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ア
メ
リ
カ
在
住
の
李
先
生
と
お
話

　

ク
リ
ス
マ
ス
に
積
も
っ
た
山
口
市
阿
東
の
徳
佐

高
原
の
二
五
セ
ン
チ
ほ
ど
の
雪
は
、
お
正
月
に

は
溶
け
て
急
に
暖
か
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
の

と
こ
ろ
、
農
園
主
の
大だ

い
え慧

は
、
農
作
業
の
始
ま
る

春
に
向
け
て
、
歩
行
式
の
草
刈
り
機
の
カ
バ
ー
の

取
り
替
え
等
農
機
具
の
整
備
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。ハ
ウ
ス
の
中
の
ぶ
ど
う
の
蔓
を
剪
定
し
た
り
、

畑
の
白
菜
を
少
し
干
し
て
漬
物
に
し
た
り
、
豊
作

だ
っ
た
サ
ツ
マ
イ
モ
を
干
し
芋
に
し
た
り
も
し
ま

す
。
つ
ば
め
農
園
の
紹
介
と
し
て
、「
イ
セ
ヒ
カ

リ
物
語
」
と
い
う
パ
ン
フ
と
、
こ
の
連
載
の
三

年
分
を
ま
と
め
た
冊
子
も
作
り
ま
し
た
（http://

ankei.jp/yuji/?n=2636

）。

　

新
年
に
は
、
台
湾
の
新
竹
出
身
で
ア
メ
リ
カ
在

住
の
＃
李り

遠え
ん
せ
ん川

先
生
ご
夫
妻
と
、
日
本
語
で
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
お
話
し
す
る
の
が
、
毎
年
の
心

躍
る
習
慣
に
な
っ
て
い
ま
す
。
先
史
学
者
の
國
分

直
一
先
生
と
の
ご
縁
で
知
り
合
っ
た
お
二
人
は
、

世
界
的
な
生
化
学
の
研
究
者
で
、
李
先
生
は
、
台

湾
大
学
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
や
合
唱
団
の
育
て
の
親

で
あ
る
、
農
学
者
の
＃
高た

か
さ
か坂

知と
も
た
け武

教
授
の
薫
陶
を

受
け
た
ビ
オ
ラ
奏
者
で
す
。奥
様
の
麗
子
さ
ん
は
、

高
坂
教
授
の
娘
さ
ん
で
バ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
で
も
あ

り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
に
世
界
の
あ
ち
こ
ち
を
旅
行

さ
れ
た
中
か
ら
、
今
年
は
、
と
く
に
他
と
は
違
っ

て
強
く
印
象
に
残
っ
た
と
い
う
、
南
米
の
端
の
パ

タ
ゴ
ニ
ア
の
旅
の
様
子
を
、
美
し
い
ス
ラ
イ
ド
で

見
せ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
ア
ン
デ
ス
山
脈
の
南

の
端
が
海
に
落
ち
込
む
と
こ
ろ
、
マ
ゼ
ラ
ン
海
峡

の
巨
大
な
氷
河
の
側
を
船
で
回
る
旅
は
、
雄
大
な

自
然
の
中
に
グ
ア
ナ
コ
や
オ
タ
リ
ア
（
パ
タ
ゴ
ニ

ア
ア
シ
カ
）
や
コ
ン
ド
ル
な
ど
の
野
生
動
物
や
、

珍
し
い
花
々
が
間
近
に
写
し
取
ら
れ
て
い
て
、
コ

ロ
ナ
の
時
代
に
な
か
な
か
経
験
で
き
な
い
、
大
旅

行
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
で
し
た
。

県
境
を
越
え
た
津
和
野
と
の
縁　

　

つ
ば
め
農
園
の
有
機
農
業
の
師
匠
の
＃
吉
松

敬け
い
す
け祐

さ
ん
は
、
冬
は
麹
づ
く
り
に
精
を
出
し
て

お
ら
れ
ま
す
。
お
年
始
に
、
歩
い
て
一
五
分
ほ
ど

の
吉
松
農
園
に
家
族
三
人
で
ご
挨
拶
に
行
き
ま
し

た
。
地
域
の
地
名
や
そ
こ
か
ら
北
に
一
山
越
え
れ

ば
、
も
う
島
根
県
な
の
で
、
山
口
市
阿
東
徳
佐
と

津
和
野
と
の
交
流
な
ど
に
つ
い
て
、
お
話
を
う
か

が
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
と
い
う
の
も
、
貴
子
の
母
は
、
子
ど
も
の

こ
ろ
一
九
三
四
年
か
ら
一
九
三
八
年
に
津
和
野
に

住
ん
で
い
た
の
で
す
。
父
親
（
貴
子
の
祖
父
）
が

旧
制
津
和
野
中
学
の
校
長
だ
っ
た
の
で
、
津
和
野

藩
の
筆
頭
庄
屋
だ
っ
た
彌や

重し
げ

邸
を
借
り
て
、
家
族

七
人
で
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
は
、
今
は
＃

杜も
り
じ
ゅ
く塾

美
術
館
と
し
て
一
般
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。

母
と
と
も
に
、
か
つ
て
住
ん
だ
住
宅
の
二
階
に
あ

が
っ
て
み
た
と
こ
ろ
「
こ
こ
に
隠
し
窓
が
あ
っ
て

下
で
奉
公
人
が
何
を
し
て
い
る
か
が
見
え
る
で
し
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ょ
う
」
と
母
。
覗
い
て
み
る
と
、
下
は
台
所
で
、

石
畳
に
井
戸
が
あ
っ
て
、
こ
こ
で
私
の
祖
母
が
徳

佐
瓜
の
か
す
漬
や
、
た
く
あ
ん
漬
を
一
年
分
漬
け

て
い
た
そ
う
で
す
。
以
下
は
、
吉
松
敬
祐
さ
ん
の

思
い
出
話
で
す
。

　

そ
う
だ
よ
、
こ
こ
宇う

づ

ね

津
根
集
落
の
人
た
ち
も

よ
く
津
和
野
に
瓜
な
ど
の
野
菜
を
担
い
で
売
り

に
行
っ
た
よ
。
津
和
野
は
製
紙
が
盛
ん
だ
っ
た

か
ら
、
原
料
の
こ
う
ぞ
・
み
つ
ま
た
の
苗
な
ん
か

育
て
て
売
り
に
行
っ
て
稼
い
だ
。
う
ち
の
田
ん

ぼ
の
上
の
た
め
池
の
横
の
道
を
あ
が
っ
て
垰た

お

を
こ

え
た
ら
津
和
野
に
出
る
。
こ
の
峠
に
通
じ
る
道

を
「
道ど
う
げ
ん
み
ち

元
道
」
と
い
い
ま
す
。
曹
洞
宗
の
寺
が
こ

の
道
沿
い
に
あ
る
か
ら
こ
う
呼
ぶ
の
か
も
し
れ
な

い
。
子
ど
も
の
足
で
も
津
和
野
ま
で
四
〇
分
く
ら

い
で
行
け
る
か
ら
、
近
い
も
の
で
す
。

　

昔
は
今
と
違
っ
て
、
津
和
野
城
の
宇
津
根
に
近

い
鷲わ
し
ば
ら原
八
幡
宮
や
、
今
は
道
の
駅
が
あ
る
側
が
町

の
中
心
だ
っ
た
か
ら
、
今
よ
り
も
町
な
か
に
は
近

か
っ
た
。
津
和
野
は
、
こ
こ
ら
周
辺
の
商
業
の
中

心
地
で
、
鍛
冶
屋
の
作
る
道
具
や
生
活
用
品
、
も

の
づ
く
り
の
資
材
な
ど
、
み
な
こ
こ
で
買
っ
て
い

た
。
太
鼓
谷
の
お
稲
成
様
の
祭
の
縁
日
に
も
出
か

け
た
よ
。

　

津
和
野
で
売
っ
た
帰
り
に
は
、
津
和
野
の
下し
も
ご
え肥

を
入
れ
た
「
肥こ
え

た
ご
」
を
二
つ
、
天て
ん
び
ん
ぼ
う

秤
棒
で
担
い

で
垰
を
越
え
て
戻
っ
て
く
る
。
津
和
野
は
町
だ
っ

た
か
ら
、
食
べ
物
が
い
い
。
こ
こ
ら
へ
ん
の
人
は

あ
ま
り
魚
な
ど
食
べ
て
い
な
い
か
ら
、「
津
和
野

の
肥こ

や
し
を
か
け
る
と
野
菜
が
よ
う
で
き
る
」と
、

う
ち
の
昔
の
婆
さ
ん
も
言
っ
て
い
た
。
金き
ん
ぴ肥
が
出

ま
わ
る
戦
後
ま
で
は
、
肥
料
と
い
っ
た
ら
家
畜
の

糞
か
下
肥
だ
っ
た
か
ら
、
津
和
野
と
の
関
係
は
大

事
な
も
の
だ
っ
た
よ
。肥
た
ご
ひ
と
つ
が
一
斗（
一

八
リ
ッ
ト
ル
）
ほ
ど
だ
か
ら
、
天
秤
棒
一
本
で
四

〇
キ
ロ
近
く
担
い
だ
。
行
く
と
き
に
は
、
洗
っ
た

桶
の
中
に
売
り
た
い
も
の
、
瓜
と
か
大
根
と
か
を

入
れ
て
い
っ
た
わ
け
だ
。
帰
り
に
山
道
を
歩
く
と

き
は
、
背
が
低
い
と
桶
が
つ
か
え
て
苦
労
し
た
。

揺
れ
て
も
こ
ぼ
れ
な
い
よ
う
に
、
上
に
は
草
を
浮

か
べ
る
ん
だ
。

　

炭
俵
は
一
つ
が
四
貫
目（
約
一
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
）

あ
る
か
ら
三
俵
を
積
ん
で
四
五
キ
ロ
、
こ
の
ぐ
ら

い
は
、
子
ど
も
で
も
背
中
に
担
い
で
出
し
た
も
ん

よ
。
大
人
な
ら
六
〇
か
ら
九
〇
キ
ロ
は
担
い
だ
。

子
ど
も
が
津
和
野
へ
の
運
搬
を
手
伝
う
と
き
は
、

父
親
は
朝
早
く
、
ま
ず
子
ど
も
の
分
の
荷
物
を
担

い
で
垰
ま
で
持
っ
て
い
っ
て
お
い
て
、
戻
っ
て
か

ら
こ
ん
ど
は
子
ど
も
と
一
緒
に
自
分
の
荷
物
を
担

い
で
垰
ま
で
上
り
、
そ
こ
か
ら
子
ど
も
に
も
荷
物

を
担
が
せ
て
津
和
野
に
降
り
て
い
っ
た
。

　

う
ち
も
そ
う
だ
け
ど
、
こ
こ
の
人
々
は
島
根
県

に
親
戚
が
多
い
。
津
和
野
か
ら
さ
ら
に
北
側
の
、

益
田
市
の
南
の
方
ま
で
、
鉄
道
が
通
る
前
か
ら
、

一
日
で
歩
け
る
十
里
（
約
四
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

の
範
囲
か
ら
嫁
や
婿
を
も
ら
う
な
ど
の
行
き
来
が

あ
る
。

　

津
和
野
は
近
い
し
、
津
和
野
か
ら
さ
ら
に
日
本

海
側
の
田た

ま万
川が
わ

（
現
、
萩
市
）
ま
で
の
道
が
よ
く

て
、
そ
も
そ
も
こ
の
あ
た
り
の
人
が
「
海
」
と
言

っ
た
ら
田
万
川
の
江
崎
漁
港
を
指
し
た
も
の
だ
っ

た
。
お
だ
や
か
な
い
い
漁
港
で
、
魚
も
こ
こ
か
ら

来
て
い
た
。
大
正
時
代
の
は
じ
め
に
山
口
線
が
開

通
し
て
か
ら
は
、
そ
れ
ま
で
は
主
に
津
和
野
を
中

心
に
し
て
い
た
流
通
の
経
路
が
随
分
変
わ
っ
た
。

�

（
つ
づ
く
）

�

（
あ
ん
け
い
た
か
こ
・
あ
ん
け
い
ゆ
う
じ
）

　
　

a@
ankei.jp

　
　

http://ankei.jp
Q
R
コ
ー
ド
に
ス
マ
ホ
を
か
ざ
す
と
、
各
サ
イ
ト
が
見

ら
れ
ま
す
。文
中
の
＃
マ
ー
ク
は
ブ
ロ
グ
内
検
索
用
で
す
。

吉松さんの語り付きのイセヒカリ物語のパン
フ＋おひさま便り連載三年分集成の冊子


