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は
じ
め
に

カ
エ
ル
と
牛

イ
ソ
ッ
プ
童
話
の
中
に
「
カ
エ
ル
と
牛
」
と
い
う
話
が
あ
る
。

あ
る
牧
場
で
、
子
ガ
エ
ル
の
兄
弟
の
一
匹
が
牛
に
踏
み
つ
ぶ
さ
れ
た
。
カ
エ
ル
の
子
は
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
だ
が
、
こ

の
際
、
細
か
な
詮
索
は
置
い
て
お
こ
う
。
要
は
、
小
さ
な
カ
エ
ル
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
生
ま
れ
て
初
め
て
牛
を
見
た

子
ガ
エ
ル
た
ち
は
、
母
ガ
エ
ル
に
「
弟
ガ
エ
ル
を
踏
み
つ
ぶ
し
た
の
は
、
と
て
も
大
き
な
動
物
だ
っ
た
」
と
報
告
す

る
。
母
ガ
エ
ル
は
自
分
の
お
な
か
を
ふ
く
ら
ま
せ
、「
こ
ん
な
大
き
さ
だ
っ
た
か
い
？
」
と
尋
ね
る
。「
い
い
や
、
も
っ

と
も
っ
と
大
き
か
っ
た
」
と
子
ガ
エ
ル
が
答
え
る
と
、
母
ガ
エ
ル
は
さ
ら
に
大
き
く
ふ
く
ら
ま
せ
た
。「
こ
れ
く
ら
い

か
い
？
」「
ま
だ
ま
だ
（
大
き
さ
が
）
足
り
な
い
」。
何
回
か
繰
り
返
し
た
あ
げ
く
、
と
う
と
う
母
ガ
エ
ル
の
お
な
か
は

破
裂
し
て
し
ま
っ
た
…
…
。

こ
の
寓
話
は
、
ま
さ
に
今
の
わ
た
し
た
ち
の
姿
を
投
影
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
本
の
公
的
債
務
残
高
し
か

り
。
日
銀
の
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
し
か
り
。
そ
し
て
、
地
球
温
暖
化
問
題
し
か
り
で
あ
る
。
母
ガ
エ
ル
の
破
裂
寸
前
の
お

な
か
は
、
せ
め
て
ギ
リ
ギ
リ
の
と
こ
ろ
で
止
め
て
お
け
ば
よ
か
っ
た
の
に
、
も
う
一
息
吸
い
込
ん
だ
が
た
め
に
、
あ
わ

れ
に
も
破
裂
し
た
。
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こ
の
「
ギ
リ
ギ
リ
の
線
」
と
い
う
状
態
を
表
す
こ
と
ば
の
一
つ
に
「
臨
界
」
が
あ
る
。
物
理
学
で
は
、
物
理
的
性
質

が
異
な
る
境
界
を
指
す
用
語
と
し
て
使
わ
れ
る
。
特
に
原
子
炉
や
核
燃
料
な
ど
で
は
、
核
分
裂
反
応
が
時
間
と
と
も
に

増
大
し
始
め
る
境
目
の
状
態
を
臨
界
状
態
と
呼
ぶ
。
別
の
使
い
方
と
し
て
、「
限
界
」
や
「
境
界
」
を
表
す
こ
と
ば
で

も
あ
る
。

成
長
の
臨
界

本
書
の
タ
イ
ト
ル
は
、
こ
の
「
ギ
リ
ギ
リ
の
線
」
を
示
す
用
法
と
し
て
の
「
臨
界
」
で
あ
り
、
激
変
す
る
地
球
環
境

の
下
で
存
亡
の
縁
（
臨
界
）
を
綱
渡
り
す
る
人
類
が
、
ど
の
よ
う
な
経
済
活
動
を
行
う
べ
き
か
を
考
察
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
現
在
の
社
会
シ
ス
テ
ム
の
ま
ま
、
同
じ
よ
う
な
経
済
活
動
を
続
け
て
い
け
ば
、
い
ず
れ
限
界
（
＝
臨

界
）
が
訪
れ
る
。
一
方
で
、
た
と
え
ば
わ
た
し
た
ち
が
脱
物
質
化
社
会
に
移
行
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
と
は
別

の
か
た
ち
で
、
経
済
成
長
を
含
め
、
豊
か
さ
を
追
求
で
き
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ま
で
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
領

域
に
入
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
タ
イ
ト
ル
を
「
成
長
の
臨
界
」
と
し
た
。

１
９
７
２
年
、「
ロ
ー
マ
ク
ラ
ブ
」
が
第
1
回
目
の
報
告
書
『
成
長
の
限
界
』
を
公
表
し
た
。
ロ
ー
マ
ク
ラ
ブ
と
は

１
９
６
８
年
に
、
オ
リ
ベ
ッ
テ
ィ
社
副
会
長
だ
っ
た
Ａ
・
ペ
ッ
チ
ェ
イ
が
元
国
家
元
首
や
経
営
者
、
科
学
者
、
経
済
学

者
ら
世
界
の
有
識
者
に
呼
び
か
け
、
70
年
に
発
足
し
た
グ
ロ
ー
バ
ル
な
民
間
の
研
究
機
関
で
あ
る
。
人
間
の
際
限
な
き

欲
望
の
妄
想
を
脱
し
、「
持
続
可
能
な
成
長
」
と
い
う
ソ
フ
ト
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
実
現
を
考
え
て
い
く
と
い
う
、
新
た

な
次
元
の
発
想
を
提
唱
し
た
。
本
書
が
刊
行
さ
れ
る
２
０
２
２
年
は
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
『
成
長
の
限
界
』
の
報
告
書
か

ら
50
周
年
を
迎
え
る
。
こ
の
50
年
の
間
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
は
ど
の
よ
う
に
変
貌
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
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本
書
の
扱
う
テ
ー
マ

念
の
た
め
に
言
っ
て
お
く
と
、
本
書
は
、
地
球
環
境
問
題
だ
け
を
扱
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
グ
ロ
ー
バ
ル
金
融
・
経

済
の
中
で
の
日
本
経
済
の
過
去
、
現
在
、
そ
し
て
未
来
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
筆
者
と
し
て
は
、
本
書
は
日
本
経
済

論
と
い
う
位
置
づ
け
で
あ
り
、
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
に
も
紙
幅
を
割
い
て
い
る
が
、
そ
れ
は
本
書
の
テ
ー
マ
で
あ

る
日
本
経
済
の
長
期
停
滞
か
ら
の
脱
却
と
の
関
連
で
論
じ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
も
日
本
の
長
期
停
滞
を
論
じ
た
著
作
は
多
数
あ
り
、
そ
の
中
に
は
優
れ
た
も
の
も
少
な
く
な
い
。
そ
れ
で

も
今
回
、
本
書
で
日
本
経
済
論
を
新
た
に
展
開
し
よ
う
と
考
え
た
の
は
、
経
済
・
金
融
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
み
な
ら

ず
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
、
歴
史
的
な
視
点
、
政
治
的
な
視
点
な
ど
多
角
的
な
視
点
か
ら
描
き
た
か
っ
た
、
と
い
う
理

由
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
点
を
、
本
書
の
内
容
の
紹
介
が
て
ら
、
も
う
少
し
説
明
し
よ
う
。

ま
ず
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
と
い
う
の
は
、
単
に
グ
ロ
ー
バ
ル
金
融
危
機
な
ど
の
日
本
経
済
へ
の
波
及
経
路
を
分
析

し
た
、
と
い
っ
た
話
で
は
な
い
。
日
本
経
済
の
過
去
30
年
に
及
ぶ
停
滞
は
、
た
と
え
ば
１
９
９
０
年
代
後
半
以
降
に
始

ま
っ
た
第
二
次
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
時
代
や
第
二
次
機
械
時
代
か
ら
甚
大
な
影
響
を
受
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

Ｉ
Ｔ
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
発
展
で
、
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の
細
分
化
と
生
産
工
程
の
海
外
移
転
が
可
能
に
な
り
、
収
益
性

の
高
い
大
企
業
・
製
造
業
の
事
業
所
が
国
内
か
ら
消
え
去
っ
た
が
、
そ
れ
を
穴
埋
め
し
、
高
い
賃
金
を
支
払
う
仕
事
が

国
内
で
は
生
み
出
さ
れ
な
か
っ
た
。

そ
の
こ
と
は
、
労
働
市
場
の
二
極
化
構
造
を
も
た
ら
し
、
十
分
な
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
（
安
全
網
）
を
持
た
な
い
非

正
規
雇
用
を
増
大
さ
せ
、
日
本
の
長
期
停
滞
を
よ
り
強
固
に
し
た
。
そ
の
過
程
で
、
２
０
０
０
年
代
に
は
、
高
齢
化
で

膨
張
す
る
社
会
保
障
給
付
の
原
資
を
、
被
用
者
の
社
会
保
険
料
の
引
上
げ
で
賄
っ
た
た
め
、
正
規
雇
用
の
人
件
費
が
さ

ら
に
割
高
に
な
り
、
企
業
が
非
正
規
雇
用
へ
の
依
存
を
強
め
た
。
意
図
せ
ざ
る
政
策
効
果
も
働
い
た
の
で
あ
る
。



vi

ま
た
、
日
本
経
済
は
、
長
年
、
基
軸
通
貨
で
あ
る
ド
ル
の
変
動
に
翻
弄
さ
れ
て
き
た
。
少
な
く
と
も
２
０
１
０
年
代

ま
で
は
、
ド
ル
安
・
円
高
を
回
避
す
る
こ
と
が
日
本
銀
行
の
隠
れ
た
責
務
だ
っ
た
。
多
く
の
人
は
、
中
国
人
民
元
や

ユ
ー
ロ
の
擡
頭
で
、
基
軸
通
貨
と
し
て
の
ド
ル
の
地
位
が
揺
ら
い
で
い
る
と
考
え
て
い
る
が
、
豊
か
に
な
っ
て
も
安
全

資
産
を
い
つ
ま
で
も
供
給
で
き
な
い
新
興
国
の
ド
ル
国
債
へ
の
需
要
は
旺
盛
で
、
ド
ル
の
基
軸
通
貨
性
は
む
し
ろ
増
し

て
い
る
。
た
だ
、
中
国
と
の
新
冷
戦
開
始
や
ウ
ク
ラ
イ
ナ
危
機
に
伴
う
ロ
シ
ア
へ
の
金
融
制
裁
の
発
動
な
ど
に
よ
っ

て
、
も
は
や
中
国
は
ド
ル
シ
ス
テ
ム
に
安
住
す
る
こ
と
は
な
い
。
新
た
な
国
際
金
融
シ
ス
テ
ム
と
円
の
未
来
を
探
る
た

め
に
、
ド
ル
基
軸
通
貨
体
制
を
そ
の
誕
生
か
ら
歴
史
的
に
掘
り
下
げ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
本
書
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
だ
け
で
な
く
、
歴
史
的
な
視
点
も
重
視
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
「
経

済
成
長
の
時
代
」
が
19
世
紀
初
頭
に
訪
れ
た
の
は
、
18
世
紀
後
半
の
第
一
次
機
械
時
代
の
開
始
や
、
続
く
19
世
紀
初
頭

の
第
一
次
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
時
代
の
開
始
が
背
景
に
あ
っ
た
。
そ
の
と
き
、
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
の
重
心
は
、
一

気
に
中
国
か
ら
欧
米
に
シ
フ
ト
し
た
。
１
９
９
０
年
代
後
半
以
降
に
、
第
二
次
機
械
時
代
と
第
二
次
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー

シ
ョ
ン
が
訪
れ
、
１
９
8
０
年
代
に
製
造
業
の
黄
金
時
代
を
迎
え
て
い
た
日
本
が
転
落
す
る
と
同
時
に
、
中
国
の
大
復

活
劇
が
始
ま
っ
た
。

加
え
て
、
２
０
１
０
年
代
後
半
か
ら
Ａ
Ｉ
や
ロ
ボ
テ
ィ
ク
ス
に
よ
っ
て
無
人
工
場
が
技
術
的
に
可
能
と
な
っ
て
い
た

と
こ
ろ
に
米
中
新
冷
戦
が
始
ま
り
、
テ
レ
ワ
ー
ク
な
ど
リ
モ
ー
ト
・
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
（
遠
隔
知
能
）
技
術
が
普
及

し
始
め
て
い
た
と
こ
ろ
に
コ
ロ
ナ
禍
が
訪
れ
た
。
こ
れ
ら
は
、
製
造
業
の
リ
シ
ョ
ア
リ
ン
グ
を
容
易
に
す
る
と
と
も

に
、
先
進
国
の
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
業
務
を
人
件
費
の
安
い
新
興
国
の
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
で
代
替
す
る
第
三
次
グ
ロ
ー
バ

リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
も
た
ら
す
可
能
性
が
あ
る
。
同
時
に
、
現
代
は
、
２
5
０
年
前
に
始
ま
っ
た
化
石
燃
料
文
明
社
会
が

臨
界
に
達
し
、
脱
物
質
化
社
会
に
向
か
う
助
走
期
で
も
あ
る
。



はじめに

vii

こ
れ
ら
の
問
題
を
分
析
す
る
際
、
本
書
で
は
、
政
治
的
な
視
点
も
重
視
し
て
い
る
。
す
で
に
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
ア
テ

ナ
イ
の
時
代
か
ら
、
経
済
格
差
問
題
は
、
貧
者
の
過
剰
債
務
問
題
を
引
き
起
こ
す
と
同
時
に
、
市
民
の
債
務
奴
隷
転
落

に
よ
っ
て
民
主
主
義
の
存
続
を
危
う
く
し
た
。
ア
テ
ナ
イ
の
政
治
改
革
は
、
経
済
格
差
対
策
で
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は

現
代
の
先
進
国
だ
け
で
な
く
、
権
威
主
義
的
資
本
主
義
体
制
の
中
国
で
も
最
重
要
課
題
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
が
習

近
平
の
不
動
産
市
場
や
教
育
産
業
へ
の
介
入
の
背
景
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
現
在
の
リ
ベ
ラ
ル
民
主
主
義
体
制
は
、
19
世
紀
の
成
長
の
時
代
に
整
い
始
め
、
20
世
紀
の
戦
間
期
に
完
成

し
た
。
こ
れ
ま
で
は
、
成
長
の
時
代
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
政
治
が
そ
の
果
実
を
再
分
配
す
る
こ
と
で
社
会
の
安
定
が

保
た
れ
た
。
低
成
長
時
代
へ
の
移
行
は
、
分
配
す
る
果
実
の
縮
小
を
意
味
し
、
費
用
の
分
担
を
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
た
め
、
必
然
的
に
政
治
体
制
は
脆
弱
化
す
る
。
世
代
を
跨ま
た

ぐ
問
題
の
解
決
は
、
経
済
学
が
最
も
苦
手
と
す
る
分
野
で

あ
る
た
め
、
政
治
学
や
社
会
学
、
認
知
心
理
学
、
生
物
進
化
学
な
ど
か
ら
の
知
見
も
援
用
し
つ
つ
、
解
決
策
を
探
っ
て

い
く
。

以
上
の
よ
う
に
、
第
二
次
機
械
時
代
と
第
二
次
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
、
先
進
国
で
は
中
間
層
の
崩
壊
を
助
長

し
、
国
内
政
治
を
不
安
定
化
さ
せ
た
が
、
同
時
に
、
そ
れ
は
中
国
の
躍
進
を
も
た
ら
し
、
国
際
政
治
も
不
安
定
化
さ
せ

た
。
覇
権
国
で
あ
る
米
国
へ
の
中
国
の
挑
戦
が
始
ま
り
、
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
も
あ
っ
て
、
す
で
に
リ
ベ
ラ
ル

な
国
際
秩
序
は
瓦
解
し
て
い
る
。
極
東
に
位
置
す
る
わ
が
国
に
と
っ
て
、
米
中
の
確
執
は
決
定
的
に
重
要
な
問
題
だ

が
、
覇
権
国
と
擡
頭
国
の
軋
轢
が
ど
の
よ
う
な
帰
結
を
も
た
ら
す
の
か
、
歴
史
的
観
点
か
ら
論
じ
る
と
と
も
に
、
日
本

へ
の
影
響
に
つ
い
て
も
展
望
す
る
。

筆
者
が
専
門
と
す
る
財
政
政
策
や
金
融
政
策
に
つ
い
て
も
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
、
歴
史
的
な
視
点
、
政
治
的
視
点

を
交
え
な
が
ら
分
析
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
中
央
銀
行
制
度
は
成
長
の
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
低
成
長
の
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時
代
に
は
う
ま
く
機
能
し
な
く
な
る
。
達
成
困
難
な
目
標
を
掲
げ
超
低
金
利
政
策
を
固
定
化
す
る
こ
と
が
、
財
政
規
律

の
弛
緩
を
含
め
、
資
源
配
分
や
所
得
分
配
を
歪
め
、
実
質
賃
金
の
回
復
を
遅
ら
せ
る
と
と
も
に
、
潜
在
成
長
率
を
低
迷

さ
せ
て
い
る
と
い
う
の
が
筆
者
の
長
年
の
仮
説
で
あ
る
。
一
方
で
、
日
本
銀
行
の
金
融
政
策
は
、
事
実
上
、
公
的
債
務

管
理
に
組
み
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
。
マ
ク
ロ
経
済
と
物
価
の
安
定
の
た
め
に
も
、
長
期
金
利
の
安
定
が
不
可
欠
と
な
っ

て
お
り
、
本
書
は
こ
の
厳
し
い
制
約
の
中
で
の
出
口
戦
略
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
る
。

公
的
債
務
問
題
に
つ
い
て
は
、
最
新
の
経
済
理
論
を
も
と
に
、
日
本
の
デ
フ
レ
均
衡
の
崩
壊
の
可
能
性
や
米
国
債
の

持
続
可
能
性
な
ど
に
つ
い
て
も
分
析
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
極
力
数
式
を
使
わ
ず
、
言
葉
で
の
わ
か
り
や

す
い
説
明
に
努
め
た
。
初
学
者
も
理
解
可
能
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
本
書
で
は
筆
者
の
主
戦
場
で
あ
る
経
済
学
だ
け
で
な
く
、
歴
史
学
、
政
治
学
、
社
会
学
、
認
知
心
理

学
、
文
化
人
類
学
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
分
野
か
ら
の
貢
献
を
援
用
し
て
い
る
。
も
と
も
と
人
間
、
そ
し
て
人
間
の
集
ま

り
で
あ
る
社
会
を
研
究
す
る
学
問
と
し
て
、
19
世
紀
末
ま
で
は
、
文
化
人
類
学
、
法
学
、
歴
史
学
、
哲
学
、
経
済
学
、

心
理
学
、
政
治
学
、
社
会
学
は
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
学
問
で
あ
っ
た
。
経
済
学
者
の
ジ
ャ
ン
・
テ
ィ
ロ
ー
ル
は
『
良
き

社
会
の
た
め
の
経
済
学
』（
村
井
章
子
訳
、
日
本
経
済
新
聞
出
版
社
、
2
０
１
８
年
）
で
、
再
び
こ
れ
ら
の
学
問
は
一

つ
に
ま
と
ま
る
べ
き
で
あ
り
、
多
く
の
学
問
分
野
が
他
分
野
の
知
識
や
技
術
に
対
し
て
開
か
れ
た
姿
勢
で
臨
む
必
要
が

あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
本
書
も
幅
広
い
視
野
か
ら
、
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
、
そ
し
て
日
本
経
済
の
今
後
を
見
定
め
て

い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。




