
　

今
度
の
懸
賞
寫

に
つ
い
て

じ
た
事
ま
た

て
寫

に
就
い
て
私
の
想
つ
て
居
る
と
こ
ろ
を
搔
抓
ん
で
申
上
げ
る
事
と
致

し
ま
す

　

今
回
の
懸
賞
寫

は
出
品
者
が
中
々
多
數
で
あ
つ
た
こ
れ
は
寫

界
の
爲
め
非
常
に
賀
す
べ
き
事
で
あ
り
ま
す

そ
し
て
其

績
の
上
か
ら
見
ま
す
れ
ば
今
回
の
應
募
寫

が
特
に
優
れ
て
居
る
と
は
一
槪
に
申
さ
れ
ま
せ
ぬ
が
兎
も
角
も

步
の
緖
に
つ
い
た

と
云
ふ
現
象
は
明
か
に
見
ら
れ
る
や
う
に
存
じ
ま
す

　

こ
の
懸
賞
寫

の
規
約
廣
吿
に
人
物
を

と
し
て
歡

す
る
と
記
し
て
あ
つ
た
爲
に
も
よ
る
で
せ
う
が
人
物
を

と
し
た
も

の
が
比

的
多
か
つ
た
こ
れ
が
今

私
が
他
の
寫

會
に
見
た
も
の
と
は
稍
趣
を
異
に
し
て
居
る
點
で
あ
り
ま
し
た

　

美

的
價

か
ら
考
へ
た
ら
人
物
に
ま
れ
風
景
に
ま
れ
相

の
あ
る
べ
き
筈
は
な
い
の
で
す
が
美

を
硏
く
と
云

ふ
點
か
ら
申
ま
す
れ
ば
人
物
を

と
し
て
研
究
す
る
と
云
ふ
事
は
餘

そ
の

步
を
助
け
る
一
手
段
で
あ
ら
う
と
信
じ
て
居
り

ま
す

　

此
私
の
考
へ
は
或
は
寫

に
當
箝
ら
ぬ
か
も
知
れ
ま
せ
ぬ
が
繪
畵
に
は
實
際
其
傾
が
あ
り
ま
す

何
故
と
云
へ
ば
物
の
形
を

面
に
現
は
す
と
云
ふ
の
が
既
に
繪
畵
で
も
寫

で
も
其
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
か
ら
其
現
は
し
た
物
體
が

い

と
か
乃
至
軟
い
と
か

畵
面

體
の
色

の

和
を
得
て
居
る
か
居
な
い
か
な
ど
云
ふ
事
は
只
漫
然
と
景
色
を
寫
し
現
は
す
と

自
然
を
無
意
味
に
寫
す
と
不
自
然
と
な
る

審

員　
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云
ふ
事
よ
り
も
人
物
に
よ
つ
て
研
究
す
る
方
が
遙
か
に
効
果
が
多
い
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す

　

そ
れ
は
申
す
ま
で
も
な
く
人
物
の
作
品
が
一
か
ら
十
ま
で

申
上
げ
た
種
々
面
倒
な
條
件
に
都
合
よ
く
箝
り

い
も
の
で
は
あ
り

ま
す
る
が
工
夫

第
に
よ
つ
て
は
風
景
な
ど
か
ら
見
ま
し
た
ら
遙
か
に
現
は
し
易
い
だ
ら
う
と
思
ひ
ま
す
否
現
は
し
易
い
と

云
ふ
と
語

が
あ
り
ま
す
が
先
づ
現
は
し
得
ら
れ
や
う
と
思
ふ
の
で
す

そ
こ
で
此
人
物
の
研
究
を
充

や
る
と
云
ふ
に
つ
い
て

作
者
は
い
か
な
る
も
の
を

い
作
品
と
云
ふ
か
い
か
な
る
も
の
を
軟
か
い
作
品
と
云
ふ
か
乃
至
は

色
の

和
は
ど
う
す
れ
ば
よ

い
か
な
ど
の
點
に
深
い

意
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
ひ
ま
す

さ
も
な
い
限
り
只
漫
然
と
寫
し
た
の
で
は
い
か
な
る
美
人
に

も
せ
よ

い
か
な
る

勢
に
も
せ
よ
美

的
作
品
と
し
て
推
す
事
は
出
來
な
い
と
信
じ
ま
す

從
來
見
た
多
數
の
寫

會
に
於

け
る
作
品
は
多
く
は

べ
た
條
件
に

意
せ
ず
極
め
て
不

意
に
そ
し
て

極
め
て
漫
然
た
る
謂
は

任
せ
の
作
と
云

ふ
や
う
な
も
の
が
多
い
の
で
稀
に
は
幾

か
繪
を
作
ら
う
と
云
ふ
や
う
な
心
持
で
拵
へ
た
寫

を
見
受
け
ぬ
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が

こ
れ
と
て
も
繪
畵
に
必

な
條
件
を
缺
き
或
は
之
を
無
視
し
て
圖
面
に
幾

の

緖
を
表
は
さ
う
と
試
み
た
も
の
位
が
關
の
山

で
あ
り
ま
す

　

こ
れ
を
喩
へ
ば
霧
の
深
い
圖
と
か
夕
方
の
海
邊
と
か
云
ふ
の
で
も

圖
面
の
上
に
趣
味
は
表
は
れ
て
居
る
に
相

な
い
が

に
必

な
る
濃
淡
を
得
る
や
う
に
試
み
た
も
の
と
か
或
は
軟
か
い
中
に
緊
り
の
あ
る
や
う
な
作
品
は
藥
に
し
た
く
も
な
い

こ
れ
は
試
み
て
出
來
ぬ
の
か

然
試
み
な
い
の
か
兎
も
角
心
細
い

第
と
云
ふ
の
外
は
あ
り
ま
せ
ぬ

　

繪
に
於
て
又
寫

に
於
て
殊
に
寫

が
美

的
に
傾
き
つ

あ
る
今
日
に
在
つ
て
は
略
繪
畵
に
於
て
得
ら
れ
る
だ
け
の

上
の
趣
味
は
矢
張
寫

に
現
は
れ
て
居
な
け
れ
ば
こ
れ
を
美

的
寫

と
は
申
さ
れ
ま
せ
ぬ

自然を無意味に寫すと不自然となる



　

此
見
地
か
ら
今
度
の
懸
賞
寫

を

し
て
見
ま
す
れ
ば
色

の
上
に

功
し
た
も
の
も
見
受
け
ら
れ

ば

肉
づ
き
乃
至
人
物

と
背
景
と
の
輪
廓
の
濃
淡
な
ど
に
餘

意
を
拂
つ
た
と
見
え
る
作
品
も
一
二
は
見
受
け

風
景
の
中
に
も
只
眼
に
見
て

謂
名

の
寫

に
せ
よ
夕
方
と
か

日
の
光
線
を
利
用
し
た
と
か
云
ふ
や
う
な
風
景
の
寫

に
せ
よ
其
天

か
ら
得
た
趣
味
以
外

美

に
つ
い
て
多
少

申
し
た
條
件
を
含
ん
だ
も
の
も
見
受
け
ま
し
た
こ
れ
は
即
ち
一
の

步
の
階
段
に
入
つ
た
も
の
と
思
は
れ

ま
す

　

總
じ
て
今
度
の
寫

に

し
て
見
ま
し
て
も

今
申
す

り
風
景
の
寫

も
中
々
侮
り

い
作
品
も
見
受
け
ま
し
た
が

只

步
の
階
段
に
入
つ
た
と
申
す
の
み
で
未
だ
美

的
に
向
上
す
る
に
は
餘

の
研
究
と
餘

の
年
月
と
を
閱
さ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ぬ
が
そ
こ
へ
行
く
と
人
物
の
寫

の
中
に
は
繪
畵
の
趣
味
と
同
じ
趣
味
を
發
揮
す
る
に
努
め
た
形
跡
が
歷
々
と
し
て
目

に
觸
れ
る
の
で
こ
れ
か
ら
益
々
こ
の
人
物
に
つ
い
て
研
究
せ
ら
れ
た
な
ら
ば
他
日
の

功
は
期
し
て
待
つ
べ
き
で
あ
ら
う
と
思
ひ

ま
す

　

そ
こ
で
此
研
究
に
就
い
て
餘
計
な
事
な
が
ら
私
の

べ
て
置
き
た
い
と
思
ひ
ま
す
る
の
は
先
づ
寫

と
申
す
も
の
は
こ
れ
を

繪
畵
に

へ
て
見
ま
す
れ
ば
自
然

の
畵
の
如
き
も
の
で
理
想

の
畵
と
云
ふ
や
う
な
も
の
は
寫

に
は
不

當
で
あ
り
ま

す

で
す
か
ら
寫

は
な
る
べ
く
自
然
か
ら
得
る
と
こ
ろ
の

自
然
か
ら
得
る
と
こ
ろ
の
趣
味
こ
れ
等
を
基
礎
と
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
の
で
此
自
然
に
對
し
て
作
る
べ
き
寫

な
る
以
上
い
か
な
る
物
を
寫
す
も
自
然
と

合
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

理
で
あ
り

ま
す

　

と
こ
ろ
が
實
際
は
之
に
反
し
て
自
然
を
無
意
味
に
寫
し
ま
す
る
と
結
果
は
不
自
然
の
も
の
と
な
つ
て
し
ま
ふ
で
す
か
ら
自
然

自然を無意味に寫すと不自然となる



を
あ
り
の
儘
に
現
は
せ
ば
そ
れ
が
悉
く
自
然
の

と

合
す
る
か
と
云
ふ
に
决
し
て
さ
う
で
な
い
反
對
に
不
自
然
に
な
る
と
云

ふ
事
を
記

せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ぬ

　

そ
れ
か
ら
ま
た
繪
の
や
う
な
寫

を
作
る
と
云
ふ
事
に
な
り
ま
す
と
懊
惱
く
申
す
や
う
で
す
が
繪
畵
に
必

な
條
件
を
寫

に
現
は
す
に
就
き
ま
し
て
は
寫

の

上
研
究
す
べ
き
點
の
多
い
の
は
勿
論
と
し
て
作
者
た
る
も
の
が
努
め
て
多
く
洋
畵
を

見
る
そ
し
て
洋
畵
の
趣
味
を
能
く
會
得
す
る
や
う
に
な
つ
て
か
ら
こ
れ
が
研
究
に
向
は
れ
た
い
も
の
と
思
ひ
ま
す

そ
う
す
れ

ば
其
人
の
撮
つ
た
寫

は
繪
畵
と
同
じ
條
件
を
も
つ
た
趣
味
の
深
い
ま
つ
た
く
の
美

的
寫

が
出
來
ま
す
の
で
今
度
の

出
品
寫

中
に
も
矢
張
繪
畵
か
ら
出
た
形
跡
の
あ
る
コ
ン
ポ
ジ
シ
ヨ
ン
が
二
三
見
受
け
ら
れ
ま
し
た

こ
れ
は
寫

界
に
と
り
て
は

步
の
一
階
段
と
し
て
賀
す
べ
き
傾
向
に
相

あ
り
ま
せ
ぬ
が
今
回
の
寫

の
や
う
に
明
か
に
其
寫
法
が
繪
畵
か
ら
出
た
と
見

え
る
や
う
で
は
ま
だ

は

い
と
云
は
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

け
れ
ど
も
ま
た
一
面
か
ら
云
へ
ば
寫

の

步
は
こ
の
摸

倣
的
の
も
の
に
始
つ
て
や
が
て
將
來
個
人
的

獨
立
的
の
作
品
が
出
來
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
す
か
ら
極
め
て
有

な
現
象
と
云

つ
て
よ
ろ
し
か
ら
う
と
思
ひ
ま
す

　

り
に
臨
ん
で
寫

に
繪
畵
を
學
び
つ

あ
る
と
云
ふ
實
例
は

回
の
出
品
寫

と
今
回
の
そ
れ
と
を
併
せ
攷
へ
て
見
ま
し

て
も
日
本
の
作
品
に
比

し
て
は
外
國
か
ら
應
募
し
た
寫

が
優

で
日
本
の
作
品
は
彼
に
比
し
て
見
劣
り
の
せ
ら
れ
る
に

し
て
も
歷
然
た
る
も
の
で
こ
れ
に
は
ま
た
二
つ
の
大
な
る
原
因
が
存
ず
る
の
で
あ
り
ま
す

　

即
ち
一
は
日
本
在

の
人
が
繪
畵
を
見
る
事
が
狹
い
こ
れ
は
其
機
會
に
乏
し
い
の
と

ま
る
で
繪
畵
を
知
ら
な
い
人
が
多
い
か

ら
で
あ
り
ま
す

そ
れ
か
ら
人
物
の
點
に
於
て
は

其
肉
つ
き
が
骨
格
の
上
か
ら
云
つ
て
西
洋
人
の
方
が
天
然
に

い
日
本
の

自然を無意味に寫すと不自然となる



人
な
ど
は
ど
う
し
て
も
肉
に
丸
味
を
も
つ
て
居
ま
す
そ
し
て
骨
の
凹
凸
の
形
ち
に
乏
し
い
若
し
日
本
在

の
撮
影
者
に
し
て

人
間
の
骨
格
か
ら
解
剖
的
の
敎
育
知

が
あ
れ
ば
其
缺
點
た
る
丸
味
を

よ
く
修
正
す
る
事
が
出
來
ま
す
が
其
知

が
缺
け
て
居

て

然
天
然
の
形
ち
に
よ
る
と
す
る
と
丸
く
な
り

て
骨
の
な
い
張
子
の
や
う
な

が
現
は
れ
ま
す

の
中
で
も
特
に
腕

と
か
指
と
か
首
頰
の
邊
に
あ
り
〳
〵
と
其
缺
點
が
見
出
さ
れ
ま
す
が
そ
の
最
も

意
す
べ
き
は

の
形
ち
で
あ
り
ま
す

日
本

人
の
撮
影
に
は

梁
の
骨
の
部

と
肉
の
部

と
の
關
係
が
よ
く
現
は
れ
て
居
り
ま
せ
ぬ
そ
れ
故
日
本
人
が
日
本
人
を
撮
影
し

た
塲
合
に
は
ど
う
も
西
洋
の
そ
れ
よ
り
も
見
劣
り
が
す
る
の
で
あ
り
ま
す

　

既
に
日
本
人
に
は
か
う
云
ふ
缺
點
の
あ
る
以
上
寫

を
研
究
し
よ
う
と
云
ふ
人
は
西
洋
よ
り
遙
か
に
大
な
る
努
力
を

さ

ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
努
め
て
繪
畵
を
見
る
事
そ
し
て

人
物
畵
に
於
て
は
丸
味
を

よ
く
撤
る
そ
れ
に
は
骨
格
の
研
究
を
充

に

積
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
事

こ
の
二
つ
の
缺
陷
に
於
い
て
西
洋
の
寫

よ
り
も
日
本
の
方
が
一
層
の

意
と
一
層
の
苦
心
と
を

す
る

第
で
あ
ら
う
と
思
ひ
ま
す

『
み
つ
こ
し
タ
イ
ム
ス
』七
一
三 

明
治
四
二
年
一
一
月

明
治
四
二
年
に
三
越
で
行
な
わ
れ
た
第
三
回
懸
賞
写
真
の
審
査
所
感

こ
の
折
の
審
査
員
は
黒
田
の
他
に
岡
田
三
郎
助
・
和
田
英
作
と
い

た

洋
画
家
お
よ
び
石
橋
思
案（
博
文
館『
文
芸
倶
楽
部
』編
集
）・
小
倉
倹
司
・
加
藤
精
一（
坪
内
逍
遥
門
下
の
役
者
）・
坪
谷
善
四
郎（
博
文
館
取
締
役
）・

久
野
轍
輔
と
い
う
面
々
だ

た

松
戸
市
戸
定
歴
史
館
の
齊
藤
洋
一
氏
の
ご
教
示
に
よ
れ
ば
明
治
の
華
族
に
よ
る
写
真
投
稿
誌『
は
な
の
か

げ
』に
も
黒
田
は
作
品
評
を
寄
せ
て
い
る
と
い
う

自然を無意味に寫すと不自然となる


