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◎
特
集
１

  
「
お
と
ぎ
の
国
の
王
様
」
武
井
武
雄

　

創
造
の
翼
を
広
げ
て
、い
つ
か
見
た
夢
幻
の
世
界
へ

岡
谷
市
出
身
の
童
画
家
、
武
井
武
雄
の
作
品
を
紹
介
す
る

イ
ル
フ
童
画
館
は
、
今
年
で
開
館
10
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。

節
目
の
年
を
記
念
し
て
、

今
月
号
で
は
武
井
武
雄
を
特
集
し
ま
す
。

大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
、

童
画
や
版
画
、
玩
具
の
創
作
な
ど
幅
広
い
分
野
で

日
本
を
代
表
す
る
芸
術
家
と
し
て
活
躍
し
た
武
井
武
雄
。

時
を
超
え
、
世
代
を
超
え
て

今
な
お
多
く
の
人
々
を
魅
了
す
る

武
井
の
世
界
に
、

あ
ら
た
め
て
ふ
れ
て
み
ま
せ
ん
か
。

みなと保育園　塔屋の上の風見鶏
「武井武雄画噺Ⅰ  あるき太郎」（昭和2年）より



特集１ ● 「おとぎの国の王様」武井武雄

❸　広報おかや 7月号

武
井
武
雄
の
原
点

―
妖
精
ミ
ト
と
過
ご
し
た
日
々

　

武
井
武
雄
は
明
治
27
年
、
平
野
村
（
現
岡
谷
市
）

の
村
長
・
武
井
慶
一
郎
、
さ
ち
の一
人
息
子
と
し
て
誕

生
し
ま
し
た
。
幼
少
の
頃
は
身
体
が
弱
く
、
家
の
中

で
詩
や
俳
句
な
ど
に
親
し
ん
で
過
ご
し
て
い
た
そ
う

で
す
。
同
年
代
の
友
人
と
遊
ぶ
機
会
が
少
な
か
っ
た

武
井
は
、い
つ
し
か
遊
び
相
手
を
求
め
て
妖
精「
ミ
ト
」

を
創
り
出
し
、
空
想
の
世
界
で
遊
ぶ
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
ミ
ト
は
枕
元
や
広
い
庭
先
な
ど
、
会
い
た
い

時
に
ど
こ
へ
で
も
来
て
く
れ
た
―
と
振
り
返
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
幼
少
体
験
こ
そ
が
、
の
ち
の
空
想
世
界
を

自
在
に
描
き
出
す
武
井
芸
術
の
原
点
と
な
っ
て
い
る

の
で
す
。
ま
た
、天
性
の
芸
術
的
才
能
に
も
恵
ま
れ
、

す
で
に
５
歳
の
頃
に

『
エ
兆
金
』
と
題
し

た
豆
本
を
制
作
。
小

学
校
の
作
文
に
「
大

き
く
な
っ
た
ら
絵
描

き
に
な
り
ま
す
」
と

書
く
な
ど
、
早
く
か

ら
将
来
は
画
家
を
夢

見
て
い
た
の
で
し
た
。

絵
描
き
を
志
し
て

―
諏
訪
中
学
校
か
ら
東
京
美
術
学
校
へ

　

明
治
41
年
に
諏
訪
中
学
校
（
現
諏
訪
清
陵
高
校
）

へ
と
進
学
後
、
級
友
ら
と
洋
画
研
究
を
目
的
に
「
椰や

子し

の
実
会
」
を
結
成
。
星せ

い
て
い蹄

と
号
し
、
作
品
の
品

評
や
ス
ケ
ッ
チ
旅
行
な
ど
本
格
的
な
活
動
を
重
ね
、

東
京
美
術
学
校（
現
東
京
芸
大
）へ
の
進
学
を
志
し
ま

す
。し
か
し
、

両
親
は
名
家

の
跡
取
り
息

子
の
美
大
進

学
に
大
反

対
。
当
時
は

芸
術
家
へ
の

理
解
も
低

く
、
絵
描
き
な
ど
と
ん
で
も
な
い
と
い
う
意
識
が
あ
っ

た
よ
う
で
す
。
思
案
し
た
父
親
が
知
人
の
島
木
赤
彦

に
相
談
し
た
と
こ
ろ
、「
本
人
の
や
り
た
い
こ
と
を
さ

せ
よ
」
と
諭
さ
れ
、
よ
う
や
く
進
学
が
許
さ
れ
ま
し

た
。
そ
の
後
、
東
京
で
の
一
年
間
の
浪
人
を
経
て
、

大
正
３
年
に
東
京
美
術
学
校
の
西
洋
画
科
へ
入
学
。

岡
谷
で
培
っ
た
創
造
力
の
翼
を
は
ば
た
か
せ
、
武
井

武
雄
の
世
界
を
開
花
さ
せ
て
行
き
ま
す
。

童
画
家
へ
の
道

―
子
ど
も
に
こ
そ
、本
物
の
芸
術
を

　

大
正
８
年
に
東
京
美
術
学
校
を
卒
業
後
、
大
正

10
年
か
ら
子
ど
も
向
け
雑
誌
に
絵
を
描
き
始
め
ま
す

が
、
そ
の
頃
挿
絵
は
童
話
の
添
え
物
と
軽
視
さ
れ
る

傾
向
に
あ
り
、
武
井
自
身
も
ア
ル
バ
イ
ト
の
つ
も
り

で
い
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
し
ば
ら
く
す
る
と
子

ど
も
が
最
初
に
ふ
れ
る
芸
術
は
絵
雑
誌
の
挿
絵
で
あ

り
、
そ
の
絵
こ
そ
魂
を
ふ
る
わ
せ
る
作
品
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
―
と
の
思
い
を
強
く
し
ま
す
。
そ
し
て
、

自
分
の
一
生
を
か
け
る
仕
事
と
し
て
、
子
ど
も
向
け

の
絵
画
に
取
り
組
む
こ
と
を
決
意
す
る
の
で
す
。

　

翌
大
正
11
年
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
波
に
乗
り
、

今
ま
で
に
な
い
芸
術
性
の
高
い
絵
雑
誌
『
コ
ド
モ
ノ
ク

ニ
』
が
東
京
社
か
ら
創
刊
さ
れ
ま
す
。
編
集
長
の
和

田
氏
に
認
め
ら
れ
た
武
井
は
、
企
画
段
階
か
ら
参
加

し
、
創
刊
号
の
タ
イ
ト
ル
文
字
と
表
紙
絵
を
担
当
。

以
後
、
童
話
や
詩
な
ど
も
創
作
し
、
雑
誌
の
重
要

な
担
い
手
と
し
て
活
躍
し
ま
す
。
ま
た
、
子
ど
も
用

の
絵
画
が
そ
れ
自
身
で一つ
の
作
品
と
な
る
よ
う
、
大

正
14
年
に
銀
座
の
資
生
堂
で
初
の
個
展
「
武
井
武
雄

童
画
展
」
を
開
催
。
こ
の
と
き
武
井
に
よ
り
日
本
で

初
め
て
「
童
画
」
と
い
う
名
称
が
用
い
ら
れ
ま
し
た
。

昭
和
２
年
に
は
純
絵
画
と
し
て
の
童
画
の
独
立
を
目

ざ
し
日
本
童
画
家
協
会
を
設
立
。
初
山
滋
、岡
本
帰

一
な
ど
、
当
時
の
児
童
文
化
の
一
翼
を
担
う
メ
ン
バ
ー

が
そ
の
名
を
連
ね
て
い
ま
し
た
。

イ
ル
フ
ト
イ
ス
の
創
作

　

武
井
は
子
ど
も
が
最
初
に
ふ
れ
る
玩
具
に
も
情
熱

を
傾
け
ま
し
た
。自
ら
が
デ
ザ
イ
ン
し
た
玩
具
に
、「
古

7歳の頃の毛筆画

中学卒業時の文集

「イソップモノガタリ」
表紙 （制作年不詳）

「
夢
の
お
客
さ
ま
」（
１
９
２
３
年
）

「コドモノクニ」
創刊号 表紙
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い
」
と
い
う
言
葉
を
さ
か
さ
ま
に
し
て
〝
新
し
い
〞
と

い
う
意
味
を
も
つ
「
イ
ル
フ
」
と
い
う
造
語
を
付
け
、

「
イ
ル
フ
ト
イ
ス
」
と
し
て
制
作
。
昭
和
４
年
に
日
本

橋
三
越
で「
イ
ル
フ
ト
イ
ス
展
」
を
開
催
し
、
想
像
力

豊
か
な
玩
具
や
手
工
芸
品
50
点
を
出
品
。
昭
和
９

年
ま
で
年
に
一
度
開
催
さ
れ
、
そ
れ
以
後
は
武
井
武

雄
主
催
創
作
玩
具
展
と
し
て
毎
回
テ
ー
マ
を
決
め
る

形
式
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

武
井
と
版
画

　

さ
ら
に
制
作
範
囲
は
版
画
に
も
及
び
ま
し
た
。
昭

和
10
年
に
版
画
仲
間
と
の
年
賀
状
交
換
会
「
榛は

ん

の

会
」を
主
催
し
た
ほ
か
、日
本
版
画
協
会
会
員
と
な
っ

た
昭
和
19
年
か
ら
は
毎
年
協
会
展
に
作
品
を
出
品
。

ま
た
、
エ
ッ
チ
ン
グ
に
よ
る
銅
版
絵
本
「
地
上
の
祭
」

は
、
素
材
か
ら
技
法

ま
で
す
べ
て
に
こ
だ

わ
り
抜
い
た
豪
華
画

集
で
、
武
井
作
品
の

中
で
も
最
高
傑
作
の

一つ
だ
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
童

画
を
芸
術
の
域
に
ま
で
高
め
な
が
ら
、
多
彩
な
分
野

で
武
井
が
精
力
的
に
活
動
し
て
い
る
間
に
も
、
日
本

は
第
二
次
世
界
大
戦
へ
と
突
入
。
日
々
の
暮
ら
し
に

戦
争
の
暗
い
影
が
忍
び
寄
っ
て
い
た
の
で
す
。

岡
谷
に
灯
し
た
文
化
の
明
か
り

　

昭
和
20
年
４
月
、
戦
況
の
激
化
に
と
も
な
い
、
武

井
は
妻
と
子
を
連
れ
て
東
京
か
ら
岡
谷
へ
疎
開
。
そ

の
直
後
に
東
京
大
空
襲
が
起
こ
り
、
家
も
作
品
も
貴

重
な
資
料
も
す
べ
て
が
灰
と
な
る
悲
劇
に
見
舞
わ
れ

ま
す
。
さ
ら
に
武
井
自
身
が
流
行
病
に
か
か
っ
た
り

と
、
精
神
的
に
も
身
体
的
に
も
つ
ら
い
こ
と
が
度
重

な
っ
た
年
で
し
た
。し
か
し
、そ
ん
な
失
意
の
底
に
あ
っ

て
も
、
武
井
は
文
化
的
な
活
動
に
意
欲
を
燃
や
し
ま

し
た
。
岡
谷
に
文
化
の
明
か
り
を
灯
そ
う
と
「
双そ

う

燈と
う

社し
ゃ

」
を
結
社
。
西
堀
の
実
家
に
近
い
広
円
寺
を
主
な

会
場
に
、
音
楽
鑑
賞
会
や
映
画
上
映
会
、
版
画
講

習
会
な
ど
様
々
な
企
画
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
後
年
、

こ
こ
に
参
加
し
た
人
々
が
版
画
や
音
楽
な
ど
多
方
面

で
活
躍
し
、
諏
訪
地
域
の
文
化
を
牽
引
し
て
い
く
存

在
と
な
る
な
ど
、
武
井
が
灯
し
た
文
化
の
明
か
り
は

そ
の
後
も
輝
き
続
け
て
い
く
の
で
し
た
。

54
歳
で
の
再
出
発
〜
命
尽
き
る
ま
で

　

終
戦
後
の
昭
和
23
年
、
少
し
ず
つ
童
画
の
仕
事
が

再
開
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
武
井
は
単
身
東
京
へ
。

翌
年
に
は
妻
と
長
女
を
呼
び
寄
せ
、板
橋
に〝
一い

っ
き
く
あ
ん

掬
庵
〞

と
名
付
け
た
居
を
構
え
ま
す
。
こ
の
年
初
め
て
木
口

木
版
に
挑
戦
す
る
な
ど
、人
生
の
中
盤
を
迎
え
て
も
、

武
井
の
芸
術
へ
の
意
欲
は
お
と
ろ
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
の
後
も
活
躍
は
続
き
、「
観
察
絵
本
キ
ン
ダ
ー

ブ
ッ
ク
」
な
ど
多
く
の
児
童
雑
誌
に
携
わ
り
ま
す
。

昭
和
37
年
、
68
歳
で
戦
前
と
は
異
な
る
新
た
な
日

本
童
画
家
協
会
を
結
成
し
、
毎
年
一
度
の
協
会
展
に

作
品
を
発
表
し
て
い
き
ま
す
。
81
歳
の
昭
和
50
年
に

は
、
童
画
の
代
表
作
を
載
せ
た
「
武
井
武
雄
作
品
集

Ⅰ
（
童
画
）」
が
ド
イ
ツ
の
ラ
イ
プ
チ
ヒ
で
行
わ
れ
た

「
世
界
で
最
も
美
し
い
本
」
国
際
コ
ン
ク
ー
ル
で
グ
ラ

ン
プ
リ
を
受
賞
し
ま
す
。

　
「
俺
よ
老
い
る
な
」

と
自
分
を
戒
め
、い

つ
で
も
新
し
い
も
の

に
挑
戦
し
、
限
り
な

い
愛
情
を
込
め
て
お

と
ぎ
の
世
界
を
紡
ぎ

出
し
た
武
井
武
雄
。

心
筋
梗
塞
に
よ
り
88

歳
で
人
生
に
幕
を
下

ろ
す
瞬
間
ま
で
描
き

続
け
た
作
品
は
、
見

る
人
す
べ
て
を
魅
了

し
ま
す
。

「
双
燈
社
」に
学
ぶ
―
武
井
先
生
の
面
影

　

18
歳
で
参
加
し
た
「
双
燈
社
」の
版
画
部
会
で
は
、
版

画
は
も
ち
ろ
ん
、
武
井
先
生
に
生
き
様
に
つ
い
て
も
教
え

て
い
た
だ
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
先
生
は
あ
ら
ゆ
る
こ

と
に
全
力
で
取
り
組
み
、万
物
の
長
所
を
見
る
方
で
し
た
。

「
す
べ
て
の
も
の
に
い
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
を
見
出
せ

る
よ
う
に
な
り
な
さ
い
」、「
死
ぬ
瞬
間
、い
い
人
生
だ
っ
た

と
思
え
る
よ
う
精
一
杯
生
き
な
さ
い
」
―
今
で
も
先
生
の

教
え
が
私
の
心
の
灯
火
と
な
っ
て
、
人
生
を
照
ら
し
て
く

れ
て
い
ま
す
。

　

岡
谷
市　

北
村
さ
ん

　
（
昭
和
32
年
頃
、「
双
燈
社
」の
版
画
部
会
に
参
加
）

イルフトイス
「お馬車」と
その原画

「地上の祭」表紙 （1938年）

「ハメルンの笛吹き」（1966年）
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岡
谷
に
響
く
武
井
の
芸
術

　

武
井
が
亡
く
な
っ
た
あ
と
、
作
品
は
長
女
の
武
井

三
春
さ
ん
が
所
有
・
管
理
し
て
い
ま
し
た
が
、
三
春

さ
ん
の
逝
去
に
よ
り
、
作
品
と
著
作
権
の
す
べ
て
が

岡
谷
市
へ
と
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。
三
春
さ
ん
は
生
前
、

「
父
の
作
品
を
故
郷
へ
帰
し
た
い
」
と
の
想
い
を
口
に

し
て
い
た
と
い
い
ま
す
。

　

ま
た
、
イ
ル
フ
童
画
館
を
中
心
に
、
中
央
通
り
な

ど
の
街
路
灯
、
丸
山
橋
の
欄
干
、
保
育
園
・
小
学

校
な
ど
の
公
共
施
設
や
、
市
内
の
い
た
る
所
で
武
井

の
作
品
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
お
と
ぎ
の

国
の
住
人
た
ち
が
時
を
超
え
、
今
も
楽
し

げ
に
暮
ら
し
て
い
る
の
で
す
。

　

岡
谷
市
で
は
ふ
る
さ
と
へ
と
帰
っ
て
き
た

作
品
や
著
作
権
を
市
民
の
み
な
さ
ん
の
貴

重
な
財
産
と
し
て
大
切
に
守
っ
て
い
く
と

と
も
に
、
そ
れ
ら
を
ま
ち
の
彩
り
と
し
て
、

こ
れ
か
ら
も「
童
画
の
ま
ち
づ
く
り
」
を
進

め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
も

あ
ら
た
め
て
、
身
近
な
存
在
で
あ
る
武
井

武
雄
の
魅
力
を
再
発
見
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

イ
ル
フ
童
画
館
開
館
10
周
年

　

イ
ル
フ
童
画
館
で
は
、
今
年
一
年
を
５

期
に
わ
け
て
武
井
武
雄
の
生
涯
を
紹
介

す
る
特
別
展
を
企
画
し
、
現
在
は「
新
収

蔵
作
品
展　

武
井
武
雄
の
生
涯
Ⅱ
」
を

開
催
中
で
す
。
ま
た
、
新
設
の
開
架
図

書
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
す
で
に
絶
版
と
な
っ

た
絵
雑
誌
や
「
世
界
で
最
も
美
し
い
本
」

グ
ラ
ン
プ
リ
を
受
賞
し
た
「
武
井
武
雄
作

品
集
Ⅰ（
童
画
）」
な
ど
が
手
に
取
っ
て
読

め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
今
ま
で
ガ
ラ

ス
ケ
ー
ス
越
し
に
見
て
い
た
本
に
直
に
ふ
れ
て
、
武
井

武
雄
の
息
吹
を
感
じ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

あ
く
な
き
探
求
心
―
武
井
芸
術
の
最
高
峰

 

刊 

本 

作 

品

　

武
井
の
芸
術
へ
の
挑
戦
と
も
い
う
べ
き
探
求
心
に

よ
り
生
ま
れ
た
刊
本
作
品
。
昭
和
10
年
の
「
十
二

支
絵
本
」
に
は
じ
ま
り
、
全
１
３
９
作
を
制
作
し

ま
し
た
。
絵
・
文
字
・
装そ

う
て
い幀

・
函か

ん

、
印
刷
方
法
に

至
る
ま
で
こ
だ
わ
り
、
一
作
ご
と
に
素
材
や
技
法

が
変
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
当
初
は
玩
具
の
一つ
と
し

て
捉
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
次
第
に
手
の
ひ

ら
サ
イ
ズ
の
本
の
中
に
武
井
芸
術
の
す
べ
て
が
注

が
れ
た
、
作
者
入
魂
の
作
品
へ
。
造
本
芸
術
を
極

め
た「
本
の
宝
石
」
と
絶
賛
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

刊
本
作
品
は
原
則
と
し
て
３
０
０
部
限
定
で
制

作
。
本
に
は
ナ
ン
バ
ー
が
押
さ
れ
、「
親
類
」
と
よ

ば
れ
る
友
の
会
会
員
だ
け
に
実
費
で
配
布
さ
れ
ま

し
た
。
幻
の
美
本
を
求
め
て
友
の
会
へ
の
入
会
を

希
望
す
る
人
は
あ
と
を
た
ち
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

会
員
は
３
０
０
名
の
み
。
そ
の
た
め
、「
我
慢
会
」

と
よ
ば
れ
る
友
の
会
入
会
を
待
つ
人
々
が
常
時

２
０
０
名
以
上
い
た
そ
う
で
す
。

「ふしぎな村」（1967年）

「月で遊ぶ」（1959年）

まゆみ園の陶板壁画と
原画の「みずは　おいしいな」（1967年）

世界で一番美しい本「武井武雄作品集Ⅰ（童画）」
など貴重な本が手にとって読めるようになった
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