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母
と
共
に
和
紙
人
形
を
作
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
和
紙
人
形
は
、
顔
は
、
脱
脂
綿
を
強
く
巻
き
ま
る
め
て
、
胴
体
は
、

針
金
と
脱
脂
綿
で
、
着
物
は
、
操
み
加
工
を
施
し
た
布
の
よ
う
に
柔
ら
か
く
し
た
和
紙
で
作
っ
て
い
ま
す
。
着
物
は
、

和
紙
を
和
裁
の
よ
う
に
裁
断
し
組
み
立
て
、
操
み
加
工
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
動
き
を
自
由
に
表
現
で
き
ま
す
。

ま
た
、
顔
は
、
み
な
さ
ん
に
表
情
を
想
像
し
て
い
た
だ
き
た
く
、
描
い
て
お
り
ま
せ
ん
。

み
な
さ
ん
、
い
ろ
い
ろ
な
表
情
を
想
像
し
て
楽
し
ん
で
み
て
下
さ
い
。

Ｓ
田
理
数
中
島
ひ
か
る
・
堀
内
節
子

一一

、 、

、

雛
人
形
に
思
う

森
由
紀
（
Ｓ
鎚
家
修
被
）

今
回
の
表
紙
を
飾
る
美
し
い
雛
人
形
。
実
物
を
拝
見
し
た
と
き
、
和
紙
の
深
く
雅

び
な
色
使
い
と
し
な
や
か
な
風
合
い
、
人
形
作
り
の
技
に
心
惹
か
れ
ま
し
た
。
長
年
、

被
服
学
教
育
に
携
わ
っ
て
き
た
私
に
は
、
手
を
使
う
も
の
づ
く
り
が
す
た
れ
て
い
く

現
状
が
、
残
念
で
な
り
ま
せ
ん
。
教
育
の
場
で
は
、
創
造
性
、
思
考
力
や
協
調
性
な
ど

を
養
い
、
暮
ら
し
の
中
で
は
心
和
む
ひ
と
時
と
豊
か
な
感
性
を
与
え
る
も
の
だ
と

思
っ
て
い
ま
一
％
素
材
と
な
る
和
紙
や
織
物
な
ど
の
伝
統
的
文
化
や
技
術
に
つ
い
て
も

同
様
で
｛
％
聞
け
ば
、
和
紙
が
だ
ん
だ
ん
と
手
に
入
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
そ
う
で
一
％

雛
人
形
の
装
束
は
平
安
時
代
の
俗
に
言
う
十
二
単
衣
。
幾
重
に
も
重
ね
た
衣
の
襟

元
や
袖
口
の
色
の
組
み
合
わ
せ
、
透
け
て
見
え
る
表
裏
の
配
色
に
四
季
折
々
の
花
な

ど
の
名
を
付
け
、
お
し
ゃ
れ
を
楽
し
み
ま
し
た
。
季
節
の
う
つ
る
い
を
敏
感
に
感
じ
取

り
、
そ
れ
を
ま
と
っ
た
日
本
人
の
美
意
識
は
、
周
り
の
人
を
も
涼
し
げ
に
、
あ
る
い
は

暖
か
く
す
る
も
の
で
し
た
。
い
く
ら
空
調
が
発
達
し
た
と
は
言
え
、
最
近
の
服
装
に
み

る
季
節
感
の
消
失
は
、
何
か
大
事
な
心
を
失
い
つ
つ
あ
る
象
徴
の
よ
う
に
思
え
ま
す
。

さ
て
、
私
に
は
大
切
な
二
つ
の
雛
人
形
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
大
学
の
卒
業
記
念
に

い
た
だ
い
た
も
の
で
す
。
被
服
学
科
で
は
、
奈
良
の
一
刀
彫
の
男
雛
女
雛
１
対
が
卒

業
生
に
贈
ら
れ
、
そ
の
注
文
な
ど
の
手
配
は
後
輩
の
３
年
生
の
役
目
で
し
た
。
い
つ

か
ら
の
慣
例
か
知
り
ま
せ
ん
が
、
９
年
後
輩
の
時
に
は
ま
だ
続
い
て
お
り
、
そ
の
数

年
後
に
な
く
な
っ
た
と
聞
き
ま
す
。
や
は
り
伝
統
文
化
で
あ
る
一
刀
彫
の
継
承
が
難

し
く
な
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
改
組
に
よ
り
「
被
服
学
科
」
が
な
く
な
っ
た
か
ら
か
、
こ

こ
に
も
時
代
の
流
れ
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
毎
年
飾
る
た
び
に
大
学
時
代
が

蘇
り
、
そ
の
後
の
生
き
方
を
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
る
機
会
と
な
っ
て
い
ま
す
。

も
う
一
つ
は
娘
の
初
節
句
に
今
は
亡
き
両
親
が
買
っ
て
く
れ
た
、
こ
れ
も
一
刀
彫

の
も
の
で
す
。
幅
如
叩
程
の
段
飾
り
で
、
三
人
官
女
、
五
人
嚥
子
は
も
ち
ろ
ん
、
桜
と

橘
や
ぼ
ん
ぽ
り
ま
で
揃
っ
て
い
ま
す
。
若
い
マ
ン
シ
ョ
ン
暮
し
に
は
ほ
ど
良
い
大
き

さ
で
、
素
手
で
触
る
と
油
汚
れ
が
蓄
積
す
る
と
、
白
い
手
袋
が
添
え
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
娘
が
幼
い
時
に
は
汚
さ
な
い
か
と
ハ
ラ
ハ
ラ
し
、
成
長
後
は
一
緒
に
飾
る
の
が
う

れ
し
く
、
大
学
生
と
な
り
家
を
離
れ
て
か
ら
は
、
主
役
の
い
な
い
寂
し
さ
を
殊
更
に

実
感
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
今
で
は
両
親
の
形
見
で
す
。
余
談
で
す
が
、
娘
は

奈
良
女
子
大
に
入
学
し
、
私
と
両
親
に
と
っ
て
、
し
み
じ
み
と
う
れ
し
い
こ
と
で
あ

り
ま
し
た
。
そ
ろ
そ
ろ
３
歳
の
孫
娘
に
ゆ
ず
ろ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。
彼
女
に
と
っ

て
記
憶
に
も
な
い
曾
祖
父
母
の
思
い
だ
け
は
受
け
継
が
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

い
ろ
い
ろ
な
文
化
や
伝
統
が
失
わ
れ
て
い
く
中
で
、
ひ
な
祭
り
は
例
外
の
よ
う
に

感
じ
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
娘
や
孫
娘
を
思
う
気
持
ち
は
時
代
を
超
え
て
も
変
わ

ら
な
い
か
ら
で
し
ょ
う
か
。
























