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日
常
の
環
境
の
中
で
あ
ま
り
に
わ
れ
わ
れ
に
近
く
親
し
い
た
め
に
、
か
え

っ
て
そ
の
存
在
の
価
値
を
意
識
し
な
か
っ
た
よ
う
な
も
の
が
、
ひ
と
た
び
そ

の
環
境
を
離
れ
見
失
っ
た
時
に
な
っ
て
、
最
も
強
く
わ
れ
わ
れ
の
追
憶
を
刺

戟
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
そ
れ
で
郷
里
に
居
た
時
に
は
少
し
も
珍
し

く
も
な
ん
と
も
な
か
っ
た
も
の
が
、
郷
里
を
離
れ
て
他
国
に
移
り
住
ん
で
か

ら
は
か
え
っ
て
最
も
珍
し
く
な
つ
か
し
い
も
の
に
な
る
。
そ
う
い
う
例
は
色

々
あ
る
中
に
も
最
も
手
近
な
と
こ
ろ
で
若
干
の
食
物
が
数
え
ら
れ
る
。
そ
の

一
つ
は 

寒  

竹 

か
ん
ち
く

の
筍
た
け
の
こで
あ
る
。

　
高
知
近
傍
に
は
寒
竹
の
垣
根
が
多
い
。
隙
間
な
く
密
生
し
て
も
活
力
を
失

わ
な
い
と
い
う
特
徴
が
あ
る
た
め
に
垣
根
の
適
当
な
素
材
と
し
て
選
ば
れ
た
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の
で
あ
ろ
う
。
あ
れ
は
何
月
頃
で
あ
ろ
う
か
。
と
に
か
く
う
す
ら
寒
い
時
候

に
可
愛
ら
し
い
筍
を
に
ょ
き
に
ょ
き
と 

簇  

生 

そ
う
せ
い

さ
せ
る
。
引
抜
く
と
、
き
ゅ

う
っ
き
ゅ
う
っ
と
小
気
味
の
好
い
音
を
出
す
。
軟
ら
か
い
緑
の
茎
に
紫
色
の

隈
取
く
ま
ど
り
が
あ
っ
て
美
し
い
。
な
ま
で
噛
む
と
特
徴
あ
る
青
臭
い
香
が
す
る
。

　
年
取
っ
た
祖
母
と
幼
い
自
分
と
で
宅
の
垣
根
を
せ
せ
り
歩
い
て
そ﹅
う﹅
け﹅

（
笊ざる
）
に
一
杯
の
寒
竹
を
採
る
の
は
容
易
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
黒
光
り
の

す
る
台
所
の
板
間
で
、
薄
暗
い
石
油
ラ
ン
プ
の
燈
下
で
一
つ
一
つ
皮
を
剥は
い

で
い
る
。
そ
う
い
う
光
景
が
一
つ
の
古
い
煤
け
た
油
画
の
画
面
の
よ
う
な
形

を
と
っ
て
四
十
余
年
後
の
記
憶
の
中
に
浮
上
が
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
自
分

の
五
歳
の
頃
か
ら
五
年
ほ
ど
の
間
熊
本 
鎮  
台 
ち
ん
だ
い

に
赴
任
し
た
き
り
一
度
も
帰

ら
な
か
っ
た
父
の
留
守
の
淋
し
さ
、
お
そ
ら
く
そ
の
当
時
は
自
覚
し
な
か
っ
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た
淋
し
さ
が
、
不
思
議
に
も
こ
の
燈
下
の
寒
竹
の
記
憶
と
共
に
、
は
っ
き
り

し
た
意
識
と
な
っ
て
甦
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。

　 

虎  
杖 

い
た
ど
り

も
な
つ
か
し
い
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
日
曜
日
の 

本  

町 

ほ
ん
ま
ち

の
市
で
、

手
製
の
牡
丹
餅

ぼ
た
も
ち

な
ど
と
一
緒
に
こ
の
い
た
ど
り
を
売
っ
て
い
る
近
郷
の
婆
さ

ん
な
ど
が
あ
っ
た
。
そ
の
せ
い
か
、
自
分
の
虎
杖
の
記
憶
に
は
、
幼
時
の
本

町
市いち
の
光
景
が
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
そ
う
し
て
、 

肉 

桂 

酒 

に
っ
け
い
し
ゅ
、  

甘  

さ
と
う

  

蔗  

き
び

、 

竹 

羊 

羹 

た
け
よ
う
か
ん
、
そ
う
云
っ
た
よ
う
な
ア
ッ
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
と
共
に
南
国

の
白
日
に
照
ら
し
出
さ
れ
た
本
町
市
の
人
い
き
れ
を
思
い
浮
べ
る
こ
と
が
出

来
る
。
そ
う
し
て
さ
ら
に
の﹅
ぞ﹅
き﹅
や
大
蛇
の
見
世
物
を
思
い
出
す
こ
と
が
出

来
る
。

　
三
谷
み
た
に
の
渓
間
へ
虎
杖
取
り
に
行
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
薄
暗
い
湿
っ
ぽ
い
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朽
葉
の
匂
の
す
る
茂
み
の
奥
に
大
き
な
虎
杖
を
見
付
け
て
折
取
る
と
き
の
喜

び
は
都
会
の
児
等
の
夢
に
も
知
ら
な
い
、
田
園
の
自
然
児
に
の
み
許
さ
れ
た

幸
福
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
決
し
て
単
な
る
食
慾
の
問
題
で
は
な
い
。
純
な
子

供
の
心
は
こ
の
時
に
完
全
に
大
自
然
の
懐
に
抱
か
れ
て
そ
の
乳
房
を
し
ゃ
ぶ

る
の
で
あ
る
。

　 

楊  

梅 

や
ま
も
も

も
国
を
離
れ
て
か
ら
は
珍
し
い
も
の
の
一
つ
に
な
っ
た
。
高
等
学

校
時
代
に
夏
期
休
暇
で
帰
省
す
る
頃
に
は
も
う
い
つ
も
盛
り
を
過
ぎ
て
い
た
。

「
二
、
三
日
前
ま
で
は
好
い
の
が
あ
っ
た
の
に
」
と
い
う
場
合
が
し
ば
し
ば

あ
っ
た
。
「
お
銀
が
つ
く
っ
た
大
も
も
は
」
と
い
う
売
声
に
は
色
々
な
郷
土

伝
説
的
の
追
憶
も
結
び
付
い
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
十
市
と
う
ち
の
作
さ
ん
と
い
う
楊

梅
売
り
の
と
ぼ
け
た
よ
う
で 

如  

才 

じ
ょ
さ
い

の
な
い
人
物
が
昔
の
わ
が
家
の
台
所
を
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背
景
と
し
て
追
憶
の
舞
台
に
活
躍
す
る
の
で
あ
る
。

　
大
正
四
、
五
年
頃
、
今
は
故
人
と
な
っ
た
佐
野
静
雄
博
士
か
ら
伊
豆
伊
東

の
別
荘
に
試
植
す
る
か
ら
と
云
っ
て
土
佐
の
楊
梅
の
苗
を
取
寄
せ
る
こ
と
を

依
頼
さ
れ
た
。
郷
里
の
父
に
頼
ん
で
良
種
を
選
定
し
、
数
本
の
苗
を
東
京
へ

送
っ
て
も
ら
っ
た
。
こ
れ
が
さ
ら
に
佐
野
博
士
の
手
で
伊
東
に
送
ら
れ
移
植

さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
苗
の
生
長
を
楽
し
み
に
し
て
お
ら
れ
た
博
士
は
不
幸

に
し
て 

夭  

折 

よ
う
せ
つ

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
亡
く
な
ら
れ
る
少
し
前
に
、
た
し
か
こ

れ
ら
の
楊
梅
が
始
め
て
四
つ
と
か
五
つ
と
か
の
実
を
着
け
た
と
い
う
消
息
を

聞
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
そ
の
後
さ
ら
に
数
年
を
経
過
し
た
現

在
の
こ
の
楊
梅
の
苗
の
運
命
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。
伊
東
へ
行
く
機
会
が

あ
っ
た
ら
必
ず
訪
ね
て
み
よ
う
と
思
う
も
の
の
一
つ
に
は
こ
の
楊
梅
の
コ
ロ
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ニ
ー
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
色
々
の
木
の
実
を
食
っ
た
こ
と
を
想
い
出
す
。
昔
の 

高 

坂 

橋 

た
か
さ
か
ば
し
の
南
詰
に

大
き
な
榎
樹
え
の
き
が
あ
っ
た
。
橙
紅
色
の
丸
薬
の
よ
う
な
実
の
落
ち
散
っ
た
の
を

拾
っ
て
噛
み
砕
く
と
堅
い
核
の
中
に
白
い
仁にん
が
あ
っ
て
そ
れ
が
特
殊
な
甘
味

を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
榎
樹
か
ら
東
の
方
に
並
ん
で
数
本
の
大

き
な
椋むく
の
樹
が
あ
っ
た
。
椋
の
実
は
ち
ょ
っ
と
干
葡
萄
の
よ
う
な
色
と
味
を

も
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
馬
糞
な
ど
と
一
緒
に
散
ら
ば
っ
て
い
る
の
を
平
気
で

拾
っ
て
喰
う
の
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
当
時
の
自
然
児
に
は
そ
れ
が
汚
い
と

も
な
ん
と
も
思
わ
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
樹
の
実
を
尋
ね
て
飛
ん
で
来
る

 

木 

椋 

鳥 

こ
む
く
ど
り

の
大
群
も
愉
快
な
見
物
で
あ
っ
た
。
「
千
羽
に
一
羽
の
毒
が
あ
る
」

と
云
っ
て
こ
の
鳥
の
捕
獲
を
誡
い
ま
しめ
た
野 

中 

兼 
山 

の
な
か
け
ん
ざ
ん

の
機
智
の
話
を
想
い
出
す
。
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公
園
の 

御 

桜 

山 

お
さ
く
ら
や
ま
に
大
き
な
槙まき
の
樹
が
あ
っ
て
そ
の
実
を
拾
い
に
行
っ
た

こ
と
も
あ
っ
た
。
緑
色
の
楕
円
形
を
し
た
食
え
な
い
部
分
が
あ
っ
て
そ
の
頭

に
こ
れ
と
同
じ
く
ら
い
の
大
き
さ
で
美
し
い
紅
色
を
し
た
甘
い
団
塊
が
附
着

し
て
い
る
。
噛
み
破
る
と
透
明
な
粘
液
の
糸
を
引
く
。
こ
れ
も
国
を
離
れ
て

以
来
再
び
め
ぐ
り
逢
わ
な
い
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。

　
旧
城
の
お
濠ほり
の
菱ひし
の
実み
も
今
の
自
分
に
は
珍
し
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
あ
の
、 

黒  

檀 

こ
く
た
ん

で
彫
刻
し
た
鬼
の
面
と
で
も
云
っ
た
よ
う
な
感
じ
の
す

る
外
殻
を
噛
み
破
る
と
中
に
は
真
白
な
果
肉
が
あ
っ
て
、
そ
の
周
囲
に
は
ほ

の
か
な
紫
色
が
に
じ
ん
で
い
た
よ
う
に
覚
え
て
い
る
。

　
公
園
と
監
獄
、
す
な
わ
ち
、
今
の
刑
務
所
と
の
境
界
に
、
昔
は
濠
が
あ
っ

た
。
そ
こ
に
は
蒲がま
や
菱
が 

叢  

生 

そ
う
せ
い

し
、
そ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
が
「
蝶
々
蜻
蛉
と
ん
ぼ
」
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と
名
付
け
て
い
た
珍
し
い
蜻
蛉
が
沢
山
に
飛
ん
で
い
た
。
こ
の
と
ん
ぼ
は
そ

の
当
時
で
も
他よ
処そ
で
は
あ
ま
り
見
た
こ
と
が
な
く
、
そ
の
後
他
国
で
は
ど
こ

で
も
見
な
か
っ
た
種
類
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
濠
は
あ
ま
り
人
の
行
か
な
い

と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
自
分
の
夢
の
よ
う
な
記
憶
の
中
で
は
ニ
ン
フ
の

棲
処
す
み
か
と
で
も
云
っ
た
よ
う
な
不
思
議
な
神
秘
的
な
雰
囲
気
に
つ
つ
ま
れ
て
保

存
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
帰
省
し
て
こ
の
濠
の
あ
っ
た
は
ず
の
場
所
を
歩

い
て
み
て
も
一
向
に
想
い
出
せ
な
い
よ
う
な
昔
の
幻
影
が
、
か
え
っ
て
遠
く

離
れ
た
現
在
の
こ
こ
で
の
追
憶
の
中
に
あ
り
あ
り
と
浮
ん
で
来
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
樹
の
実
の
記
憶
に
は
数
限
り
も
な
い
少
年
時
代
の
生
活
の
思
い

出
が
つ
な
が
っ
て
い
る
。
そ
う
し
て
こ
れ
ら
の
自
然
界
と
つ
な
が
っ
て
い
る

も
の
ほ
ど
そ
の
思
い
出
の
現
実
性
が
深
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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交
通
の
発
達
に
つ
れ
て
都
会
と
田
舎
の
距
離
は
次
第
に
短
縮
す
る
。
今
で

は
た
い
て
い
の
田
園
の
産
物
も
デ
パ
ー
ト
の
陳
列
棚
で
見
ら
れ
る
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
で
も
ま
だ
楊
梅
や
寒
竹
の
筍
は
見
ら
れ
な
い
。
菱
や
色
々
の
樹
の

実
は
土
佐
に
限
ら
ぬ
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
こ
れ
ら
の
都
会
の
食
味
の

中
に
数
え
ら
れ
な
い
た
め
か
、
ど
こ
で
も
手
に
入
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

そ
う
い
う
も
の
が
食
物
に
な
り
得
る
と
い
う
事
さ
え
都
会
の
子
供
等
は
夢
に

も
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
考
え
て
み
る
と
可
哀
相
な
よ
う
な
気
が
す
る
。

　
滞
欧
中
の
あ
る
冬
に
イ
タ
リ
ア
へ
遊
び
に
行
っ
た
。
ロ
ー
マ
の
大
学
を
訪

ね
た
と
き
、
物
理
学
教
室
の
入
口
に
竹
の 

一  

叢 

ひ
と
む
ら

を
見
付
け
て
な
つ
か
し
い

想
い
を
し
た
。
そ
の
日
の
夕
方
、
ホ
テ
ル
の
食
堂
で
食
事
の
あ
と
に
出
し
た

菓
物
鉢
の
数
々
の
果
物
の
中
に
た
だ
一
つ
柿
の
実
が
の
っ
か
っ
て
い
た
。
同
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時
に
食
事
し
て
い
た
客
の
誰
よ
り
も
真
先
に
自
分
の
と
こ
ろ
へ
こ
の
菓
物
鉢

が
廻
っ
て
来
た
の
で
、
自
分
は
遠
慮
な
く
こ
の
た
だ
一
つ
の
柿
を
取
上
げ
た
。

少
し
は
し
た
な
い
よ
う
な
気
は
し
た
が
、
天
涯
の
孤
客
だ
か
ら
と
自
分
で
自

分
に
申
し
訳
を
云
っ
た
。
こ
の
ロ
ー
マ
の
宿
の
一
顆
い
っ
か
の
柿
の
郷
土
的
味
覚
は

い
ま
だ
に
忘
れ
難
い
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。

　
味
覚
の
追
憶
な
ど
は
あ
ま
り
品
の
好
い
話
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か

し
そ
れ
だ
け
に
原
始
的
本
能
的
に
深
刻
な
真
実
性
を
も
っ
て
い
る
。
そ
う
し

て
そ
の
背
後
に
は
や
は
り
自
分
の
一
生
涯
の
人
間
生
活
の
記
録
が
隠
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
七
年
二
月
『
郷
土
読
本
』
）
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
寺
田
寅
彦
全
集
　
第
一
巻
」
岩
波
書
店

　
　
　1996
（
平
成8

）
年12

月5

日
発
行

底
本
の
親
本
：
「
寺
田
寅
彦
全
集
　
第
三
巻
」
岩
波
書
店

　
　
　1985

（
昭
和60
）
年10

月4

日
第2

刷
発
行

初
出
：
「
郷
土
読
本
」
高
知
市
江
ノ
口
小
学
校

　
　
　1932

（
昭
和7

）
年2
月
発
行

※
初
出
時
の
署
名
は
「
吉
村
冬
彦
」
で
す
。

入
力
：N

ana ohbe

校
正
：
松
永
正
敏
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2004

年3

月24

日
作
成

2016
年2

月25

日
修
正

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w

w
.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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