に
訂
正
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。
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