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七
　「
草
枕
」
と
「
プ
ロ
ツ
ト
」

　

宮
崎
駿
は
「
草
枕
」
の
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
惹
か
れ
た
の
か
。

　

そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
筋
や
因
果
関
係
と
い
う
物
語
の
展
開
構
造
に
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
が
あ

る
の
は
こ
れ
ま
で
の
流
れ
か
ら
明
白
で
あ
ろ
う
。
先
に
見
た
半
藤
一
利
と
の
対
談
で
宮
崎
駿

は
、「
ど
こ
か
ら
で
も
読
め
る
と
こ
ろ
も
好
き
な
ん
で
す
」
  33

と
言
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
、

「
草
枕
」
九
に
お
け
る
画
工
と
那
美
の
や
り
と
り
「
只
机
の
上
へ
、
か
う
開
け
て
、
開
い
た

所
を
い
ゝ
加
減
に
読
ん
で
る
ん
で
す
」
を
踏
ま
え
た
、
実
に
「
草
枕
」
に
忠
実
な
読
み
方
と

言
え
る
だ
ろ
う
。

　

画
工
が
読
ん
で
い
る
の
は
、
筋
の
あ
る
西
洋
の
小
説
で
あ
り
、
彼
は
そ
れ
に
逆
ら
っ
て
筋

を
寸
断
す
る
よ
う
な
読
み
方
を
し
て
い
る
。
漱
石
自
身
に
よ
る
自
作
解
説
を
信
用
す
る
な
ら

ば
、「
草
枕
」
は
そ
の
よ
う
な
意
志
的
な
努
力
を
し
な
く
て
も
、
最
初
か
ら
筋
が
な
い
小
説

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

私
の
『
草
枕
』
は
、
こ
の
世
間
普
通
に
い
ふ
小
説
と
は
全
く
反
対
の
意
味
で
書
い
た

の
で
あ
る
。
唯
だ
一
種
の
感
じ
│
│
美
く
し
い
感
じ
が
読
者
の
頭
に
残
り
さ
へ
す
れ

ば
よ
い
。
そ
れ
以
外
に
何
も
特
別
な
目
的
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
プ

ロ
ツ
ト
も
無
け
れ
ば
事
件
の
発
展
も
な
い
。
  34

漱
石
は
「
プ
ロ
ツ
ト
」
を
ど
ん
な
意
味
で
用
い
て
い
る
か
。
こ
れ
は
、
少
し
後
の
も
の
と
推

定
さ
れ
る
「
断
片
」
に
明
確
で
あ
る
。

○picaresque novels or R
om

ance

ヨ
リ
出
来
ルpleasure

ハcausal

ナ
ラ
ズ
。

Picture

ノseries

ヲ
見
ル
ガ
如
キ
者
ナ
リ
其each picture

ガ
面
白
ケ
レ
バ
ヨ
キ
ナ

リ
。plot

ガ
ナ
ク
テ
モcausality

ガ
ナ
ク
ト
モ
構
ワ
ヌ
ナ
リ
。

○N
ovel

ト
サ
ヘ
云
ヘ
バevolution

ト
離
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
者
ト
思
ヘ
リ
。
然
シ

Evolution

ナ
ク
シ
テ
面
白
キ
者
ア
ル
ヲ
忘
レ
タ
リ
。
  35

「
草
枕
」
は
、picaresque novels or R

om
ance

で
は
な
い
が
、「Picture

ノseries

ヲ
見
ル

ガ
如
キ
者
」
で
は
あ
る
。
そ
れ
は
「causal

ナ
ラ
」
ぬ
も
の
で
あ
り
「plot

ガ
ナ
ク
テ
モ

causality

ガ
ナ
ク
ト
モ
構
ワ
ヌ
」。
逆
に
、
通
常
の
小
説
は
ど
う
か
。

小
説
の
面
白
味
は
寧
ろ
推
移
的
だ
か
ら
直
線
を
た
ど
る
様
な
も
の
で
せ
う
、（
中
略
）

と
云
ふ
意
味
は
、
即
ち
コ
ー
ザ
リ
テ
ィ
ー
を
以
て
貫
く
と
云
ふ
事
な
の
で
、
其
の
線

の
行
く
先
を
迹
付
け
て
読
者
は
興
味
を
発
見
す
る
。
  36

通
常
の
小
説
は
、
筋plot

が
あ
り
因
果
関
係causality

が
あ
り
、
そ
れ
ら
を
通
じ
て
「
事

件
の
発
展
」Evolution

が
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
筋plot

と
因
果
関

係causality

は
密
接
に
つ
な
が
っ
て
お
り
、
後
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
の
が
前
者
で
あ

ろ
う
。「
プ
ロ
ツ
ト
」
は
因
果
関
係
に
限
り
な
く
近
い
。
作
を
重
ね
る
ご
と
に
因
果
関
係
か

ら
離
れ
て
い
こ
う
と
し
た
宮
崎
駿
が
、「
草
枕
」
に
最
も
重
大
な
関
心
を
払
う
の
は
、
必
然

な
の
で
あ
る
。

八
　「
俳
句
的
小
説
」
と
「
プ
ロ
ツ
ト
」

　

一
方
、「
プ
ロ
ツ
ト
」
の
な
い
小
説
は
次
の
よ
う
に
も
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
こ
の
俳

句
的
小
説
│
│
名
前
は
変
で
あ
る
が
│
│
が
成
り
立
つ
と
す
れ
ば
、
文
学
界
に
新
ら
し
い
境

域
を
拓
く
訳
で
あ
る
」
  37

。「
プ
ロ
ツ
ト
」、
因
果
関
係
と
の
関
連
に
お
い
て
、
こ
の
「
俳
句

的
小
説
」
に
つ
い
て
も
、
光
を
当
て
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

半
藤
一
利
は
、
漱
石
の
俳
句
が
そ
の
ま
ま
「
草
枕
」
に
流
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て

「
俳
句
的
小
説
」
を
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
  38

。
一
方
、
首
藤
基
澄
は
、「『
草
枕
』
は
な
ぜ

か
漱
石
が
意
図
し
た
『
俳
句
的
小
説
』
と
し
て
は
読
ま
れ
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
は
簡
単
で

あ
る
。
多
く
の
研
究
者
（
漱
石
学
者
）
が
俳
句
に
暗
い
と
い
う
、
こ
の
一
語
に
つ
き
る
」
  39

と
断
ず
る
。
し
か
し
首
藤
は
、
正
岡
子
規
の
「
明
治
二
十
九
年
の
俳
句
界
」
を
引
き
な
が
ら

「
漱
石
俳
句
の
特
色
が
そ
の
ま
ま
『
草
枕
』
の
世
界
の
特
色
」
と
す
る
の
み
で
、
具
体
的
な

俳
句
的
「
小
説
」
の
分
析
に
は
届
い
て
い
な
い
。
俳
句
と
小
説
を
同
時
に
視
野
に
入
れ
る
の

は
意
外
に
難
し
い
よ
う
だ
。

　

俳
句
と
小
説
の
関
係
を
よ
り
明
確
化
し
て
み
よ
う
。
俳
句
的
小
説
が
あ
る
の
な
ら
ば
、
小

説
的
な
俳
句
は
あ
る
の
か
。
た
と
え
ば
、
明
治
二
八
年
一
一
月
三
日
、
俳
句
修
行
中
の
夏
目

金
之
助
よ
り
正
岡
常
規
へ
宛
て
ら
れ
た
手
紙
の
中
に
「
花
芒
小
便
す
れ
ば
馬
逸
す
」
が
あ
る
。

こ
れ
に
対
す
る
子
規
の
コ
メ
ン
ト
は
、「
小
便
ノ
た
め
に
馬
を
逃
が
し
た
る
ハ
理
屈
あ
り
て

よ
か
ら
ず
」
  40

で
あ
る
。
こ
の
「
理
屈
」
は
、「
小
説
的
」
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
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う
。
小
便
を
し
て
い
た
こ
と
が
原
因
と
な
っ
て
馬
を
逃
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
結
果
に
な
っ

て
い
る
か
ら
だ
。「
小
便
す
れ
ば
馬
逸
す
」
は
、
い
か
に
短
く
と
も
因
果
関
係
を
描
い
た
小

説
な
の
で
あ
り
、
俳
句
と
し
て
は
ま
ず
い
も
の
、
小
説
的
俳
句
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
因
果
関
係
に
よ
る
「
理
屈
」
か
ら
離
れ
る
俳
句
の
表
現
観
が
、
因
果
関
係
に

よ
る
「
理
屈
」
に
依
存
す
る
小
説
を
中
心
的
位
置
に
置
く
文
学
観
か
ら
漱
石
を
自
由
に
し
た
。

「
若
し
我
々
が
、
外
国
の
文
学
で
も
研
究
し
て
行
か
う
と
、
云
ふ
の
に
は
、
其
の
下
地
と
し

て
、
俳
句
抔
を
学
ん
で
置
く
と
云
ふ
こ
と
は
、
極
め
て
利
益
あ
る
こ
と
ゝ
考
へ
ま
す
。（
中

略
）
自
分
の
標
準
を
作
り
、
趣
味
を
固
め
て
置
く
と
云
ふ
こ
と
は
、
凡
て
の
文
学
を
研
究
し

て
行
く
上
に
、
大
な
る
元エ

レ
メ
ン
ト素を
為
す
所
以
で
あ
り
ま
せ
う
」。
  41

。「
草
枕
」
に
お
い
て
は

レ
ッ
シ
ン
グ
の
『
ラ
オ
コ
ー
ン
』
へ
の
言
及
が
あ
り
（
六
、十
）、
言
語
表
現
の
空
間
的
絵
画

的
配
置
に
つ
い
て
の
考
察
が
な
さ
れ
る
が
、
漱
石
は
『
ラ
オ
コ
ー
ン
』
に
影
響
さ
れ
る
以
前

に
、
俳
句
の
「
趣
味
を
固
め
」、
そ
れ
に
従
っ
て
『
ラ
オ
コ
ー
ン
』
の
中
に
見
出
す
べ
き
価

値
を
走
査
し
て
い
る
だ
け
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
非
西
欧
近
代
小
説
、
小
説
の

筋
を
切
断
す
る
俳
句
的
小
説
と
い
う
発
想
の
原
理
が
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

具
体
的
に
、
か
つ
な
る
べ
く
簡
単
に
考
え
て
み
た
い
。
漱
石
が
寺
田
寅
彦
に
語
っ
た
と
こ

ろ
に
よ
れ
ば
、「
花
が
散
っ
て
雪
の
よ
う
だ
と
い
っ
た
よ
う
な
常
套
な
描
写
を
月
並
み
と
い

う
」
  42

。
俳
句
的
小
説
は
、「
月
並
み
」
を
避
け
る
も
の
の
は
ず
だ
。「
草
枕
」
九
よ
り
引
用

す
る
。

　
「
地
震
！
」
と
小
声
で
叫
ん
だ
女
は
、
膝
を
崩
し
て
余
の
机
に
靠
り
か
ゝ
る
。
御
互

の
身
軀
が
す
れ
〳
〵
に
動
く
。
キ
ヽ
ー
と
鋭
ど
い
羽
摶
を
し
て
一
羽
の
雉
子
が
藪
の

中
か
ら
飛
び
出
す
。

　
「
雉
子
が
」
と
余
は
窓
の
外
を
見
て
云
ふ
。

　
「
ど
こ
に
」
と
女
は
崩
し
た
、
か
ら
だ
を
擦
寄
せ
る
。
余
の
顔
と
女
の
顔
が
触
れ
ぬ

許
り
に
近
付
く
。
細
い
鼻
の
穴
か
ら
出
る
女
の
呼
吸
が
余
の
髭
に
さ
は
つ
た
。

　
「
非
人
情
で
す
よ
」
と
女
は
忽
ち
坐
住
居
を
正
し
な
が
ら
屹
と
云
ふ
。

　
「
無
論
」
と
言
下
に
余
は
答
へ
た
。

小
説
な
ら
ば
、
地
震
と
い
う
危
機
が
原
因
と
な
っ
て
男
女
の
仲
が
接
近
し
、
結
ば
れ
る
と
い

う
結
果
に
至
る
組
み
立
て
が
常
套
（
月
並
み
）
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、「
草
枕
」
は
、「
非
人

情
」
で
そ
の
よ
う
な
「
理
屈
」
を
切
る
。
こ
の
少
し
前
の
「
普
通
の
小
説
は
み
ん
な
探
偵
が

発
明
し
た
も
の
で
す
よ
」
も
因
果
関
係
に
関
わ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
探
偵
（
小
説
）
は
、
結

果
と
し
て
の
事
件
、
事
実
を
そ
の
原
因
や
動
機
へ
と
合
理
的
な
「
理
屈
」
に
よ
っ
て
結
び
つ

け
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
文
脈
で
は
「
人
情
」
で
あ
り
、
人
情
と
は
し
ば
し
ば
因
果

関
係
そ
の
も
の
な
の
だ
。

　

ま
た
漱
石
は
言
う
。「
秋
風
や
白
木
の
弓
に
つ
る
張
ら
ん
と
い
っ
た
よ
う
な
句
は
佳
い
句

で
あ
る
」
  43

。
極
め
て
普
通
に
上
五
に
切
れ
字
が
あ
る
去
来
の
句
で
、
因
果
関
係
か
ら
切
り

離
さ
れ
た
二
つ
の
カ
ッ
ト
（
シ
ョ
ッ
ト
）
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
文
人
的
に
美
術
に

深
い
関
心
を
抱
く
漱
石
が
、
こ
の
表
現
を
二
つ
の
画
像
を
組
み
合
わ
せ
る
も
の
と
し
て
理
解

し
て
い
た
と
し
て
も
な
ん
ら
不
思
議
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
手
法
を
推
し
進
め

て
映
像
作
品
を
作
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
宮
崎
駿
と
並
ぶ
ス
タ
ジ
オ
ジ

ブ
リ
の
映
画
監
督
・
高
畑
勲
も
参
加
し
て
い
る
『
連
句
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
「
冬
の
日
」』
  44

は
、
そ
の
証
左
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
俳
句
的
小
説
と
は
、
プ
ロ
ッ
ト
の
進
行
を
阻
害
す
る
よ
う
な

切
れ
が
随
所
に
施
さ
れ
る
が
、
そ
の
阻
害
の
内
容
は
、
定
ま
っ
た
プ
ロ
ッ
ト
の
一
時
的
な

「
休
止
」（
延
長
、
エ
キ
ス
テ
ン
シ
ョ
ン
）
だ
け
で
は
な
く
、
物
語
の
定
型
的
な
進
行
が
崩
さ

れ
る
「
飛
躍
」
を
も
た
ら
す
も
の
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
「
休
止
」
な
ら

ぬ
「
飛
躍
」
を
捉
え
る
に
は
、
俳
句
へ
の
目
配
り
が
必
要
で
あ
り
、『
文
学
論
』
に
お
け
る

西
欧
由
来
の
理
論
的
思
索
の
み
に
頼
っ
た
考
察
だ
け
で
は
不
備
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
「
飛
躍
」
は
「
草
枕
」
の
明
確
な
影
響
下
に
成
立
し
、
す
で
に
不
定

形
な
『
千
と
千
尋
の
神
隠
し
』
さ
え
も
凌
駕
す
る
『
崖
の
上
の
ポ
ニ
ョ
』
に
よ
っ
て
、
宮
崎

ア
ニ
メ
で
も
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
宮
崎
ア
ニ
メ
を
観
る
経
験
を
、「
草
枕
」
を

読
む
経
験
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
こ
と
が
可
能
な
は
ず
だ
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
は
非
常
に
奇
妙
な
事
態
で
あ
る
。『
連
句
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
「
冬

の
日
」』
は
芸
術
作
品
で
あ
っ
て
、
こ
の
領
域
に
お
い
て
は
プ
ロ
ッ
ト
か
ら
の
逸
脱
な
ど
当

た
り
前
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
漱
石
、
宮
崎
駿
の
特
異
な
と
こ
ろ
は
、
プ
ロ
ッ
ト
か
ら
の
逸
脱

を
志
向
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
メ
ジ
ャ
ー
な
通
俗
、
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
へ
の
志
向

も
同
時
に
備
え
、
そ
れ
を
実
現
し
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
プ
ロ
ッ
ト
か
ら
の
逸
脱
の
志
向
は
、
プ
ロ
ッ
ト
の
完
全
廃
棄
で
は
な
い
。
例

え
ば
、
那
美
の
「
離
縁
さ
れ
た
亭
主
」
と
の
出
会
い
（
十
二
）
は
、
非
人
情
を
基
調
と
す
る

か
に
見
え
る
「
草
枕
」
に
小
説
的
な
過
去
と
の
因
果
関
係
＝
人
情
が
侵
入
し
プ
ロ
ッ
ト
を
構

成
し
て
し
ま
う
危
機
的
な
シ
ー
ン
の
一
つ
で
あ
る
。「
草
枕
」
は
、
小
説
の
要
素
が
確
か
に

存
在
す
る
か
ら
、
単
な
る
俳
句
で
は
な
く
俳
句
的
小
説
な
の
だ
。
宮
崎
駿
の
場
合
も
同
断
で

あ
ろ
う
。「
草
枕
」
に
お
い
て
最
終
的
に
「
胸
中
の
画
面
」
が
「
成
就
」
す
る
よ
う
に
、
ポ

219
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宮崎駿と夏目漱石（下）

ニ
ョ
は
人
魚
か
ら
人
間
に
な
り
物
語
初
期
か
ら
の
目
的
を
達
成
す
る
。
両
者
と
も
に
、
単
に

因
果
関
係
を
全
消
去
す
る
の
で
は
な
く
、
因
果
関
係
が
構
成
す
る
パ
タ
ー
ン
と
の
緊
張
関
係

に
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
と
し
て
成
立
せ
ず
、
海
外
で
も
評

価
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
ベ
ネ
チ
ア
国
際
映
画
祭
で
宮
崎
は
言
う
。

ど
れ
ほ
ど
多
く
の
も
の
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
影
響
を
受
け
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
か
と

い
う
こ
と
で
、
そ
う
い
う
人
間
の
作
っ
た
も
の
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
通
じ
な
い
は

ず
が
な
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
  45

カ
ナ
ダ
の
ピ
ア
ニ
ス
ト
、
グ
レ
ン
・
グ
ー
ル
ド
が
「
草
枕
」
を
高
く
評
価
し
て
い
た
エ
ピ

ソ
ー
ド
は
す
で
に
有
名
で
あ
ろ
う
  46

。「
草
枕
」
は
、
宮
崎
ア
ニ
メ
の
よ
う
に
世
界
的
な
評

価
を
得
る
可
能
性
が
あ
る
の
だ
。

　

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
漱
石
自
身
は
鈴
木
三
重
吉
へ
の
手
紙
（
明
治
三
九
年
十
月

二
六
日
）
で
「
草
枕
の
様
な
主
人
公
で
は
い
け
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
西
洋
の

や
う
な
大
き
な
構
造
で
は
あ
ん
な
小
ぽ
け
な
も
の
を
置
い
て
も
一
向
目
に
立
た
な
い
。
俳
句

に
進
歩
は
な
い
で
せ
う
」
  47

と
い
う
後
の
言
葉
を
見
て
も
、
俳
句
の
重
要
性
は
減
じ
て
い
く

よ
う
だ
。
職
業
作
家
と
し
て
、
ま
た
新
聞
連
載
作
家
と
し
て
や
っ
て
い
く
に
は
、
読
者
の
興

味
を
惹
き
付
け
る
プ
ロ
ッ
ト
の
力
を
借
り
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。「
草

枕
」
の
よ
う
な
俳
句
的
小
説
で
よ
い
の
で
あ
れ
ば
、
も
っ
と
こ
の
路
線
が
続
い
た
は
ず
で
あ

る
。

　

一
方
、
完
成
さ
れ
た
プ
ロ
ッ
ト
を
崩
し
切
断
し
て
い
く
こ
と
で
、
世
界
的
な
成
功
を
収
め

た
宮
崎
駿
は
、
漱
石
の
歩
み
を
逆
方
向
に
巻
き
戻
し
て
い
く
こ
と
で
、
漱
石
に
出
会
い
直
し

た
と
言
え
る
。
現
代
の
画
工
で
あ
る
彼
は
、「
草
枕
」
を
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
と
し
て

蘇
ら
せ
る
と
い
う
離
れ
業
を
や
っ
て
の
け
た
の
だ
。
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
が
、
ア
ニ
メ
ー

シ
ョ
ン
と
い
う
技
術
で
あ
る
。
そ
れ
は
筋
の
興
味
を
上
回
る
画
像
の
美
し
さ
と
い
う
強
み
を

持
っ
て
い
た
。
漱
石
の
美
文
を
味
わ
う
リ
テ
ラ
シ
ー
の
獲
得
は
困
難
だ
が
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ

ン
の
リ
テ
ラ
シ
ー
は
、
あ
る
世
代
か
ら
下
の
多
く
は
子
供
の
頃
か
ら
鍛
え
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

漱
石
に
よ
っ
て
構
想
さ
れ
、
宮
崎
駿
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
、
前
衛
で
あ
り
か
つ
エ
ン

タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
で
あ
る
よ
う
な
新
し
い
小
説
の
夢
こ
そ
「
草
枕
」
で
あ
っ
た
。

こ
の
種
の
小
説
は
未
だ
西
洋
に
も
な
い
よ
う
だ
。
日
本
に
は
無
論
無
い
。
そ
れ
が
日

本
に
出
来
る
と
す
れ
ば
、
先
づ
、
小
説
界
に
於
け
る
新
ら
し
い
運
動
が
、
日
本
か
ら

起
つ
た
と
い
へ
る
の
だ
。
  48

「
草
枕
」
の
本
来
の
居
場
所
は
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
わ
ば
、

漱
石
は
、
宮
崎
駿
と
い
う
画
工
と
な
っ
て
、
こ
の
現
代
に
お
い
て
縦
横
無
尽
に
活
躍
し
て
い

た
の
で
あ
る
。

九
　
結
論
と
今
後
の
課
題

　

漱
石
は
、
西
洋
の
絵
画
・
文
学
と
対
峙
し
て
そ
れ
を
日
本
の
文
化
の
中
に
取
り
込
み
つ
つ

独
自
の
表
現
を
切
り
拓
こ
う
と
す
る
試
み
に
お
い
て
、
宮
崎
駿
の
先
達
で
あ
っ
た
。
宮
崎
駿

が
漱
石
、
特
に
「
草
枕
」
に
接
近
し
て
い
っ
た
の
は
、
彼
が
物
語
の
定
型
と
い
う
「
頽
廃
」

か
ら
抜
け
出
る
努
力
を
積
み
重
ね
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、「
草
枕
」
が
「
俳
句
的
小
説
」
と

し
て
小
説
の
小
説
た
る
所
以
で
あ
る
プ
ロ
ッ
ト
を
切
断
し
常
套
を
覆
す
前
衛
性
を
有
し
、
や

は
り
そ
れ
が
宮
崎
の
取
り
組
み
と
響
き
合
う
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

現
代
の
我
々
が
、
難
解
な
「
草
枕
」
を
読
も
う
と
す
る
と
き
、
物
語
の
展
開
が
必
ず
し
も

因
果
関
係
に
沿
っ
て
は
い
な
い
飛
躍
を
示
す
宮
崎
ア
ニ
メ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
読
む
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
の
真
価
へ
の
ア
ク
セ
ス
と
共
有
が
容
易
に
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

　

今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
今
回
は
こ
の
研
究
領
域
の
端
緒
と
し
て
宮
崎
駿
の
言
い
分
を
追

跡
調
査
す
る
構
え
を
と
っ
た
が
、
実
際
の
表
現
に
お
い
て
作
り
手
の
言
う
と
こ
ろ
か
ら
ず
れ

て
い
た
り
、
そ
れ
を
超
え
て
何
か
を
達
成
し
て
し
ま
っ
て
い
る
レ
ベ
ル
の
考
察
が
さ
ら
に
必

要
だ
ろ
う
。
ま
た
、
宮
崎
駿
が
多
大
な
関
心
を
示
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
今
回
取
り
上
げ

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
堀
田
善
衛
や
堀
辰
雄
と
の
関
係
か
ら
、
物
語
の
定
型
と
そ
こ
か
ら

の
逸
脱
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

な
お
、
現
在
の
宮
崎
駿
は
、『
風
立
ち
ぬ
』（
二
〇
一
三
）
を
最
後
の
長
編
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ

ン
作
品
と
し
て
引
退
す
る
と
い
う
宣
言
を
撤
回
し
て
  49

、
新
作
『
君
た
ち
は
ど
う
生
き
る

か
』
に
取
り
組
ん
で
い
る
  50

。
そ
の
制
作
過
程
に
お
い
て
も
、
宮
崎
の
漱
石
の
へ
の
関
心
は

持
続
し
て
お
り
、『
熱
風
』
二
〇
一
八
年
十
月
号
に
は
、「【
対
談
】
半
藤
一
利
×
宮
崎
駿　

『
明
治
の
御
代
の
「
坊
っ
ち
や
ん
」』
を
め
ぐ
っ
て
。」
が
掲
載
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
古
山
和

男
『
明
治
の
御
代
の
「
坊
っ
ち
や
ん
」』（
二
〇
一
七
・
一
〇
、
春
秋
社
）
を
め
ぐ
る
半
藤
と

宮
崎
の
対
談
で
あ
る
が
、
こ
と
の
発
端
は
、
次
に
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

宮
崎
監
督
が
、
あ
る
日
、「
お
も
し
ろ
い
本
を
見
つ
け
た
」
と
や
や
興
奮
気
味
に
話
し

始
め
た
。
好
き
な
夏
目
漱
石
の
「
草
枕
」
中
の
不
思
議
に
思
っ
て
い
た
描
写
が
、
こ

の
本
の
著
者
で
あ
る
古
山
和
男
氏
の
よ
う
に
、
夢
幻
能
で
読
み
解
け
ば
、
至
極
納
得
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四

跡　上　史　郎

が
い
く
と
い
う
の
で
あ
る
。
  51

「
草
枕
」
を
「
夢
幻
能
で
読
み
解
」
く
と
い
う
ア
イ
デ
ア
そ
の
も
の
は
、
文
学
研
究
者
に

と
っ
て
は
特
に
目
新
し
い
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
古
典
の
研
究
者
等
で
あ
れ
ば
す
ぐ
に
思

い
つ
か
ね
ば
な
ら
な
い
発
想
な
の
で
、
宮
崎
駿
の
関
心
が
文
学
研
究
の
専
門
書
に
は
あ
ま
り

及
ん
で
い
な
い
こ
と
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
は
あ
る
も
の
の
、
重
要
な
の
は
、
映
画
製
作
中
の

宮
崎
駿
が
一
般
向
け
の
漱
石
の
新
刊
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
内
容
を
読
み
、
関
心
を
惹
く
も
の
で

あ
れ
ば
半
藤
一
利
と
の
対
談
を
企
画
し
、
実
現
さ
せ
て
し
ま
う
と
い
う
事
実
で
あ
る
。『
君

た
ち
は
ど
う
生
き
る
か
』
と
い
う
新
作
の
タ
イ
ト
ル
は
、
吉
野
源
三
郎
の
小
説
を
思
わ
せ
る

も
の
で
、
漱
石
と
の
関
連
は
未
知
数
で
あ
る
が
、
宮
崎
駿
の
漱
石
へ
の
関
心
は
、
現
在
も
衰

え
る
こ
と
な
く
、
持
続
し
て
い
る
の
だ
。

【
付
記
】

　

漱
石
の
本
文
の
引
用
は
『
定
本　

漱
石
全
集
』
に
拠
る
。
本
稿
は
、
日
本
近
代
文
学
会

二
〇
一
七
年
度
春
季
大
会
（
特
集
：
一
〇
一
年
目
の
漱
石
│
│
な
ぜ
読
ま
れ
て
き
た
の
か
）

に
お
け
る
研
究
発
表
「
宮
崎
駿
に
な
っ
た
夏
目
漱
石
│
│
時
代
・
ジ
ャ
ン
ル
を
超
え
る
「
草

枕
」
Ｄ
Ｎ
Ａ
」（
五
月
二
七
日
、
於
東
京
外
国
語
大
学
）
に
基
づ
い
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な

ご
教
示
を
賜
っ
た
聴
衆
諸
氏
に
感
謝
の
意
を
表
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

【
注
】

33 

前
掲
『
腰
抜
け
愛
国
談
義
』

34 「
余
が
『
草
枕
』」（『
文
章
世
界
』
一
九
〇
六・一
〇
）

35 「
明
治
四
十
、四
十
一
年
頃　

断
片
四
六
」

36 「
文
学
雑
話
」（『
早
稲
田
文
学
』
三
五
号
、
一
九
〇
八・一
〇
）

37 

前
掲
「
余
が
『
草
枕
』」

38 

半
藤
一
利
『
漱
石
俳
句
を
愉
し
む
』（
一
九
九
七・
一
、PH

P

研
究
所
）、
前
掲
『
漱
石
俳
句
探

偵
帖
』
等

39 

首
藤
基
澄
『
近
代
文
学
と
熊
本
│
│
水
脈
の
広
が
り
│
│
』（
二
〇
〇
三・一
〇
、
和
泉
書
院
）

40 

和
田
茂
樹
編
『
漱
石
・
子
規
往
復
書
簡
集
』（
二
〇
〇
二・一
〇
、
岩
波
書
店
）。

41 「
俳
句
と
外
国
文
学
」（『
紫
苑
』
四
号
、
一
九
〇
四・一
）

42 

寺
田
寅
彦
「
夏
目
漱
石
先
生
の
追
憶
」（『
俳
句
講
座
』
一
九
三
二・
一
二
↓
『
寺
田
寅
彦
全
集
』

第
六
巻
、
一
九
六
一・三
、
岩
波
書
店
））

43 

同
前

44 『
連
句
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
「
冬
の
日
」』（
二
〇
〇
三・一
一
、紀
伊
國
屋
書
店
、品
番:K

K
A

S-15

）

45 「『
生
ま
れ
て
き
て
よ
か
っ
た
』
と
言
え
る
映
画
を
作
り
た
い
／
第
六
十
二
回
ベ
ネ
チ
ア
国
際
映

画
祭　

記
者
懇
談
会
に
て
」（
二
〇
〇
五
年
九
月
八
日
、
ベ
ネ
チ
ア
・
リ
ド
島
、
ホ
テ
ル
「
ラ
・

メ
リ
デ
ィ
ア
ナ
」
の
庭
に
て
↓
前
掲
『
折
り
返
し
点
』）

46 

石
井
和
夫
「
草
枕
」（
小
森
陽
一
・
他
編
『
漱
石
辞
典
』
二
〇
一
七・五
、
翰
林
書
房
）

47 「
西
洋
に
は
な
い
」（『
俳
味
』
一
九
一
一・六
）

48 

前
掲
「
余
が
『
草
枕
』」

49 「
宮
崎
駿
監
督
が
新
作
長
編
の
準
備
に　

事
実
上
の
「
引
退
」
撤
回
」（『
産
経
ニ
ュ
ー
ス
』

二
〇
一
七・二・二
四
） 

<U
R

L:https://w
w

w.sankei.com
/entertainm

ents/new
s/170224/ent1702240022-n1.htm

l> 

二
〇
二
〇
年
九
月
十
四
日
閲
覧

50 「
宮
崎
駿
監
督
、
新
作
タ
イ
ト
ル
は
「
君
た
ち
は
ど
う
生
き
る
か
」」（『
朝
日
新
聞
デ
ジ
タ
ル
』

二
〇
一
七・一
〇・二
八
）  

<U
R

L:https://w
w

w.asahi.com
/articles/A

SK
B

X
5T4ZK

B
X

U
C

LV
008.htm

l> 

二
〇
二
〇
年

九
月
十
四
日
閲
覧

51 「
特
別
収
録
【
対
談
】
半
藤
一
利
×
宮
崎
駿　
『
明
治
の
御
代
の
「
坊
っ
ち
や
ん
」』
を
め
ぐ
っ
て
。」

（『
熱
風
』
二
〇
一
八・一
〇
）
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