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117回

す
え
こ
ざ
さ

● 「まんが王国・土佐」の未来を開くカ
ギを持つ横山隆一（写真左・1988年）

　

昨
今
、全
国
各
地
に「
聖
地
」と
言
わ
れ

る
漫
画
・
ア
ニ
メ
に
関
係
す
る
場
所
が
多

く
生
ま
れ
、
観
光
・
経
済
活
動
の
一
翼
を

担
う
様
に
な
っ
た
。

　
高
知
は
、こ
の
現
状
の
遥
か
前
よ
り「
ま

ん
が
王
国・土
佐
」と
い
う
名
称
を
名
乗
っ

て
い
る
。
で
は
、「
ま
ん
が
王
国
・
土
佐
」

と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
、
い
つ
ご
ろ
か
ら

言
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
、こ
の
「
王
国
」
と
い
う
の
は
、「
と

て
も
盛
ん
」
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
高
知
は
ま
ん
が
が
盛
ん
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
一
九
五
一
年
に
は
高
知
新

聞
に
て
「
マ
ン
ガ
教
室
」
と
い
う
一
般
か

ら
作
品
を
募
集
し
、
紙
上
で
ア
ド
バ
イ
ス

を
す
る
と
い
う
企
画
が
始
ま
り
、
現
在
は

「
高
新
ま
ん
が
道
場
」
へ
と
引
き
継
が
れ

て
い
る
。一
九
五
四
年
、横
山
隆
一
に
率
い

ら
れ
た
漫
画
集
団
（
国
内
一
流
ま
ん
が
家

の
親
睦
グ
ル
ー
プ
で
サ
イ
ン
会
や
展
覧
会

を
企
画
し
た
）
の
来
高
に
大
き
な
刺
激
を

受
け
、
地
元
有
志
の
ま
ん
が
団
体
が
結
成

さ
れ
た
。
県
内
に
ア
マ
チ
ュ
ア
・
セ
ミ
プ

ロ
ま
ん
が
家
の
裾
野
が
広
が
り
、
そ
こ
か

ら
プ
ロ
も
輩
出
す
る
こ
と
に
な
る
。な
ぜ
、

高
知
は
ま
ん
が
家
が
多
い
の
か
と
聞
か
れ

た
と
き
、
対
外
的
に
は
土
佐
人
気
質
、
高

知
の
風
土
が
影
響
し
て
い
る
等
と
言
わ
れ

た
り
す
る
が
、
横
山
隆
一
と
い
う
当
時
の

ま
ん
が
界
の
第
一
人
者
の
存
在
が
後
輩
に

与
え
た
影
響
は
計
り
知
れ
な
い
。

　
名
称
が
使
わ
れ
始
め
た
の
は
一
九
七
○

年
代
後
半
で
、一
九
八
八
年
の「
国
民
休
暇

県
・
高
知
ま
ん
が
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル‘
88
」

の
開
催
に
伴
い
周
知
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。こ
の
七
○
・
八
○
年
代
に
高
知
出
身
の

ま
ん
が
家
が
雑
誌
・
メ
デ
ィ
ア
で
活
躍
し
、

地
元
で
も
ま
ん
が
家
の
力
を
地
域
活
性
へ

の
起
爆
剤
に
し
た
か
っ
た
と
い
う
思
惑
と

重
な
り
生
ま
れ
た
名
称
な
の
で
あ
る
。

　

そ
の
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の
翌
年
、
隆

一
は
「（
ま
ん
が
家
の
来
高
で
）
世
間
の

視
線
を
集
め
る
の
も
一
つ
の
方
法
だ
ろ
う

が
、
世
間
の
目
を
大
き
く
見
開
か
す
こ
と

が
大
事
だ
。
漫
画
で
人
を
呼
ぶ
の
で
は
な

く
、
ま
ん
が
的
発
想
で
人
を
ひ
き
つ
け
る

こ
と
だ
。
こ
の
違
い
を
ち
ゃ
ん
と
考
え
な

い
と
駄
目
だ
ね
」
と
言
っ
て
い
る
。
王
国

民
で
あ
る
私
達
に
は
、
ま
ん
が
は
描
け
な

く
て
も「
ま
ん
が
的
発
想
」で
物
事
を
考
え
、

問
題
を
解
決
し
、
人
を
喜
ば
せ
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。 

学
芸
員
　
大
野 
雅
泰

ま
ん
が
王
国
の
す
す
め

横
山
隆
一
記
念
ま
ん
が
館

　
今
回
は
、
牧
野
富
太
郎
博
士
を
生

涯
に
わ
た
り
、
献
身
的
に
支
え
た
壽す

衛え

夫
人
を
紹
介
し
ま
す
。
博
士
が
新

種
の
笹
に
「
す
え
こ
ざ
さ
」
と
命
名

し
た
こ
と
で
も
有
名
で
す
。

　
牧
野
博
士
は
、
全
国
各
地
に
植
物

の
採
集
旅
行
に
出
掛
け
た
り
、
研
究

に
か
な
り
の
金
額
を
つ
ぎ
込
ん
で
い

た
た
め
、
裕
福
だ
っ
た
家
業
も
傾
き

ま
す
。
大
学
の
給
料
も
研
究
を
支
え

る
ほ
ど
の
額
で
は
な
く
、
常
に
研
究

費
や
生
活
費
に
困
窮
し
、
大
き
な
借

金
を
抱
え
、
壽
衛
夫
人
は
結
婚
当
初

か
ら
金
策
に
苦
労
を
し
、
い
つ
も
質

札
を
入
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。

　
牧
野
博
士
の
自
叙
伝
に
よ
る
と
、

債
権
者
へ
の
対
応
も
壽
衛
夫
人
が

担
っ
て
い
た
よ
う
で
、
つ
い
に
は
家

賃
も
払
え
ず
、
家
財
を
差
し
押
さ
え

ら
れ
た
り
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
ん
な
苦
労
が
あ
り
な
が
ら
、
生

涯
に
わ
た
り
、
牧
野
博
士
を
支
え
て

い
ま
す
の
で
、
博
士
を
心
か
ら
尊
敬

し
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

　
壽
衛
夫
人
は
生
活
を
支
え
る
た
め

に
商
売
を
始
め
、
博
士
の
膨
大
な
貴

重
な
植
物
標
本
な
ど
を
守
る
た
め
に
、

火
災
な
ど
の
危
険
の
な
い
東
京
郊
外

の
練
馬
区
東
大
泉
に
一
軒
家
を
建
て

て
お
り
、
そ
の
跡
地
が
現
在
の
練
馬

区
立
牧
野
記
念
庭
園
記
念
館
と
し
て

一
般
公
開
さ
れ
、
博
士
の
偉
業
を
今

に
伝
え
て
い
ま
す
。

　
牧
野
博
士
と
の
間
に
13
人
の
子
ど

も
を
も
う
け
な
が
ら
、
博
士
の
研
究

生
活
を
物
心
両
面
で
常
に
支
え
た
壽

衛
夫
人
の
苦
労
に
は
頭
が
下
が
り
ま

す
。
研
究
成
果
の
恩
恵
に
あ
ず
か
っ

て
い
る
現
代
の
私
た
ち
と
し
て
は
、

研
究
を
支
え
た
壽
衛
夫
人
に
深
く
感

謝
い
た
し
ま
す
。

　
来
春
か
ら
始
ま
る
N�

H�

K
朝
ド
ラ

『
ら
ん
ま
ん
』
で
は
、
ヒ
ロ
イ
ン
の
壽

衛
役
に
、
今
を
と
き
め
く
浜
辺
美み

波な
み

さ
ん
が
抜
て
き
さ
れ
ま
し
た
。
放
映

が
今
か
ら
楽
し
み
で
す
ね
。　


