
　

す
て
き
な
絵
本
が
出
版
さ
れ
た
。
題
し
て『
ひ
と
り
じ
ゃ
な
い
よ
』。
谷
川
俊

太
郎
氏
を
は
じ
め
無
名
の
方
ま
で
、
約
二
十
人
か
ら
の
寄
稿
に
よ
る
も
の
で
、

『　

世
紀
に
生
ま
れ
て
く
る
子
ど
も
た
ち
へ
』
と
い
う
副
題
の
つ
い
た
、
珠
玉
の

21名
文
集
で
あ
る
。
そ
の
中
の
一
つ
、
音
楽
家
タ
ケ
カ
ワ
ユ
キ
ヒ
デ
氏
の
文
、

　
　
　

世
紀
が
物
質
的
に
豊
か
に
な
る
た
め
の

20

　
　

百
年
だ
っ
た
と
し
た
ら
、

　
　
　

世
紀
は　

世
界
中
の
人
た
ち
が　

や
さ
し
く
な
る
た
め
の

21

　
　

百
年
に
な
る
と
い
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
短
文
ば
か
り
。
絵
を
紹
介
で
き
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
。

　

確
か
に
、　

世
紀
を
振
り
返
っ
た
と
き
、
特
に
そ
の
後
半
部
は
、「
物
」
と
か

20

「
富
」
と
か
「
便
利
」
と
か
、
目
に
見
え
や
す
い
も
の
、
個
別
に
計
測
で
き
る
も

の
に
、
随
分
と
重
き
が
置
か
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
う
い
う
時
代
に

は
、「
経
過
」
な
ど
は
ど
う
で
も
よ
く
、「
結
果
」
が
形
を
整
え
て
出
て
く
れ
ば
、

そ
れ
で
よ
い
と
い
う
風
潮
も
あ
り
、
日
常
生
活
で
も
余
計
な
「
手
間
暇
」
を
省

く
こ
と
を
、
大
切
な
生
活
技
術
と
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
こ
と
が
問
題
な
の
だ
と
思
う
。
昨
今
の
教
育
問
題
の
根
本
が

こ
こ
に
由
来
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
が
少
な
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

最
も
日
常
的
な
も
の
と
し
て
、
食
事
を
例
に
し
て
考
え
よ
う
。
ご
飯
を
炊
く

こ
と
一
つ
を
と
り
上
げ
て
も
、
昔
は
薪
を
く
べ
な
が
ら
「
は
じ
め
ち
ょ
ろ
ち
ょ

ろ
、
中
ぱ
っ
ぱ
」
な
ど
と
、「
手
間
暇
」
を
か
け
て
ご
飯
を
炊
い
て
い
た
。
そ
れ

が
、
現
代
の
生
活
で
は
、
ス
イ
ッ
チ
を
押
し
て
さ
え
お
け
ば
、
予
定
さ
れ
た
時

刻
に
は
、
ご
飯
が
炊
き
あ
が
る
。
極
端
に
言
え
ば
、
コ
ン
ビ
ニ
で
で
き
あ
が
り

の
「
結
果
」
だ
け
を
、
容
易
に
手
に
入
れ
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
う
い
う
便
利
優
先
の
在
り
方
に
は
、
何
か
欠
落
し
て
い
る
も
の

が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
は
「
経
過
」
や
「
手
間
暇
」
の
欠
落
か
ら

生
ま
れ
る
「
何
か
」
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
、
大
き
く
「
心
の
教
育
」

の
問
題
に
つ
な
が
っ
て
い
る
も
の
と
も
考
え
る
の
で
あ
る
。

　

ご
飯
を
炊
き
な
が
ら
の
、
眠
い
、
寒
い
、
辛
い
仕
事
に
耐
え
る
努
力
の
「
経

過
」
の
中
で
の
自
己
凝
視
が
ま
ず
あ
っ
て
、
自
分
の
役
割
や
他
人
と
の
か
か
わ

り
な
ど
に
つ
い
て
、
自
然
と
自
覚
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
更
に
は
、
食
事
そ

の
も
の
が
、
自
然
の
恵
み
へ
の
「
感
謝
」
の
気
持
ち
と
か
、
生
命
へ
の
「
畏
敬
」

の
念
な
ど
、
人
間
と
し
て
の
最
も
大
切
な
「
生
き
方
・
在
り
方
」
に
つ
い
て
考

え
る
機
会
に
も
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
現
代
は
「
豊
か
さ
」

と
「
便
利
さ
」
と
の
引
き
換
え
に
、
人
間
に
と
っ
て
最
も
大
切
な
も
の
を
、
失

い
つ
つ
あ
る
と
い
う
危
機
に
直
面
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
　

世
紀
。
人
々
が
「
や
さ
し
く
な
る
た
め
の
百
年
」
は
、
ま
さ
に
人
間
と
し

21
て
の
「
心
」
を
と
り
も
ど
す
た
め
の
も
の
。
今
、
教
育
で
求
め
る
「
生
き
る
力
」

と
は
、
こ
う
い
う
こ
と
を
自
覚
す
る
力
の
こ
と
で
も
あ
る
。

　

更
に
こ
れ
か
ら
は
、
ま
さ
に
「
共
生
」
の
時
代
。
そ
の
と
き
に
求
め
ら
れ
る

も
の
は
、「
生
き
が
い
」
と
か
「
健
康
」
と
か
「
安
全
」
と
か
「
住
み
や
す
さ
」

と
か
、
そ
れ
ら
は
や
や
フ
ァ
ジ
ー
で
、
計
測
し
に
く
い
が
、
全
体
バ
ラ
ン
ス
の

中
で
総
合
的
に
考
え
て
い
く
べ
き
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。　

世
紀
は
、
そ
う
い

21

う
こ
と
に
、
価
値
を
求
め
て
い
く
時
代
と
考
え
る
。

　

山
形
県
の
自
然
や
文
化
や
人
情
の
中
に
は
、「
共
生
」の
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
、

人
間
と
し
て
の
「
心
」
を
と
り
も
ど
す
こ
と
の
で
き
る
要
素
が
、
ま
だ
ま
だ
残
っ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。教
育
の
世
界
で
も
、こ
う
い
う
大
テ
ー
マ
に
向
か
っ

て
、
新
し
い
世
紀
を
歩
き
出
し
た
い
も
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
同
じ
絵
本
か
ら
も
う
一
つ
。
あ
る
主
婦
の
方
か
ら
の
寄
稿
文
。

　
　

私
が
少
女
だ
っ
た
頃
、
戦
争
で
悲
し
い
日
が
続
き
ま
し
た
。

　
　

そ
の
時
の
先
生
の
言
葉
を　

今
で
も
覚
え
て
い
ま
す
。

　

「
今
日
と
い
う
日
の
中
で
、何
か
ひ
と
つ
う
れ
し
い
こ
と
を
み
つ
け
な
さ
い
。

　
　

な
に
も
な
い
と
き
は
、
生
き
て
い
る
こ
と
を
よ
ろ
こ
び
な
さ
い
。」

1

巻
頭
言  　
　

世
紀
は「
共
生
」の
時
代

21

　
　
　
　
　
　
　
　
　

テ
ー
マ
は「
心
の
教
育
」

　
　

木　

村　
　
　
　

宰

山
形
県
教
育
委
員
会　

教
育
長　
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