
余
話

漫
画
本
と
和
綴
本

現
代
と
い
う
時
代
は
恐
ろ
し
い
ば
か
り
の
速
さ
で
変
化
す
る
。
昨
日
ま
で
珍

重
さ
れ
て
い
た
品
物
や
生
活
用
品
、
さ
ら
に
、
思
想
や
価
値
観
ま
で
も
が
列
車

の
窓
外
を
過
ぎ
去
る
景
色
の
よ
う
に
忘
れ
去
ら
れ
、
人
々
は
次
々
と
新
し
い
事

象
に
目
を
移
し
て
行
く
。
巷
に
は
あ
ら
ゆ
る
品
物
が
満
ち
溢
れ
、
省
エ
ネ
や
再

利
用
が
叫
ば
れ
て
い
る
世
に
あ
っ
て
も
、
過
剰
な
消
費
促
す
情
報
社
会
の
中
で

経
済
が
万
能
な
顔
を
利
か
せ
て
闊
歩
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
風
潮
の
中
で
、
多
く
の
人
々
は
流
行
の
中
に
無
抵
抗
に
漂
よ
っ

て
い
る
。
そ
の
結
果
、
成
長
の
途
次
に
あ
る
若
者
の
周
り
に
は
、
電
子
機
器
が

ま
る
で
神
器
の
よ
う
に
整
え
ら
れ
、
そ
れ
と
対
を
な
す
よ
う
に
刹
那
的
興
奮
し

か
も
た
ら
さ
な
い
漫
画
本
が
、
精
神
の
形
成
と
は
縁
遠
い
と
こ
ろ
で
、
身
近
に

置
か
れ
て
い
る
。
人
間
は
環
境
に
支
配
さ
れ
易
い
動
物
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
。

現
代
社
会
を
俯
瞰
す
る
と
残
念
な
が
ら
次
元
の
低
い
テ
レ
ビ
の
番
組
は
、
人
間

し
か
持
ち
合
わ
せ
な
い
尊
い
真
面
目
さ
や
一
所
懸
命
さ
を
事
も
あ
ろ
う
に
笑
い

の
種
と
し
、
浅
薄
な
内
容
の
出
版
物
は
自
由
を
免
罪
符
と
し
て
道
義
を
混
乱
さ

せ
て
い
る
よ
う
に
私
に
は
思
え
て
仕
方
が
な
い
。

そ
の
結
果
、
少
な
か
ら
ぬ
若
者
は
、
低
俗
本
を
他
人
の
面
前
で
平
然
と
読
み



耽
り
、
漫
画
本
を
見
る
こ
と
を
読
書
と
信
じ
て
疑
わ
な
い
価
値
判
断
の
誤
り
を

お
か
し
て
い
る
。

私
は
何
冊
か
の
和
綴
本
を
持
っ
て
い
る
。
学
生
時
代
に
尊
敬
し
て
い
た
漢
文

の
教
授(

後
に
総
長
と
な
る)
に
「
こ
れ
こ
れ
の
も
の
が
見
つ
か
っ
た
ら
必
ず
買
い

求
め
て
置
く
よ
う
に
」
と
薦
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
書
籍
に
は
江
戸
後
期
、

明
治
の
初
中
期
の
和
綴
じ
の
木
版
本
も
数
冊
あ
り
、
教
職
を
生
業

な
り
わ
い

と
し
て
い
た

者
に
と
っ
て
は
原
典
に
あ
た
る
上
で
貴
重
な
も
の
に
な
っ
た
。
和
綴
本
は
、
当

時
の
こ
と
と
て
漢
籍
や
崩
し
字
の
版
本
が
多
く
、
書
名
は
省
略
す
る
が
、
興
味

惹
か
れ
る
も
の
も
多
く
、
中
で
も
感
銘
を
受
け
た
の
は
、
こ
れ
ら
の
書
籍
は
実

際
に
学
び
の
場
で
使
わ
れ
た
も
の
で
、
当
時
の
若
者
が
学
問
に
勤い

そ

し
ん
だ
痕
跡

が
手
垢
や
シ
ミ
と
共
に
残
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
本
を
使
っ
た
当
時
の
人
達
は
本
は
宝
も
の
に
等
し
く
、
ラ
ン
プ
や
ロ
ー

ソ
ク
の
不
十
分
な
灯
か
り
の
元
で
一
心
に
書
写
し
、
一
字
一
句
を
自
分
の
血
肉

に
し
て
い
っ
た
に
違
い
な
い
と
想
像
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
こ
そ
わ
が
国
の

黎
明
期
に
内
外
に
飛
翔
し
、
人
類
に
貢
献
し
た
人
達
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
換

言
す
れ
ば
、
今
日
の
繁
栄
は
こ
れ
ら
の
人
々
の
ひ
た
む
き
な
努
力
と
勤
勉
さ
、

さ
ら
に
、
誠
実
さ
と
礼
節
が
も
た
ら
し
た
も
の
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で

は
な
い
。



戦
後
、
世
の
あ
り
よ
う
は
大
き
く
変
わ
っ
た
。
敗
戦
直
後
、
大
人
た
ち
は
衣
、

食
、
住
の
確
保
に
奔
走
し
、
子
ど
も
た
ち
の
周
り
か
ら
は
兵
隊
さ
ん
の
出
て
く

る
絵
本
や
漫
画
は
消
え
た
。
そ
の
何
も
な
く
な
っ
た
空
洞
に
進
駐
軍
が
残
し
て

い
っ
た
も
の
は
、
噴
出

ふ

き

だ

し
に
英
語
が
入
っ
た
コ
ミ
ッ
ク
漫
画
で
あ
っ
た
。「
ジ
ャ

ツ
ク
・
ア
ン
ド
・
ベ
テ
ィ
ー
」、「
ベ
テ
ィ
ー
さ
ん
」、「
ポ
パ
イ
」
な
ど
で
あ
る
。

戦
後
の
子
ど
も
た
ち
は
初
め
て
接
し
た
異
文
化
に
驚
き
な
が
ら
、
ボ
ロ
ボ
ロ
に

な
っ
た
本
を
画
面
の
展
開
で
判
断
し
夢
中
で
見
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
変
化

を
否
定
し
た
り
議
論
の
具
に
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
結
論
の
出
な
い
抽
象
論
に

な
っ
て
し
ま
い
そ
う
な
の
で
深
入
り
し
な
い
こ
と
に
す
る
が
、
当
時
の
漫
画
の

ス
ト
ー
リ
ー
に
は
エ
ロ
や
グ
ロ
や
残
酷
性
が
な
く
、
一
過
性
の
笑
い
で
過
ご
せ

る
も
の
が
大
部
分
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
間
も
な
く
登
場
す
る
日
本
の
漫
画

も
始
め
は
「
フ
ク
ち
ゃ
ん
」
、
「
サ
ザ
エ
さ
ん
」
の
よ
う
な
四
コ
マ
構
成
で
起
承

転
結
さ
え
感
じ
ら
れ
た
。
手
塚
治
虫
氏
の
漫
画
は
私
が
初
め
て
見
た
単
行
本
漫

画
で
あ
っ
た
が
、
勧
善
懲
悪
の
筋
立
て
は
子
ど
も
に
も
理
解
が
で
き
た
。
こ
の

頃
、
中
学
生
に
な
っ
て
い
た
私
は
漫
画
本
か
ら
吉
川
英
治
氏
の
活
字
本
に
移
り
、

「
宮
本
武
蔵
」
、
「
新
・
平
家
物
語
」
な
ど
を
読
み
耽
っ
た
。
こ
れ
ら
の
ス
ト
ー

リ
ー
に
は
血
の
通
っ
た
感
情
を
持
っ
た
人
間
が
登
場
し
、
私
を
物
語
の
登
場
人

物
の
一
人
と
し
て
参
加
さ
せ
て
く
れ
た
。
意
味
の
解
ら
な
い
と
こ
ろ
も
あ
っ
た



が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
登
場
人
物
は
精
一
杯
生
き
て
い
た
と
い
う
印
象
が
残
る
。

本
屋
さ
ん
の
数
は
急
速
に
減
少
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
か
つ
て
は
知
性
が

集
っ
た
駅
前
の
本
屋
さ
ん
も
、
郊
外
の
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
片
隅
に
追
い

や
ら
れ
た
。
も
っ
と
も
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
注
文
す
れ
ば
二
、
三
日
で
新
刊

本
が
手
に
入
る
時
代
だ
か
ら
不
都
合
は
感
じ
な
い
の
だ
が
、
そ
の
新
刊
本
の
ジ

ャ
ン
ル
と
出
版
さ
れ
る
目
的
の
多
さ
に
驚
か
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
中
か
ら
毎
年

芥
川
賞
や
直
木
賞
、
そ
の
他
の
作
品
が
選
ば
れ
て
話
題
に
な
る
が
、
正
直
の
と

こ
ろ
最
近
の
作
品
の
内
容
は
極
め
て
解
り
に
く
い
。
さ
ら
に
穿
っ
た
見
方
を
す

る
と
話
題
作
は
、
出
版
社
の
事
前
の
宣
伝
に
よ
っ
て
作
為
と
し
て
も
た
ら
さ
れ

た
も
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
え
る
。
そ
の
根
拠
は
あ
る
有
名
な
「
賞
」
の
講

評
に
「
こ
の
作
品
の
面
白
さ
は
、
作
者
は
何
が
云
い
た
い
の
か
分
か
ら
な
い
と

こ
ろ
が
魅
力
で
あ
る
」
と
あ
っ
て
、
私
の
み
な
ら
ず
多
く
の
読
者
を
驚
か
せ
た

は
ず
で
あ
る
。
基
本
的
に
読
書
と
は
意
味
が
理
解
で
き
な
け
れ
ば
面
白
い
は
ず

は
な
い
。
審
査
員
の
方
々
は
沢
山
の
本
を
読
み
、
才
能
に
恵
ま
れ
た
集
団
に
違

い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
玄
人

く
ろ
う
と

好
み
の
を
嗜
好

し

こ

う

す
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
読
者

は
利
害
に
関
係
の
な
い
一
般
の
人
で
あ
る
。
も
し
、
こ
の
説
が
的
を
射
て
い
る

と
す
れ
ば
、
今
後
、
日
本
の
文
学
界
は
危
う
い
。

先
に
私
は
何
冊
か
の
和
綴
本
を
持
っ
て
い
る
と
書
い
た
が
、
何
冊
か
挙
げ
て



み
る
と
、
徒
然
草
講
義(

全)

、
文
章
軌
範
評
林
読
本(

続)

、
子
規
遺
稿
「
竹
の
里

歌
」(

初
版
本)
、
駿
台
雑
話(

全)

な
ど
な
ど
、
す
べ
て
は
明
治
時
代
以
降
の
も
の

で
あ
る
。
和
綴
本
の
面
白
さ
と
貴
重
さ
は
漢
語
に
文
語
が
混
じ
っ
て
い
る
こ
と

で
あ
ろ
う
か
。
し
か
も
、
文
法
的
に
誤
り
が
な
い
。
現
代
の
我
々
が
使
う
曖
昧

な
揺
れ
が
な
い
の
で
あ
る
。
明
治
中
期
と
い
え
ば
鴎
外
や
漱
石
を
代
表
格
と
し

て
、
詩
、
短
歌
、
俳
句
、
評
論
、
戯
曲
な
ど
多
方
面
の
部
門
で
多
く
の
文
人
を

世
に
出
し
た
。
言
わ
ば
わ
が
国
近
代
文
学
界
の
黎
明
期
に
あ
た
る
。

私
を
含
め
て
現
代
人
は
言
葉
の
遣
い
方
が
少
々
雑
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
思
う
こ
と
が
あ
る
。
パ
ソ
コ
ン
と
い
う
機
器
は
、
文
章
の
生
産
性
と
い

う
意
味
で
は
効
率
は
良
い
が
、
文
法
の
誤
り
に
は
待
っ
た
を
か
け
て
は
く
れ
な

い
。
こ
の
点
和
綴
本
の
語
句
の
遣
い
方
は
時
代
と
い
う
荒
波
を
何
度
も
潜
り
抜

け
な
が
ら
も
、
文
末
の
微
妙
な
表
現
を
今
日
に
残
し
て
い
る
。
重
要
な
も
の
は

漢
語
や
文
語
の
良
さ
は
表
現
さ
れ
た
結
果
よ
り
も
、
思
考
と
い
う
不
易
の
中
に

存
在
す
る
も
の
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
人
間
ら
し
く
生
き
、
自
分
を
み
つ
め
さ

せ
て
く
れ
る
第
三
の
目
を
育
て
る
も
の
が
、
漫
画
本
で
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け

は
確
か
だ
と
信
じ
て
い
る
。


