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一
　

　
江
國
香
織
の
「
草
之
丞
の
話
」
は
、
一
九
八
七
（
昭
和
六
二
）
年
六
月
に
『
毎
日
新
聞
』「
は
な
い
ち
も
ん
め
」（
婦
人
子
供
別
冊
特
集
）・

第
４
回
小
さ
な
童
話
大
賞
の
受
賞
作
品
と
し
て
発
表
さ
れ
た
。
作
者
二
十
三
歳
の
時
の
作
品
で
あ
る
。
そ
の
後
、
一
九
八
九
（
平
成
元
）

年
八
月
に
は
、
短
編
集
『
つ
め
た
い
よ
る
に
』（
理
論
社
）
に
所
収
さ
れ
、
二
〇
〇
一
（
平
成
一
三
）
年
八
月
に
は
飯
野
和
好
の
挿
絵
を
加

え
た
絵
本
作
品
（
旬
報
社
）
と
し
て
刊
行
さ
れ
、
同
じ
く
飯
野
和
好
と
の
コ
ン
ビ
で
発
表
さ
れ
た
『
桃
子
』
や
、『
デ
ュ
ー
ク
』（
版
画
・

山
本
容
子
）
と
と
も
に
絵
本
作
品
と
し
て
も
広
く
世
に
知
ら
れ
る
作
品
と
な
っ
た
。

　
物
語
は
、
主
人
公
「
僕
」（
風
太
郎
）
の
一
人
称
回
想
形
式
で
語
ら
れ
て
お
り
、
十
三
歳
の
「
僕
」
の
前
に
突
如
現
れ
た
「
草
之
丞
」
と

名
乗
る
人
物
が
実
は
自
分
の
父
親
で
、
し
か
も
正
真
正
銘
の
さ
む
ら
い
で
あ
り
、
幽
霊
で
あ
る
と
い
う
設
定
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、

約
半
年
間
、「
僕
」
と
「
お
ふ
く
ろ
」（
れ
い
こ
さ
ん
）
と
と
も
に
過
ご
し
た
「
草
之
丞
」
は
、「
僕
」
の
前
か
ら
去
っ
て
い
く
と
い
う
内
容
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と
な
っ
て
い
る
。

　
本
作
に
つ
い
て
、
小
さ
な
童
話
大
賞
の
選
評
で
は
、「
作
品
の
新
し
さ
、
ふ
く
ら
み
、
飛
躍
的
な
傑
作
」「
一
見
と
ぼ
け
た
ユ
ー
モ
ア
は

子
ど
も
の
文
学
に
は
得
が
た
い
才
能
」（
山
下
明
生
）、「
突
飛
な
設
定
を
違
和
感
な
く
描
き
、
し
か
も
少
年
期
の
不
思
議
な
優
し
さ
と
余
韻

に
満
ち
た
気
配
を
た
っ
ぷ
り
と
み
な
ぎ
ら
せ
て
い
る
。
児
童
文
学
の
枠
が
ひ
ろ
が
る
き
ざ
し
を
感
じ
さ
せ
る
」（
は
な
い
ち
も
ん
め
編
集
部
）

と
の
評
価
が
さ
れ
て
お
り
、
発
表
当
初
か
ら
高
い
評
価
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
本
作
は
、
高
等
学
校
の
国
語
教
材

作
品
（
三
省
堂
）
と
し
て
も
採
録
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
、「
高
校
生
が
力
む
こ
と
な
く
楽
し
め
る
小
説
、
し
か
も
、
読
み
よ
う
に
よ
っ
て
は

思
い
も
か
け
ぬ
読
み
の
深
ま
り
を
期
待
で
き
る
小
説
」
と
い
う
教
材
採
録
の
意
図
が
示
さ
れ
て
い
る

（
注
１
）。

　
こ
の
よ
う
に
、「
草
之
丞
の
話
」
は
、
童
話
・
絵
本
作
品
と
し
て
の
側
面
を
持
ち
つ
つ
も
、
高
校
生
の
小
説
教
材
と
し
て
採
用
さ
れ
た
こ

と
で
も
分
か
る
よ
う
に
、
童
話
・
児
童
文
学
の
枠
組
み
に
と
ら
わ
れ
な
い
、
多
様
で
豊
か
な
読
み
方
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
作
品
と
し
て

の
側
面
を
持
っ
て
い
る
小
説
だ
と
言
え
よ
う
。
安
元
香
織
は
、
江
國
香
織
の
初
期
作
品
で
あ
る
「
草
之
丞
の
話
」
と
「
こ
う
ば
し
い
日
々
」

を
と
り
上
げ
、
こ
の
二
作
品
を
「
ヤ
ン
グ
ア
ダ
ル
ト
作
品
」
と
位
置
づ
け
て
い
る

（
注
２
）。

確
か
に
思
春
期
の
テ
ィ
ー
ン
エ
イ
ジ
ャ
ー
が
主
人
公

で
あ
る
点
は
、
対
象
と
す
る
読
者
層
に
あ
る
一
定
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
を
持
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
要
素
が
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
本
作
は

ヤ
ン
グ
ア
ダ
ル
ト
作
品
と
し
て
、
児
童
文
学
と
大
人
の
文
学
と
の
境
界
性
を
持
っ
た
小
説
だ
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ど
の
よ
う
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
論
じ
る
に
し
て
も
、
あ
る
一
定
の
枠
組
み
で
作
品
を
位
置
づ
け
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
の

小
説
（
あ
る
い
は
小
説
家
）
が
持
つ
多
様
で
豊
か
な
読
み
の
可
能
性
や
魅
力
を
狭
め
る
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、「
草
之
丞

の
話
」
で
描
か
れ
る
幽
霊
の
父
親
の
登
場
と
い
う
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
的
側
面
は
、現
実
の
家
族
関
係
そ
の
も
の
を
直
接
的
に
描
く
の
で
は
な
く
、
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非
現
実
的
世
界
観
を
作
中
人
物
・「
僕
」
と
と
も
に
読
者
は
否
応
な
し
に
受
け
入
れ
て
い
く
こ
と
で
、
普
遍
的
な
家
族
の
あ
り
方
を
読
み
手

の
現
実
世
界
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
考
え
さ
せ
る
と
い
う
効
果
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
こ
そ
、「
草
之
丞
の
話
」が
持
つ
、

児
童
文
学
の
枠
組
み
を
超
え
た
大
人
の
短
編
小
説
と
し
て
の
魅
力
が
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
こ
う
し
た
「
草
之
丞
の
話
」
が
持
つ
フ
ァ

ン
タ
ジ
ー
性
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
江
國
作
品
に
通
底
す
る
作
家
的
特
質
を
も
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
る
。

　
論
者
は
以
前
に
、
児
童
文
学
作
品
の
テ
キ
ス
ト
を
編
ん
だ
こ
と
が
あ
り
、「
草
之
丞
の
話
」
も
そ
の
中
に
収
録
さ
せ
て
い
た
だ
い
た

（
注
３
）

作
品

の
一
つ
な
の
だ
が
、
テ
キ
ス
ト
の
収
録
作
品
を
選
ぶ
際
に
考
慮
し
た
の
は
、
単
に
児
童
文
学
作
品
と
し
て
の
魅
力
だ
け
で
な
く
、
一
篇
の

短
編
小
説
と
し
て
大
人
も
読
む
に
耐
え
う
る
よ
う
な
作
品
を
採
用
し
て
編
ま
せ
て
い
た
だ
い
た
。
例
え
ば
本
作
以
外
に
も
、
芥
川
龍
之
介

の
「
蜘
蛛
の
糸
」
や
有
島
武
郎
の
「
一
房
の
葡
萄
」
と
い
っ
た
人
間
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
や
人
生
に
起
こ
り
う
る
様
々
な
現
実
面
を
描
い
た
作
品
や
、

那
須
正
幹
の
「T

h
e E

n
d
 o

f th
e W

o
rld

」
や
森
忠
明
の
「
少
年
時
代
の
画
集
」
の
よ
う
な
不
条
理
な
現
実
社
会
に
立
ち
向
か
う
少
年
期

の
子
供
た
ち
を
描
い
た
作
品
な
ど
が
所
収
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
、
一
篇
の
短
編
小
説
と
し
て
の
完
成
度
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

児
童
文
学
の
枠
に
と
ら
わ
れ
な
い
大
人
の
文
学
と
の
〈
境
界
性
〉
を
持
っ
た
小
説
で
あ
る
と
言
え
る
。

　
こ
う
し
た
観
点
を
踏
ま
え
、
本
稿
に
お
い
て
「
草
之
丞
の
話
」
を
論
じ
る
に
当
た
っ
て
、
本
作
の
持
つ
多
面
的
な
読
み
の
可
能
性
を
掘

り
下
げ
つ
つ
、
ま
ず
は
、
十
三
歳
の
「
僕
」
の
前
に
突
然
現
れ
た
「
草
之
丞
」
な
る
幽
霊
の
父
親
の
登
場
が
思
春
期
の
少
年
に
ど
の
よ
う

な
影
響
を
与
え
た
か
と
い
う
点
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。
そ
の
上
で
、
幽
霊
の
父
親
の
登
場
と
い
う
突
飛
な
設
定
が
、〈
家
族
〉
の
あ
り
様

を
ど
の
よ
う
な
形
で
顕
在
化
さ
せ
て
い
く
の
か
を
作
品
構
造
の
面
か
ら
分
析
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、
本
作
を
含
め
た
初
期
の
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江
國
香
織
作
品
、
と
り
わ
け
『
つ
め
た
い
よ
る
に
』
所
収
の
作
品
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
で
、
江
國
作
品
の
原
点
で
も
あ
り
、
そ
の
本
質

と
も
言
え
る
〈
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
〉
的
側
面
が
と
の
よ
う
に
表
出
し
て
い
る
の
か
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。
　

　
　
　
　
　
　
　
　
二

　「
草
之
丞
の
話
」
を
論
じ
る
上
で
、
そ
の
翌
年
に
発
表
さ
れ
た
「
デ
ュ
ー
ク
」（『
飛
ぶ
教
室
』
二
五
号
）
を
取
り
上
げ
な
い
わ
け
に
は
い

か
な
い
だ
ろ
う
。
江
國
香
織
の
最
初
の
単
行
本
『
つ
め
た
い
よ
る
に
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
の
二
作
は
、
日
常
世
界
に
登
場
し
た
幽
霊

が
主
人
公
に
寄
り
添
う
物
語
と
い
う
点
で
共
通
項
が
多
い
作
品
で
あ
る
。「
デ
ュ
ー
ク
」
は
、
長
年
連
れ
添
っ
て
き
た
愛
犬
「
デ
ュ
ー
ク
」

の
死
に
悲
し
む
二
十
一
歳
の
「
私
」
に
よ
る
一
人
称
の
語
り
の
形
式
と
な
っ
て
お
り
、悲
し
み
に
暮
れ
る
主
人
公
に
、「
ハ
ン
サ
ム
な
男
の
子
」

に
な
っ
た
愛
犬
の
幽
霊
が
優
し
く
寄
り
添
い
、
恋
人
の
よ
う
な
一
日
を
過
ご
す
と
い
う
掌
編
で
あ
る
。
本
作
は
二
〇
〇
一
年
の
大
学
セ
ン

タ
ー
入
試
に
そ
の
全
文
が
出
題
さ
れ
て
多
く
の
受
験
生
の
感
動
を
呼
ん
だ
作
品
で
あ
る
と
い
う
逸
話
が
残
っ
て
お
り
、
ま
た
、
現
在
は
高

等
学
校
の
国
語
の
教
材
と
し
て
も
採
用
さ
れ
て
い
る
作
品
で
あ
る
。「
デ
ュ
ー
ク
」
に
つ
い
て
、
川
本
三
郎
は
「
生
と
死
が
と
て
も
近
い
関

係
に
あ
る
」（
新
潮
文
庫
版
『
つ
め
た
い
よ
る
に
』
解
説
文
）
小
説
だ
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
点
は
「
草
之
丞
の
話
」
の
物
語
内
容

と
も
共
通
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
突
然
現
れ
た
幽
霊
が
日
常
に
違
和
感
な
く
溶
け
込
ん
で
、
現
実
世
界
の
人
間
に
寄
り
添
い
な
が
ら
そ
の

心
を
癒
や
し
、
悲
し
み
や
喪
失
感
を
乗
り
越
え
て
い
く
、
と
い
っ
た
点
で
あ
る
。「
デ
ュ
ー
ク
」
は
「
少
年
」
に
姿
を
変
え
て
「
私
」
の
心
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を
慰
め
、「
草
之
丞
」
は
幽
霊
の
父
と
し
て
「
僕
」
と
「
お
ふ
く
ろ
」
を
見
守
り
続
け
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
作
品
で
は
、
幽

霊
と
い
う
非
現
実
的
な
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
手
法
を
取
り
な
が
ら
、
そ
こ
に
現
実
の
人
間
の
生
や
家
族
の
あ
り
よ
う
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て

い
く
こ
と
に
な
る
。

　
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
効
用
と
は
、
こ
う
し
た
非
日
常
的
な
世
界
観
に
よ
っ
て
、
読
み
手
に
対
し
て
、
よ
り
純
化
さ
れ
た
形
で
普
遍
的
な
物

語
と
し
て
読
者
個
々
の
問
題
と
し
て
受
け
止
め
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
セ
ン
タ
ー
試
験
で
受
験
生
の
心
を
動
か
し
た
の

も
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
こ
う
し
た
物
語
の
力
が
働
い
た
せ
い
な
の
か
も
知
れ
な
い
。

　「
デ
ュ
ー
ク
」
は
、
愛
犬
の
死
の
翌
日
、「
私
」
が
電
車
の
中
で
出
会
っ
た
十
九
歳
く
ら
い
の
「
ハ
ン
サ
ム
な
少
年
」
と
一
日
を
過
ご
す

物
語
で
あ
る
。「
私
」
は
「
少
年
」
を
喫
茶
店
に
誘
い
、
冬
の
プ
ー
ル
で
泳
い
だ
り
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
を
食
べ
た
り
し
な
が
ら
町
歩
き
を
楽

し
む
。
そ
れ
か
ら
美
術
館
を
み
て
落
語
を
聴
き
、最
後
に
「
少
年
」
は
「
私
」
に
キ
ス
を
し
て
夜
の
町
に
消
え
て
い
く
。
そ
の
と
き
「
私
」
は
、

「
少
年
」
が
「
デ
ュ
ー
ク
」
の
幽
霊
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。

　「
デ
ュ
ー
ク
」
は
〈
恋
愛
〉
の
物
語
で
も
あ
る
。
二
人
は
ま
る
で
恋
人
の
よ
う
に
一
日
を
過
ご
し
、
そ
の
中
で
「
私
」
は
デ
ュ
ー
ク
の
面

影
や
記
憶
を
よ
み
が
え
ら
せ
な
が
ら
、
徐
々
に
そ
の
死
を
受
け
止
め
て
い
く
。
し
か
し
、
読
者
に
は
「
ジ
ェ
ー
ム
ス
デ
ィ
ー
ン
」
に
似
た

顔
立
ち
や
好
物
の
卵
料
理
や
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
と
い
っ
た
、生
前
の
「
デ
ュ
ー
ク
」
の
断
片
的
な
情
報
し
か
与
え
ら
れ
な
い
。「
私
」
は
「
少

年
の
視
線
に
い
す
く
め
ら
れ
て
、
な
ん
だ
か
動
け
な
い
よ
う
な
気
が
し
」、「
い
つ
の
間
に
か
泣
き
止
ん
で
い
た
」
と
い
う
場
面
や
、「
少
年
」

が
喫
茶
店
で
オ
ム
レ
ツ
を
頼
み
、
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
を
二
人
で
食
べ
歩
く
シ
ー
ン
や
、
プ
ー
ル
で
魚
の
よ
う
に
泳
ぐ
姿
な
ど
が
描
か
れ
、

読
者
は
二
人
の
ラ
ン
デ
ブ
ー
を
通
し
て
、「
少
年
」
が
「
デ
ュ
ー
ク
」
の
化
身
で
あ
る
こ
と
を
想
起
し
な
が
ら
読
み
進
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
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愛
犬
の
死
で
打
ち
ひ
し
が
れ
て
い
た
「
私
」
も
、
横
を
歩
く
背
の
高
い
端
整
な
顔
立
ち
の
「
少
年
」
の
姿
に
「
思
わ
ず
ド
キ
ド
キ
し
」、「
今

度
は
私
が

い
い
と
こ
ろ

を
教
え
て
あ
げ
る
番
」
と
、
お
気
に
入
り
の
美
術
館
に
案
内
し
、
二
人
の
時
間
を
楽
し
む
よ
う
に
な
る
。

　
そ
れ
と
同
時
に
、楽
し
い
時
間
は
愛
し
た
も
の
を
な
く
し
た
喪
失
感
を
よ
り
一
層
深
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
落
語
が
好
き
だ
と
い
う「
少

年
」
に
誘
わ
れ
演
芸
場
で
落
語
を
聞
く
「
私
」
は
、
夜
中
に
テ
レ
ビ
の
落
語
を
み
て
い
た
「
デ
ュ
ー
ク
」
の
姿
を
思
い
起
こ
し
憂
鬱
な
気

分
に
な
る
。

　 

　
デ
ュ
ー
ク
が
死
ん
で
、
悲
し
く
て
、
息
も
で
き
な
い
ほ
ど
だ
っ
た
の
に
、
知
ら
な
い
男
の
子
と
お
茶
を
の
ん
で
、
プ
ー
ル
に
行
っ
て
、

散
歩
を
し
て
、
美
術
館
を
み
て
、
落
語
を
聴
い
て
、
私
は
い
っ
た
い
何
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　 

　
だ
し
も
の
は
、

大
工
し
ら
べ

だ
っ
た
。
少
年
は
時
々
、
お
も
し
ろ
そ
う
に
く
す
く
す
笑
っ
た
け
れ
ど
、
私
は
け
っ
き
ょ
く
一
度

も
笑
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
だ
ん
だ
ん
心
が
重
く
な
り
、
落
語
が
終
わ
っ
て
、
大
通
り
ま
で
歩
い
た
こ
ろ
に
は
、
も
う
す
っ

か
り
、
悲
し
み
が
も
ど
っ
て
き
て
い
た
。

　
　
デ
ュ
ー
ク
は
も
う
い
な
い
。

　
　
デ
ュ
ー
ク
が
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　〈
恋
愛
〉
は
他
者
と
身
近
に
接
す
る
こ
と
で
、
ま
た
他
者
を
強
く
思
い
欲
す
る
こ
と
で
深
ま
っ
て
い
く
。
そ
し
て
そ
の
思
い
が
深
い
も
の

で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
れ
を
喪
失
し
た
と
き
の
悲
し
み
も
大
き
い
も
の
と
な
る
。
そ
の
と
き
、
現
実
の
〈
笑
い
〉
は
悲
し
み
を
よ
り
強
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く
意
識
さ
せ
る
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
そ
の
悲
し
み
は
、「
少
年
」
に
恋
す
る
「
私
」
の
思
い
が
源
泉
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
「
私
」

は
「
デ
ュ
ー
ク
」
の
不
在
を
認
識
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
や
が
て
「
少
年
」
は
「
今
ま
で
ず
っ
と
、
僕
は
楽
し
か
っ
た
よ
」
と
い
う
言

葉
を
残
し
て
、「
デ
ュ
ー
ク
」
に
よ
く
似
た
「
キ
ス
」
を
し
て
「
私
」
の
前
か
ら
去
っ
て
い
く
。
こ
こ
に
は
、
愛
犬
を
そ
の
手
で
抱
え
て
感

じ
た
死
の
冷
た
さ
は
も
う
な
い
。「
私
」が
抱
く
の
は
、「
デ
ュ
ー
ク
」を
な
く
し
た
生
々
し
い
現
実
の
死
に
対
す
る
悲
し
み
で
は
な
く
、「
少
年
」

と
の
〈
恋
愛
〉
に
も
似
た
、ど
こ
か
甘
美
な
ひ
と
と
き
の
感
覚
が
残
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。「
も
う
い
な
い
」「
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
」

と
い
う
言
葉
か
ら
は
、「
デ
ュ
ー
ク
」
の
不
在
や
喪
失
感
を
正
面
か
ら
受
け
止
め
よ
う
と
す
る
「
私
」
の
意
思
さ
え
感
じ
さ
せ
る
の
だ
。
川

本
の
言
う
「
生
と
死
が
と
て
も
近
い
関
係
に
あ
る
」
意
味
は
、死
と
い
う
現
実
を
生
き
て
い
る
も
の
が
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
て
い
く
の
か
、

そ
う
し
た
問
題
を
「
デ
ュ
ー
ク
」
の
中
に
見
い
だ
し
た
か
ら
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
間
違
い
な
く
、
作
品
が
持
つ
フ

ァ
ン
タ
ジ
ー
性
と
い
う
物
語
の
力
が
作
用
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、「
デ
ュ
ー
ク
」
と
「
草
之
丞
の
話
」
は
同
じ
モ
チ
ー
フ
に
よ
っ
て
貫

か
れ
た
物
語
だ
と
言
え
よ
う
。

　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、「
デ
ュ
ー
ク
」
は
、
今
は
亡
き
愛
犬
が
「
少
年
」
に
姿
を
変
え
、
主
人
公
と
の
淡
い
〈
恋
愛
〉
を
描
き
な
が
ら
、

そ
の
死
を
受
け
入
れ
て
い
く
物
語
と
な
っ
て
い
る
。
川
本
三
郎
は
、『
つ
め
た
い
よ
る
に
』
の
諸
作
に
共
通
す
る
の
は
、「
幽
霊
・
変
身
・
転
生
」

と
い
う
テ
ー
マ
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
が
、そ
う
し
た
観
点
か
ら
も
う
ひ
と
つ
注
目
し
た
い
の
が
、短
編
集
収
録
の
「
い
つ
か
、ず
っ
と
昔
」

と
い
う
作
品
で
あ
る
。

　「
い
つ
か
、ず
っ
と
昔
」
は
、「
草
之
丞
の
話
」
と
同
年
の
八
月
に
『
飛
ぶ
教
室
』
２
３
号
に
発
表
さ
れ
た
作
品
で
あ
り
、「
草
之
丞
の
話
」
の
「
お

ふ
く
ろ
」
の
名
前
と
同
じ
「
れ
い
こ
」
と
い
う
女
性
が
主
人
公
の
話
で
あ
る
。
結
婚
を
控
え
た
「
れ
い
こ
」
は
、あ
る
日
、結
婚
相
手
の
「
浩
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一
」
と
夜
桜
見
物
に
出
か
け
る
。
そ
こ
に
、
一
匹
の
美
し
い
へ
び
が
現
れ
、
お
互
い
を
じ
っ
と
見
つ
め
合
う
。
そ
こ
で
「
れ
い
こ
」
は
自

分
が
昔
、
へ
び
だ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
、
そ
れ
が
自
分
の
恋
人
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
く
。
へ
び
に
戻
っ
た
「
れ
い
こ
」
は
次
に
、
自

分
が
豚
だ
っ
た
こ
ろ
の
恋
人
に
出
会
い
、
豚
に
姿
を
変
え
る
。
豚
で
あ
っ
た
こ
ろ
の
生
活
を
懐
か
し
み
満
ち
足
り
た
気
持
と
な
っ
た
「
れ

い
こ
」
は
、
最
後
に
自
分
が
貝
で
あ
っ
た
こ
ろ
の
恋
人
た
っ
た
う
ば
貝
に
出
会
う
。
ふ
と
気
づ
く
と
、
桜
の
中
に
「
浩
一
」
が
佇
ん
で
お
り
、

「
れ
い
こ
」
は
「
昔
の
恋
人
た
ち
」
に
別
れ
を
告
げ
る
。

　
こ
の
作
品
に
注
目
す
る
理
由
は
二
つ
あ
る
。

　
一
つ
は
、「
草
之
丞
の
話
」
と
同
名
の
「
れ
い
こ
」
と
い
う
女
性
の
〈
恋
愛
〉
が
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。「
草
之
丞
の
話
」

で
描
か
れ
る
「
お
ふ
く
ろ
」
は
主
人
公
「
僕
」
か
ら
見
た
呼
称
だ
が
、「
草
之
丞
」
は
そ
の
呼
称
を
使
わ
ず
「
れ
い
こ
さ
ん
」
と
呼
ぶ
。「
草

之
丞
」
は
「
僕
」
の
成
長
を
確
認
す
る
と
、「
れ
い
こ
さ
ん
を
よ
ろ
し
く
」
と
言
っ
て
去
っ
て
い
く
。「
草
之
丞
の
話
」
で
描
か
れ
る
「
れ
い
こ
」
は
、

語
り
手
「
僕
」
に
と
っ
て
は
あ
く
ま
で
「
お
ふ
く
ろ
」
と
し
て
存
在
す
る
の
だ
が
、
作
者
は
そ
の
裏
に
「
草
之
丞
」
と
「
れ
い
こ
」
の
物

語
を
内
包
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
。
二
人
の
〈
恋
愛
〉
物
語
そ
の
も
の
は
、
直
接
的
に
作
中
で
は
語
ら
れ
る
こ
と
は
な

い
が
、
読
者
は
、
そ
の
背
後
に
二
人
が
ど
れ
だ
け
互
い
の
こ
と
を
思
っ
て
い
た
の
か
が
伝
わ
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。「
草
之
丞
」
が
幽

霊
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
で
あ
る
。
表
面
的
に
し
か
現
れ
な
い
「
草
之
丞
」
と
「
れ
い
こ
」
の
〈
恋
愛
〉
物
語
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
で
、

作
中
の
「
僕
（
風
太
郎
）」
も
、
両
親
の
つ
な
が
り
の
深
さ
を
再
認
識
し
、
姿
を
消
し
て
い
く
「
草
之
丞
」
に
託
さ
れ
た
「
れ
い
こ
さ
ん
（
お

ふ
く
ろ
）」
と
と
も
に
生
き
て
い
く
こ
と
を
自
覚
す
る
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
読
者
も
、
幽
霊
で
あ
る
「
草
之
丞
」
の
登
場
の
意
味
を
了
解

し
、「
ご
く
普
通
の
人
間
が
す
る
よ
う
に
、
玄
関
か
ら
出
て
行
っ
た
」「
草
之
丞
」
を
違
和
感
な
く
受
け
入
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
「
草
之
丞
の
話
」
で
直
接
的
に
描
か
れ
な
か
っ
た
〈
恋
愛
〉
の
モ
チ
ー
フ
が
、「
い
つ
か
、ず
っ
と
昔
」
で
は
「
れ
い
こ
」
が
過
去
に
様
々

な
生
き
物
で
あ
っ
た
自
分
の
意
識
を
、
恋
人
で
あ
っ
た
な
に
も
の
か
と
の
関
係
性
を
た
ど
っ
て
い
く
中
で
語
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
も
う
一
つ
は
、「
正
真
正
銘
の
さ
む
ら
い
」
で
あ
っ
た
「
草
之
丞
」
が
幽
霊
と
し
て
よ
み
が
え
っ
た
よ
う
に
、「
い
つ
か
、
ず
っ
と
昔
」

の
「
れ
い
こ
」
も
、
人
間
だ
っ
た
以
前
の
、
前
世
の
自
分
の
姿
に
も
ど
っ
て
い
く
と
い
う
〈
転
生
〉〈
変
身
〉
の
物
語
と
な
っ
て
い
る
点
で

あ
る
。
川
本
三
郎
は
そ
の
意
識
に
つ
い
て
、「

ず
っ
と
昔

に
見
た
よ
う
な
、
懐
か
し
い
場
所
へ
、
生
ま
れ
て
き
た
場
所
へ
戻
っ
て
い
く

変
身

（
注
４
）」

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。〈
生
ま
れ
変
わ
り
〉
や
〈
輪
廻
転
生
〉
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
江
國
作
品
に
か
ぎ
ら
ず
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
作

品
に
は
さ
ほ
ど
珍
し
く
な
い
手
法
で
は
あ
る
が
、
本
作
で
は
昔
の
恋
人
と
の
記
憶
を
た
ど
り
な
が
ら
、
し
だ
い
に
「
う
っ
と
り
と
み
ち
た

気
持
」
に
浸
っ
て
い
く
。
や
が
て
貝
に
変
身
し
た
「
れ
い
こ
」
は
、
昔
の
恋
人
と
砂
の
上
を
転
げ
回
り
な
が
ら
「
ひ
ん
や
り
と
、
い
い
気

持
ち
」
に
浸
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
　

　
　 

　
夜
の
海
は
し
ず
か
だ
っ
た
。
波
う
ち
ぎ
わ
で
、
こ
ま
か
い
し
ぶ
き
を
か
ら
だ
に
あ
び
な
が
ら
、
れ
い
こ
は
じ
っ
と
し
て
い
た
。
遠

く
か
ら
、
か
す
か
な
う
な
り
声
と
と
も
に
波
が
お
し
よ
せ
、
ざ
わ
あ
っ
と
く
だ
け
、
泡
と
な
っ
て
と
び
ち
る
。
か
ぞ
え
き
れ
な
い
白

い
泡
が
、
ふ
わ
ふ
わ
と
お
ち
て
く
る
。
ふ
わ
ふ
わ
と
、
あ
と
か
ら
、
あ
と
か
ら
。

　
過
去
の
記
憶
は
、
夜
の
海
の
静
け
さ
の
中
で
、
押
し
寄
せ
る
波
が
作
る
白
い
泡
の
よ
う
に
落
ち
て
ゆ
く
。
そ
の
瞬
間
、
過
去
の
自
分
を

た
ど
る
旅
は
終
わ
り
、
ふ
た
た
び
「
れ
い
こ
」
は
現
実
に
も
ど
り
、
昔
の
恋
人
た
ち
に
別
れ
を
告
げ
る
こ
と
に
な
る
。〈
転
生
〉
の
記
憶
を
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た
ど
っ
た
「
れ
い
こ
」
は
、
過
去
の
自
分
に
別
れ
を
告
げ
、
新
た
な
生
に
向
か
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
草
之
丞
の
話
」
で
は
、「
お

ふ
く
ろ
（
れ
い
こ
さ
ん
）」
が
「
草
之
丞
」
が
、
自
分
の
前
か
ら
姿
を
消
し
た
今
で
も
、
好
物
の
あ
じ
を
抱
え
て
墓
参
を
欠
か
さ
な
い
姿
に

重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
そ
の
意
味
で
「
い
つ
か
、
ず
っ
と
昔
」
で
描
か
れ
る
「
れ
い
こ
」
の
〈
恋
愛
〉
は
、「
草
之
丞
の
話
」
で
は
「
お
ふ
く
ろ
（
れ
い
こ
さ
ん
）」

と
「
草
之
丞
」
と
の
過
去
の
〈
恋
愛
〉
の
変
奏
し
た
物
語
と
し
て
読
む
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。「
草
之
丞
の
話
」
は
「
僕
」
に
と

っ
て
の
〈
家
族
〉
の
物
語
が
中
心
的
主
題
と
な
っ
て
い
る
性
質
上
、「
お
ふ
く
ろ
」
の
〈
恋
愛
〉
物
語
じ
た
い
は
直
接
描
か
れ
る
こ
と
は
な

い
。
し
か
し
、「
僕
」
に
と
っ
て
、
ま
た
読
者
に
と
っ
て
、
幽
霊
の
父
親
が
突
然
出
現
す
る
と
い
う
普
通
で
あ
れ
ば
受
け
入
れ
が
た
い
事
態

を
、
違
和
感
な
く
受
け
入
れ
る
た
め
に
も
、「
草
之
丞
」
と
「
れ
い
こ
さ
ん
」
の
〈
恋
愛
〉
の
よ
う
に
も
見
え
る
関
係
性
が
必
要
な
も
の
で

あ
っ
た
の
だ
と
い
え
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
僕
」
は
、
今
ま
で
不
在
で
あ
っ
た
幽
霊
の
父
親
が
突
如
の
目
の
前
に
現
れ
た
こ
と
に

驚
き
つ
つ
も
そ
の
事
態
を
受
け
入
れ
、「
お
ふ
く
ろ
」
も
ま
た
そ
れ
が
自
然
な
こ
と
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、「
お
父
様
で
す
よ
、
あ
な
た
の
」

と
言
っ
て
三
人
で
の
生
活
を
当
た
り
前
の
よ
う
に
送
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
幽
霊
の
父
親
が
十
三
歳
の
少
年
の
前
に
突
如
現
れ
て
生

活
を
共
に
す
る
と
い
う
突
飛
な
設
定
で
あ
り
な
が
ら
も
、
読
者
が
そ
れ
を
違
和
感
な
く
受
け
入
れ
て
い
け
る
の
も
、「
草
之
丞
の
話
」
が
フ

ァ
ン
タ
ジ
ー
の
手
法
を
取
り
つ
つ
も
、
そ
こ
に
〈
恋
愛
〉〈
家
族
〉
と
い
う
普
遍
的
な
テ
ー
マ
が
描
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
こ
こ
に
こ

そ
「
草
之
丞
の
話
」、
ひ
い
て
は
江
國
作
品
の
本
質
的
テ
ー
マ
が
潜
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、「
デ
ュ
ー
ク
」「
い
つ
か
、
ず
っ
と
昔
」
と
い
う
初
期
の
二
つ
の
作
品
を
み
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
の
作
品
に
は
「
草
之
丞
の
話
」

を
読
み
解
く
カ
ギ
と
な
る
〈
幽
霊
〉〈
転
生
〉〈
変
身
〉
の
モ
チ
ー
フ
が
描
か
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
主
題
性
に
よ
っ
て
浮
か
び
上
が
っ
て
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き
た
〈
恋
愛
〉
や
〈
家
族
〉
と
い
う
視
点
を
ふ
ま
え
て
、「
草
之
丞
の
話
」
を
考
察
し
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
三

　
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
『
つ
め
た
い
よ
る
に
』
の
作
品
に
共
通
す
る
の
は
、
物
語
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
性
と
い
う
特
徴
で
あ
る
。「
デ
ュ
ー
ク
」

で
は
少
年
に
姿
を
変
え
た
愛
犬
が
主
人
公
の
心
を
癒
や
し
て
い
く
物
語
で
あ
り
、「
い
つ
か
、
ず
っ
と
昔
」
で
は
結
婚
を
目
前
に
し
た
主
人

公
が
過
去
の
別
の
何
か
だ
っ
た
こ
ろ
の
自
分
の
恋
人
と
の
思
い
出
を
た
ど
り
過
去
に
訣
別
す
る
物
語
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、「
草
之
丞
の

話
」
で
は
十
三
歳
の
「
僕
」
の
前
に
突
然
現
れ
た
幽
霊
の
父
親
で
あ
る
「
草
之
丞
」
が
、
半
年
間
、「
僕
」
と
「
お
ふ
く
ろ
」
と
生
活
し
た

後
、
二
人
の
前
か
ら
永
遠
に
姿
を
消
し
て
し
ま
う
と
い
う
物
語
だ
。
い
ず
れ
の
物
語
も
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
手
法
が
取
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、

そ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
く
る
の
が
、
そ
の
よ
う
な
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
性
が
、
作
品
の
主
題
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
く
る
の
か
と
い
う
点
で

あ
る
。

　「
草
之
丞
の
話
」
で
い
え
ば
、
幽
霊
で
あ
る
「
草
之
丞
」
が
な
ぜ
主
人
公
た
ち
の
世
界
に
突
然
現
れ
、
や
が
て
姿
を
消
し
て
い
く
の
か
と

い
う
疑
問
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
高
根
沢
紀
子
は
「
風
太
郎
の
〈
十
三
歳
〉
と
い
う
年
齢
に
こ
そ
意
味
が
あ
」
り
、「
草
之
丞
は
息

子
に
元
服
の
儀
式
を
す
る
た
め
に
現
れ
た
の
だ
」
と
述
べ
た
上
で
、「
こ
の
物
語
は
大
人
に
な
る
た
め
の
通
過
儀
礼
の
場
面
」
で
あ
る
と
指

摘
し
て
い
る

（
注
５
）。

確
か
に
、
作
中
に
元
和
八
年
が
命
日
で
あ
る
と
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
正
真
正
銘
の
さ
む
ら
い
」
で
あ
っ
た
「
草
之
丞
」
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に
と
っ
て
、
息
子
を
一
人
前
の
男
と
し
て
見
届
け
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
、
大
人
へ
の
通
過
儀
礼
と
し
て
の
側
面
が
あ
っ
た
と
い
う

風
に
読
め
る
。
し
か
し
、「
草
之
丞
」
が
「
正
真
正
銘
の
さ
む
ら
い
」
と
い
う
設
定
で
は
そ
う
読
め
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
「
幽
霊
の
父
親
」

の
登
場
の
意
味
を
説
明
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
物
語
が
江
戸
時
代
の
元
和
八
年
そ
の
ま
ま
の
設
定
で
あ
っ
た
ら
、「
さ
む

ら
い
」
が
息
子
を
一
人
前
の
男
に
成
長
さ
せ
る
と
い
う
設
定
は
何
の
違
和
感
も
な
く
読
者
を
納
得
さ
せ
ら
れ
る
に
違
い
な
い
。
ま
た
、
父

親
に
い
く
ら
そ
う
し
た
思
い
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
現
代
を
生
き
る
「
僕
」
が
父
と
同
じ
よ
う
な
価
値
観
で
〈
大
人
〉
へ
の
通
過
儀
礼
と

し
て
の
意
味
を
受
け
入
れ
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
物
語
は
あ
く
ま
で
、「
僕
」の
意
識
の
あ
り
よ
う
を
中
心
に
描
か
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、

「
僕
」
に
と
っ
て
真
の
〈
成
長
〉
と
は
何
だ
っ
た
の
か
を
考
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　
そ
こ
で
、
改
め
て
作
品
そ
の
も
の
に
立
ち
返
っ
て
そ
の
意
味
を
考
え
み
た
い
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、「
草
之
丞
の
話
」
は
〈
家
族
〉

の
物
語
で
あ
る
。
物
語
は
、
主
人
公
「
僕
（
風
太
郎
）」
に
よ
る
一
人
称
回
想
の
形
式
と
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
十
三
歳
の
「
僕
」
の
〈
成

長
〉
物
語
が
作
品
全
体
の
中
心
的
主
題
と
し
て
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
も
先
ほ
ど
見
て
き
た
よ
う
に
、
作
中
に
は
〈
家

族
〉
の
物
語
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の
〈
恋
愛
〉
物
語
も
内
包
さ
れ
て
お
り
、
登
場
人
物
一
人
一
人
に
紡
ぎ
出
さ
れ
て
い
く
〈
物
語
〉
が
あ

る
の
で
あ
る
。「
天
真
爛
漫
」
な
「
お
ふ
く
ろ
」
は
、今
で
も
「
草
之
丞
」
と
会
っ
て
い
て
も
「
女
学
生
の
よ
う
に
頬
を
そ
め
て
」
い
る
ほ
ど
、

「
草
之
丞
」
に
恋
し
て
い
る
。
そ
れ
を
如
実
に
表
し
て
い
る
の
が
「
草
之
丞
」
が
別
れ
を
告
げ
る
場
面
で
あ
り
、「
お
ふ
く
ろ
」
は
た
だ
「
ほ

か
の
言
葉
を
知
ら
な
い
よ
う
に
」、「
蚊
の
鳴
く
よ
う
な
声
で
」「
行
か
な
い
で
く
だ
さ
い
」
を
繰
り
返
し
て
い
る
ば
か
り
な
の
で
あ
る
。「
お

ふ
く
ろ
」
は
、「
僕
」
に
肩
を
抱
か
れ
、「
草
之
丞
」
が
「
れ
い
こ
さ
ん
を
よ
ろ
し
く
」
と
「
僕
」
に
託
す
こ
と
で
よ
う
や
く
観
念
し
今
ま

で
寄
り
添
う
よ
う
に
見
守
り
続
け
て
く
れ
た
「
草
之
丞
」
と
の
別
れ
を
受
け
入
れ
、「
僕
」
と
二
人
で
生
き
て
い
く
こ
と
を
自
覚
す
る
こ
と
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に
な
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、「
お
ふ
く
ろ
」
は
、「
僕
」
の
確
か
な
成
長
を
感
じ
て
い
く
と
と
も
に
「
草
之
丞
」
の
死
（
不
在
）
を
受
け

止
め
、
最
後
に
こ
う
告
げ
る
の
で
あ
る
。

　 

　「
私
が
死
ん
だ
ら
、
こ
の
家
は
お
花
畑
に
し
て
も
ら
い
ま
す
。
そ
の
お
花
畑
の
ま
ん
な
か
に
、
お
墓
を
つ
く
っ
て
も
ら
い
ま
す
。
そ
う

し
た
ら
、
そ
こ
で
い
っ
し
ょ
に
暮
ら
し
ま
し
ょ
う
」

　
こ
の
言
葉
は
、
無
邪
気
す
ぎ
る
「
お
ふ
く
ろ
」
の
現
実
離
れ
し
た
発
想
が
現
れ
て
い
る

（
注
６
）と

も
解
釈
で
き
る
が
、「
お
ふ
く
ろ
（
れ
い
こ
）」

の
物
語
を
中
心
に
考
え
た
場
合
、そ
れ
ま
で
心
身
と
も
に
頼
り
に
し
て
い
た
「
草
之
丞
」
に
庇
護
さ
れ
て
き
た
自
分
と
訣
別
す
る
と
同
時
に
、

死
後
も
と
も
に
添
い
遂
げ
よ
う
と
す
る
「
れ
い
こ
（
お
ふ
く
ろ
）」
の
愛
情
が
読
み
取
れ
る
部
分
だ
と
い
え
る
。
例
え
ば
そ
れ
は
、「
い
つ

か
、
ず
っ
と
昔
」
で
描
か
れ
た
よ
う
な
、
生
と
死
の
境
界
を
自
在
に
行
き
交
い
な
が
ら
、
過
去
の
恋
人
の
意
識
と
交
感
し
て
い
く
「
れ
い
こ
」

の
意
識
の
あ
り
よ
う
と
も
ど
こ
か
似
て
い
る
。

　
次
に
、「
草
之
丞
」
の
物
語
を
ひ
も
と
い
て
み
た
い
。「
お
ふ
く
ろ
」
の
説
明
に
よ
る
と
、「
正
真
正
銘
の
さ
む
ら
い
」
で
あ
る
「
草
之
丞
」

は
「
元
和
八
年
五
月
七
日
」
に
「
壮
絶
な
る
一
騎
打
ち
の
末
に
あ
の
世
へ
い
っ
た
」、「
正
真
正
銘
の
幽
霊
」
で
あ
る
。
そ
の
幽
霊
で
あ
っ
た
「
草

之
丞
」
が
新
米
女
優
だ
っ
た
「
お
ふ
く
ろ
」
に
一
目
惚
れ
し
、
下
界
に
降
り
て
き
て
、
二
人
は
恋
に
落
ち
て
「
僕
」
が
生
ま
れ
、
そ
れ
か

ら
十
三
年
の
間
、「
草
之
丞
」
は
幽
霊
と
し
て
陰
な
が
ら
「
僕
」
を
見
守
っ
て
い
た
と
い
う
。「
僕
」
と
半
年
間
、「
家
族
の
よ
う
に
」
生
活

を
共
に
し
た
「
草
之
丞
」
は
、「
風
太
郎
（
僕
）」
が
十
三
歳
で
一
人
前
の
男
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
去
っ
て
い
く
。「
草
之
丞
」
に
と
っ
て
は
、
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ど
こ
か
頼
り
な
い
「
れ
い
こ
さ
ん
」
を
息
子
に
託
す
こ
と
で
、
大
人
と
し
て
の
自
覚
を
「
僕
」
に
う
な
が
し
、
父
親
と
し
て
の
自
分
の
役

目
を
果
た
し
て
現
実
世
界
か
ら
立
ち
去
っ
て
い
く
。
と
同
時
に
そ
れ
は
、「
れ
い
こ
さ
ん
」
に
自
分
の
死
（
不
在
）
を
受
け
入
れ
さ
せ
、「
天

真
爛
漫
」
で
「
子
ど
も
の
よ
う
な
」「
れ
い
こ
さ
ん
」
の
精
神
的
自
立
を
う
な
が
す
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
そ
れ
は
「
デ
ュ
ー
ク
」
に
お
い
て
、
愛
犬
の
化
身
と
し
て
登
場
し
た
「
少
年
」
が
登
場
す
る
こ
と
で
、「
幽
霊
」
と
し
て
、
主
人
公
の
「
私
」

の
心
に
寄
り
添
い
、
穏
や
か
に
そ
の
死
を
受
け
と
め
て
い
く
そ
の
日
の
出
来
事
を
受
け
入
れ
て
い
く
様
子
を
想
起
さ
せ
る
。
こ
こ
で
も
や

は
り
、「
生
と
死
と
は
と
て
も
近
い
関
係
」（
川
本
三
郎
）
に
あ
る
こ
と
が
よ
く
分
か
る
。
こ
う
し
て
、「
れ
い
こ
さ
ん
（
お
ふ
く
ろ
）」
と
「
草

之
丞
」
の
〈
恋
愛
〉
に
よ
る
絆
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
、「
僕
」
は
「
幽
霊
の
父
親
」
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
を
違
和
感
な
く
、
そ
れ
ま

で
の
父
の
不
在
を
悲
観
し
た
り
非
難
し
た
り
す
る
こ
と
も
な
く
受
け
入
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
二
人
の
関
係
性
の
上
に
紡
ぎ
出
さ
れ
て
い
く
の
が
、「
僕
（
風
太
郎
）」
の
物
語
な
の
で
あ
る
。「
僕
」
は
、「
草
之
丞
」
と
「
家

族
の
よ
う
な
」
時
間
を
共
有
す
る
中
で
、
両
親
の
絆
や
愛
情
の
深
さ
を
確
認
し
、「
今
ま
で
心
の
ど
こ
か
で
感
じ
て
い
た
」
責
任
を
受
け
止

め
る
よ
う
に
な
る
。

　
こ
こ
で
改
め
て
「
僕
」
の
〈
成
長
〉
物
語
を
考
え
て
み
た
い
。
十
三
歳
の
「
僕
」
は
、
幽
霊
の
父
親
の
「
草
之
丞
」
の
出
現
に
驚
き
戸

惑
い
な
が
ら
も
、
生
活
や
精
神
面
な
ど
陰
な
が
ら
自
分
た
ち
の
生
活
を
支
え
て
く
れ
た
と
い
う
「
草
之
丞
」
の
存
在
を
徐
々
に
認
め
て
受

け
入
れ
て
い
く
。
父
子
が
入
浴
す
る
場
面
で
は
、「
草
之
丞
」
は
「
僕
」
に
「
一
人
前
の
男
」
で
あ
る
自
覚
を
う
な
が
し
、「
僕
は
胸
が
し

わ
っ
と
」
し
て
「
草
之
丞
」
の
言
葉
の
意
味
を
か
み
し
め
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
草
之
丞
」
が
「
れ
い
こ
さ
ん
は
、
風
太
郎
に
ま
か
せ

る
」
と
言
っ
て
二
人
に
別
れ
を
告
げ
る
と
、「
僕
」
は
、「
今
ま
で
心
の
ど
こ
か
で
感
じ
て
い
た
」
責
任
を
自
覚
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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息
子
は
父
親
か
ら
、
精
神
的
自
立
を
う
な
が
す
〈
言
葉
〉
を
受
け
止
め
、
そ
の
責
任
の
意
味
を
自
覚
し
て
い
く
。

　
こ
こ
で
は
、
父
が
一
人
の
男
と
し
て
息
子
に
向
き
合
っ
て
、
十
三
歳
の
「
風
太
郎
（
僕
）」
に
精
神
的
自
立
を
う
な
が
す
意
味
が
込
め
ら

れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
う
し
た
〈
成
長
物
語
〉
と
い
う
主
題
に
つ
い
て
は
、「
護
ら
れ
る
存
在
か
ら
護
る
べ
き
人
を
身
近
に
持

っ
た
少
年
へ
と
心
を
成
長
さ
せ
た
、『
少
年
の
心
の
成
長
』
と
い
う
児
童
文
学
的
な
テ
ー
マ
が
見
出
せ
る

（
注
７
）」

と
の
指
摘
が
あ
り
、「
十
三
歳
」

と
い
う
成
長
期
の
少
年
で
あ
る
「
僕
」
を
中
心
化
し
て
物
語
を
読
ん
で
い
く
と
、
こ
れ
は
当
然
帰
結
す
る
テ
ー
マ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
し
か
し
、
こ
の
作
品
は
、
児
童
文
学
作
品
に
典
型
的
に
描
か
れ
る
よ
う
な
思
春
期
の
少
年
の
〈
成
長
物
語
〉
に
と
ど
ま
っ
て
い
な
い
。

こ
こ
に
は
、「
僕
」
の
一
人
称
回
想
の
語
り
の
中
に
秘
め
ら
れ
た
も
う
ひ
と
つ
の
〈
成
長
物
語
〉
が
あ
る
の
だ
。
作
品
結
末
部
分
で
、「
草

之
丞
」
が
「
僕
」
の
前
か
ら
退
場
し
た
後
、
作
品
は
こ
う
結
ば
れ
る
。

　
こ
れ
が
、
草
之
丞
の
話
の
す
べ
て
で
あ
る
。
し
か
し
、
お
ふ
く
ろ
は
今
で
も
毎
年
、
五
月
に
な
る
と
あ
じ
を
か
か
え
て
、
八
百
屋
の
前

で
手
を
あ
わ
せ
て
い
る
。

　
作
中
の
語
り
手
「
僕
」
は
、「
僕
」
が
体
験
し
た
「
草
之
丞
」
と
の
生
活
を
、
ひ
と
つ
の
完
結
し
た
物
語
と
し
て
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

語
り
の
現
在
に
注
目
す
る
と
、
結
末
部
分
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
、「
草
之
丞
の
話
」
を
語
る
〈
今
〉
と
「
僕
」
が
体
験
し
た
過
去
の
出
来
事

と
の
間
に
は
明
ら
か
な
隔
た
り
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。「
お
ふ
く
ろ
は
今
で
も
毎
年
…
…
…
…
」
と
あ
る
よ
う
に
、
語
り
の
〈
今
〉
で
は

「
僕
」
の
語
る
過
去
の
出
来
事
か
ら
少
な
く
と
も
数
年
（
あ
る
い
は
十
数
年
）
の
時
間
が
経
過
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
、「
僕
」
は
成



16

人
に
近
い
年
齢
（
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
）
に
な
っ
て
い
る
と
想
定
さ
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
「
僕
」
は
「
草
之
丞
の
話
」
を

〈
今
〉
改
め
て
語
り
出
そ
う
と
す
る
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
安
田
正
典
は
物
語
行
為
と
し
て
の
作
品
分
析
を
行
な
う
こ
と
で
、
こ
の
作

品
〈
テ
ク
ス
ト
〉
に
お
け
る
読
み
の
可
能
性
を
提
示
し
て
い
る

（
注
８
）。

そ
こ
で
安
田
は
、「
物
語
を
求
め
る
心
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
希
求
に

発
し
て
い
る
」
と
述
べ
た
上
で
、「〈
少
年
〉
が
〈
父
の
物
語
〉
を
求
め
る
の
は
、男
と
し
て
、自
分
の
人
生
を
引
き
受
け
よ
う
と
す
る
か
ら
だ
。

人
生
を
引
き
受
け
る
の
に
は
物
語
が
必
要
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
安
田
が
教
材
採
録
の
意
図
で
言
っ
て
い
た
よ
う
に
、
高
校
生
の

国
語
教
材
と
し
て
読
者
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
で
作
品
の
可
能
性
を
探
る
と
い
う
ね
ら
い
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
小
説
に
児
童
文
学
的
な
少
年
の

〈
成
長
物
語
〉
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
と
す
る
解
釈
で
は
、
多
様
な
読
み
の
可
能
性
を
排
除
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
だ
ろ
う
。

そ
の
可
能
性
に
つ
い
て
安
田
は
、
物
語
の
向
こ
う
に
は
隠
さ
れ
た
「
僕
」
の
心
、
つ
ま
り
、「
語
り
手
の
事
情
」
を
想
像
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
り
、
そ
れ
を
想
像
す
る
こ
と
も
小
説
の
楽
し
み
の
一
つ
だ
と
述
べ
て
い
る

（
注
９
）。

確
か
に
、
語
り
手
の
〈
今
〉
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
安

田
の
指
摘
す
る
よ
う
な
〈
物
語
〉
を
求
め
る
少
年
の
心
の
あ
り
よ
う
を
見
い
だ
し
、
そ
こ
に
読
者
の
現
実
的
問
題
を
投
影
す
る
こ
と
も
可

能
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
筆
者
も
同
じ
見
解
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
僕
」
が
な
ぜ
語
る
の
か
と
い
う
物
語
行
為
と
し
て
作
品
〈
テ
ク
ス
ト
〉

を
捉
え
て
い
く
場
合
、そ
こ
に
は
必
ず
そ
れ
を
読
む
読
者
の
心
の
あ
り
よ
う（
読
書
行
為
）が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、

世
代
や
時
代
、
性
別
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
る
〈
物
語
〉
が
想
像
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
作
品
の
主
題

で
あ
る
児
童
文
学
的
な
〈
成
長
物
語
〉
そ
れ
自
体
が
、
読
者
に
よ
っ
て
拒
絶
さ
れ
否
定
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

　
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
小
説
が
普
遍
的
な
価
値
を
持
っ
た
テ
ク
ス
ト
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
可
能
性
や
魅
力
を
作
品
自
体
に
内
包

さ
れ
て
い
る
の
か
を
伝
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
こ
そ
が
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
が
持
つ
効
用
な
の
で
あ
る
。
江
國
香
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織
は
「
な
ぜ
書
く
か
」（『
泣
か
な
い
子
供

）
（（

（
注

』）
の
中
で
次
の
よ
う
に
い
う
。

　 

　
私
に
と
っ
て
あ
ら
ゆ
る
小
説
は
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
な
の
だ
。
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
い
う
の
は
河
合
隼
雄
さ
ん
言
う
と
こ
ろ
の
「
た
ま
し
い

の
現
実
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
私
に
と
っ
て
の
リ
ア
リ
テ
ィ
だ
と
思
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
「
あ
り
そ
う
な
こ
と
」
か
ど
う
か
、

あ
る
い
は
「
た
く
さ
ん
の
人
が
さ
も
あ
り
な
ん
と
う
な
ず
く
こ
と
」
か
ど
う
か
、
と
は
何
の
関
係
も
な
い
。
そ
う
い
う
の
は
錯
覚
（
し

か
も
み
ん
な
が
一
ぺ
ん
に
す
る
錯
覚
）
だ
と
思
う
。
リ
ア
リ
テ
ィ
と
い
う
の
は
、
も
っ
と
個
人
的
な
も
の
な
の
だ
。
そ
う
い
う
個
人
的

真
実
を
信
じ
ら
れ
な
く
な
っ
た
ら
お
し
ま
い
だ
、
他
に
信
じ
ら
れ
る
も
の
な
ん
て
何
も
な
い
、
と
、
少
な
く
と
も
私
は
信
じ
て
い
る
。

　「
私
に
と
っ
て
あ
ら
ゆ
る
小
説
は
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
な
の
だ
」
と
い
う
江
國
に
と
っ
て
、フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
は
「
た
ま
し
い
の
現
実
」
で
あ
り
、

そ
こ
に
こ
そ
小
説
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
る
の
だ
と
語
っ
て
い
る
。「
草
之
丞
の
話
」
で
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
い
わ
ば
〈
家
族
〉
の
物
語
を

モ
チ
ー
フ
に
し
た
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
で
あ
る
。
幽
霊
で
あ
る
父
親
が
十
三
歳
の
少
年
の
前
に
突
然
現
れ
消
え
て
い
く
と
い
う
非
日
常
的
な
設

定
は
、
現
実
に
は
「
あ
り
そ
う
も
な
い
」
出
来
事
と
し
て
読
者
の
前
に
差
し
出
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
非
現
実
的
な
物
語

の
中
に
、
読
者
は
ひ
と
つ
の
〈
家
族
〉
の
あ
り
よ
う
を
イ
メ
ー
ジ
し
、
そ
こ
に
現
実
の
〈
家
族
〉
の
問
題
を
投
影
し
て
い
く
。
フ
ァ
ン
タ

ジ
ー
は
、
そ
こ
に
描
き
こ
ま
れ
た
様
々
な
問
題
、
例
え
ば
〈
家
族
〉〈
恋
愛
〉
と
い
っ
た
普
遍
的
な
テ
ー
マ
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
く
。

　
長
年
、
不
在
で
あ
っ
た
父
親
が
少
年
の
前
に
突
然
現
れ
る
と
い
う
状
況
は
、
十
三
歳
の
思
春
期
の
多
感
な
少
年
の
心
を
大
き
く
揺
さ
ぶ

る
大
事
件
で
あ
る
。
例
え
ば
、
よ
り
現
実
的
な
物
語
な
ら
ば
、
父
親
が
長
年
不
在
で
あ
っ
た
理
由
を
問
い
詰
め
る
少
年
が
、
父
に
対
し
て
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反
発
し
た
り
抵
抗
し
た
り
す
る
ス
ト
ー
リ
ー
が
展
開
さ
れ
る
可
能
性
も
秘
め
て
い
る
わ
け
だ
。
し
か
し
、
こ
の
小
説
で
は
、「
草
之
丞
」
を

幽
霊
と
い
う
非
現
実
的
な
存
在
と
し
て
登
場
さ
せ
る
こ
と
で
、
現
実
的
で
生
々
し
く
不
穏
な
家
族
関
係
を
さ
ら
り
と
回
避
し
て
、
ひ
と
つ

の
純
化
さ
れ
た
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
し
て
、
普
遍
的
な
〈
家
族
〉
の
物
語
を
描
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
家
族
関
係
の
背
後

に
は
、「
草
之
丞
」
と
「
れ
い
こ
さ
ん
」
の
〈
恋
愛
〉
物
語
が
描
き
出
さ
れ
る
こ
と
で
、「
僕
（
風
太
郎
）」
は
そ
の
不
在
の
意
味
を
違
和
感

な
く
受
け
入
れ
、
読
者
は
そ
こ
に
描
か
れ
た
〈
家
族
〉
の
物
語
を
リ
ア
ル
な
も
の
と
し
て
感
じ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
こ

に
こ
そ
、
こ
の
小
説
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
し
て
の
効
用
が
あ
る
と
考
え
る
。

　
結
末
部
分
で
、「
僕
」
は
「
こ
れ
が
、草
之
丞
の
話
の
す
べ
て
で
あ
る
」
と
語
っ
て
物
語
は
閉
じ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、「
僕
」
に
と
っ
て
は
、父
・

「
草
之
丞
」
と
の
出
会
い
か
ら
別
れ
ま
で
の
出
来
事
そ
の
も
の
よ
り
も
、「
草
之
丞
の
話
」
を
語
る
行
為
そ
の
も
の
こ
そ
が
重
要
な
の
で
あ
り
、

普
段
は
日
常
の
中
に
覆
い
隠
さ
れ
て
い
る
自
己
の
存
在
の
意
味
を
確
認
し
て
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
て
い
く
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
っ
た
。

　「
風
太
郎
（
僕
）」
は
、「
草
之
丞
の
話
」
を
語
る
こ
と
で
、
十
三
歳
の
こ
ろ
の
過
去
の
自
分
を
認
識
し
、
そ
こ
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
〈
家

族
〉
の
問
題
を
自
分
の
こ
と
が
ら
と
し
て
反
芻
し
、〈
今
〉
を
生
き
よ
う
と
す
る
。
こ
う
し
た
「
風
太
郎
（
僕
）」
が
、「
草
之
丞
」
の
物
語

を
紡
ぎ
出
す
こ
と
で
得
ら
れ
る
あ
え
か
な
実
感
の
中
に
こ
そ
、
も
う
ひ
と
つ
の
「
僕
」
の
〈
成
長
物
語
〉
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

読
者
は
「
僕
」
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
物
語
を
、
普
遍
的
な
〈
家
族
〉
の
物
語
と
し
て
受
け
止
め
、
読
者
個
々
の
〈
家
族
〉
の
あ
り
よ
う
と

重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
、
自
分
が
置
か
れ
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
の
中
で
、
自
分
と
は
何
者
な
の
か
と
い
う
、
自
己
存
在
の
意
味
を
考
え

て
い
く
こ
と
に
な
る
の
だ
。
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四

　
　
　

　
江
國
香
織
は
、『
文
藝
』
ロ
ン
グ
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
中
で
、
小
説
を
書
く
こ
と
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る

）
（（

（
注

。

　 

　
書
い
て
い
る
と
き
に
、
九
歳
の
自
分
が
す
ご
く
批
判
的
な
ん
で
す
よ
。
ち
ょ
っ
と
下
手
な
こ
と
を
書
く
と
絶
対
許
さ
な
い
し
、「
く
だ

ら
な
い
」
っ
て
言
う
。
も
ち
ろ
ん
す
べ
て
の
書
き
手
が
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
け
ど
、
書
き
な
が
ら
そ
れ
を
自
分
が
読
ん
で
い
て
、
書
き

な
が
ら
書
い
た
も
の
を
客
観
的
に
見
る
目
が
な
く
て
は
い
け
な
い
。
そ
れ
は
、
で
き
る
限
り
と
い
う
意
味
で
す
け
ど
、
そ
の
「
で
き
る

限
り
の
客
観
的
な
目
」
と
い
う
の
が
、
私
に
と
っ
て
は
「
子
供
の
頃
の
自
分
」
で
、
も
ち
ろ
ん
私
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
、「
ち
ょ

っ
と
カ
ッ
コ
つ
け
て
る
」
と
か
、
そ
い
つ
が
す
ご
い
厳
し
い
ん
で
す
。
で
も
、
そ
れ
が
あ
る
か
ら
今
の
私
は
書
け
る
ん
で
す
。

　
作
者
自
身
が
こ
う
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、小
説
を
書
く
際
、自
分
の
作
品
を
批
判
的
に
捉
え
て
い
る
の
が
「
九
歳
の
自
分
」
の
視
点
で
あ
り
、

そ
れ
が
江
國
文
学
の
根
幹
を
な
す
精
神
性
と
し
て
作
品
世
界
を
構
築
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
上
で
江
國
は
、「
九
歳
の
頃
の
屈
託
」

こ
そ
が
、
も
の
を
書
く
こ
と
の
原
点
で
あ
り
、
作
者
自
身
の
中
に
あ
る
こ
う
し
た
批
評
精
神
が
あ
ら
ゆ
る
作
品
を
形
づ
く
っ
て
い
る
の
だ

と
述
べ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
江
國
文
学
に
と
っ
て
、〈
子
ど
も
〉
の
視
点
は
作
品
世
界
を
形
成
す
る
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
で
あ
り
、
そ
れ
は
『
つ
め
た
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い
よ
る
に
』
で
取
り
上
げ
た
初
期
作
品
の
中
に
も
顕
著
に
表
れ
て
い
た
。「
草
之
丞
の
話
」
で
の
「
僕
（
風
太
郎
）」
は
、
十
三
歳
の
自
身

の
身
に
起
こ
っ
た
「
草
之
丞
」
と
の
生
活
を
そ
の
後
も
、
何
年
か
後
ま
で
「
草
之
丞
の
話
」
を
幾
度
か
語
り
な
が
ら
、
心
の
中
で
そ
の
出

来
事
を
反
芻
す
る
こ
と
で
、
自
身
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
認
し
て
い
く
。
そ
し
て
物
語
は
そ
れ
が
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
で
あ
る
こ
と
で
、

純
化
さ
れ
た
普
遍
的
な
〈
家
族
〉
の
物
語
と
し
て
読
者
の
心
を
捉
え
続
け
て
い
く
。「
デ
ュ
ー
ク
」
で
は
、〈
生
と
死
〉
を
通
し
て
、「
い
つ
か
、

ず
っ
と
昔
」
で
は
〈
恋
愛
〉
を
テ
ー
マ
と
し
て
、「
九
歳
の
頃
の
屈
託
」
が
大
人
の
世
界
を
見
つ
め
返
し
て
い
く
。
そ
こ
に
江
國
作
品
の
本

質
が
あ
る
の
だ
。

　
江
國
文
学
の
本
質
で
あ
る
「
九
歳
の
頃
の
屈
託
」
が
象
徴
的
な
形
で
結
実
し
た
作
品
に
、
長
編
童
話
『
雪
だ
る
ま
の
雪
子
ち
ゃ
ん
』（
平

成
二
十
一
年
）
が
あ
る
。「
山
の
ふ
も
と
の
、
小
さ
な
し
ず
か
な
村
の
は
ず
れ
」
に
た
っ
た
一
人
で
住
む
「
雪
子
ち
ゃ
ん
」
は
、「
正
真
正
銘
、

野
生
の
雪
だ
る
ま
」
と
し
て
物
語
に
登
場
す
る
。「
雪
子
ち
ゃ
ん
」
の
両
親
は
「
記
憶
の
な
か
」
に
い
る
。
そ
し
て
そ
の
記
憶
は
ど
こ
か
ら

き
た
も
の
な
の
か
は
誰
に
も
分
か
ら
な
い
。
こ
の
「
雪
だ
る
ま
」
た
ち
は
、「
心
の
な
か
だ
け
に
そ
れ
ぞ
れ
の
家
族
」
の
記
憶
を
抱
い
て
生

ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
作
品
は
、「
雪
だ
る
ま
の
子
ど
も
」
が
人
間
世
界
に
登
場
す
る
と
い
う
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
物
語
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
中
に
〈
家
族
〉

の
問
題
や
こ
ど
も
の
〈
成
長
物
語
〉
と
い
う
普
遍
的
な
テ
ー
マ
を
描
い
て
い
る
点
で
、「
草
之
丞
の
話
」
と
も
通
底
す
る
要
素
が
あ
る
。
菅

聡
子
は
、こ
う
し
た
大
人
の
世
界
に
対
峙
す
る
子
ど
も
た
ち
を
描
い
た
江
國
作
品
に
つ
い
て
、「
こ
の
よ
う
な
『
一
人
ぼ
っ
ち
』
の
生
き
方
が
、

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
世
界
に
お
い
て
の
み
〈
健
や
か
〉
に
実
現
さ
れ
る
点
に
、
私
た
ち
の
生
き
る
〈
現
実
〉
に
対
す
る
江
國
作
品
の
批
評
が

あ
る

）
（（

（
注

」
と
論
じ
て
い
る
。



21

　
江
國
文
学
の
本
質
を
捉
え
た
指
摘
だ
と
言
え
よ
う
。「
雪
子
ち
ゃ
ん
」に
実
際
の
家
族
は
い
な
い
が
、記
憶
の
中
に
家
族
は
存
在
し
て
お
り
、

ま
た
、
一
人
ぼ
っ
ち
の
孤
独
で
は
な
い
。
画
家
の
百
合
子
さ
ん
の
物
置
小
屋
に
住
み
、
本
も
読
め
ば
近
所
の
小
学
生
と
雪
合
戦
を
楽
し
む

健
や
か
な
女
の
子
の
日
常
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
一
人
ぼ
っ
ち
の
「
雪
子
ち
ゃ
ん
」
の
日
常
が
〈
健
や
か
〉
な
物
語
と
し
て
語
ら
れ
て
い
く
よ
う
に
、「
草
之
丞
の
話
」
で
は
、
幽
霊
の
父

親
と
い
う
非
日
常
的
な
家
族
の
あ
り
よ
う
を
受
け
入
れ
て
い
く
「
僕
」
に
よ
っ
て
、
自
身
に
起
こ
っ
た
出
来
事
を
平
穏
な
物
語
と
し
て
語

っ
て
い
く
。
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
世
界
観
に
よ
っ
て
純
化
さ
れ
て
い
く
〈
家
族
〉
の
物
語
は
、
同
時
に
、
そ
の
向
こ
う
に
存
在
す
る
で
あ
ろ

う
現
実
の
〈
家
族
〉
関
係
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
く
。
多
和
田
葉
子
は
そ
の
こ
と
を
、「
不
安
で
寂
し
が
っ
て
い
る
の
は
む
し
ろ
、
読
み

手
の
心
の
中
に
棲
む
も
う
一
人
の
雪
子
ち
ゃ
ん
な
の
だ

）
（（

（
注

」
と
指
摘
す
る
。
江
國
作
品
で
語
ら
れ
る
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
世
界
は
、
現
実
の
リ
ア

ル
な
〈
家
族
〉
の
問
題
性
を
そ
の
物
語
の
中
に
秘
め
な
が
ら
、
読
者
ひ
と
り
ひ
と
り
の
心
の
中
に
棲
む
「
雪
子
ち
ゃ
ん
」
や
「
僕
」
の
現

実
を
揺
さ
ぶ
り
続
け
て
い
く
。
そ
の
運
動
の
中
に
こ
そ
、
江
國
文
学
の
本
質
が
あ
る
の
だ
。

　
注

　
（
１
）
安
田
正
典
「
教
材
採
録
の
意
図
」
『
高
等
学
校
　
新
編
国
語
総
合
改
訂
版
　
指
導
資
料
』
（
三
省
堂
　
２
０
０
６
年
）
。

　
（
２
） 

安
元
香
織
「
江
国
香
織
の
『
児
童
文
学
』
と
『
大
人
の
文
学
』
と
の
境
界
」
（
『
日
本
文
学
誌
要
』
第
８
０
号
　
２
０
０
９
年
７
月
　
法
政
大
学

国
文
学
会
）
。

　
（
３
）
『
児
童
文
学
の
愉
し
み
　
２
０
の
物
語
』
（
北
原
泰
邦
・
中
野
裕
子
編
　
翰
林
書
房
　
２
０
１
４
年
８
月
）
。
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（
４
）
『
つ
め
た
い
よ
る
に
』
川
本
三
郎
解
説
（
新
潮
文
庫
　
１
９
９
６
年
５
月
）
。

　
（
５
） 
高
根
沢
紀
子
「
草
之
丞
の
話
―
〈
つ
め
た
い
よ
る
に
〉
風
太
郎
の
〈
話
〉
」(

『
現
代
女
性
作
家
読
本
⑪
　
江
国
香
織
』
現
代
女
性
作
家
読
本
刊
行

会
編
　
鼎
書
房
　
２
０
１
０
年
９
月)

。

　
（
６
）
前
掲
（
１
）
安
田
正
典
作
品
解
説
。

　
（
７
）
前
掲
（
２
）
安
本
論
文
。

　
（
８
）
前
掲
（
１
）
安
田
正
典
作
品
解
説
。

　
（
９
）
安
田
正
典
は
、
「
僕
」
は
な
ぜ
物
語
を
語
る
の
か
と
い
う
読
み
の
可
能
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
　 

ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
そ
れ
は
中
学
時
代
に
書
い
た
作
文
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
も
そ
の
作
文
の
課
題
は
「
父
の
話
」
で
あ
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
そ
れ
と
も
、
こ
れ
は
「
ぼ
く
」
が
「
ぼ
く
」
自
身
の
た
め
に
作
り
出
し
た
夢
の
お
話
で
あ
ろ
う
か
。
「
ぼ
く
」
に
は
本
当
に
父
が
い
な

く
て
、
そ
の
欠
落
を
楽
し
い
夢
で
埋
め
よ
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
本
当
は
父
が
い
る
の
だ
が
、
そ
の
父
と
の
関
係
が
上
手
く
い

か
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
と
も
あ
る
日
突
然
出
て
行
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
「
草
之
丞
」
の
よ
う
に
、
玄
関
か
ら
。
…
…
そ
う
い
う
想
像
の

余
地
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
（
10
）
江
国
香
織
『
泣
か
な
い
子
供
』
（
新
潮
文
庫
　
２
０
０
０
年
６
月
）
。

　
（
11
）
江
国
香
織
ロ
ン
グ
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（
『
文
藝
』
２
０
１
０
年
８
月
）
。

　
（
12
）
菅
聡
子
「
世
界
は
〈
こ
と
ば
〉
で
で
き
て
い
る
―
江
国
香
織
の
文
学
」
（
『
文
藝
』
２
０
１
０
年
８
月
所
収
論
文
）
。

　
（
13
）
多
和
田
葉
子
「
雪
の
新
鮮
な
目
覚
め
」
（
新
潮
文
庫
解
説
　
２
０
１
３
年
１
０
月
）
。




