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賢
治
の
代
表
作
品
と
さ
れ
る
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
で
も
、
物
語
の
展
開

と
鳥
の
登
場
が
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。

　
　 

　
そ
の
ま
っ
黒
な
、
松
や
楢
の
林
を
越
え
る
と
、
俄
か
に
が
ら
ん
と

空
が
ひ
ら
け
て
、
天
の
川
が
し
ら
し
ら
と
南
か
ら
北
へ
亘
っ
て
い
る

の
が
見
え
、
ま
た
頂
の
、
天
気
輪
の
柱
も
見
わ
け
ら
れ
た
の
で
し

た
。
つ
り
が
ね
そ
う
か
野
ぎ
く
か
の
花
が
、
そ
こ
ら
い
ち
め
ん
に
、

夢
の
中
か
ら
で
も
薫
り
だ
し
た
と
い
う
よ
う
に
咲
き
、
鳥
が
一
疋
、

丘
の
上
を
鳴
き
続
け
な
が
ら
通
っ
て
行
き
ま
し
た
。

　
　 

　
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
、
頂
の
天
気
輪
の
柱
の
下
に
来
て
、
ど
か
ど
か
す

る
か
ら
だ
を
、
つ
め
た
い
草
に
投
げ
ま
し
た
。

　
　 

　
町
の
灯
は
、
暗
の
中
を
ま
る
で
海
の
底
の
お
宮
の
け
し
き
の
よ
う

に
と
も
り
、
子
供
ら
の
歌
う
声
や
口
笛
、
き
れ
ぎ
れ
の
叫
び
声
も
か

す
か
に
聞
え
て
来
る
の
で
し
た
。
風
が
遠
く
で
鳴
り
、
丘
の
草
も
し

ず
か
に
そ
よ
ぎ
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
汗
で
ぬ
れ
た
シ
ャ
ツ
も
つ
め
た
く

冷
さ
れ
ま
し
た
。
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
町
の
は
ず
れ
か
ら
遠
く
黒
く
ひ
ろ

が
っ
た
野
原
を
見
わ
た
し
ま
し
た
。

　
　 

　
そ
こ
か
ら
汽
車
の
音
が
聞
え
て
き
ま
し
た
。
そ
の
小
さ
な
列
車
の

窓
は
一
列
小
さ
く
赤
く
見
え
、
そ
の
中
に
は
た
く
さ
ん
の
旅
人
が
、

一
、
は
じ
め
に

　
宮
沢
賢
治
は
、
多
く
の
動
物
を
登
場
さ
せ
る
作
家
だ
と
知
ら
れ
て
い
る

が
、
中
で
も
「
鳥
」
の
登
場
の
多
さ
は
異
様
で
あ
る
。
実
際
に
ど
の
く
ら

い
の
数
の
鳥
類
が
登
場
し
て
い
る
の
か
『
新
校
本 

宮
沢
賢
治
全
集
』（
筑

摩
書
房
）
に
お
さ
め
ら
れ
た
全
作
品
、
草
稿
、
メ
モ
、
書
簡
等
の
す
べ
て

を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、「
鳥
」「
小
鳥
」
等
の
表
記
を
除
き
、
計
八
十
九
種

の
鳥
類
が
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　
鳥
は
賢
治
に
と
っ
て
、
他
の
動
物
よ
り
も
明
ら
か
に
特
別
視
さ
れ
て
い

る
存
在
だ
っ
た
。『
春
と
修
羅
』
に
納
め
ら
れ
た
「
白
い
鳥
」
で
は
、
早

逝
し
た
最
愛
の
妹
で
あ
る
ト
シ
は
鳥
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
と
考
え
て
い
る

描
写
が
あ
る
。

　
　
二
疋
の
大
き
な
白
い
鳥
が

　
　
鋭
く
か
な
し
く
啼
き
か
わ
し
な
が
ら

　
　
し
め
っ
た
朝
の
日
光
を
飛
ん
で
ゐ
る

　
　
そ
れ
は
わ
た
く
し
の
い
も
う
と
だ

　
　
死
ん
だ
わ
た
く
し
の
い
も
う
と
だ

　
　「
二
十
六
夜
」
に
お
け
る
梟
の
機
能
　
―
ア
イ
ヌ
文
化
の
「
送
り
」
と
の
類
似
―

能
　
村
　 

将
　
之
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二
、
先
行
研
究
に
お
け
る
「
二
十
六
夜
」
の
宗
教
観

　「
二
十
六
夜
」
は
賢
治
の
死
後
発
見
さ
れ
た
作
品
で
あ
り
、
現
存
す
る

原
稿
は
大
正
十
一
年
・
十
二
年
頃
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
作
品
に
登
場
す

る
の
は
、
擬
人
化
さ
れ
た
梟
た
ち
で
あ
り
、
旧
暦
六
月
二
十
四
日
の
夜
か

ら
三
日
間
に
わ
た
っ
て
物
語
は
展
開
さ
れ
て
い
く
。
以
下
、
各
日
の
あ
ら

す
じ
で
あ
る
。

　
一
日
目
、
六
月
二
十
四
日
の
夜
、
北
上
川
の
獅
子
鼻
と
い
う
岬
の
松
林

に
た
く
さ
ん
の
梟
が
集
ま
り
、
梟
の
坊
さ
ん
か
ら
「
梟
鵄
守
護
章
」
に
つ

い
て
の
講
義
を
聞
く
。
兄
弟
三
羽
の
梟
の
子
ど
も
た
ち
は
退
屈
し
て
ふ
ざ

け
た
り
喧
嘩
し
た
り
す
る
が
、
一
番
小
さ
い
穂
吉
と
い
う
梟
だ
け
は
、
梟

の
坊
さ
ん
の
説
教
を
熱
心
に
聞
く
の
だ
っ
た
。

　
二
日
目
、
六
月
二
十
五
日
の
明
け
方
、
一
番
小
さ
い
穂
吉
が
、
草
を
刈

り
に
来
て
い
た
人
間
の
子
ど
も
た
ち
に
捕
ら
え
ら
れ
、
家
へ
と
連
れ
て
い

か
れ
て
し
ま
う
。
紐
で
脚
を
縛
ら
れ
て
ど
う
し
て
も
逃
げ
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
っ
た
穂
吉
を
助
け
出
そ
う
と
、
他
の
梟
た
ち
は
話
し
合
っ
た
が
、

梟
の
お
坊
さ
ん
は
「
人
間
に
さ
か
ら
う
な
、
恨
む
な
、
穂
吉
が
こ
の
よ
う

な
悲
し
い
目
に
合
う
の
も
前
世
の
宿
業
ゆ
え
で
あ
る
」
と
教
え
さ
と
す
。

　
三
日
目
、
六
月
二
十
六
日
の
夜
、
穂
吉
は
両
足
を
折
ら
れ
て
放
り
出
さ

れ
て
い
た
と
こ
ろ
を
、
大
人
の
梟
た
ち
に
発
見
さ
れ
る
。
穂
吉
は
意
識
が

は
っ
き
り
し
な
い
中
、
坊
さ
ん
の
説
教
の
続
き
を
聞
こ
う
と
す
る
。
や
が

て
二
十
六
夜
の
月
が
登
り
、
紫
の
雲
の
上
か
ら
「
金
色
の
立
派
な
人
が
三

人
」
や
っ
て
き
て
、
そ
の
う
ち
の
一
人
で
あ
る
「
捨
身
菩
薩
」
が
こ
ち
ら

に
手
を
伸
ば
し
た
か
と
思
う
と
、「
何
と
も
云
え
な
い
い
い
か
お
り
」
が

し
て
、
気
が
つ
く
と
「
金
色
の
立
派
な
三
人
」
は
い
な
く
な
っ
て
お
り
、

苹
果
を
剥
い
た
り
、
わ
ら
っ
た
り
、
い
ろ
い
ろ
な
風
に
し
て
い
る
と

考
え
ま
す
と
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
、
も
う
何
と
も
云
え
ず
か
な
し
く

な
っ
て
、
ま
た
眼
を
そ
ら
に
挙
げ
ま
し
た
。

　
飛
翔
す
る
鳥
を
見
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
耳
に
は
汽

車
の
音
が
聞
こ
え
て
く
る
。
そ
し
て
気
が
つ
く
と
自
分
が
銀
河
鉄
道
に

乗
っ
て
お
り
、
目
の
前
に
は
カ
ン
パ
ネ
ル
ラ
が
座
っ
て
い
る
の
だ
っ
た
。

場
面
が
変
わ
る
た
び
に
様
々
な
鳥
が
登
場
し
、
線
路
の
脇
に
は
何
万
も
の

鳥
が
飛
び
交
う
。
物
語
の
後
半
、「
八
、
鳥
を
捕
る
人
」
で
登
場
す
る

「
鳥
捕
り
」
は
、
幻
想
第
四
次
空
間
に
飛
ぶ
鳥
た
ち
を
捕
っ
て
は
、
お
菓

子
に
変
え
て
し
ま
う
奇
怪
な
人
物
で
あ
り
、
先
行
研
究
に
お
い
て
も
「
鳥

捕
り
」
の
正
体
に
つ
い
て
は
度
々
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
未
だ
議
論
に
決

着
が
な
い
。

　
一
人
の
作
家
が
、
自
身
の
作
品
の
中
に
百
種
近
い
鳥
を
描
き
、
作
品
ご

と
に
重
要
な
役
割
を
与
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ

る
が
、
先
行
研
究
に
お
い
て
宮
沢
賢
治
作
品
を
鳥
と
い
う
視
点
か
ら
研
究

し
た
も
の
は
、『
宮
沢
賢
治 

鳥
の
世
界
』（
一
九
九
六
）『
賢
治
鳥
類
学
』

（
一
九
九
四
）
の
他
に
な
い
。
ま
た
、
ど
ち
ら
も
作
品
内
に
登
場
す
る
鳥

を
概
観
し
た
も
の
で
あ
り
、
鳥
と
作
品
内
容
の
関
連
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん

ど
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。

　
宮
沢
賢
治
作
品
に
お
け
る
鳥
の
表
象
は
、
ど
の
よ
う
な
意
義
を
持
つ
の

か
。
そ
れ
も
鳥
を
鳥
と
し
て
ま
と
め
て
書
い
た
の
で
は
な
く
、
八
十
九
種

も
の
名
前
を
挙
げ
、
書
き
分
け
て
い
る
こ
と
も
注
視
す
べ
き
で
あ
る
。
鳥

は
、
賢
治
作
品
を
読
み
解
く
上
で
の
鍵
と
な
る
は
ず
だ
。
こ
こ
で
は
、

「
鳥
」
に
注
目
し
て
、「
二
十
六
夜
」
を
再
考
す
る
。
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し
、「
二
十
六
夜
」
の
宗
教
観
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　 

日
蓮
系
統
の
宇
宙
観
よ
り
は
、
阿
弥
陀
の
西
方
浄
土
へ
往
生
す
る
、

ま
た
迎
え
ら
れ
る
と
考
え
る
浄
土
教
系
統
の
発
想
に
近
い
と
い
わ
ね

ば
な
る
ま
い
。
そ
れ
は
、
ま
さ
し
く
「
阿
弥
陀
三
尊
来
迎
図
」
の
図

柄
に
他
な
ら
な
か
っ
た２

。

　
念
仏
講
の
二
十
六
夜
待
ち
に
お
い
て
出
現
す
る
と
さ
れ
て
い
る
阿
弥
陀

三
尊
は
、
阿
弥
陀
に
た
だ
他
力
本
願
を
祈
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
た
浄

土
宗
の
本
尊
で
あ
る
。「
二
十
六
夜
」
の
終
末
部
は
、
栗
原
の
指
摘
す
る

「
阿
弥
陀
三
尊
来
迎
図
」
と
非
常
に
似
通
っ
て
お
り
、
栗
原
は
、
賢
治
の

生
家
が
浄
土
真
宗
を
強
く
信
仰
し
て
い
た
こ
と
も
併
せ
、
浄
土
真
宗
の
発

想
が
出
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
し
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
大
島
丈
志
は
「
二
十
六
夜
」
が
大
正
十
一
・
十
二
年

頃
に
書
か
れ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
、
次
の
よ
う
に
疑
問
を
呈
し
た
。

　
　 「
二
十
六
夜
」
の
成
立
し
た
大
正
十
一
年
・
十
二
年
頃
と
言
え
ば
、

宮
沢
賢
治
が
法
華
経
を
信
仰
す
る
日
蓮
宗
系
国
柱
会
に
入
会
し
、
熱

狂
的
な
信
仰
を
行
っ
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
開
祖
日
蓮
は
『
立
正
安

国
論
』（
文
応
一
年
・
一
二
六
〇
年
）
に
お
い
て
南
無
阿
弥
陀
仏
つ

ま
り
念
仏
を
一
心
に
唱
え
れ
ば
極
楽
浄
土
に
往
生
で
き
る
と
す
る
他

力
本
願
の
浄
土
宗
は
無
間
（
間
断
の
な
い
最
も
苦
し
い
）
地
獄
へ
落

ち
る
と
し
て
批
判
し
て
い
る
。
特
に
大
正
十
二
年
に
は
国
柱
会
田
中

智
学
の
提
唱
す
る
国
性
文
芸
界
に
入
会
、
会
誌
『
天
業
民
放
』
に

「
黎
明
行
進
歌
（
花
巻
農
学
校
精
神
歌
）」
等
を
発
表
し
、
様
々
な
寄

穂
吉
の
息
は
絶
え
て
い
る
。
物
語
は
、
汽
車
の
音
が
聞
こ
え
て
く
る
と
こ

ろ
で
終
わ
る
。

　
わ
ず
か
三
夜
の
う
ち
に
、
賢
治
の
宗
教
観
、
死
生
観
、
宿
業
観
が
盛
り

込
ま
れ
た
大
作
で
あ
り
、
賢
治
作
品
の
中
で
も
仏
教
色
が
色
濃
く
出
て
い

る
作
品
で
あ
る
と
言
え
る
。

　
題
名
に
な
っ
て
い
る
「
二
十
六
夜
」
は
、
二
十
六
夜
講
と
い
う
念
仏
講

の
習
俗
で
あ
る
。
民
俗
学
者
で
あ
る
中
山
太
郎
は
、
二
十
六
夜
講
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　
　 

下
野
足
利
邊
で
は
、
毎
月
二
十
六
夜
待
と
云
ふ
こ
と
を
す
る
。
殊
に

正
九
月
の
三
月
は
、
大
抵
の
家
で
行
ふ
。
夜
業
を
終
つ
て
か
ら
、
団

子
を
拵
へ
た
り
、
芋
を
煮
た
り
し
て
、
騒
い
で
ゐ
る
う
ち
に
、
夜
の

二
時
ご
ろ
に
な
つ
て
月
が
出
る
。
そ
の
月
に
団
子
や
芋
を
供
へ
、
そ

れ
を
食
べ
な
が
ら
、
埒
も
無
い
話
な
ど
を
し
て
寝
る
。
誠
に
平
凡
な

も
の
で
あ
る１

。

　
二
十
六
夜
講
は
、
旧
暦
の
七
月
二
十
六
日
（「
二
十
六
夜
」
で
は
、
一

か
月
前
の
六
月
二
十
六
日
で
あ
る
と
い
う
、
現
実
と
の
異
同
が
あ
る
）
に

昇
っ
て
く
る
月
を
待
つ
と
、
そ
こ
に
阿
弥
陀
菩
薩
を
中
心
と
し
て
、
観
音

菩
薩
、
勢
至
菩
薩
の
阿
弥
陀
三
尊
の
出
現
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

近
世
に
流
行
し
た
月
待
信
仰
で
あ
り
、「
二
十
六
夜
」
の
最
後
の
部
分
に

現
れ
る
「
金
色
の
三
人
」
と
重
な
る
。

　「
二
十
六
夜
」
に
関
す
る
先
行
研
究
の
多
く
は
、「
二
十
六
夜
」
を
「
浄

土
文
学
」
と
み
る
か
、「
法
華
文
学
」
と
み
る
か
を
考
察
し
て
い
る
も
の

で
あ
る
。
栗
原
敦
は
三
尊
が
穂
吉
を
迎
え
に
来
る
場
面
に
つ
い
て
言
及
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三
、「
二
十
六
夜
」
と
ア
イ
ヌ
の
「
梟
送
り
」

　
国
松
俊
英
は
『
宮
沢
賢
治 

鳥
の
世
界
』
の
中
で
「
こ
の
作
品
で
ど
う

し
て
フ
ク
ロ
ウ
に
二
十
六
夜
待
ち
を
さ
せ
た
の
か
」
と
疑
問
を
呈
し
て
い

る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
明
確
な
答
え
が
出
し
て
お
ら
ず
、
不
明
な
ま
ま

で
あ
る
。

　
な
ぜ
他
の
動
物
で
は
な
く
、
鳥
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
中
か
ら
梟
を
選

ん
だ
の
か
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
賢
治
の
作
品
の
中
で
描
か
れ
た
鳥
類

は
八
十
九
種
類
で
あ
る
。
他
の
鳥
で
は
な
く
梟
が
集
会
を
開
く
こ
と
に
は

ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
次
は
、
梟
の
集
会
の
様
子
で
あ

る
。

　
　 

　
獅
子
鼻
の
上
の
松
林
は
、
も
ち
ろ
ん
も
ち
ろ
ん
、
ま
っ
黒
で
し
た

が
そ
れ
で
も
林
の
中
に
入
っ
て
行
き
ま
す
と
、
そ
の
脚
の
長
い
松
の

木
の
高
い
梢
が
、
一
本
一
本
空
の
天
の
川
や
、
星
座
に
す
か
し
出
さ

れ
て
見
え
て
ゐ
ま
し
た
。

　
　 

　
松
か
さ
だ
か
鳥
だ
か
わ
か
ら
な
い
黒
い
も
の
が
た
く
さ
ん
そ
の
梢

に
と
ま
っ
て
ゐ
る
や
う
で
し
た
。

　
　
　（
中
略
）

　
　 

　
林
は
ま
た
し
づ
ま
り
か
へ
り
ま
し
た
。
よ
く
よ
く
梢
を
す
か
し
て

見
ま
し
た
ら
、
や
っ
ぱ
り
そ
れ
は
梟
で
し
た
。
一
疋
の
大
き
な
の

は
、
林
の
中
の
一
番
高
い
松
の
木
の
、
一
番
高
い
枝
に
と
ま
り
、
そ

の
ま
は
り
の
木
の
あ
ち
こ
ち
の
枝
に
は
、
大
き
な
の
や
小
さ
い
の

や
、
も
う
た
く
さ
ん
の
ふ
く
ろ
ふ
が
、
じ
っ
と
と
ま
っ
て
だ
ま
っ
て

ゐ
ま
し
た
。
ほ
ん
の
と
き
ど
き
、
か
す
か
な
か
す
か
な
た
め
息
の
音

付
も
積
極
的
に
行
っ
て
い
た
。
国
柱
会
の
田
中
智
学
も
ま
た
、
日

蓮
・
法
華
経
へ
の
絶
対
的
信
仰
を
強
く
主
張
し
て
い
た
。
で
は
な
ぜ

日
蓮
宗
系
国
柱
会
に
入
り
熱
心
な
信
仰
を
行
っ
て
い
た
賢
治
が
、
宗

派
の
違
う
浄
土
教
的
世
界
を
描
い
た
の
だ
ろ
う
か３

。

　
書
か
れ
た
時
期
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
栗
原
の
指
摘
す
る
「
浄
土
教
系

統
の
発
想
」
を
作
品
に
す
る
こ
と
に
は
信
仰
上
の
整
合
性
が
な
い
。
こ
の

点
に
つ
い
て
、
大
島
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

　
　 

穂
吉
の
死
を
単
に
浄
土
教
的
と
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
法
華
経
の
観

点
か
ら
読
む
の
な
ら
ば
、
こ
の
作
品
は
浄
土
教
系
の
阿
弥
陀
三
尊
来

迎
形
式
を
用
い
な
が
ら
も
、
月
と
浄
土
と
い
う
法
華
経
と
関
わ
り
の

深
い
事
柄
を
使
用
し
、
修
羅
を
超
え
現
世
に
浄
土
を
築
く
た
め
の
方

法
を
示
す
、
法
華
経
文
学
と
し
て
の
要
素
を
押
し
出
し
た
作
品
で
あ

る
と
言
う
こ
と
が
出
来
る４

。

　
大
島
は
、
浄
土
教
の
習
俗
を
用
い
な
が
ら
も
、
あ
く
ま
で
法
華
経
色
を

打
ち
出
し
た
も
の
で
あ
る
と
論
じ
た
。

　
こ
こ
ま
で
、「
二
十
六
夜
」
の
あ
ら
す
じ
と
、「
二
十
六
夜
」
に
お
け
る

賢
治
の
宗
教
観
を
め
ぐ
る
二
つ
の
論
説
を
概
観
し
た
。
栗
原
、
大
島
は
共

に
「
梟
鵄
守
護
章
」「
月
」「
三
尊
来
迎
」
に
注
目
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
を

展
開
し
た
が
、
両
者
が
注
目
に
至
ら
な
か
っ
た
「
鳥
」
を
観
点
に
「
二
十

六
夜
」
を
再
考
し
た
い
。
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置
き
回
々
教
徒
の
祈
る
と
き
の
よ
う
に
じ
っ
と
雪
に
ひ
れ
ふ
し
た
ま

ま
い
つ
ま
で
も
い
つ
ま
で
も
動
か
な
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
雪
と
月

の
あ
か
り
で
見
る
と
い
ち
ば
ん
高
い
と
こ
に
小
十
郎
の
死
骸
が
半
分

座
っ
た
よ
う
に
な
っ
て
置
か
れ
て
い
た
。

　
　 

　
思
い
な
し
か
そ
の
死
ん
で
凍
え
て
し
ま
っ
た
小
十
郎
の
顔
は
ま
る

で
生
き
て
る
と
き
の
よ
う
に
冴
え
冴
え
し
て
何
か
笑
っ
て
い
る
よ
う

に
さ
え
見
え
た
の
だ
。
ほ
ん
と
う
に
そ
れ
ら
の
大
き
な
黒
い
も
の
は

参
の
星
が
天
の
ま
ん
中
に
来
て
も
も
っ
と
西
へ
傾
い
て
も
じ
っ
と
化

石
し
た
よ
う
に
う
ご
か
な
か
っ
た
。

　
こ
こ
で
は
、
生
活
の
た
め
に
熊
を
狩
っ
て
い
た
小
十
郎
が
返
り
討
ち
に

遭
い
、
熊
に
見
送
ら
れ
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
梅
原
猛
は
、
こ
の
場

面
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
て
い
る
。

　
　 

　
お
そ
ら
く
熊
た
ち
は
、
心
な
ら
ず
も
殺
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
小

十
郎
の
霊
を
供
養
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
、
地
に
ひ
て
ふ
し
た
ま

ま
、
熊
た
ち
は
小
十
郎
の
霊
を
な
ぐ
さ
め
る
た
め
に
静
か
に
心
か
ら

祈
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
　 

　
私
は
そ
こ
に
熊
の
イ
ヨ
マ
ン
テ
を
見
る
の
で
あ
る
。
イ
ヨ
マ
ン
テ

は
、
人
間
が
熊
の
霊
を
神
に
送
る
儀
式
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は

狩
猟
採
集
生
活
を
し
て
い
た
人
間
に
と
っ
て
、
生
き
る
た
め
に
は
ど

う
し
て
も
必
要
な
、
動
物
殺
害
と
い
う
行
為
を
合
理
化
す
る
た
め
に

考
え
出
さ
れ
た
荘
厳
な
宗
教
的
儀
式
で
あ
ろ
う
。
ア
イ
ヌ
は
、
自
ら

の
手
で
養
い
、
大
き
く
な
っ
た
熊
を
、
厳
密
に
定
め
ら
れ
た
礼
法
に

よ
っ
て
丁
重
に
殺
し
、
そ
し
て
そ
の
魂
を
天
に
送
る５

。

や
、
す
ゝ
り
泣
き
の
声
が
す
る
ば
か
り
で
す
。

　
こ
の
よ
う
に
「
た
く
さ
ん
の
ふ
く
ろ
ふ
」
が
木
々
に
と
ま
り
、
二
十
六

夜
待
ち
を
し
て
い
る
の
だ
が
、
実
際
に
は
梟
は
群
れ
な
い
。
八
十
九
種
も

書
き
分
け
る
バ
ー
ド
ウ
ォ
ッ
チ
ャ
ー
で
あ
っ
た
賢
治
が
、
梟
の
生
態
に
つ

い
て
知
ら
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
。
な
ぜ
本
来
群
れ
な
い
鳥
を
群
れ
さ
せ

る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
。

　
幼
い
梟
「
穂
吉
」
は
人
間
に
捕
ま
り
、
手
荒
く
扱
わ
れ
た
為
に
衰
弱

し
、
三
尊
と
思
し
き
「
金
色
の
立
派
な
人
」
た
ち
が
現
れ
た
と
同
時
に
息

を
引
き
取
る
。
そ
の
様
子
を
、「
梟
の
坊
さ
ん
」
の
講
釈
を
聞
い
て
い
た

多
く
の
梟
た
ち
が
見
送
る
の
が
物
語
の
終
結
部
に
あ
た
る
。

　
こ
の
「
死
ん
だ
者
を
多
く
の
他
者
が
見
送
る
」
と
い
う
描
写
は
、「
な

め
と
こ
山
の
熊
」
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　 

　
も
う
お
れ
は
死
ん
だ
と
小
十
郎
は
思
っ
た
。
そ
し
て
ち
ら
ち
ら
ち

ら
ち
ら
青
い
星
の
よ
う
な
光
が
そ
こ
ら
い
ち
め
ん
に
見
え
た
。

　
　 「
こ
れ
が
死
ん
だ
し
る
し
だ
。
死
ぬ
と
き
見
る
火
だ
。
熊
ど
も
、
ゆ

る
せ
よ
」
と
小
十
郎
は
思
っ
た
。
そ
れ
か
ら
あ
と
の
小
十
郎
の
心
持

は
も
う
私
に
は
わ
か
ら
な
い
。

　
　 

　
と
に
か
く
そ
れ
か
ら
三
日
目
の
晩
だ
っ
た
。
ま
る
で
氷
の
玉
の
よ

う
な
月
が
そ
ら
に
か
か
っ
て
い
た
。
雪
は
青
白
く
明
る
く
水
は
燐
光

を
あ
げ
た
。
す
ば
る
や
参
の
星
が
緑
や
橙
に
ち
ら
ち
ら
し
て
呼
吸
を

す
る
よ
う
に
見
え
た
。

　
　 

　
そ
の
栗
の
木
と
白
い
雪
の
峯
々
に
か
こ
ま
れ
た
山
の
上
の
平
ら
に

黒
い
大
き
な
も
の
が
た
く
さ
ん
環
に
な
っ
て
集
っ
て
各
々
黒
い
影
を
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要
で
あ
っ
た
。

　「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
は
、
熊
に
殺
さ
れ
た
小
十
郎
の
遺
体
を
熊
た
ち

が
囲
み
、
月
夜
に
環
に
な
っ
て
祈
る
場
面
で
幕
を
閉
じ
る
が
、
こ
れ
は
熊

に
よ
る
イ
オ
マ
ン
テ
で
あ
り
、
ア
イ
ヌ
に
お
け
る
「
熊
送
り
」
の
丁
度
裏

返
し
と
な
っ
て
い
る
。

　
様
々
な
動
物
が
「
送
り
」
の
対
象
で
あ
っ
た
が
、
な
か
で
も
梟
は
、
キ

ム
ン
カ
ム
イ
（
山
の
神
＝
ヒ
グ
マ
）
と
並
ぶ
最
高
神
、
コ
タ
ン
コ
ロ
カ
ム

イ
（
集
落
の
守
り
神
）
の
化
身
と
位
置
付
け
ら
れ
、
古
来
そ
の
取
扱
い
に

特
段
の
慎
重
を
期
し
た
動
物
だ
っ
た
と
い
う
。
梟
は
地
域
に
よ
っ
て
、
モ

シ
リ
コ
ロ
カ
ム
イ
（
国
を
守
る
神
）、
カ
ム
イ
チ
ッ
プ
（
神
の
鳥
）、
コ
タ

ン
コ
ッ
チ
カ
ッ
プ
（
村
を
守
護
す
る
神
）、
ニ
ヤ
シ
コ
ロ
カ
ム
イ
（
木
の

枝
を
支
配
す
る
神
）
等
と
も
呼
ば
れ
、「
梟
送
り
」（
カ
ム
イ
ホ
プ
ニ
レ
）

に
つ
い
て
、
佐
藤
孝
雄
は
「
そ
の
荘
重
さ
盛
大
さ
に
お
い
て
、
熊
送
り
を

も
凌
ぐ
、
最
高
の
儀
礼
が
梟
送
り
で
あ
っ
た７

」
と
述
べ
て
お
り
、
ア
イ
ヌ

民
族
に
と
っ
て
梟
が
非
常
に
強
い
畏
敬
の
対
象
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か

る
。
宇
田
川
洋
が
一
九
七
六
年
十
月
、
当
時
七
十
八
歳
だ
っ
た
フ
チ
と
い

う
女
性
に
「
送
り
」
に
つ
い
て
聴
取
調
査
を
行
っ
た
際
の
記
録
か
ら
、

「
梟
送
り
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
箇
所
を
抜
粋
す
る
。

　
　 

フ
ク
ロ
ウ
は
一
番
の
神
様
な
ん
だ
。
モ
シ
リ
・
コ
ロ
・
カ
ム
イ
、
何

で
も
そ
ん
な
よ
う
な
名
前
だ
っ
た
よ
。
小
さ
い
や
つ
は
ク
ン
ネ
レ

ク
・
カ
ム
イ
（
エ
ゾ
フ
ク
ロ
ウ
）
っ
て
言
っ
て
、
夜
鳴
い
て
い
た

ね
。
人
の
頭
の
上
ば
っ
か
飛
ん
で
い
た
ん
だ
か
ら
、
そ
し
て
神
様
で

一
番
偉
か
っ
た
の
は
そ
の
大
き
い
フ
ク
ロ
ウ
の
モ
シ
リ
・
コ
ロ
・
カ

ム
イ
な
ん
だ
。
次
に
偉
か
っ
た
の
は
、
小
さ
い
ク
ン
ネ
レ
ク
・
カ
ム

　
梅
原
が
言
及
し
て
い
る
イ
ヨ
マ
ン
テ
（
以
下
、「
イ
オ
マ
ン
テ
」）
は
、

ア
イ
ヌ
の
風
習
で
あ
る
。
狩
猟
民
族
で
あ
っ
た
ア
イ
ヌ
達
は
、
自
ら
獲

得
・
利
用
す
る
動
物
を
カ
ム
イ
（
神
）
と
し
て
崇
め
、
一
般
に
イ
オ
マ
ン

テ
＝
「
霊
送
り
」
と
呼
ば
れ
る
儀
礼
の
対
象
と
し
て
き
た
。「
霊
送
り
」

に
つ
い
て
、
考
古
学
者
の
河
野
広
道
は
、
次
の
よ
う
な
説
明
を
し
て
い
る
。

　
　 

ア
イ
ヌ
達
は
、
日
頃
天
上
界
で
暮
ら
す
神
々
が
、
時
折
特
定
の
姿
形

に
ハ
ヨ
ク
ペ
（
扮
装
）
し
て
人
間
界
を
訪
れ
て
く
れ
る
と
信
じ
て
い

る
。
例
え
ば
キ
ム
ン
カ
ム
イ
（
山
の
神
）
な
ら
ク
マ
、
レ
プ
ン
カ
ム

イ
（
沖
の
神
）
な
ら
シ
ャ
チ
や
イ
ル
カ
、
コ
タ
ン
コ
ロ
カ
ム
イ
（
集

落
の
守
り
神
）
な
ら
シ
マ
フ
ク
ロ
ウ
の
姿
と
な
っ
て
現
れ
て
く
れ
る

と
い
う
の
だ
。
ア
イ
ヌ
達
は
、
ま
た
、
自
身
の
も
と
に
現
れ
た
神
を

歓
待
し
、
そ
の
霊
が
天
上
界
に
戻
る
際
、
丁
重
な
儀
式
を
も
っ
て
送

る
者
が
、
常
に
多
く
の
獲
物
に
恵
ま
れ
る
と
信
じ
て
疑
わ
な
い
。
な

ぜ
な
ら
、
彼
ら
に
は
歓
待
を
受
け
た
神
が
、
天
上
界
に
戻
っ
て
そ
れ

を
自
慢
す
る
と
、
そ
れ
を
聞
い
た
仲
間
の
神
々
も
次
々
と
自
ら
の
も

と
を
訪
れ
て
く
れ
る
と
い
う
信
念
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
肉
や
毛
皮

を
頂
戴
す
る
際
、
そ
れ
ら
を
も
た
ら
し
て
く
れ
た
神
に
感
謝
し
つ

つ
、
そ
の
遺
体
、
特
に
頭
骨
を
丁
重
に
ヌ
サ
サ
ン
（
幣
柵
）
に
祀

り
、
返
礼
と
し
て
、
イ
ナ
ウ
（
木
幣
）
や
酒
、
土
産
と
な
る
品
々
を

数
多
く
捧
げ
る
送
り
の
儀
式
を
欠
か
さ
ず
行
う
の
だ６

。

　
イ
オ
マ
ン
テ
は
、
ア
イ
ヌ
に
と
っ
て
狩
猟
物
へ
の
感
謝
で
あ
り
、
次
の

狩
猟
の
成
果
を
願
う
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
生
活
に
密
着
し
た
儀
式
で

あ
り
、
山
の
カ
ム
イ
で
あ
っ
た
ヒ
グ
マ
を
送
る
イ
オ
マ
ン
テ
は
、
特
に
重
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知
人
に
も
知
ら
せ
、
そ
の
準
備
に
と
り
か
か
り
、
特
に
宴
会
用
の
酒

造
り
も
、
通
常
、
熊
送
り
と
比
べ
て
一
日
早
く
、
四
日
前
か
ら
開
始

す
る
。「
送
り
」
の
当
日
の
朝
に
は
、
そ
の
前
夜
と
同
様
、
盛
装
し

た
メ
ノ
コ
（
女
性
達
）
が
セ
ツ
を
囲
ん
で
ウ
ポ
ポ
を
踊
る
。
ま
た
男

達
は
そ
の
間
、
モ
シ
リ
コ
ロ
カ
ム
イ
イ
ナ
ウ
（
梟
神
の
木
幣
）
を
ヌ

サ
サ
ン
の
中
央
に
立
て
、
そ
の
前
に
キ
ナ
（
模
様
付
き
の
蒲
団
）
を

か
け
、
宝
物
類
や
花
矢
を
飾
る
。
午
後
に
な
る
と
、
セ
ツ
か
ら
梟
神

を
出
し
、
タ
プ
カ
ラ
ニ
（
踊
り
木
）
と
言
わ
れ
る
長
さ
六
尺
、
直
径

二
寸
ほ
ど
の
シ
ケ
レ
ペ
ニ
（
き
は
だ
の
木
）
に
と
ま
ら
せ
、
エ
カ
シ

（
長
老
）
達
が
祭
場
へ
と
運
ん
で
ゆ
く
。
そ
し
て
、
予
め
用
意
し
た

ポ
ン
バ
ケ
と
い
う
晴
れ
着
を
フ
ク
ロ
ウ
に
着
せ
、
飛
び
去
る
こ
と
が

な
い
よ
う
に
、
縄
を
た
す
き
が
け
し
、
そ
れ
に
細
い
紐
を
も
つ
と
シ

ケ
レ
ペ
ニ
を
上
下
さ
せ
る
。
梟
神
が
羽
を
ば
た
つ
か
せ
、
タ
プ
カ
ラ

（
神
踊
り
）
す
る
の
を
充
分
楽
し
ん
だ
の
ち
、
花
矢
を
射
掛
け
、
す

か
さ
ず
レ
ク
ヌ
ン
バ
ニ
（
絞
木
）
と
チ
カ
ッ
プ
イ
ナ
ウ
（
鳥
の
木

幣
）
に
梟
の
頸
部
を
挟
み
、
二
人
が
か
り
で
絞
殺
す
る
。
続
い
て
、

経
験
豊
富
な
コ
タ
ン
の
エ
カ
シ
が
、
解
体
に
か
か
り
、
肉
と
骨
を
取

り
除
く
と
、
の
こ
っ
た
遺
体
に
、
チ
メ
シ
イ
ナ
ウ
（
削
り
か
す
）
を

詰
め
る
。
そ
れ
を
ヌ
サ
サ
ン
に
安
置
し
、
祈
り
を
捧
げ
、
こ
れ
に

よ
っ
て
無
事
「
霊
送
り
」
が
完
了
し
、
カ
ム
イ
は
神
の
国
、
親
神
の

も
と
へ
帰
っ
て
ゆ
く９

。

　「
梟
送
り
」
が
「
熊
送
り
」
よ
り
も
前
か
ら
準
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
も
、
そ
の
重
要
性
が
伺
え
る
。
イ
オ
マ
ン
テ
の
風
習
を
知
っ
て
い
た
賢

治
が
、「
熊
送
り
」
を
凌
ぐ
規
模
の
「
梟
送
り
」
を
知
ら
な
か
っ
た
と
は

イ
な
の
。
そ
の
大
き
い
フ
ク
ロ
ウ
が
一
番
偉
く
て
天
の
神
様
だ
っ
た

と
言
う
ん
だ
よ
。

　
　（
中
略
）

　
　 

こ
の
シ
ュ
ワ
ン
に
も
た
く
さ
ん
い
た
ね
。
住
む
木
が
無
く
な
っ
た
こ

と
と
、
川
に
魚
が
来
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
今
な
ら
ほ
と
ん
ど
い

な
い
ん
で
な
い
か
な
ぁ
…
…
。

　
　 

フ
ク
ロ
ウ
は
た
ま
に
し
か
捕
ら
な
か
っ
た
け
ど
、
や
っ
ぱ
り
送
っ
た

の８

。

　
こ
の
語
り
の
内
容
か
ら
は
、
梟
を
最
高
神
と
し
て
崇
め
て
い
た
こ
と
、

「
梟
送
り
」
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、「
梟
送
り
」
は
、

「
熊
送
り
」
と
違
い
、
一
九
二
〇
年
代
頃
ま
で
に
、
す
で
に
ほ
と
ん
ど
の

地
域
で
姿
を
消
し
て
し
ま
い
、
そ
の
内
容
を
詳
し
く
伝
え
る
記
録
類
も
わ

ず
か
に
し
か
残
っ
て
い
な
い
。
実
際
に
「
梟
送
り
」
が
ど
の
よ
う
な
儀
式

で
あ
っ
た
か
詳
細
に
言
及
し
た
記
録
は
、
次
に
示
す
佐
藤
直
太
朗
が
著
し

た
「
釧
路
ア
イ
ヌ
の
縞
梟
送
り
」（
一
九
六
一
）
が
唯
一
の
も
の
だ
と
思

わ
れ
る
。
佐
藤
は
一
八
八
〇
年
代
以
前
に
、
釧
路
地
方
で
生
ま
れ
た
古
老

た
ち
か
ら
の
聴
取
情
報
を
再
構
成
し
、
梟
送
り
が
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
内

容
の
儀
礼
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
　 

偶
然
に
捕
獲
し
た
シ
マ
フ
ク
ロ
ウ
の
雛
を
、
集
落
に
連
れ
帰
り
、
飼

い
始
め
る
。
羽
も
揃
い
、
木
に
も
と
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
頃
か
ら
、

チ
カ
ッ
プ
・
セ
ツ
（
鳥
籠
）
を
設
置
し
、
そ
の
中
に
入
れ
て
育
て

る
。
餌
が
充
分
与
え
ら
れ
る
た
め
か
、
セ
ツ
で
飼
わ
れ
る
フ
ク
ロ
ウ

の
成
長
は
早
い
。
送
る
日
が
決
定
す
る
と
、
他
の
コ
タ
ン
の
親
戚
、
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十
一
年
九
月
に
十
九
歳
の
若
さ
で
亡
く
な
っ
て
お
り
、
賢
治
は
様
々
な
側

面
か
ら
知
里
幸
恵
の
『
ア
イ
ヌ
神
謡
集
』
に
興
味
を
持
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
賢
治
は
ア
イ
ヌ
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
詩
を
複
数
書
い
て
い
る
が
、「
ア

イ
ヌ
」
と
い
っ
た
言
葉
や
、
ア
イ
ヌ
文
化
と
関
連
す
る
こ
と
が
は
っ
き
り

と
わ
か
る
言
葉
が
出
て
く
る
も
の
は
少
数
で
あ
る
。
し
か
し
、
秋
枝
美
保

は
賢
治
の
童
話
「
土
神
と
き
つ
ね
」
が
『
ア
イ
ヌ
神
謡
集
』
に
収
録
さ
れ

て
い
る
作
品
に
非
常
に
類
似
し
て
い
る
と
い
う
点
を
指
摘
し
て
お
り
、
ア

イ
ヌ
文
化
の
影
響
を
受
け
て
い
る
賢
治
作
品
は
更
に
多
く
潜
在
し
て
い
る

と
考
え
る10

。

　『
ア
イ
ヌ
神
謡
集
』
は
、
十
三
の
小
編
か
ら
成
る
作
品
で
あ
る
。
収
録

さ
れ
て
い
る
作
品
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
一
、
梟
の
神
の
自
ら
歌
っ
た
謠
「
銀
の
滴
降
る
降
る
ま
わ
り
に
」

　
　
二
、
狐
が
自
ら
歌
っ
た
謠
「
ト
ワ
ト
ワ
ト
」

　
　
三
、
狐
が
自
ら
歌
っ
た
謠
「
ハ
イ
ク
ン
テ
レ
ケ 

ハ
イ
コ
シ
テ
ム
ト
リ
」

　
　
四
、
兎
が
自
ら
歌
っ
た
謠
「
サ
ン
パ
ヤ 

テ
レ
ケ
」

　
　
五
、
谷
地
の
魔
神
が
自
ら
歌
っ
た
謠
「
ハ
リ
ツ 

ク
ン
ナ
」

　
　
六
、
小
狼
の
神
が
自
ら
歌
っ
た
謠
「
ホ
テ
ナ
オ
」

　
　
七
、
梟
の
神
が
自
ら
歌
っ
た
謠
「
コ
ン
ク
ワ
」

　
　
八
、 

海
の
神
が
自
ら
歌
っ
た
謠
「
ア
ト
イ
カ 

ト
マ
ト
マ
キ 

ク
ン
ト

テ
ア
シ 

フ
ム 

フ
ム
！
」

　
　
九
、 
蛙
が
自
ら
を
歌
っ
た
謠
「
ト
ー
ロ
ロ 

ハ
ン
ロ
ク 

ハ
ン
ロ

ク
！
」

　
　
十
、
小
オ
キ
キ
リ
ム
イ
自
ら
歌
っ
た
謠
「
ク
ツ
ニ
サ 

ク
ト
ン
ク
ト
ン
」

　
　
十
一
、 

小
オ
キ
キ
リ
ム
イ
が
自
ら
歌
っ
た
謠
「
こ
の
砂
赤
い
赤
い
」

考
え
に
く
い
。

　「
梟
送
り
」
と
「
熊
送
り
」
の
違
い
は
様
々
あ
る
が
、
そ
の
一
つ
に
形

式
の
差
が
挙
げ
ら
れ
る
。「
熊
送
り
」
は
大
別
す
る
と
、
狩
猟
で
得
た
成

獣
や
亜
成
獣
を
送
る
「
猟
熊
送
り
」、
生
後
間
も
な
い
仔
熊
を
送
る
「
飼

い
熊
送
り
」
の
二
つ
の
形
式
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
「
梟
送
り
」

は
、
雛
を
生
捕
に
し
て
育
て
て
か
ら
送
る
形
式
の
も
の
だ
け
で
あ
る
。

　「
二
十
六
夜
」
で
人
間
に
捕
ら
え
ら
れ
た
穂
吉
は
ま
だ
幼
い
梟
、
つ
ま

り
雛
に
近
し
く
、
人
間
に
解
放
さ
れ
る
も
、
足
の
怪
我
が
原
因
で
死
ぬ
こ

と
と
な
る
。
本
来
群
れ
な
い
梟
に
、
集
会
を
開
か
せ
て
い
る
の
は
「
梟
送

り
」
の
儀
式
が
重
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
多
く
の
梟
が
見
守

る
場
面
は
、「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
と
同
様
に
、
イ
オ
マ
ン
テ
の
様
相
と

な
る
。
梟
た
ち
の
「
二
十
六
夜
待
ち
」
は
、
雛
で
あ
る
穂
吉
の
死
に
よ
っ

て
「
梟
送
り
」
へ
と
変
化
す
る
。

四
、
賢
治
と
ア
イ
ヌ
文
化

　
賢
治
が
北
海
道
に
行
っ
た
の
は
計
三
回
で
あ
る
。

　
一
回
目
は
大
正
二
年
に
盛
岡
中
学
校
の
修
学
旅
行
で
、
二
回
目
は
大
正

十
二
年
の
北
海
道
・
樺
太
を
巡
る
旅
行
、
三
回
目
は
大
正
十
三
年
の
花
巻

農
学
校
の
修
学
旅
行
引
率
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
二
回
目
の
大
正
十
二
年

は
、
ま
さ
に
「
二
十
六
夜
」
が
書
か
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
年
で
あ
り
、
実

際
に
ア
イ
ヌ
の
村
へ
と
立
ち
寄
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ア
イ
ヌ
の
口
承
文

芸
を
記
述
し
た
『
ア
イ
ヌ
神
謡
集
』
が
知
里
幸
恵
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
た

の
も
丁
度
こ
の
年
の
八
月
で
あ
り
、
賢
治
が
読
ん
だ
可
能
性
は
非
常
に
高

い
。
ま
た
、
知
里
幸
恵
は
賢
治
の
妹
ト
シ
に
先
立
つ
こ
と
二
ヶ
月
、
大
正
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の
星
」
を
書
い
た
。
け
れ
ど
何
年
か
し
た
後
に
、
チ
ピ
ヤ
ク
の
昔
話

を
知
っ
た
。
そ
れ
で
主
人
公
を
オ
オ
ジ
シ
ギ
に
変
え
て
、
そ
の
童
話

を
書
き
改
め
よ
う
と
し
て
い
た
の
だ11

。

　
賢
治
が
ア
イ
ヌ
文
化
に
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
言

え
る
。
そ
し
て
、
特
に
ア
イ
ヌ
の
「
霊
送
り
」
の
考
え
に
、
賢
治
は
共
感

を
抱
い
た
は
ず
で
あ
る
。
天
上
界
の
神
が
動
物
の
姿
に
な
っ
て
現
世
に
現

れ
、
そ
し
て
現
世
か
ら
天
上
界
へ
と
帰
っ
て
い
く
と
い
う
往
来
は
、
賢
治

が
信
仰
し
て
い
た
法
華
経
の
輪
廻
転
生
の
思
想
と
親
和
性
が
高
い
。

五
、
ア
イ
ヌ
文
化
と
東
北
に
お
け
る
鳥
霊
信
仰

　
賢
治
が
、
八
十
九
種
類
も
の
鳥
を
描
い
て
い
た
事
は
先
に
示
し
た
通
り

で
あ
る
。「
二
十
六
夜
」
の
梟
に
限
ら
ず
、
様
々
な
鳥
類
が
作
品
の
中
を

飛
び
か
っ
て
い
る
。
な
ぜ
、
異
様
と
も
言
え
る
ほ
ど
の
鳥
を
登
場
さ
せ
た

の
か
。
次
は
、
冒
頭
に
も
示
し
た
『
青
森
挽
歌
』
の
「
白
い
鳥
」
の
一
説

で
あ
る
。

　
　
二
疋
の
大
き
な
白
い
鳥
が

　
　
鋭
く
か
な
し
く
啼
き
か
は
し
な
が
ら

　
　
し
め
つ
た
朝
の
日
光
を
飛
ん
で
ゐ
る

　
　
そ
れ
は
わ
た
く
し
の
い
も
う
と
だ

　
　
死
ん
だ
わ
た
く
し
の
い
も
う
と
だ

　
　
兄
が
来
た
の
で
あ
ん
な
に
か
な
し
く
啼
い
て
ゐ
る

　
　（
中
略
）

　
　
十
二
、
獺
が
自
ら
歌
っ
た
謠
「
カ
ッ
パ 

レ
ウ
レ
ウ 

カ
ッ
パ
」

　
　
十
三
、
沼
貝
が
自
ら
歌
っ
た
謠
「
ト
ヌ
ペ
カ 

ラ
ン
ラ
ン
」

　
各
話
は
様
々
な
カ
ム
イ
が
歌
っ
た
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
語
り
手
は

「
梟
」「
狐
」「
兎
」「
谷
地
の
魔
神
」「
小
狼
」「
海
の
神
」「
蛙
」「
小
オ
キ

キ
リ
ム
イ
（
ア
イ
ヌ
民
族
の
祖
と
さ
れ
る
地
上
で
初
め
て
誕
生
し
た
神
）」

「
獺
」「
沼
貝
」
の
十
種
で
あ
る
。
秋
枝
の
指
摘
し
た
、
賢
治
が
「
五
、
谷

地
の
魔
神
が
自
ら
歌
っ
た
謠
」
を
下
敷
き
に
「
土
神
と
き
つ
ね
」
を
書
い

た
と
い
う
説
は
、
作
品
の
型
や
使
用
さ
れ
て
い
る
用
語
か
ら
有
力
で
あ
る

と
い
え
る
。
ま
た
、『
ア
イ
ヌ
神
謡
集
』
の
各
話
を
カ
ム
イ
が
歌
っ
た
も

の
だ
と
す
る
「
語
り
」
の
形
式
は
、
賢
治
作
品
に
多
々
み
ら
れ
る
動
物
の

視
点
で
物
語
が
進
行
す
る
「
語
り
」
の
形
式
と
近
し
い
こ
と
も
挙
げ
て
お

き
た
い
。

　
秋
枝
の
指
摘
と
同
様
に
、「
よ
だ
か
の
星
」
と
ア
イ
ヌ
の
民
話
の
関
係

に
つ
い
て
指
摘
し
た
も
の
も
あ
る
。
現
存
す
る
「
よ
だ
か
の
星
」
の
原
稿

の
表
紙
は
、
中
央
に
書
か
れ
た
題
名
「
よ
だ
か
」
を
斜
線
で
消
し
、
左
に

「
ぶ
と
し
ぎ
」
と
書
き
あ
ら
た
め
た
も
の
で
あ
る
。「
ぶ
と
し
ぎ
」
と
は
オ

オ
ジ
シ
ギ
の
こ
と
で
あ
り
、
国
松
は
「
よ
だ
か
の
星
」
の
執
筆
時
期
を
考

慮
に
入
れ
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
考
察
し
て
い
る
。

　
　 

大
正
時
代
は
ア
イ
ヌ
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
た
時
期
で
、
ア
イ
ヌ
の
神

話
、
昔
話
、
伝
説
、
神
謡
と
い
っ
た
も
の
が
色
々
本
に
な
っ
て
出
版

さ
れ
た
。
雑
誌
に
も
昔
話
や
伝
説
が
紹
介
さ
れ
た
。
賢
治
は
、
ア
イ

ヌ
の
昔
話
や
伝
説
を
、
本
か
雑
誌
で
読
ん
だ
に
違
い
な
い
。
賢
治

は
、
大
正
一
○
年
ご
ろ
に
一
度
ヨ
タ
カ
を
主
人
公
に
し
て
「
よ
だ
か
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ら
れ
、「
天
皇
吾
を
す
で
に
死
ね
と
お
ぼ
し
め
す
な
り
け
り
」
と
泣
き
な

が
ら
出
発
す
る
。
こ
の
時
、
ヤ
マ
ト
ヒ
メ
か
ら
草
那
芸
剣
と
御
嚢
が
与
え

ら
れ
る
。
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
は
尾
張
国
で
国
造
の
ミ
ヤ
ズ
ヒ
メ
と
婚
約
し
、

東
国
へ
向
か
う
途
中
、
沼
の
神
、
海
の
神
、
坂
の
神
、
山
の
神
と
い
っ
た

「
山
河
の
荒
ぶ
る
神
ど
も
」
と
戦
い
、「
言
向
平
和
し
て
」
帰
路
に
つ
く
。

尾
張
国
で
婚
約
し
て
い
た
ミ
ヤ
ズ
ヒ
メ
と
結
婚
す
る
も
、
伊
服
岐
の
山
の

神
の
征
伐
に
赴
き
、
白
猪
に
化
け
た
山
の
神
の
降
ら
せ
た
氷
雨
に
病
み
、

伊
勢
の
熊
褒
野
で
報
じ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
后
や
皇
子
た
ち
は
倭
よ
り

下
っ
て
「
御
陵
」
を
作
る
が
、
皇
子
の
霊
は
「
八
尋
白
智
鳥
」
に
な
っ
て

天
に
翔
っ
て
行
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　
東
北
地
方
と
「
白
鳥
伝
説
」
に
つ
い
て
は
、
谷
川
健
一
に
以
下
の
よ
う

な
指
摘
が
あ
る
。

　
　 

白
鳥
は
古
く
か
ら
日
本
人
の
霊
魂
の
か
た
ど
り
と
み
な
さ
れ
て
き

た
。
白
鳥
に
関
す
る
信
仰
や
伝
説
は
は
る
か
南
東
の
八
重
山
に
ま
で

及
ん
で
い
る
が
、
と
り
わ
け
、
東
北
地
方
に
強
烈
で
あ
り
、
中
で
も

宮
城
県
の
南
部
の
苅
田
郡
や
柴
田
郡
に
集
中
し
て
い
る12

。

　
谷
川
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
白
鳥
伝
説
」
は
日
本
全
国
に
散
在
し
て

お
り
、
ま
た
、
そ
れ
に
伴
う
「
白
鳥
」
と
い
う
地
名
も
枚
挙
に
暇
が
な
い

ほ
ど
で
あ
る
。
ま
た
「
白
鳥
伝
説
」
は
、
日
本
列
島
に
飛
来
す
る
オ
オ
ハ

ク
チ
ョ
ウ
や
コ
ハ
ク
チ
ョ
ウ
の
故
郷
で
も
あ
る
シ
ベ
リ
ア
地
方
に
も
多
く

伝
え
ら
れ
て
い
る
。
先
の
谷
川
の
指
摘
に
よ
る
と
、
バ
イ
カ
ル
湖
の
ほ
と

り
の
ブ
リ
ヤ
ー
ト
族
の
白
鳥
信
仰
は
、
そ
の
偏
執
性
に
お
い
て
、
苅
田
郡

や
柴
田
郡
の
も
の
と
酷
似
し
て
お
り
、「
東
北
地
方
に
お
け
る
白
鳥
伝
説

　
　
い
ま
鳥
は
二
羽

　
か
ゞ
や
い
て
白
く
ひ
る
が
へ
り

　
　
む
か
ふ
の
湿
地

　
青
い
蘆
の
な
か
に
降
り
る

　
　
降
り
よ
う
と
し
て
ま
た
の
ぼ
る

　
　
　
　（
日
本
武
尊
の
新
ら
し
い
御
陵
の
前
に

　
　
　
　 
お
き
さ
き
た
ち
が
う
ち
ふ
し
て
嘆
き

　
　
　
　 

そ
こ
か
ら
た
ま
た
ま
千
鳥
が
飛
べ
ば

　
　
　
　 

そ
れ
を
尊
の
み
た
ま
と
お
も
ひ

　
　
　
　 

蘆
に
足
を
も
傷
つ
け
な
が
ら

　
　
　
　 

海
べ
を
し
た
つ
て
行
か
れ
た
の
だ
）

　
こ
の
作
品
に
お
い
て
も
「
鳥
」
を
見
て
、「
死
ん
だ
わ
た
く
し
の
い
も

う
と
だ
」
と
感
じ
る
描
写
が
あ
る
。
こ
こ
で
注
視
し
た
い
の
は
、
単
な
る

「
鳥
」
で
は
な
く
「
白
い
鳥
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
な

ぜ
、「
白
い
鳥
」
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
。
そ
の
理
由
は
、「
白
い

鳥
」
の
後
半
部
に
あ
る
「
日
本
武
尊
」
の
記
述
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
日
本
武
尊
（
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
）
は
、
は
じ
め
小
碓
命
と
い
っ
た
。
彼
は

父
か
ら
、
朝
夕
の
大
御
食
に
陪
席
し
な
く
な
っ
た
双
子
の
兄
で
あ
る
大
碓

命
に
出
て
く
る
よ
う
に
言
っ
て
こ
い
と
命
じ
ら
れ
、
兄
に
そ
の
旨
を
伝
え

る
も
、
兄
が
従
わ
な
か
っ
た
た
め
に
兄
を
殺
し
て
し
ま
う
と
い
う
凶
暴
さ

を
発
揮
す
る
。
父
は
こ
の
次
第
を
聞
き
、
小
碓
命
を
遠
ざ
け
る
よ
う
に
な

る
。
小
碓
命
は
西
方
の
熊
曽
建
の
征
伐
を
命
じ
ら
れ
、
姨
で
あ
る
倭
比
売

命
（
伊
勢
の
ア
マ
テ
ラ
ス
に
仕
え
る
叔
母
）
の
衣
装
を
用
い
て
女
装
し
、

熊
曽
建
を
刺
殺
す
る
。
こ
の
時
、
弟
建
が
「
倭
建
御
子
」
の
名
を
献
じ
た

と
あ
る
。
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
は
そ
の
ま
ま
出
雲
国
に
お
い
て
出
雲
建
を
誅

し
、
倭
に
帰
還
す
る
も
、
天
皇
か
ら
今
度
は
、
東
国
の
賊
の
征
伐
を
命
じ
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「
鳥
霊
信
仰
」
と
合
わ
せ
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
鳥
霊
信
仰
と

は
、
鳥
を
神
の
使
い
と
見
た
り
、
あ
る
い
は
神
や
霊
魂
が
鳥
に
乗
っ
て
天

上
界
や
冥
界
へ
、
自
由
に
移
動
す
る
と
考
え
る
信
仰
の
こ
と
で
あ
る
。
さ

ら
に
、
神
や
霊
魂
そ
の
も
の
が
鳥
形
で
顕
現
す
る
と
信
じ
、
鳥
を
こ
と
さ

ら
に
神
聖
視
・
崇
敬
す
る
こ
と
を
言
う
。

　
岩
手
県
遠
野
村
に
伝
わ
る
「
鳥
畜
殺
生
秘
宝
」
に
は
、
殺
し
た
鳥
獣
の

皮
を
剥
ぐ
と
き
の
呪
文
「
衆
生
仏
生
五
逐
天
同
殊
仏
果
、
打
者
モ
打
タ
レ

ル
モ
ノ
モ
諸
ニ
サ
メ
ル
夢
ノ
世
ノ
中
。
南
無
阿
弥
陀
仏
」、
小
鳥
を
打
つ

と
き
の
呪
文
、「
祓
玉
ヘ
清
メ
玉
へ
、
打
モ
打
タ
レ
モ
縁
ニ
カ
シ
」
な
ど

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
白
鳥
に
限
ら
ず
、
狩
猟
し
た
鳥
類
の
霊
魂
を
、
呪

文
を
も
っ
て
鎮
め
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
ア
イ
ヌ
民
族
の
よ
う
に
念
入
り
な
準
備
を
行
っ
た
り
、
集
団
で
行
っ
た

り
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
れ
は
岩
手
県
に
お
け
る
「
送
り
」
の
儀
式

で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
北
条
勝
貴
は
「
送
り
」
の
発
生
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　 

人
間
は
古
く
か
ら
、
他
の
生
命
の
〈
殺
生
〉
に
対
し
て
一
種
の
後
ろ

め
た
さ
、
負
債
感
を
抱
い
て
き
た
。
六
百
万
年
前
か
ら
続
く
人
類
の

歴
史
の
う
ち
、
農
耕
が
開
始
さ
れ
た
の
は
わ
ず
か
一
万
五
千
年
前
に

過
ぎ
ず
、
そ
れ
以
前
は
極
め
て
長
期
に
わ
た
る
狩
猟
採
集
社
会
で

あ
っ
て
、
人
類
の
精
神
構
造
に
は
そ
の
時
代
の
痕
跡
が
深
く
刻
ま
れ

て
い
る
と
み
て
よ
い
。（
中
略
）
人
間
は
、
自
ら
生
み
出
し
た
精
神

的
苦
痛
を
回
避
す
る
た
め
に
、
負
債
感
を
吐
露
・
払
拭
す
る
物
語
を

生
み
出
し
て
き
た
が
、
動
植
物
へ
の
送
葬
儀
礼
で
あ
る
〈
送
り
〉

は
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
そ
の
典
型
的
な
表
現
だ
と
い
え
よ
う
。

の
起
源
の
深
さ
を
推
察
さ
せ
る
の
に
足
り
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
。

　
白
鳥
信
仰
の
由
来
は
諸
説
あ
る
が
、
ア
イ
ヌ
の
祭
具
に
「
イ
ナ
ウ
」
と

い
う
も
の
が
あ
る
。
カ
ム
イ
や
先
祖
と
人
間
の
間
を
取
り
持
つ
、
神
霊
の

依
り
代
と
さ
れ
る
道
具
で
あ
る
。
一
本
の
木
の
棒
か
ら
削
り
出
し
て
作
る

も
の
だ
が
、
樹
皮
を
削
が
れ
た
木
の
白
さ
か
ら
、
白
鳥
に
見
立
て
ら
れ
た

イ
ナ
ウ
も
あ
っ
た
。

　
梅
原
猛
は
「
白
鳥
信
仰
」
の
発
祥
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　 

も
と
も
と
日
本
列
島
に
は
狩
猟
採
集
を
な
り
わ
い
と
す
る
人
々
が
住

ん
で
い
て
、
白
鳥
信
仰
を
は
じ
め
と
す
る
自
然
崇
拝
の
傾
向
を
強
く

持
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
の
ち
に
大
陸
か
ら
稲
作
民
が
渡
来
し
、

や
が
て
大
和
朝
廷
を
つ
く
り
、
鉄
を
武
器
に
先
住
の
人
々
を
追
い
立

て
て
い
っ
た
。
そ
れ
ら
の
人
々
は
東
日
本
の
場
合
、
蝦
夷
と
よ
ば
れ

た
。（
中
略
）
白
鳥
信
仰
も
、
も
と
も
と
は
蝦
夷
に
あ
っ
た
も
の
を

大
和
が
取
り
入
れ
て
い
き
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
白
鳥
伝
説
も
そ
う
し

た
結
果
、
生
ま
れ
た
。
一
方
、
大
和
に
最
期
ま
で
抵
抗
し
、
山
に
こ

も
り
続
け
た
蝦
夷
の
人
々
（
中
略
）
こ
そ
、
イ
ナ
ウ
と
よ
く
似
た
ケ

ズ
リ
カ
ケ
の
信
仰
、
す
な
わ
ち
白
鳥
信
仰
を
も
ち
続
け
る
先
住
民
の

移
民
で
あ
っ
た13

。

　
梅
原
は
、
日
本
列
島
に
根
強
く
あ
っ
た
白
鳥
信
仰
が
、
大
和
朝
廷
の
支

配
す
る
地
域
へ
と
流
入
し
て
い
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
梅
原
の
こ
の
説

は
、
谷
川
の
「
白
鳥
信
仰
」
が
「
東
北
地
方
に
強
烈
」
で
あ
っ
た
と
い
う

指
摘
と
、
地
理
的
に
整
合
す
る
。

　
ま
た
、
白
鳥
を
霊
的
な
存
在
と
し
て
古
代
人
が
信
じ
て
い
た
こ
と
は
、
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「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
に
は
「
鳥
を
捕
る
人
」
と
い
う
奇
怪
な
人
物
が
登
場

す
る
が
、
こ
の
人
物
の
正
体
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
決
着
を
見
な
い
。
そ

の
理
由
は
、「
賢
治
作
品
に
お
け
る
鳥
と
は
何
か
」、「
鳥
を
捕
る
と
い
う

行
為
に
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
」
と
い
う
観
点
が
欠
如
し
て
き
た

た
め
だ
と
考
え
る
。
今
後
、「
鳥
」
を
鍵
と
し
て
、
よ
り
多
く
の
作
品
を

考
察
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

注１ 

中
山
太
郎
『
日
本
民
俗
学 

四
巻
』（
大
和
書
房
、
一
九
三
〇
年
）

２ 

栗
原
敦
「
賢
治
の
「
月
」」『
賢
治
研
究
』
三
四
（
宮
沢
賢
治
研
究
会
、
一
九
八
三
年
）

３  

大
島
丈
志
「
法
華
文
学
と
し
て
の
「
二
十
六
夜
」
考
―
梟
の
悪
業
に
出
口
は
あ
る
の

か
―
」『
文
教
大
学
国
文
』
34
（
二
〇
〇
五
年
）

４ 

同
右

５ 

梅
原
猛
『
日
本
の
深
層
』（
佼
成
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）

６  

河
野
広
道
「
貝
塚
人
骨
の
謎
と
ア
イ
ヌ
の
イ
オ
マ
ン
テ
」『
人
類
学
雑
誌
』
五
〇
巻
四

号
（
第
一
書
房
、
一
九
三
五
年
）

７ 

佐
藤
孝
雄
「
梟
送
り
の
考
古
学
」『
東
北
学
』
四
号
（
作
品
社
、
二
〇
〇
五
年
）

８  

宇
田
川
洋
「
ア
イ
ヌ
の
人
は
ど
う
生
き
た
か
―
イ
オ
マ
ン
テ
を
中
心
に
―
」『
も
の
が

た
り
日
本
列
島
に
生
き
た
人
た
ち 

一 

遺
跡 

上
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
）

９  

佐
藤
直
太
朗
「
釧
路
ア
イ
ヌ
の
縞
梟
送
り
（
モ
シ
リ
コ
ロ
カ
ム
イ
オ
プ
ニ
レ
）」『
佐

藤
直
太
朗
郷
土
研
究
論
文
集
成
』（
一
九
六
一
年
）

10  

秋
枝
美
保
「『
ア
イ
ヌ
神
謡
集
』
と
賢
治
の
童
話
―
鬼
神
・
魔
神
・
修
羅
の
鎮
魂
―
」

『
立
命
館
言
語
研
究

　
十
六
巻
』
三
号
（
二
〇
〇
五
年
）

11 
国
松
俊
英
『
宮
沢
賢
治 

鳥
の
世
界
』（
小
学
館
、
一
九
九
六
年
）

12 
谷
川
健
一
『
白
鳥
伝
説
』（
集
英
社
、
一
九
八
六
年
）

13  
梅
原
猛
「
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
と
白
鳥
伝
説
」『
歴
史
誕
生 

十
一
巻
』（
角
川
書
店
、
一
九
九
一

年
）

14  

北
条
勝
貴
「
人
外
の
〈
喪
〉
―
動
植
物
の
〈
送
り
〉
儀
礼
か
ら
列
島
的
生
命
観
を
考

え
る
―
」『
キ
リ
ス
ト
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
三
二
（
二
〇
一
三
年
）

 

（
の
む
ら

　
ま
さ
ゆ
き

　
神
田
女
学
園
中
学
校
・
高
等
学
校
）

　
　 〈
送
り
〉
と
は
、
主
に
狩
猟
採
集
社
会
に
お
い
て
、
捕
獲
・
屠
殺
し

た
動
物
の
魂
を
も
て
な
し
、
そ
の
原
郷
た
る
精
霊
の
世
界
に
送
り
返

し
、
豊
穣
を
祈
願
す
る
祭
儀
で
あ
る
。
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
生
命
観
に
基

づ
き
、
生
命
の
本
体
と
い
う
べ
き
精
霊
は
生
か
し
、
衣
服
や
持
物
で

あ
る
毛
皮
・
肉
の
み
を
得
る
た
め
、
殺
害
に
は
当
た
ら
な
い
。
し
か

し
、
そ
も
そ
も
豊
穣
を
願
う
祭
儀
が
な
ぜ
〈
送
り
〉
の
形
式
を
採
る

か
を
考
え
る
と
、
や
は
り
深
層
レ
ベ
ル
で
は
、
後
ろ
め
た
さ
や
負
債

感
に
基
づ
く
謝
罪
の
意
味
が
含
む
も
の
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い14

。

　
賢
治
は
「
白
鳥
信
仰
」・「
鳥
霊
信
仰
」
が
根
強
く
残
る
東
北
に
あ
っ

て
、
死
者
の
霊
が
鳥
に
な
る
と
い
う
思
想
を
持
ち
え
た
の
で
あ
り
、
更
に

北
海
道
旅
行
で
の
ア
イ
ヌ
文
化
と
の
接
触
に
よ
っ
て
、
賢
治
作
品
に
お
け

る
「
表
象
と
し
て
の
鳥
」
が
結
実
し
た
の
で
あ
る
。

六
、
お
わ
り
に

　「
二
十
六
夜
」
に
お
い
て
、「
二
十
六
夜
待
ち
」
は
穂
吉
の
死
に
よ
っ
て

「
梟
送
り
」
へ
と
変
化
す
る
。
そ
し
て
、「
霊
送
り
」
の
考
え
は
、
法
華
経

の
輪
廻
転
生
の
思
想
と
も
本
質
的
に
近
く
、
賢
治
に
と
っ
て
興
味
深
い
も

の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、「
二
十
六
夜
」
は
「
二
十
六
夜
待

ち
」
と
ア
イ
ヌ
の
「
梟
送
り
」
を
素
材
と
し
た
作
品
で
あ
り
、
そ
の
為
に

多
く
の
鳥
の
中
か
ら
梟
を
選
び
、
描
い
た
の
だ
と
考
え
る
。

　
賢
治
自
身
の
興
味
が
あ
ま
り
に
も
多
岐
に
わ
た
る
た
め
、
比
例
し
て
賢

治
作
品
の
論
考
に
お
け
る
視
点
も
様
々
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
「
鳥
」

と
い
う
視
点
の
重
要
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
代
表
作
と
い
え
る


