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紹

介境

忠

一
著

『
宮

沢

賢

治

の

愛
』

花

田

俊

典

※

本
書

「
宮
沢
賢
治

の
愛
」
は
、
著
者

に
と

っ
て

『
評
伝
宮
沢
賢
治
』

(
桜
楓

社
、
昭

43

・
4
)

「
宮
沢
賢
治
論
」

(
同
前
、
昭
50

・
11
)
に
つ
ぐ
第
三
番
目

の
賢
治
研
究
書

に
あ
た
る
。
著
者
に
は

こ
の
ほ
か
、
〈
詩
に
お
け
る
近
代
と
反

近
代
〉

の
問
題
を
様

々
な
角
度
か
ら
考
察

し
た

「
詩
と
故

郷
」

(
同
前
、
昭
46

・
3
)

「
詩
と
土
着
」

(
葦
書
房
、
昭

46

・
12
)

「
近
代
詩
と
反
近
代
」

(
同

前
、
昭
50

・
3
)

の
三
評
論
集

が
あ
る
か
ら
、

つ
ま
り
全
体
と
し
て
本
書
は
六

冊
目

の
著
書

と
い
う

こ
と
に
な
る
。
ち

な
み
に
著
者
に
は
ま

た
、
創
作

の
分
野

に
お

い
て
、

「も

の
た
ち
の
言
葉
」

(
同
前
、

昭
46

・
11
、
第
二
回
福
岡
市
文

学
賞

・
第
八
回
福
岡
県
詩
人
賞
)

「迷

っ
た
羊

の
あ
ふ
れ
る
夜

に
」

(
同
前
、

昭
50

・
11
、
第
二
十
六
回
H
氏
賞
最
終
候
補

)
な
ど
数

々
の
詩
集
や
、
A
失
わ

れ
た
故
郷
〉

と
し
て
の
大
牟
田
お
よ
び
有
明
海

の
内
な

る
人

々
と
自
然
と
を
描

い
た
詩
的
散
文
集

「
小
さ
な
母

の
里
」

(
ロ
ッ
キ
ー
、
昭
53

・
3
)
な
ど
が
あ

る
。
い
ま

さ
ら
贅
言
を
要

す
ま

で
も
な
く
、
す
で
に
広
く
知
ら

れ
て
い
る
と
こ

ろ

で
あ
ろ
う

。

本
書
は
、
賢
治
研
究
の
第

一
人
者
た
る
著
者

が
出
版
者
か
ら
の
依
頼
に

「
ほ

と
ん
ど
た
め
ら
う
と
こ
ろ
な
く
」

(

「ま

え
が
き
」
)
応
じ
、

■
O
ζ
○
選
書

の

一
冊
と
し

て
意
欲
的
に
書
き
下
ろ
し
た
も

の
で
あ
る
。
研
究
者
以
外

の

一
般

読
者

層
の
あ

る
こ
と
を
考
慮
し

て
、
本
書

で
は
か
な
り
懇

切
な
記
述
様
式
が
と

ら
れ
て
い
る
。
著
者

に
と

っ
て
は
多
分
に
煩
雑
な
手
順
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
が
、

む
し
ろ
そ
の
た
め

に
、
い

っ
そ
う
綿
密
な
研
究
書
と
な

っ
て
い
る
と

こ
ろ
が
あ

る
。
し
か
も
加

え
て
、
著
者

に
よ

っ
て
慎
重
に
選
ば
れ
た
平
易
な

こ
と
ば
や
表

現
は
、
賢
治

の
文
学

が
総
じ
て
難
解

で
あ
る
だ
け
に
、

そ
の
文
学

の
本
質
を
解

明
す

る
た
め
の
鍵

と
し

て
貴
重
で
あ
り
、
き
わ
め
て
示
唆
に
と
ん
で
い
る
。
本

書

は

一
見
し
て
ポ
ピ

ュ
ラ
ー
な
啓
蒙
書

の
よ
う
で
あ
り
な
が
ら

(
じ

っ
さ
い
そ

う
に
は
ち
が
い
な

い
が
)
、
そ
の
じ

つ
お
お
い
に
熟
読
玩
味
す

べ
き
画
期

の
賢

治
研
究
書
な

の
で
あ
る
と
言

っ
て
よ
い
。

と

こ
ろ
で
、

ひ
と
り
の
作
家

の
愛
の
軌
跡
を
た
ど
る
作
業
は
、
と
も
す
れ
ば

肝
要
の
文
学

の
本
質
か
ら
遠
く
離
れ
た
興
味
本
位
な
視
角
に
ま
ど
わ
さ
れ
、

つ

い
恣
意
的
な
研
究

に
な

っ
て
し
ま

い
が
ち
で
あ
る
。
そ
の
傾
向
は
、

こ
と
に
数

多
く

の
い
わ
ゆ
る
伝
説
が

つ
き
ま
と

っ
て
い
る
作
家

の
場
合

に
い

ち

じ

る

し

く
、
お
そ
ら
く
賢
治
も
そ
の
よ
う
な
作
家

の

一
人
に
数
え
て
失
当

で
は
あ
る
ま

一40う



い
と
思
わ
れ
る
。
周
知

の
よ
う
に
賢
治
は
厳

し
く

お
の
れ
を
律

し
て
、
独
身
童

貞

の
ま
ま
三
十
七
歳

で
そ
の
生
涯
を
終
え
て
い
る
。
当
然
そ
の
こ
と
に
関
す
る

エ
ピ

ソ
ー
ド
も
真
贋
と
り
ま

ぜ
て
多
い
わ
け
で
、
近
来
賢
治
文
学

の
評
価
が
高

ま

っ
て
く

る
に
つ
れ
、

レ
プ

ラ
説
な
ど
も
交
え

て
議
論

は
果

て
し
な
い
よ
う
に

見
受
け
ら
れ
る
。
む
ろ
ん
、

そ
れ
は
そ
れ
な
り

に
大
切
な
作
業

に
は
ち
が
い
な

い
が
、
し
か
し
わ
れ
わ
れ
が
研
究
対
象
と
し

て
い
る
の
は
賢
治
の
文
学

そ
の
も

の
な

の
で
あ
り
、

そ
の
こ
と

に
は
留
意
し

て
お
く
必
要

が
あ
る
だ
ろ
う
。

本
書

に
い
う
賢
治

の
愛
と
は
、

「
賢
治
文
学

の
核

心
を
な
し
、
賢
治

の
思
想

の
中
心

に
位
置
す
る
も

の
」
と
し
て
の
〈
愛
V
を
意
味
し

て
い
る
。

本
書

は
い
う
ま

で
も
な

く
、
賢
治

の
性

愛
の
み
を
問
題
と
し

た
の
で
は

な

い
。
そ
れ
は
賢
治
自
身

が
意
識
的
に
性
愛
を
宗
教
的
な
愛

や
芸
術
に
昇

華
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
た
め
に
、

必
然
的
に
展
開
し
な

い
わ
け
に

は
ゆ
か
な
か

っ
た

こ
と
で
も
あ

る
。

(
中
略

)
ま
た
、

わ
た
し
は
賢
治

の

伝
記
と
作
品
を
混
同
す
る
の
は
誤
ま
り
だ
と
し

て
も
、
作
品
と
伝
記
を
切

り
離
し

て
考
え
る
方
向
に
は

つ
い
て
ゆ
け
な

い
。
む
し
ろ
、
賢
治

の
よ
う

に
宗
教
や
芸

術
や
科
学
を

一
個

の
人
間
の
問
題
と
し
て
消
化
し
よ
う
と
し

た
存
在
に
と

っ
て
は
、

そ
の
伝
記
と
作
品

が
論
理
的
な
必
然
と
し
て
不
可

分

に
結
び

つ
い
て
い
る
と

こ
ろ
が
あ
る
。

(
「
ま
え
が
き
」
)

つ
ま
り
、
か
か
る
認
識

に
も
と
つ
い
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
伝
記
研
究
な

る
も

の

が
そ
の
ま
ま

文
学
研
究
と
し

て
多
大
の
意
義
を
有
す
る
の
だ
と
い
え
る
。

本
書
は
全
体

が
、
「
第

一
章

・
初
恋

の
歌
と
百
合

の
花
」
「
第
二
章

・

「
春
と

修
羅
」
と
と
し
子

の
死
」

「
第

三
章

・
農
民
活
動
と

「
(雨

ニ
モ
マ
ケ
ズ
)
」
」

の
三
章

か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
具
体
的
な
内
容
に

つ
い
て
は
、
創
見
と

し
て
注

目
す

べ
き
部
分
も
多

い
の
だ
が
、
し
か
し

そ
れ
ら
を
逐
次

こ
こ
で
紹
介

す
る
の
は
、
紙
幅
の
都
合
な
ど
も
あ

っ
て
、

と
う

て
い
因
難

で
あ

る
と
言
わ
ざ

る
を
え
な

い
。
た
だ
、
小
見
出
し
を
含
む
周
到
な
目
次
が
あ
り
、
本
書

の
内
容

の
大
概
を
端
的
に
も
の
語

っ
て
い
て
便
利

で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
以
下
に
お

い
て
は
、
各
章
ご
と
に
ま
ず
目
次
を
示
し
、
そ
の
あ
と
に
簡
単
な
が
ら
若
干

の

コ
メ
ン
ト
を
付
す

こ
と

に
し
た
い
。

※

第

一
章

・
初
恋

の
歌
と
百
合

の
花

1

母
イ
チ
と
賢
治

の
中
学
進
学
/

2

古
着
屋
を
継
ぎ

た
く
な
い
/

3

盛
岡
中
学
卒
業
と
入
院
/

4

初
恋

の
歌

一
首
と
晩
年
の
詩
稿
/

5

古
着
屋
と
初
恋

の
関
係
/

6

盛
岡
高
等
農
林
学
校
進
学

と
初
恋

/

7

文
語
詩

「
百
合
を
掘
る
」
と

「
恋
」
/
8

百
合

の
歌
と

「
ガ

ド

ル
フ
の
百
合
」
/

9

な

ぜ
木
に
恋
し
た
の
か
?

賢
治

の
〈
初
恋
〉

は
大
正
三
年
の
春
、
盛
岡
史

子
を
卒
業
し
て
岩
手
病
院

に

入
院
し

た
と
き
、

そ
こ
の
看
護
婦

だ

っ
た
同
年
輩

の
女
性
と

の
あ
い
だ
に
芽
生

え
、

周
囲

の
反
対
な
ど
も
あ

っ
て

同
年

の
夏
頃

に

終
想
し

て
い
る
。

本
章

で

は
、

こ
の
恋
の
顛
末
が
述

べ
ら
れ
た
あ
と
、
そ
れ

が
近
代
の
恋
愛

の
典
型
的
な

形
態
と
同
じ
く
家
か
ら

の
独
立
と
い
う
自

我
確
立

の
強

い
要
素
を
備
え

て
い
た

こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
続
け
て
、
し
か
し

こ
の
〈
初
恋
〉

は
思
春
期

に
あ
り
が
ち
な

一
つ
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
片
付
け
ら
れ
る
も

の
で
は
な
く
、

そ

の
後
も
賢
治

の
な
か
に
潜
行
し

て
自
ず
か
ら
別

の
意
味
を
持

っ
て
く
る
と
こ

ろ
が
重
要
な

の
だ
、

と
い
う
。
す
な

わ
ち
、
賢
治
は
現
実
上

の
恋
愛
感
情
を
、

た
と
え
ば

「
あ
の
百
合
は
折
れ
た
の
だ
。
お
れ
の
恋

は
砕
け
た
の
だ
」

(
「
ガ

ド

ル
フ
の
百
合
」
)
と

い

っ
た
形
で
百
合
に
転

化
し
、
昇
華
す
る
こ
と

で
乗
り

超
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

そ
う
し
て
、
草
や
木
に
恋
す
る

こ
と
に
よ

っ
て
自
然

「41一



と
交
感
し
生
命
力

に
ふ
れ
る
思
考
を
身

に
つ
け
て
い
く
わ
け
で
、

そ
こ
か
ら
、

「
春
と
修
羅
」
が
必
然
的
に
導

か
れ
る

こ
と
に
な

る
、
と
い
う

の
で
あ
る
。

第
二
章

・

「
春
と
修
羅
」
と
と
し
子
の
死

1

「
春
と
修
羅
」
の
出
版
/

2

「
春
と
修
羅
」
と
は
何
か
?
/

3

「
恋
と
病
熱
」
と

「
春
光
呪
咀
」
/

4

「
春
と
修
羅
」
と

「
冬

の
ス
ケ

ッ
チ
」
/

5

「
小
岩
井
農
場

」
の
決
意
/
6

禁
欲
の
理
念

と
論
理
/

7

宮
沢
と
し
子
と
そ
の
死
/

8

「
永
訣

の
朝
」
か
ら

「

白
い
鳥

」

へ
/

9

「
オ
ホ
ー
ツ
ク
挽
歌
」
と
と
し
子
/

10

「
風
景

と
オ

ル
ゴ
ー

ル
」
と
恋
愛

イ
ー

ハ
ト
ー
ヴ
の
自
然
を
謳
歌
し
、
妹
と
し
子

へ
の
挽
歌
を
収
め

た
心
象

ス

ケ

ッ
チ

「
春
と
修
羅
」
は
大
正
十

三
年
四
月
、
賢
治

二
十
七
歳

の
と
き
自
費
出

版

さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。

「春

と
修
羅
」

の

「
修
羅
」
は

一
般
に
人
間
、
と
り

わ
け
煩
悩
に
な
や
む
自
我
を
否
定
的
な
形

で
捉
え
た
表
現
と
、

一
方

の

「
春
」

は
生
命

の
わ
き
あ

が
る
よ
ろ

こ
び

の
象
徴
と
し

て
の
季
節
、
自
然
を
意
味
す
る

と
さ
れ

て
い
る
。
本
章

で
は
そ
の

「
春
と
修
羅
」
を
、

い
わ
ゆ
る
恋
愛
否
定
に

よ

っ
て
恋
愛
を
う

た

っ
た
〈
恋
愛
詩
集
〉

と
見
な
し
、
新
し

い
角
度

か
ら
検
討

す

る
こ
と
が
試

み
ら
れ

て
い
る
。

や
ま
ひ

た
と
え
ば
、
賢
治
は

「
恋
愛
」
を

「
た
ま
し
ひ
の
病
」
と
考
え
て
い
た
節

が

あ
る
。
し
か
し

「春
」
を
生
命
讃

歌
と
考
え

て
い
た
賢
治
が
、
や
は
り
生
命

の

作
用
で
あ

る

「
恋
愛
」
を
な
ぜ

「
呪
咀
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
か
?

こ
の

「
恋
愛
否
定
」

の
自
己
矛
盾

こ
そ
が
、

「春
と
修
羅
」
第

一
集

の
最
大
の

主
題

に
な

っ
て
い
る
、
と
い
う

。
さ
ら

に
、
賢
治
は

一
人
を
愛
す

こ
と
は
す

べ

て
を
愛
す
障
り

に
な
る
と
考
え
て
お
り
、
そ
れ
は

「
小
岩
井
農
場
」
に
お
け
る

一
宗
教
的
情
操
口
恋
愛
日
性
慾

の
三

つ
が
様

々
な
過
程
を
経
て
一
宗
教
的
情
操

に
至
る

の
だ
と
い
う
〈
恋
愛
三
段
階
説
〉

に
よ

っ
て
も
知
れ
る
。
そ
う
い

っ
た

賢
治

の
思
想
が
つ
ま
り
、
妹

と
し
子
を
異
常
な
ま

で
に
強
く
愛
す
る
行
為
に
至

ら
し
め
た
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
、
な

ど
と
説
く
。
著
者

に

「
こ
の
書

の
ヒ

ロ
イ
ン
は
、
主
と
し

て
第
二
章

で
述

べ
た
妹

と
し
子
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
」

(
「
ま

え
が
き
」
)
と
の
こ
と
ば
が
あ

る
と

こ
ろ
で
、
相
当
に
力

の
入

っ
た
章
だ
と
言

わ
ね
ば
な
ら
な

い
。

第
三
章

・
農
民
活
動
と

「
(
雨

ニ
モ
マ
ケ
ズ
)
」

1

な
ぜ
農
学
校
を
止
め
た
の
か
?
/

2

「
農
民
芸
術
概
論
綱
要
」

の
観
念
性
/

3

羅
須
地
人
協
会

の
文
化
活
動
/

4

高
瀬
露

の
こ
と

/

5

「
(
聖
女
の
さ
ま
し

て
ち
か
づ
け
る
も
の
)
」
/

℃

伊
藤
ち

ゑ
と

「
三
原
三
部
」
/

7

無
料

肥
料
設
計
相
談
所
/

8

東

北
砕
石

工
場
技
師
と
は
何
か
?
/

9

「
(
雨

ニ
モ
マ
ケ
ズ
)
」
と
そ
の
評
価

/
10

禁
欲
と
女
性
観

賢
治

の
死
後
、
彼

の
愛
用
し

た
ト

ラ
ン
ク
の
蓋
裏
の
ポ
ケ

ッ
ト
か
ら
古
び

た

一
冊

の
手
帳

が
発
見
さ
れ
、
そ
の
な
か
に

「
(
雨

一一
モ
マ
ケ
ズ

)
」
は
書
き
残

さ
れ

て
い
た
。
本
章

で
は
、

こ
の

「
(
雨

ニ
モ

マ
ケ
ズ
)
」

に
至
る
晩
年

の
農

民
救
済
活
動
の
こ
と
な
ど
が
中
心

に
述

べ
ら
れ

て

い

る
。

な
か

で
も
特

に
、

「
(
雨

ニ
モ
マ
ケ
ズ
)
」
の
評
価

の
問
題
に
関
し
て
、

同
作
品

に
は

「
賢
治

が

経
験
し
た
農
民
と

の
断
絶
の
深

さ
が
横
た
わ

っ
て
」
お
り
、

「
お
そ
ら
く
そ
の

断
絶

の
深
さ
が

『
ホ
メ
ラ
レ
モ
セ
ズ
/
ク

ニ
モ
サ
レ
ズ
」
と

い
う
自
己
抹
消

に

つ
な
が

っ
て
ゆ
く

の
だ
ろ
う
が
、
そ

の
献
身
を
通
し
て
、
賢
治
は

つ
い
に
断
絶

の
は

て
に
あ

る
民
衆
を
描
く

こ
と
に
成
功

し
た
の
で
は
な
か

っ
た
ろ
う
か
」
、

と
あ
る
く
だ
り
は
、

著
者

の

賢
治
観
を
語

っ
て
い
て

興
味
深

い
。

賢
治
論
を

〈
出
発
点
〉

と
し

て
〈
詩
に
お
け
る
近
代

と
反
近
代
〉

の
テ
ー

マ
へ
と
向
か

っ
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た
と
い
う
著
者

ら
し

い
こ
と
ば

で
も
あ
る
。

※

以
上
で
簡
単
な
が
ら
本
書

の
紹
介
を
終
え
る
こ
と
と
し
て
、
す

で
に
御
存
知

の
方
も
多

い
と
思
う
が
、
著
者

で
あ
る
境
忠

一
先
生
は
、
去

る

一
月
三
日
、
病

気

の
た
め
福
岡
大
学
附

属
病
院

に
入
院
中
の
と
こ
ろ
、
急
逝
さ
れ
た
。
四
十

八

歳

で
あ

っ
た
。

先
生
は
、
本
学

を
御
卒
業

の
の
ち
、
最
近
ま
で
福
岡
大
学
教
授
と
し
て
長
く

九
州
の
地

に
お
ら
れ
た
が
、
数
年
前

に
東
京

の
立
正
大
学

へ
移
ら
れ
て
い
た
。

東
京

へ
単
身
赴
任
さ
れ
て
か
ら
は
健
康

が
思
わ
し
く
な

い
御
様
子
で
、
本
書

の
書
き
下
ろ
し
に
取
組
ま
れ
て
い
た
頃
は
、
死
期
を
感
じ

る
程
に
悪
か

っ
た

の

だ
と
聞
く
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

先
生

の

エ
ネ

ル
ギ

ッ
シ

ュ
な
御
健
筆

ぶ
り

は
、
地

の
利
を
得

た
こ
と
も
あ

っ
て
、
以
前
に
も
ま
し

て
盛
ん
で
'

そ
れ
は
病

床

に
あ

っ
て
か
ら
も
続

い
て
い
た
。
伺
う
と

こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
先
生
は
、
書

き

尽
く
せ
な
い
ほ
ど

の
〈
材
料
〉

が
あ

る
、
と
洩
ら
さ
れ
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ

る
。
御
病
気

と
は

い
え
、
そ
の
突
然

の
死
は
、
ま

こ
と

に
痛
恨

事
で
あ
る
と
い

う

ほ
か
な
い
。
切
実
な
問
題
と
し

て
、
わ
れ
わ
れ
が
余
儀
な
く
支
払
わ
さ
れ
た

犠
牲
は
大
き
い
。
わ
た
し
は
、
文
化

の
損
失
と
い
う

こ
と
ば
の
実
感
を
、
い
ま

に
な

っ
て
初

め
て
痛
く
苦
く
思

い
知
ら
さ
れ
た
。
お

そ
ら
く
、

そ
の
実
感
は
、

時
が
た
て
ば

た

つ
ほ
ど
増

す
の
だ
ろ
う
が
、
す

で
に
な
す
術
も
な

い
。
ひ
た
す

ら
先
生
の
御

冥
福
を
衷
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
、
先
生
の
大

恩
に
報

い
る

べ

く
決
意
を
新

た
に
す
る
次
第

で
あ
る
。

(
昭
和
五
十

三
年
三
月

主
婦

の
友
社

二
○
六
頁

七
○
○
円
)
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