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一　

宮
沢
賢
治
と
私

　

私
は
と
く
に
賢
治
の
研
究
家
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
単
な
る
愛
好
家
に
過
ぎ
な
い
が
、
た
だ
最
近
は
彼
の
「
大
地

の
思
想
」
に
共
鳴
し
て
、
本
格
的
な
出
会
い
を
経
験
し
つ
つ
あ
る
。

　

そ
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
は
、
三
年
ほ
ど
前
に
、
評
論
『
賢
治
・
幾
多
郎
・
大
拙 

─ 

大
地
の
文
学
』（
春
風
社
）

を
書
き
、
出
版
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
は
一
見
し
て
相
互
に
無
関
係
と
思
わ
れ
る
作
家
宮
沢
賢
治
と
、
哲
学
者
西
田
幾
多
郎
、
禅
思
想
家
鈴
木
大
拙
の
、

三
人
に
共
通
す
る
思
想
性
を
と
り
あ
げ
て
論
じ
た
も
の
で
、
こ
こ
に
私
な
り
の
重
要
な
発
見
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
た
か

ら
で
あ
る
。

　

今
度
、
こ
の
本
が
再
版
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
つ
い
で
に
内
容
の
不
足
を
補
っ
て
も
う
一
篇
「
新
世
紀
の
風  

賢
治
随
想

　
　

―「
霊
性
と
文
学
」を
め
ぐ
っ
て
―　

小
野
寺 

功

初
出
「
で
く
の
ぼ
う
宮
沢
賢
治
の
会 

特
別
号
」（
２
０
０
４
年
）
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─
─ 

宮
沢
賢
治
の
霊
性
文
学
」
を
追
加
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
さ
ら
に
明
確
に
な
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
三

人
は
他
の
多
く
の
日
本
の
知
識
人
と
は
違
っ
て
、
共
に
「
霊
性
」
に
立
脚
す
る
、「
い
の
ち
の
思
想
家
」
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
中
で
も
、
と
り
わ
け
宮
沢
賢
治
の
場
合
に
は
、
思
想
的
な
大
地
性
の
根
が
、
縄
文
文
化
の
深
層
に
ま
で
及
ん
で

お
り
、
今
後
日
本
的
霊
性
の
哲
学
を
深
大
に
培
う
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
こ
の
根
に
着
目
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う

の
で
あ
る
。

　

鈴
木
大
拙
の
名
著
『
日
本
的
霊
性
』
が
、
西
田
幾
多
郎
の
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
に
大
き
な
影
響
を
与

え
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
た
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
さ
ら
に
そ
の
根
底
に
、
賢
治
の
「
大
地
の
文
学
」
の
思
想
を
据

え
た
い
と
い
う
の
が
私
の
衷
心
か
ら
の
願
い
で
あ
る
。

　

大
体
以
上
の
こ
と
が
現
在
の
私
の
関
心
事
で
あ
る
が
、
考
え
て
み
る
と
、
賢
治
と
の
出
会
い
は
、
は
る
か
以
前
か
ら

準
備
さ
れ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

そ
れ
と
い
う
の
も
、
私
の
生
ま
れ
故
郷
は
、
賢
治
の
花
巻
と
、
柳
田
国
男
の
『
遠
野
物
語
』
で
知
ら
れ
る
遠
野
の
中

間
地
帯
に
あ
る
東
和
町
（
旧
土
沢
）
で
、
岩
手
軽
便
鉄
道
で
、
旧
制
花
巻
中
学
に
通
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

同
級
生
に
八
木
忠
爾
君
と
い
う
大
変
元
気
の
よ
い
、
よ
く
で
き
る
生
徒
が
い
た
。
彼
の
父
親
は
、
賢
治
が
花
巻
の
川

口
小
学
校
三
、四
年
の
時
の
担
任
で
、
よ
く
童
話
を
生
徒
に
話
し
て
聞
か
せ
る
の
が
好
き
で
あ
っ
た
と
い
う
八
木
英
三

先
生
で
、
何
度
か
そ
の
特
異
な
風
貌
を
見
か
け
た
こ
と
が
あ
る
。

　

八
木
君
に
よ
る
と
、
賢
治
が
童
話
に
関
心
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
、
八
木
先
生
の
お
蔭
だ
と
、
直
接
お
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礼
を
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
と
父
親
が
よ
く
話
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
羽
田
と
い
う
漢
文
担
当
の
先
生
の
時
間
に
、
た
ま
た
ま
「
百

ひ
ゃ
く
し
ょ
う
き
ゅ
う
ぼ
う

姓
窮
乏
」
と
い
う
読
み
方
を
し
た
生
徒
が
い
た
。

先
生
は
こ
れ
を
き
び
し
く
た
し
な
め
、「
百

ひ
ゃ
く
せ
い
き
ゅ
う
ぼ
う

姓
窮
乏
」
と
読
む
べ
き
だ
と
主
張
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
は
「
百

ひ
ゃ
く
し
ょ
う

姓
」
で
は
、

そ
の
職
業
を
馬
鹿
に
す
る
よ
う
な
響
き
が
あ
る
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
講
釈
が
少
し
長
か
っ
た
の
で
、
授
業
が
済
ん
で
か
ら
「
先
生
は
何
で
あ
ん
な
こ
と
に
こ
だ
わ
る
の
か
な
ァ
」
と

友
人
に
聞
い
て
み
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
時
、
友
人
が
さ
り
げ
な
く
「
羽
田
先
生
は
、
宮
沢
賢
治
と
非
常
に
親
し
か
っ

た
と
い
う
話
だ
よ
」
と
答
え
た
こ
と
が
、
妙
に
印
象
に
残
っ
て
い
る
。

　

ま
た
当
時
は
戦
争
中
だ
っ
た
の
で
、
よ
く
勤
労
奉
仕
に
駆
り
出
さ
れ
、
農
家
の
手
伝
い
や
北
上
川
の
流
域
で
、
鉄
道

の
た
め
の
砂
利
運
び
な
ど
を
や
ら
さ
れ
た
。
そ
し
て
真
夏
日
に
は
解
散
後
、
賢
治
が
イ
ギ
リ
ス
海
岸
と
名
付
け
た
あ
の

あ
た
り
で
、
水
泳
を
し
た
り
、
化
石
探
し
を
し
た
こ
と
を
、
昨
日
の
こ
と
の
よ
う
に
よ
く
想
い
出
す
こ
と
が
あ
る
。

　

ま
た
勤
労
動
員
の
無
理
が
祟
っ
て
、
花
巻
病
院
に
入
院
し
た
時
、
私
の
担
当
医
は
、
か
つ
て
賢
治
の
主
治
医
で
あ
り
、

後
に
名
著
『
宮
沢
賢
治
』
を
書
か
れ
た
佐
藤
隆
房
先
生
で
あ
っ
た
。
こ
の
病
院
に
は
賢
治
が
設
計
し
た
と
い
う
花
壇
が

あ
り
、
た
ま
た
ま
賢
治
が
病
気
で
入
院
し
た
時
、
担
当
だ
っ
た
と
い
う
看
護
婦
さ
ん
に
会
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
彼
女
は
、

賢
治
が
退
院
の
日
、
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
か
ら
と
、
お
礼
に
と
い
っ
て
も
ら
っ
た
と
い
う
花
の
栽
培
に
つ
い
て
の
二

冊
の
部
厚
い
本
を
大
切
に
持
っ
て
い
た
。
賢
治
の
印
象
と
し
て
は
、
退
院
当
日
に
、
ベ
ッ
ド
の
上
に
き
ち
ん
と
正
座
し

て
お
礼
を
言
う
よ
う
な
、
と
て
も
礼
儀
正
し
い
人
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
語
っ
て
お
ら
れ
た
。

　

た
だ
こ
う
し
た
事
柄
は
、
す
べ
て
外
面
的
な
も
の
ば
か
り
で
、
賢
治
そ
の
人
に
対
す
る
関
心
は
、
常
識
程
度
に
と
ど

ま
っ
て
い
た
と
思
う
。
そ
れ
が
一
歩
深
ま
っ
た
の
は
、
戦
後
小
学
校
教
師
を
め
ざ
し
て
、
盛
岡
市
上
田
に
あ
る
岩
手
師
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範
学
校
に
入
学
し
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
下
宿
先
が
盛
岡
市
上
田
の
賢
治
が
学
ん
だ
高
等
農
林

学
校
の
す
ぐ
そ
ば
で
、
緑
の
色
濃
い
並
木
道
を
散
策
す
る
時
は
、
何
と
な
く
彼
が
過
し
た
学
生
時
代
の
こ
と
な
ど
が
、

あ
れ
こ
れ
と
推
察
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
の
頃
は
ま
だ
賢
治
に
つ
い
て
の
伝
記
的
関
心
は
全
く
な
か
っ
た
と
思
う
。

　

岩
手
師
範
を
卒
業
す
る
頃
は
、
体
調
が
悪
く
、
教
職
は
無
理
な
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
で
、
当
時
新
制
に
切
り
変
わ
っ

た
岩
手
大
学
教
育
学
部
の
研
究
室
に
一
年
間
勤
務
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
に
下
宿
先
を
盛
岡
の
北
山
に
移
し

た
が
、
こ
の
あ
た
り
は
古
く
か
ら
南
部
藩
の
寺
町
で
、
近
く
に
は
賢
治
が
仏
教
夏
期
講
習
会
に
出
席
し
た
と
い
う
願
教

寺
や
、
一
時
下
宿
し
て
い
た
清
養
院
な
ど
が
あ
り
、
彼
の
仏
教
と
の
関
係
が
、
そ
の
雰
囲
気
か
ら
何
と
な
く
偲
ば
れ
た
。

　

四
年
間
盛
岡
に
在
住
し
て
い
る
間
、
一
番
好
き
だ
っ
た
の
は
、
市
の
中
央
に
あ
る
岩
手
公
園
の
不こ

ず来
方か

た

城
跡
か
ら
、

向
う
は
る
か
に
岩
手
山
を
望
む
景
色
で
あ
っ
た
。
賢
治
も
岩
手
山
に
は
深
く
魅
了
さ
れ
た
。
そ
し
て
中
学
以
来
、
登
っ

た
回
数
は
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。

　
「
春
と
修
羅
」
で
は
、
石
川
啄
木
と
は
全
く
違
う
硬
質
な
言
葉
と
光
り
の
中
で
、
宇
宙
の
底
か
ら
凝
視
し
た
よ
う
に
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
歌
い
あ
げ
て
い
る
。

　
　

岩
手
山

　

そ
ら
の
散
乱
反
射
の
な
か
に

　

古
ぼ
け
て
黒
く
ゑ
ぐ
る
も
の

　

ひ
か
り
の
微み

塵じ
ん

系
列
の
底
に

　

き
た
な
く
し
ろ
く
澱よ
ど

む
も
の
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そ
れ
で
、
こ
れ
は
私
の
推
測
に
す
ぎ
な
い
が
、
賢
治
が
イ
ー
ハ
ト
ー
ヴ
と
呼
ぶ
自
然
に
、
と
く
に
熱
愛
に
近
い
情
感

を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
盛
岡
中
学
時
代
の
岩
手
山
へ
の
登
山
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　

し
た
が
っ
て
私
の
考
え
で
は
、
盛
岡
市
周
辺
の
地
域
が
岩
手
山
、
花
巻
周
辺
の
中
心
が
種
山
ヶ
原
、
釜
石
線
沿
い
が

遠
野
の
早
池
峰
山
、
南
が
達
谷
の
洞
窟
、
そ
し
て
こ
れ
を
つ
な
ぐ
東
北
線
の
沿
線
一
帯
が
、
イ
ー
ハ
ト
ー
ヴ
の
中
核
を

な
す
地
域
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
場
合
、
イ
ー
ハ
ト
ー
ヴ
は
岩
手
を
意
味
す
る
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
読
み
で
、
郷
土
性
と
世
界
性
を
同
時
に
意
味
す
る

言
葉
で
あ
る
か
ら
、
本
来
は
い
つ
で
も
、
だ
れ
で
も
そ
こ
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
母
な
る
大
地
で
あ
る
。

　

以
上
は
賢
治
と
の
「
出
会
い
ま
で
」
の
外
面
史
に
過
ぎ
な
い
。
た
だ
私
に
と
っ
て
、
イ
ー
ハ
ト
ー
ヴ
の
風
土
体
験
は

共
通
で
あ
り
、賢
治
文
学
の
真
実
性
が
、魂
の
め
ざ
め
と
共
に
、毛
穴
か
ら
滲
み
透
る
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
、

否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
今
は
、
賢
治
の
「
霊
性
文
学
」
が
、
私
に
と
っ
て
二
十
一
世
紀
の
道
標
と
い
っ

た
意
味
合
い
を
も
っ
た
も
の
に
変
化
し
て
き
て
い
る
。
そ
う
し
た
想
い
を
、
以
下
に
ま
と
ま
ら
ぬ
ま
ま
綴
っ
て
み
た
い

と
思
う
。二　

賢
治
の
「
霊
性
文
学
」

　

手
始
め
に
「
春
と
修
羅
」
第
一
集
を
み
る
と
、
私
の
故
郷
の
土
沢
の
町
の
市
日
を
歌
っ
た
か
な
り
長
い
一
篇
の
詩
が

あ
る
の
が
目
に
つ
い
た
。
こ
れ
は
昭
和
二
年
二
月
、「
銅
羅
」
十
号
に
発
表
し
た
も
の
で
あ
る
。




