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手
塚
治
虫
作
品
集
『
風
之
進
が
ん
ば
る
』

は
じ
め
に

こ
の
作
品
は
、
時
代
劇
漫
画
の
初
期
の
作
品
の
一
つ
と
言
え
よ
う
。
手
塚
は
幕
末
時
代
に
興
味
関
心
を

置
い
て
こ
の
題
材
を
漫
画
と
し
て
仕
上
げ
た
の
か
？
こ
の
作
品
の
題
名
は
な
ぜ
、
『
風
之
進
が
ん
ば
る
』

か
ぜ
の
し
ん

な
の
か
？
そ
の
疑
問
に
ま
ず
ぶ
つ
か
る
。

一
人
の
少
年
剣
士
を
主
人
公
に
、
日
本
と
い
う
国
を
託
す
。
海
外
文
化
交
流
大
使
の
よ
う
な
役
割
を
彼

に
与
え
て
い
く
。
そ
の
主
人
公
の
名
前
を
「
風
之
進
」
と
い
う
。
時
代
背
景
は
、
江
戸
時
代
の
末
、
徳
川

か
ぜ
の
し
ん

将
軍
家
茂
の
時
代
に
設
定
す
る
。
朝
廷
は
幕
府
将
軍
職
に
あ
る
徳
川
家
茂
に
対
し
、
異
国
の
日
本
居
留
地

を
認
め
さ
せ
な
い
発
令
を
行
う
の
で
あ
る
。

幕
末
時
代
に
実
在
し
た
人
物
名
が
飛
び
交
う
。
新
撰
組
の
芹
沢
鴨
と
近
藤
勇
、
坂
本
龍
馬
。
長
州
の

伊

藤

宿

祐

博

文
と
思
い
き
や
架
空
設
定
人
物
大

宮

鉄

斎
。
鉄
齋
は
、
主
人
公
吹
雪
風
之
進
の
学
問
の

い
と
う
し
ゆ
く
す
け
ひ
ろ
ぶ
み

お
お
み
や
て
つ
さ
い

ふ
ぶ
き

師
匠
な
の
で
あ
る
。

時
代
背
景
と
そ
の
展
開
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こ
の
作
品
か
ら
学
ぶ
べ
き
と
こ
ろ
は
ど
う
見
出
す
か
だ
が
、
ま
ず
急
雲
動
乱
を
告
げ
る
か
の
よ
う
に
異

国
船
「
黑
船
」
が
日
本
に
そ
れ
も
太
平
洋
を
超
え
て
将
軍
在
居
の
千
代
田
城
が
あ
る
江
戸
湾
の
つ
い
鼻
端

で
あ
る
横
須
賀
に
や
っ
て
き
た
こ
と
、
こ
の
と
き
江
戸
の
町
は
、
朝
廷
（
＝
天
皇
、
公
家
衆
）
の
京
都
で

は
、
さ
ら
に
は
諸
国
薩
摩
・
長
州
・
土
佐
の
各
藩
の
状
況
は
、
こ
う
し
た
時
代
に
於
け
る
人
物
設
定
を
見

て
お
く
格
好
な
資
料
と
も
言
え
よ
う
。

「
私
塾
」
で
の
講
義
図
会

こ
こ
で
私
塾
の
鳥
瞰
図
を
も
っ
て
眺
め
て
み
る
と
、
鉄
齋
が
講
義
す
る
文
言
は
漢
籍
『
孝
經
』
の
一
言

で
あ
り
、

●
「
身

体
髪
腑
こ
れ
父
母
に
う
く
、
あ
え
て
毀
傷
せ
ざ
る
は
孝
の

始

し
ん
た
い
は
つ

ぷ

ふ

ぼ

こ
う

は
じ
め

め
な
り
」
と
記
載
す
る
の
だ
が
、
実
際
は
「
身
体
髪
膚
」
の
表
記
が
正

し
ん
た
い
は
つ
ぷ

し
い
。
次
に
そ
の
文
言
の
箇
所
を
示
し
て
お
こ
う
。

【
原
文
】
身
體
髪
膚
、
受
之
父
母
、
不
敢
毀
傷
、
孝
之
始
也
。
【
読
み

下
し
文
】
「
身
体
髪
膚
、
こ
れ
を
父
母
に
受
く
。
敢
え
て
毀
傷
せ
ざ
る

は
、
孝
の
始
め
な
り
。
身
を
立
て
道
を
行
ひ
、
名
を
後
世
に
揚
げ
、
以

て
父
母
を
顕
は
す
は
、
孝
の
終
り
な
り
。
そ
れ
孝
は
親
に
事
ふ
る
に

つ
か

始
ま
り
、
君
に
事
（
つ
か
）
ふ
る
に
中
し
、
身
を
立
つ
る
に
終
る
。
」（
『
孝

経
』
開
宗
明
誼
章
第
一
）

わ
が
身
体
は
両
手
・
両
足
か
ら
毛
髪
・
皮
膚
の
末
々
に
至
る
ま
で
、
す
べ
て
父
母
か
ら
頂
戴
し
た
も
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の
で
あ
る
。
そ
れ
を
大
切
に
守
っ
て
い
わ
れ
も
な
く
い
た
み
傷
つ
け
な
い
よ
う
に
す
る
。
そ
れ
が
孝

行
の
始
め
な
の
だ
。
立
派
な
人
物
に
な
り
、
正
し
い
道
を
実
践
し
、
名
を
後
の
世
ま
で
も
高
く
掲
げ

て
、
そ
れ
で[

あ
れ
は
誰
の
子
よ
と]

父
母
の
名
を
世
に
広
く
か
が
や
か
せ
る
。
そ
れ
が
孝
行
の
終
わ

り
な
の
だ
。
い
っ
た
い
、
孝
行
と
い
う
こ
と
は
、
家
に
い
て
親
に
事
え
る
こ
と
が
始
ま
り
で
、
家
を

出
て
君
に
事
え
る
の
が
そ
の
中
間
で
、[

孝
と
忠
と
を
全
う
し
て]

立
派
な
人
間
に
な
る
の
が
終
わ
り

な
の
だ
。

◆
人
の
身
体
は
す
べ
て
父
母
か
ら
恵
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
傷
つ
け
な
い
よ
う
に
す
る
の
が
孝

行
の
始
め
で
あ
る
。
〔
『
大
辞
泉
』
〕

と
い
っ
た
内
容
に
な
る
。
こ
の
『
孝
經
』
の
言
句
を
引
用
す
る
作
者
手
塚
治
虫
の
知
的
教
養
性
を
ま

ず
見
抜
か
ね
ば
成
る
ま
い
。
手
塚
は
、
典
拠
資
料
を
諳
ん
じ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
証
拠
に
、

「
身
体
髪
膚
」
の
語
表
記
を
「
身

体
髪
腑
」
と
同
音
異
義
語
で
表
現
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
検
証

し
ん
た
い
は
つ

ぷ

確
認
が
な
さ
れ
ず
、
こ
こ
に
引
用
さ
れ
た
こ
と
に
尽
き
よ
う
。
こ
う
し
た
セ
リ
フ
部
分
は
、
手
塚
が

鉛
筆
で
手
書
き
し
た
も
の
を
活
字
に
変
換
す
る
作
業
が
編
集
部
側
に
託
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
、
校

閲
も
当
然
行
わ
れ
て
然
り
で
あ
る
が
、
こ
の
校
閲
作
業
に
も
手
抜
か
り
が
あ
っ
た
と
見
て
取
る
の
で

あ
る
。

次
に
、
受
講
生
の
数
、
受
講
生
の
顔
ぶ
れ
を
見
て
お
こ
う
。
老
若
男
女
が
描
か
れ
て
い
る
が
そ
の

多
く
は
、
武
家
の
人
た
ち
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
白
髪
の
御
仁
、
坊
主
頭
、
若
武
者
、
鼻
の
長
い
女

人
と
い
っ
た
人
た
ち
で
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
私
塾
の
機
構
を
考
察
し
て
お
き
た
い
。
こ
う
し
た

武
士
社
会
と
い
う
知
を
鍛
え
る
な
か
で
の
自
由
度
さ
が
ど
の
く
ら
い
あ
っ
た
か
を
手
塚
は
知
っ
て
い

な
い
か
ら
だ
。
私
学
と
は
い
え
、
男
女
同
席
す
る
現
代
の
大
学
機
構
と
は
様
相
を
こ
と
に
し
て
い
る
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か
ら
だ
。
「
男
女
席
を
同
じ
う
う
せ
ず
」
と
い
う
教
育
の
現
場
を
現
代
の
自
由
度
の
あ
る
大
学
教
育

に
見
立
て
て
描
き
出
し
て
い
る
の
だ
。
あ
る
意
味
こ
の
一
人
の
女
人
同
席
が
手
塚
の
遊
び
心
や
も
知

れ
な
い
。

海
外
文
化
交
流
「
竹
」
と
「
ト
ー
マ
ス
・
エ
ジ
ソ
ン
」

「
電
気
の
光
り
＝
電
気
の
ち
か
ら
で
も
え
る
う
ん
と
あ
か
る
い

と
も
し
び
」
の
発
明
に
欠
か
せ
な
い
「
明
る
く
て
長
時
間
も
ち
こ

た
え
る
す
ば
ら
し
い
し
ん
の
も
と
が
き
っ
と
世
界
の
ど
こ
か
に
あ

る
は
ず
だ
」
〔

コ
マ
〕

30

こ
の
「
し
ん
の
も
と
」
と
な
る
材
料
の
「
た
け
【
竹
】
」
に
つ

い
て
国
語
辞
書
は
何
も
解
い
て
い
な
い
。
少
し
く
調
べ
て
み
る
必

要
が
あ
ろ
う
。
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作
品
題
名
と
は

『
風
之
進
が
ん
ば
る
』
と
い
う
人
名
「
風
之
進
」
＋
動
詞
「
が
ん
ば
る
」
、
こ
の
作
品
名
と
な
る
の
が

か
ぜ
の
し
ん

か
ぜ
の
し
ん

鉄
齋
先
生
か
ら
の
一
通
の
書
状
で
あ
っ
た
。
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●
「
長

州
の
伊

藤

宿

祐

博

文
と
い
う
男
を
た
ず
ね
て
い
け
、
風
之
進
が

ち
よ
う
し
ゆ
う

い
と
う
し
ゆ
く
す
け
ひ
ろ
ぶ
み

か
ぜ
の
し
ん

ん
ば
れ
」〔

コ
マ
〕
と
い
う
内
容
の
手
紙
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
「
が
ん
ば
る
」

48

と
い
う
状
態
意
の
語
形
で
は
な
く
、
「
が
ん
ば
れ
」
と
い
っ
た
志
向
勧
誘
形
の

表
現
で
示
さ
れ
て
い
る
。
「
風
之
進
が
ん
ば
れ
」
〔

コ
マ
〕
で
あ
る
。

か
ぜ
の
し
ん

49
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１
，
宮
司
が
祝
詞
を
あ
げ
、

※
●
「
日
本
に
ふ
み
こ
ん
だ
外

国

人
を
お
い
だ
し
外

国

船
を
コ
テ
ン

に
ほ
ん

が
い
こ
く
じ
ん

が
い
こ
く
せ
ん

コ
テ
ン
に
や
る
べ
し
」
〔

コ
マ
〕
。

5

こ
の
勅
命
の
文
言
に
「
コ
テ
ン
コ
テ
ン
に
」
と
い
う
口
頭
語
を
も
ち

い
る
と
は
…
…
、
手
塚
さ
ん
ら
し
い
烏
帽
子
・
裃
を
着
て
高
ら
か
読
み

上
げ
る
公
家
の
人
ら
し
さ
よ
り
、
そ
の
儀
式
張
っ
た
所
作
を
砕
け
て
お

ど
け
て
見
せ
る
に
は
打
っ
て
付
け
の
表
現
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
コ
テ
ン
コ
テ
ン
に
」
と
い
う
表
現
に
注
目
し
て
お
こ
う
。

小
学
館
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
に
、

こ
て
ん
‐
こ
て
ん
〔
副
〕
（
多
く
「
に
」
を
伴
っ
て
用
い
る
）
徹
底
的
に
や
っ
つ
け
ら
れ
た
り
、
ま

た
は
や
っ
つ
け
た
り
す
る
さ
ま
を
表
わ
す
語
。
完
膚
な
き
さ
ま
。
さ
ん
ざ
ん
。
こ
て
ん
ぱ
ん
。
＊
随

筆
寄
席
第
二
集
〔
一
九
五
四
〕
〈
辰
野
・
林
・
徳
川
〉
六
「
あ
の
頃
の
日
本
人
て
の
は
と
て
も
威
張

っ
て
ま
し
た
な
。
と
こ
ろ
が
今
度
は
敗
戦
で
こ
て
ん
こ
て
ん
」【
発
音
】〈
標
ア
〉［
０
］〈
京
ア
〉（
０
）

と
一
九
五
四
年
の
『
随
筆
寄
席
』
第
二
集
〈
辰
野
・
林
・
徳
川
〉
卷
第
六
を
引
用
す
る
。
三
省
堂
『
新
明

解
国
語
辞
典
』
第
五
版
に
、

こ
て
ん
‐
こ
て
ん
（
０
）
〔
副
〕
―
に

〔
口
頭
〕
徹
底
的
に
痛
め
つ
け
（
ら
れ
）
る
様
子
。
こ
て
ん
ぱ

ん
。
「
―
に
負
け
る
」

こ
て
ん
ぱ
ん
（
０
）
〔
口
頭
〕
徹
底
的
に
痛
め
つ
け
（
ら
れ
）
る
こ
と
を
表
わ
す
。
「
―
に
や
っ
つ
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け
ら
れ
た
」

と
記
載
す
る
。

２
，
父
の
叱
責
語
「
ば
っ
か
も
ん
！
」

通
常
、
「
ば
か
も
の
」
と
い
う
語
表
現
は
、
罵
倒
語
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
位

置
す
る
語
で
あ
る
。

手
塚
は
こ
の
一
コ
マ
を
横
長
い
っ
ぱ
い
に
描
き
出
す
。
父
の
こ
の
一
言
で
、

風
之
進
は
吹
っ
飛
ば
さ
れ
る
。
こ
の
一
言
の
文
字
に
注
目
し
て
お
こ
う
。
横
書

き
右
か
ら
左
へ
と
読
む
文
字
列
び
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

横
書
き
右
読
み
文
字
は
、
現
代
の
生
活
言
語
の
一
つ
景
観
文
字
で
み
る
と
き
、

店
屋
の
看
板
文
字
と
し
て
用
い
ら
れ
て
気
づ
か
さ
れ
る
か
ら
だ
。
で
は
、
な
ぜ

こ
の
よ
う
に
右
か
ら
左
へ
読
む
文
字
を
書
く
の
だ
ろ
う
か
？

そ
の
事
由
を
考
察
検
証
願
い
た
い
。
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３
，
「
こ
じ
き
」
と
「
お
こ
も
」

◆
手
塚
は
時
折
、
わ
が
身
を
作
中
に
登
場
さ
せ
る
と
い
う
風
変
わ
り
な
漫

画
を
描
い
て
い
る
。
こ
こ
に
は
路
上
で
お
も
ら
い
を
す
る
乞
食
姿
で
登
場

す
る
と
い
っ
た
面
白
み
を
添
え
な
が
ら
、
次
の
コ
マ
で
は
、

「
た
わ
け
っ
！
こ
れ
は
こ
じ
き
で
は
な
い
か
！
」
「
だ
だ
だ
、
だ
っ
て
、

お
コ
モ
が
と
お
っ
た
か
と
…
」
〔
２
コ
マ
〕

こ
の
こ
と
ば
を
引
き
出
す
動
機
語
は
、

●
「
町

人

っ
、
い
ま
し
が
た
こ
こ
を
紅

毛
人
と
少

年
武
士
が
と

ち
よ
う
に
ん

こ
う
も
う
じ
ん

し
よ
う
ね
ん

ぶ

し

お
お
た
で
あ
ろ
う
」

と
い
う
こ
と
ば
表
現
に
み
え
る
「
紅

毛
人
」
と
い
う
漢
語
で
あ
っ
た
。

こ
う
も
う
じ
ん

こ
の
「
紅

毛
人
」
な
る
語
は
町
人
に
は
当
然
聞
き
慣
れ
な
い
こ
と
ば
で

こ
う
も
う
じ
ん

あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
漢
語
は
町
人
社
会
で
は
商
い
こ
と
ば
な
ら
多
少
理

会
さ
れ
よ
う
が
、
ま
だ
そ
う
浸
透
し
て
い
た
こ
と
ば
で
は
な
か
っ
た
か
ら

だ
。
町
人
は
「
コ
ー
モ
ー
人
」
と
口
写
し
こ
と
ば
あ
る
か
ら
し
て
、
カ
タ

じ
ん

カ
ナ
表
記
で
記
載
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

小
学
館
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
に
、

こ
う
も
う
‐
じ
ん
【
紅
毛
人
】
〔
名
〕
オ
ラ
ン
ダ
人
。
江
戸
時
代
、
ポ
ル

ト
ガ
ル
人
、
ス
ペ
イ
ン
人
を
南
蛮
人
と
呼
ん
だ
の
と
区
別
し
て
い
っ
た
。

の
ち
、
広
く
欧
米
人
を
い
っ
た
。
西
洋
人
。
＊
財
政
経
済
史
料
‐
七
・
経
済
・
外
国
通
商
・
海
外
貿
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易
・
元
和
二
年
〔
一
六
一
六
〕
八
月
二
一
日
「
台
湾
よ
り
紅
毛
人
を
捕
来
れ
り
」
＊
随
筆
・
文
会
雑

記
〔
一
七
八
二
〕
附
録
・
一
「
紅
毛
人
の
つ
れ
来
れ
る
く
ろ
ぼ
う
を
も
見
た
る
と
也
」
＊
尾
形
了
斎

覚
え
書
〔
一
九
一
七
〕
〈
芥
川
龍
之
介
〉
「
紅
毛
人
一
名
、
日
本
人
三
名
、
各
々
法
衣
め
き
し
黒
衣

を
着
し
候
者
共
」
＊
蘭
学
事
始
〔
一
九
二
一
〕
〈
菊
池
寛
〉
一
「
凡
そ
、
紅
毛
人
と
は
申
せ
、
同
じ

人
間
の
作
っ
た
文
字
書
籍
が
、
同
じ
人
間
に
会
得
出
来
ぬ
と
云
ふ
道
理
は
、
更
々
御
座
ら
ぬ
わ
」【
発

音
】
コ
ー
モ
ー
ジ
ン
〈
標
ア
〉
［
モ
］
〈
京
ア
〉
［
ー
］
〈
２
〉

こ
の
「
コ
ー
モ
ー
ジ
ン
」
と
「
お
こ
も
さ
ん
（
＝
乞
食
）
」
に
聞
き
違
え
る
と
い
う
言
語
遊
戯
風
の
し

ゃ
れ
っ
気
を
み
せ
て
い
る
の
だ
。


