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宮

沢

賢

治

の

「
心

象

ス
ケ

ッ
チ
」

に

つ
い

て

1

直
観
像
学
説
と
幻
視

の
文
学

1

42

 

宮
沢

賢

治
は
詩

の
範

瞬

に
入

る
と

思
わ

れ

る

『
春

と
修

羅
』

を

、
詩
集

と
呼
ば

ず

に
、
「
心
象

ス
ケ

ッ
チ
」

と
称

し

て

い
る
。

こ

の
名
称

に

つ
い
て

は
、
大

正
十

四
年

二
月
九

日
付

の
森
佐

一
宛

書
簡

に

、
「
(
前
略

)
前

に
私

の
自
費

で
出

し
た

『
春

と
修

羅
』

も

、
亦

そ
れ
か

ら
あ

と
只

今
ま

で
書

き

付

け

て
あ

る
も

の
も

、

こ
れ

ら
は

み

ん
な
到

底
詩

で
は

あ

り
ま

せ
ん

。
私

が

こ
れ
か
ら

、
何

と
か

し

て
完

成

し
た

い
と

思

っ
て
居

り
ま

す

、
或

る
心

理

学
的

な
仕
事

の
仕

度

に
、
正
統

な
勉

強

の
許

さ

れ
な

い
間

、
境

遇

の
許

す
限
り

、
機
会

の
あ

る
度

毎

に
、

い
ろ

い
ろ

な
条
件

の
下
で
書

き

取

っ
て

置

く
、

ほ

ん

の
粗

硬
な

心
象

の

ス
ケ

ッ
チ
で

し
か

あ
り

ま

せ
ん
。
」
と

言

っ

て

い
る

こ
と

で
、

大

よ
そ

の
意
図

が
う
か

が

わ
れ

る
。

「
到

底
詩

で

は
あ

り

ま
せ

ん

。」
と

い
う
謙
譲

と

と
も

に
、
「
或

る

心
理

学
的

な
仕

事

の
仕
度

」

と

い
う
意

味

が
含

め
ら

れ

て
い
る

の
を
読

み

と
る

こ
と

が
出
来

る
。

こ

の

名

称

に

つ
い

て
、

賢
治

が
か

な
り
執

着
を

持

っ
て
い
た

こ
と

は
、

同
じ
書

簡

に
、
「
出

版
者

は

そ

の
体

裁
か

ら

バ

ッ
ク
に
詩

集
と
書

き

ま

し
た

。
私

は

び

く
び

く
も

の
で

し
た
。

亦
恥

か
し

か

っ
た
た

め

に
ブ

ロ
ン
ヅ

の
粉

で

、

そ

の
二
字

を

ご
ま

か
し

て
消
し

た

の
が
沢

山
あ

り
ま

す
。
」
と
書

い
て

い
る

こ
と

に
よ

っ
て
も

知
ら

れ
る
が

、

そ

の
後
も

賢

治
は
詩

形

作
品

を
詩

と
呼

ば

ず
、

「
心
象

ス
ケ

ッ
チ
」
で

通
し

て
い
る
。

た

と
え
ば

、
森

佐

一
宛
書
簡

で

は

「
ス
ケ

ッ
チ
」

(
大

正
14

・
2

・
12

境

忠

一

付

、

同

.
8

・
14

付

、

同

・
9

・
20

付

、

同

・
12

・
お

付

)
と

か

、

「
例

の

詩

ら

し

き

も

の

心

象

ス

ケ

ッ
チ

」

(
昭

8

・
5

・
18

付

)

と

言

い

、

吉

野

信

夫

宛

書

簡

で

も

「
お

詞

の

詩

ら

し

き

も

の

」

(
昭

3

・
1

・
16

付

)

「
例

の

ス
ケ

ッ
チ

」

(昭

7

・
9

・
20

付

)
と

言

っ

て

い

る

し

、

母

木

光

宛

書

簡

で

も

、
「
自

称

の

心

象

ス
ケ

ッ
チ

屋

」

(
昭

7

・
5

・
10

付

)

「
心

象

ス

ケ

ッ
チ

」

(
昭

7

・
6

・
19

付

)

「
ス

ケ

ッ
チ

」

(
昭

8

・
6

・
17

付

)

と

言

っ
て

い

る

。

賢

治

は

昭

和

八

年

九

月

二

十

一
日

に

亡

く

な

っ
て

い

る

の

で

、

没

年

ま

で

こ

の

名

称

を

通

し

て

い

る

こ

と

が

わ

か

る

。

賢

治

は

こ

の

名

称

を

童

話

作

品

に

ま

で

及

ぼ

し

て

い

て
、

イ

ー

ハ
ト

ー

ヴ

ォ
童

話

集

の
序

文

的

な

意

味

を

持

つ
チ

ラ

シ

に

も

使

っ

て

い

る

。(、
)

イ

ー

ハ
ト
ー
ヴ

ォ
は

一
つ
の
地
点
で
あ

る
。
強
ひ

て
そ
の
地
点

を
求

む
る
な
れ

ば
、
そ
れ
は
大
小

ク
ラ
ウ
ス
達

の
耕

し
て
ゐ
た
野
原

や
、
少

女

ア
リ

ス
が
辿

っ
た

鏡

の
国
と
同
じ
世
界

の
中

、
テ
パ

ン
タ
ー
ル
砂
漠

の
遥

か
な
北
東
、

イ
バ

ン
王
国

の
遠

い
東
と
考

へ
ら

れ
る
。
実
に

こ
れ
は
著
者

の
心
象

中

に
こ
の
様

な
伏
景
を
以

て
実
在
し
た

ド
リ
「

ム
ラ

ン
ド
と
し

て
の
日
本
岩
手
県
で

あ
る
。

(中
略
）

こ
の

童

話
集

の

一
列
は
実

に
作
者

の
心
象

ス
ケ

ッ
チ
の

一
部

で
あ
る
。

(中
略
）

三
、

こ
れ
は
決
し

て
偽
で
も
仮
空

で
も
窃
盗
で
も
な

い
。
多
少

の
再
度

の
内
省
と

分
析
と

は
あ

っ
て
も
、
た
し

か
に

こ
の
通
り
そ

の
時
心
象

の
中
に
現
は
れ
た
も

の

で
あ

る
。
故

に
そ
れ
は
ど

ん
な

に
馬
鹿

げ
て
ゐ

て
も
、
難
解
で
も

必
ず
心

の
深
部



に
於
て
万
人
の
共
通
で
あ
る
。
卑
怯
な
成
人
達
に
畢
意
不
可
解
な
だ
け
で
あ
る
。

四
、
こ
れ
は
田
園
の
新
鮮
な
産
物
で
あ
る
。
我
等
は
田
園
の
風
と
光
の
中
か
ら

つ

や
や
か
な
果
実
や
青
い
疏
菜
と

一
緒
に
こ
れ
ら
の
心
象

ス
ケ
ッ
チ
を
世
間
に
提
供

す
る
も
の
で
あ
る
。

(○
点
原
文

)

こ
の
チ

ラ

シ
は
、

イ
ー

ハ
ト
ー
ヴ

ォ
童
話

集

の
矛

一
集

と

し

て
出
さ

れ

た

『
注

文

の
多

い

料

理

店

』
(
大

13

・
12

.
1

刊

)
の
宣

伝

文

で

あ

る

が
、

「
こ
の
童

話
集

の

一
列

」

と
呼

ん
で

い
る

こ
と

で
も

分

る
よ

う
に
、

世
評

に
よ

っ
て
は
書
き

貯

あ
た
原

稿
を

分

け

て
、
イ

ー

ハ
ト

ー
ヴ

ォ
童

話

集

と
し

て
出
.す
計

画
で
あ

っ
た

ら
し

い

の
で
、

氷

一
集
だ

け
で
な

く
、
予

定

さ

れ
た
作

品
ま

で
を

含

ん
で

の

「
序

文

」

の
意

味
を

持

つ
も

の
と
思

わ

れ
る
。

こ
の
広
告

文
を

、
同
じ

大

正
十

三
年

一
月

に
自

費
出

版

さ
れ
た

『
春

と

修
羅

』
矛

一
集

の
序
文

と
並

べ
て
み

る
と

、

(前
略
)
こ
れ
ら
は
二
十
二
箇
月
の
/
過
去
と
か
ん
ず
る
方
角
か
ら
/
紙
と
鉱

質
イ
ン
ク
を

つ
ら
ね
/

(す
べ
て
わ
た
く
し
と
明
滅
し
/
み
ん
な
が
同
時
に
感
ず

る
も
の
)
/

こ
こ
ま
で
た
も
ち

つ
づ
け
ら
れ
た
/
明
暗
交
替
の
ひ
と
く
さ
り
つ

つ

/
そ
の
と
ほ
り
の
心
象

ス
ケ
ッ
チ
で
す
。

と

あ

っ
て
、

以
上

の
例

か
ら

ほ
ぼ

言
え

る

こ
と

は
、
賢

治
が

そ

の
作
品

の

主

要
部

分
で

あ

る
詩

と
童
話

に

つ
い
て

、
大

正
十

三
年

頃

「
心
象

ス
ケ

ッ

チ
」

と
称

し

て

い
た

こ
と

、
詩

を

「
或

る
心
理

学
的

な
仕

事

の
仕
度

」
と

考

え

て

い
た

こ
と
で
あ

る
。

2

い
ま

、
賢

治

の
用

い
た

心
象

の
意
味

を
考

え

る
前

に
、

心
象

の

一
般

的

な
意

味
を

記

し

て
お
き

た

い
。
心
象

は
今

日
で
は

心
像

を

用

い
る

こ
と
が

多

い
よ
う
だ

が
、

当
時

の
代
表

的

な
哲

学
辞

典

と
思
わ

れ

る
大

同
館

蔵
版

『
哲

学
大
辞

典

』
(明

妬

・
6
刊

、
大

7

・
11
修

正

三
版

、
大

正
13

・
11
五

版

)
に
は
、

心
象

と
あ

っ
て
、
心

像
は

見
え

な

い
が
、

昭

和

五
年

三
月
刊

の
「
岩

波
哲

学
小

辞

典
」
に

よ
る

と
心

象

は
な
く

、
英

仏

の
　

、
独

の

　
の
訳
と

し

て
、
心

像
が

出

て

い
る
。
そ

の
意

味

は
同
辞

典

に
よ

る
と

、

「
狭
義

に
は
直
接

の
外

界
刺
戟

に
基

づ

か
ず

し

て
意

識

に

現
れ

た
る
対

象

に

就

て
の
直
観

的
表

象

を
言

ひ
、
広

義

に
は
外

的
刺

戟

の
存
在

す

る
場

合

を

も

含

む
。
普

通

に
心
像

は
観

念
或

は
表

象

と
略

同
義

に
用

ひ
ら

れ

る
が
之

よ
り
も

一
層
直
観

的
な

場
合

を

示
す

」
と
あ

る

。

賢
治

は

「春

と

修
羅

」
矛

一
集

の

「春

と

修

羅

」
・
「
青

い
槍

の
葉

」

「

原

体
剣
舞

連

」

に

い
ず

れ
も
　

と

サ
ブ

タ
イ

ト

ル
を

つ
け

て

い
る
が

、

こ
れ
は

外
国

語
を

そ

の
ま
ま

用

い
る

傾
向

の
多

か

っ
た
賢

治

の
、
英

語

に
よ

る
呼

称
で

、
　

と

は
、
「
心
象

ス
ケ

ッ
チ
」

を
指
し

て
い

る
よ
う

に
も

と
れ

る
。

も

っ
と
も

、
　

　
に
な
、
心
と

か
知

的

と

い
う

一
般

的

な
意

味
し

か
な

い
の
で

、賢

治

が
厳
密

な

意
味

で
、

「
心
象

ス
ケ

ッ
チ
」
を
使

用

し
た

か
ど

う
か

は
推
うり

が
た

い
。

そ

こ
で
、

賢
治

が
作

品
中

に

用

い
た
心
象

あ

る

い
は
心

像

の
例

を

検
討

し

て
み

た

い
。

天
河
石
、

心
象

の
そ
ら
/
う
る
は
し
き

ひ
と
の
/
き
み
が

か
げ
の
み

見
え
来
れ
ば
/

せ

つ
な
く

て
わ
れ
泣

け
り

(
「冬

の

ス
ケ

ッ
チ

」
四
)

か
な
し
き
心
象
/

な
み
だ
さ

へ
/

そ
の
青
拗

の
辺
に
/
消

え
ゆ
く
ら

し

(

「
冬

の
ス
ケ

ッ
チ

」
五

)

ま

こ
と

こ
の
時

心
象

の
そ
ら

の
計
器

は
十

二
気
圧
を
し
め
し

た
り

(

「
冬
の

ス
ケ

ッ
チ
」
五

}

心
象

の
は

い
い
ろ
は
が
ね
か
ら
/
あ

け
び

の

つ
る
は
く
も

に
か
ら
ま

り
/

の
ば
ら

の
や
ぶ
や
腐
触

の
湿
地
/

い
ち

め
ん

の
い
ち

め
ん
の
詔

曲
模

様

(
「春
と
修

羅

層
孝

一
集

「春
と
修

羅

」
)

雨
が

ぽ
し

ゃ
ぽ
し

ゃ
降

っ
て
ゐ
ま
す
/
心
象

の
明
滅
を
き
れ
ぎ

れ
に

降

る
透
明
な
雨
で
す

(同

「
手
簡

」
)

そ
れ

よ
り

こ
ん
な

せ
わ
し

い
心
象

の
明
滅
を

つ
ら
ね

(同

「小
岩
井

一一



農
場
」

パ
ー
ト

一
)

う
ち

い
さ
な
自

分
を
劃

る

こ
と

の
で
き

な
い
/
こ

の
不
思
議
な
大
き

な

心
象
宇

宙

の
な
か
で

(同

「小
岩
井

農
場
」
パ

ー
ト
九

)

私

は
い
ま

心
象

の
気

圏
の
底
/
津
軽
海
峡

を
渡

っ
て
行
く

(同

「青

森
挽
歌

」
)

そ
れ
に
だ
い
い
ち
い
ま

の
わ
た
く
し

の
心
象

は
/

つ
か
れ

の
た
め
に

す

っ
か
り
青

ざ
め
て
/
眩
ゆ

い
緑
金

に
さ

へ
な

っ
て
ゐ

る
の
だ

(同

「
オ
ホ
ー

ッ
ク
挽
歌
」

)

　
七
時
雨

の
青

い
起
伏
は
/
ま
た

心
象

の
な
か
に
も
起
伏

し

(同

「
一

本
木

野
」
)

す

べ
て
こ
れ
ら
の
命

題
は
/
心
象
や
時
間

そ
れ
自
身

の
性
質
と
し

て

/
矛

四
次
延

長
の
な
か
で
主
張
さ
れ
ま
す

(同

「序

」
)

あ
ち

こ
ち

こ
わ
れ
た
鉄
索

の
や
ぐ
ら
や
/
谷

い

っ
ぱ

い
の
青

い
け
む

り
/

こ
の
県
道

の
た
そ
が

れ
に
/
あ

ゝ
心
像

の
高
清

は
/
し
つ
か
な

磁
製

の
感
じ

に
か
わ

る

(
「春

と
修
羅
」
矛

二
集

「高

原

の
空
線
も

」

)

詩

作
品

の
心
象

の
用
例
を

引

い

て
み

た
が

、

こ

こ
に
出

て

い
る
心
象

の

意

味

は
、
か

な
り

特
異

で
掴

み
が

た

い
。
そ

の
特

徴
を
述

べ
る
と

、
矛

一

に
、
一
般

に
用

い
ら

れ
る

心
象

よ

り
、
視

覚
的

実
在

感

が
強

い
と

言

え
る
。

た
と

え
ば

、

(例

3

)
に
み

ら
れ

る

「
心
象

の

そ
ら

の
計
器

」
や
、
(例

10

)

の

「
心
象

の
な

か

に
も
起
伏

し
」

が

そ
う
で

あ
り

、

(
例

12

)
の

「
心
像

の
高
清

」

は
、

幻
覚
的

な
鮮

明
さ

で
描

か
れ

て

い
る
。

こ
の
心
象

に
お
け

る
実
在

感

は
、
前

述

の

イ
ー

ハ
ト
ー
ヴ

ォ
童

話
集

の

チ

ラ
シ

に
も

認
わ

れ

て

い
て

、「
実

に

こ
れ

は
著
者

の
心
象

の
中

に
こ

の
様

な
状

景

を
以

て
実

在

し
た

ド
リ

ー

ム

ラ
ン
ド
と
し

て
の
日
本
岩

手
県

で
あ

る

'
と

記
さ

れ

て
い

る
し
、

童
話

作
品

の
中

で

も
、

こ
の
意

味

の
こ
と
が

く
り

か

え
さ

れ

て
い

る
。
た

と

え
ば

、

た
ゞ
く
れ
ぐ
れ
も
言

っ
て
置
き
ま
す
が
、
狐
小
学
校
が
あ
る
と
言
っ
て
も
、
そ

れ
は
み
ん
な
頭
の
中
に
あ

っ
た
と
言
ふ
の
で
、
決
し
て
偽
で
は
な
い
の
で
す
。
偽

で
な
い
証
操
に
は
ち

ゃ
ん
と
私
が
そ
れ
を
言
っ
て
ゐ
る
の
で
す

・。
も
し
み
な
さ
ん

が
こ
れ
を
聞
い
て
そ
の
通
り
に
考

へ
れ
ば
、
狐
小
学
校
は
ま
た
あ
な
た
に
も
あ
る

の
で
す
。

(
「茨
海
小
学
校
」
)

と
あ

っ
て
、
童

話
風

で
教

訓

め

い
て

い
る
が

、

「
考

え
る

こ
と

」

を

「
あ

る

こ
と

」

に
容
易

に
結

び

つ
け

て
い
る
。

こ
れ

は
賢

治

の
感
覚

と

、

そ

こ

か

ら
生

ま
れ

た
思

想
を

考

え

て
ゆ
く

上

に
、
注

目
す

べ
き

こ
と
で

は
な

い

か

と
思

う
。

こ
れ

は

『
注
文

の
多

い
料

理
店

』

の
序
文

の
中

で

も

、

ほ
ん
た
う
に
、
か
し
は
ば
や
し
の
青

い
夕
方
を
、
ひ
と
り
で
通
り
か
か

っ
た
り

十

一
月
の
山
の
風
の
な
か
に
、
ふ
る
へ
な
が
ら
立

っ
た
り
し
ま
す
と
、
も
う
ど
う

し
て
も
こ
ん
な
気
が
し
て
し
か
た
が
な
い
の
で
す
。
ほ
ん
た
う
に
も
う
、
ど
う
し

て
も
こ
ん
な
こ
と
が
あ
る
や
う
で
し
か
た
が
な
い
と
い
ふ
こ
と
を
、
わ
た
く
し
は

そ
の
と
ほ
り
書
い
た
ま
で
で
す
。

と
あ

っ
て
、

こ

こ
で

は
前

例

ほ
ど

言

い
き

っ
て
は

い
な

い
が

、
実

在
感

を

強

調
し

て
い
る
。

矛

二

の
特

徴
は

矛

一
の
場

合
と

関
連

し

て
、
心
象

が
視

覚
的

な

意
味

に

用

い
ら

れ

て
い

る

こ
と

で
あ

る
。

こ
れ

は

(
例
2

)
の

「
か
な

し
き

心
象

/

な

み
だ

さ

へ
/

そ
の
青

鋤

の
辺

に
/
消

え

て
ゆ
く

ら
し

」
や
、
(例

3

)

(

例

4

)
に
現
わ

れ

て

い
る
。

(例

2

)
で

は

「
青

鋤

の
辺
」

と
あ

っ
て
、

視
覚

の
限

界
を

意
味

し

て

い
る
よ

う

に
思

わ

れ
る

。

(例

1

)

の

「
天

河

石

、
心
象

の

そ
ら

」
や

(
例

2

)

(
例

3

)
は
、
賢

治

の
詩

に
特

徴
的

な

鉱
質

的
な
表

現

を
あ

ら
わ

し

て

い
る
。

(
例
10

)

の

「
七
時

雨

の
青

い
起
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伏

は
/
ま

た
心

象

の
な
か

に
も
起

伏
し

」

は
、
視

覚
的

な

実
在
感

と

同
時

に
感

覚

の

二
重

性
を

意
味
し

て
い
る
。

こ
こ
で

は
実
在

あ

る

い
は
視

覚
映

像

と

心
象
が

、
向

時

に
同

じ
よ

う
な
鮮

明

さ
で

現
わ

れ

て

い
る

こ
と
を
意

味

し

て
い
る
。

こ
の

こ
と

は
、

た
と

え
ば
、

た
し
か
に
お
れ
の
感
官
の
外
で
/

つ
あ
た
い
雨
が
ふ
り
そ
そ
い
で
い
る

(
.「小

岩
井
農
場
」
パ
ー
ト
九
)

す
べ
て
二
重
の
風
景
を

(
「
春
と
修
羅
」
)

気
の
毒
な
二
重
感
覚
の
機
関

(
「風
景
と
オ
ル
ゴ
=
ル
」
)

な
ど

に
も
出

て

い
る
が

、
賢
治

が

『
春

と
修

羅
』

で
し

ば
し

ば

用

い
た
括

孤

と
点
線

に
よ
る
段

分

け
の
必
然

性

を
暗

示

し

て

い
る
よ

う

に
思
わ

れ

る
。

矛

三

に
、

明
滅

と

い
う

こ
と
ば

や
、

そ

の
よ

う
な

イ

メ
ー
ジ

が
し
ば

し

ば

使
わ

れ

て

い
る

こ
と
で
、

こ
れ

も
作

品
全

体

の
特

徴

の

一
つ
と

な

っ
て

い
る

。
た

と
え
ば

、

「
春

と
修
羅

』
矛

一
集

の

「
序

」

に
、

風
景
や
み
ん
な
と
い
っ
し
ょ
に
/
せ
は
し
く
明
滅
し
な
が
ら

す
べ
て
わ
た
く
し
と
明
滅
し
/
み
ん
な
が
同
時
に
感
ず
る
も
の

と
あ

っ
て
、
映

像

の
明
滅

を
述

べ
て
い
る

。

矛

四

に
は
、
気

圏
意
識

と
で

も
言

え
る

こ
と
ば

と

と
も

に

用

い
た

例
で

、

(例

7

)

の

「
心
象

宇
宙

」

や
、
(例

8

)
の

「
心
象

の
気

圏

」
が

こ
れ

に

当

る
。

以
上
列

挙
し

て
き

た
事

実

と
、
森

佐

一
宛

書
簡

で

、
「
あ

る

心
理
学

的

な

仕
事

の
仕

度

」
と

い

っ
て

い
る

こ
と
を

考

え
あ

わ
せ

る
と

、

こ
の
心
象

の

意
味

は

、
単

に
観

念
と

か
表
象

を
指

し

て
い

る

の
で

は

な
く

て
、
幻
覚

に

近

い
心

理
現
象

を

意
味

し

て
い

る

の
で

は

な

い
か

と
思

え

る
。

そ

こ
で

、

ひ

と

つ
の
仮
説

を
出

す
前

に
、

こ
れ
ま

で
賢

治

の

「
心
象

ス
ケ

ッ
チ
」
が
、

ど

う
解

釈
さ

れ

て
き

た
か
を

、
、二
、

三

、
挙
ザ

て
み
た

い
。

ま

ず

、

伊

藤

信

吉

は

詩

篇

「
春

と

修

羅

」

の
作

品

鑑

賞

で

、

い

っ
た

い
心
象

ス
ケ

ッ
チ
と

は
な
ん
だ
ろ
う
。
普
通

に
は
自
分

の
心
象

の
世
界

の
表

現
や
、
自
分

の
認
識

や
内
面

の
世

界

に
浮
き
あ
が

る
イ

メ
ー
ジ

や
、

そ
れ
ら

の
心
象

の
詩
的
展
開
と

い
う
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
が
、
作
品

に
即

し

て
み

る
と
そ

れ
は
同
時

に
自
分
を
取

り
ま
く
現
象
と
、

そ
れ
に
反
応

す
る
作
者

の
生
活
意
識

と

の
交
感
で
あ
り
、
融
合

で
あ
り
、
ま
た
別

に
は
宮

沢
賢
治

に
と

っ
て
の
詩
的
方
法

で
も
あ
る
・(2
)

と

述

べ
、

宇

佐

見

英

治

は

、

賢
治

は
そ
の
詩

や
童
話
を

「心
象

ス
ケ

ッ
チ
」
と
よ

ん
だ

が
、
心
象

と
は

い

っ

た
い
何
だ

ろ
う
か
。
イ

メ
ー
ジ
で
は

な
い
。
イ

メ
ー
ジ

は
対
象

的
な
相

関
性
を
も

ち

、
本
来
静
止
的

な
も

の
だ
か
ら
。

心
象

と

い
う
語

の
通
有

観
念

は
と
に
か

く
、

賢

治
が

こ
の
語

に
ふ
く
ま
し
た
意
味

は
む
し
ろ
心

の
現
象

、
心

の
活
動

、

一
層
単

的
に
は
意
識

の
明
滅
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
も

し
も
西
欧

の
観
念

で

い
え
ば

、

古
代
ギ
リ

シ
ャ
人
が

そ
の
不
滅

を
信
じ

て
い
た
プ

シ

ュ
ケ

ー
が

い
く
ら
か
近

い
で

あ
ろ
う
が
、
仏
教

の
空

観
に
基

い
て
い
る
賢
治

に
と

っ
て
は
、

心
も
ま
た
実
体

で

(3
V

は
な

い
。

と

述

べ

て

い

る

。

中

村

稔

は

『
定

本

宮

沢

賢

治

』

の

「
序

説

」

で

、

初

期

の

散

文

「
ガ

ド

ル

フ

の

百

合

」

を

分

析

し

な

が

ら

、

宮
沢
賢
治
は
、
か

れ
を
か

こ
む
自
然
を

蹟
め

る
こ
と

に
よ

っ
て
、
か
れ
自
身

の

心
象

を
み
い
だ
す
。
か
れ

の
魂

の
奥

に
ひ
そ
む
も

の
、
う
ご

め
く
も

の
が

、
自
然

現
象

の
起
伏
に
し
た
が

っ
て
、

よ
び

お

こ
さ
れ
る
。

そ
し

て
ガ
ド

ル

フ
は
、
賢
治

は
と
言

っ
て
も
お
な
じ

こ
と
だ

が
、
暗

が
り

の
な
か

の
百
合

の
運
動
を

正
確

に
予

感
す
る
。
予
感
が
正
確
な

の
は
心
象

と
自
然
と
が
照
応

し
あ

っ
て
い
る
か
ら
で
あ

り
、
心
象
を
は

っ
き
り
と

み

つ
く
し
て

い
る
か
ら
で
あ

ろ
う
。

か
れ

に
お
け

る
体
験
と

い
う

こ
と
の
意
味
は

そ
う

い
う

こ
と
で

あ

っ
た
。
だ
か
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ら
、
か
れ
が
自
然
を
う
た
う
と
き
、
お
の
ず
か
ら
心
象
の
記
録
と
な
り
、
心
象
が

逆
に
風
景
を
か
た
ち
つ
く

っ
た
。
か
れ
の
内
部
世
界
は
ひ
と

つ
の
宇
宙
で
あ
り
、

(4
>

か
れ
は
そ
の
実
在
を
信
じ
て
い
た
。

と
述

べ
、
「
『
心
象

ス
ケ

ッ
チ
』

(
　

)
と
名
づ

け
ら

れ
た
世

界

は

こ
う

い
う
精
神

の

い
と
な

み
と

し

て
う
み

だ

さ
れ

た
。

そ

こ

に
は
近
代

人

の
意
識

の
ゆ
が

み

と

日
本

の
農
村
の
構
造

の
ゆ
が
み
と
、

そ

こ
で
生
活

し

た
詩

人
農
業
技

師

の
抵
抗

と
妥

協

の
あ

と
が

、

二
重

に
な

り

三
重

に
な

っ
て
映

し
だ

さ
れ

て

い
る
よ
う

に
思

わ

れ
る

。
」

と
述

べ
て

い
る

。

三
者

の
解
釈

を
分
析

す

る
の
は
略

す

る
が

、

「
心
象

ス
ケ

ッ
チ
」

が
賢

治
特
有

の
詩
法

で
あ

り
、
映

像
と
実

在

の
微

妙

な
交
感

で

あ

る

こ
と

を
認

あ

て
い

る
点

で

は
、

ほ
ぼ
共

通
し

て
い
る
。

な
か

で
も

、
中

村
氏

の

解

釈

は
微
細

で

あ

っ
て
、

映
像

が
実
在
感

に
結
び

つ
い

て
い
る

こ
と

を
指

摘

し

た
上

で
、

歴
史

と
現

実

へ
の
拡
が

り
を

見

通
し

て

い
る
点

は
す

ぐ
れ

て

い
る
。

も

っ
と
も

、
「
心

理
学
的

な
仕

事

の
仕
度

」
と

い
う
動
機

の
説

明

に

つ
い
て
は
見

当

は
ず
れ

の
意
見

も
あ

っ
て
、
恩

田
逸

夫

は

「

『
心

理
学

的

な

仕
事

』
と

は

い
か
な

る
も

の
か
明

示
さ

れ

て
は

い
な

い
が

、恐

ら
く

、

人
間

精
神

の
永

遠
性

の
追
求

と
思

わ

れ
る
。

」

と

い
う
漠
然

と
し

た
意

見

し

か
述

べ
て

い
な

い
し
、
山

本
太
郎

は

「

『或

る
心
理
学

的

な
仕

事
』

と

は
農

民
芸

術
概

論

の
な
か

で
数
十

ヵ
条

に
歌

い
あ

げ
た

実
践

項

目

に
該

当

す

る
も

の
だ

」
と

言

っ
て

い
る
が

『
農
民
芸

術
概

論
』

成
立

の
時
期

(大

14
?

～
15

)
と

、

『
春

と
修

羅
』
矛

一
集

の
成
立

の
時

期

(
大

11
～

12

)

の
時

期

の
差

を
考

え

て
も

、
恣
意

的

な
意
見

と
思

わ

れ
る
。

賢
治

の
残

し

た
蔵

書

目
録

に
は

、
心
理

学

の
本

は

見
あ
た

ら

な

い
が

、
当

時
賢

治
が

な

ん

ら
か

の
心

理
学

関
係

の
本
を
読

ん
で

い
た

こ
と

は

、
『
春

と
修

羅
』
矛
二

集

「
風
景

観
察
官

」

(大

11

・
6

・
25

)

に

「
プ

ウ

ル
キ
イ

ン
の
現
象

」

と
か

、
矛

二
集

「
休
息

」

(大

13

・
4

・
4

)
に

「
方

向

の
な

い
　

の
像
」

と
か

、

イ

ー

ハ
ト
ー
ヴ

ォ
童
話

集

広
告
文

に

「
ア
ド

レ

ッ
セ

ン

ス

中

葉

」
と

い
う

よ
う

な
心

理
学

の
用

語
が
散

見

す

る

の
で

も

ほ
ぼ
推

定

さ

れ

る
。

3

と

こ
ろ
で

、
賢

治

の

「
心
象

」
が

、
実
在

感

を
帯
び

て
い

る

こ
と

、
宇

佐

見
氏

が
指

摘
さ

れ

る
よ

う

に
、
流
動

性

を
帯

び
、
時

間
的

に
変
化

す

る

こ
と

、
作
品

に
幻

視

や
幻
聴

を
述

べ
た
も

の
が

あ

る
ば

か

り
で

な
く

、
賢

治

自
身

幻
覚

の
持

主
で

、

そ
れ
が

彼

の
信

仰

の
根
抵

に
あ

る

こ
と
な

ど
か

ら
考

え

て
、

か
な

り
大

胆
な

仮
説

で
あ

る
が

、
直

観
像

学
説

が

そ
れ

を

よ

く
説
明

し
得

る
と

考

え
る

。

「
直

観
像

」

(
　

)

に

つ
い

て
は
、
大

脇
義

一
の

『
直

観
像

の

心

理
』

に
詳
し

い
の
で

、
し
ば

ら

く

そ
れ

に
よ

っ
て
説

明
さ

せ

て
も
ら

え

ば

、
直

観
像

と
は

、
主

観
的

視
覚

的
直

観
像

の
こ
と
で

、

詳
し
く
言

へ
ば
、
直
観
像
と
は
、
病
態
的
の
人
で
は
な
く
精
神
的
に
全
く
健
全

な
人
が
或
る
事
物
を
見
て
直
ぐ
後
に
、
ま
た
は
数
分
後
に
、
眼
を
閉
ぢ
て
ゐ
る
時

ま
た
は
開
い
て
ゐ
る
時
に
、自
然
ま
た
は
有
意
的
に
現
は
れ
て
来
る
心
像
で
あ
る
。

何
れ
に
し
ろ
幻
覚
的
な
ほ
ど
の
明
瞭
さ
を
持

っ
て
居
り
、
ま
た
は
文
字
通
り
に
再

び
見
え
る
の
で
あ
る
。
即
ち
知
覚
と
同
じ
特
性
を
具
へ
て
ゐ
る
。
し
か
も
本
人
は

そ
の
事
物
が
外
界
に
実
在
し
て
ゐ
る
の
だ
と
は
信
じ
な
い
。
自
分
の
想
ひ
浮

べ
て

ゐ
る
も
の
で
あ
る
と
思
っ
て
ゐ
る
。
こ
の
点
に
於
い
て
直
観
像
は
幻
覚
か
ら
判
然

と
区
別
さ
れ
る
。
な
ほ
直
観
像
は
単
に
過
去
の
視
的
印
象

の
想
起
過
程
に
於
い
て

現
は
れ
る
だ
け
に
は
止
ま
ら
な
い
。
想
像
的
に
現
は
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
思
惟
作

用
に
於
い
て
現
は
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
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こ
れ

に
似
た

よ
う

な

こ
と
は
、

す
で

に

ア
リ

ス
ト
テ

レ

ス
が
指

摘

し

て

以
来

δ
近

代

の
心

理
学
者

に
よ

っ
て
も
度

々
注
意

さ

れ

て
き

た

が
、
主

観

的

視
覚

的
直

観
像

と
名

づ

け
た

の
は
、
ウ

ィ
ー

ン
の
医

師

ヴ

ィ
ク

ト
ー

ル
・

ウ

ル
バ

ン
チ

ッ
チ

ュ
　

が
は

じ

め

て
で

あ

っ
た

と
言

わ

れ

る
。

そ

の
後

、

マ
ー

ル
ブ

ル
グ
大
学

の

エ
ー

ル
リ

ッ
ヒ

・
イ

ェ
ン
シ

ュ
　

が

そ

の
研
究

を
す

す
め

て
直

観
像

学

説
を

樹

て
る

に

至

っ
た
。

イ

ェ
ン
シ

ュ
は

、
直
観

像
素
質

者

(
　

)
が
成

人

の
間

に
は
稀
有

の
こ

「と
で

あ
リる

の
に
対

し

て
、
児

童

の
間

に
は

ほ
と

ん
ど
拡

が

っ
て
い

る

こ
と

に
注

目
し

て
、
成

人

の
精

神
、

特

に
対
象

意

識
が

児
童

の

対
象

意
識

と
全

く
趣

き
を

異

に
す
る
も

の
で

は

な

い
か
と
考

え
た
。

イ

ェ

ン
シ

ュ
に
よ

る
と
、

成
人

の
場
合

、
対
象

意

識

の
作

用
で
あ

る
対

象

の
知

覚

と

対
象

の
表
象

作

用
と

は
別
で

あ

っ
て
、
混
同

さ
れ

る

こ
と

は
な

い
が
、

児
童

の
意

識
で

は
分

化
し

て
い
な

い
の
で

、
知
覚

が
表

象
的

で
あ

り

、
表

象

が

知
覚
的

で

あ

る
。

こ

の
表
象

的

な
知
覚

、
知

覚
的

な
表

象

が
、
直

観

像
で

は
な

い
か

と
考

え
た

の
で
あ

る

。

吾
々
は
何
人
で
も
児
童
期
に
於
い
て
は
直
観
像
体
験
を
持

っ
て
ゐ
た
に
相
違
な

く
、
幼
児
期
に
於
け
る
対
象
の
知
覚
は
直
観
像
的
で
あ
り
、
対
象
の
想
起

・
想
像

は
直
観
像
的
で
あ
る
と
考

へ
ら
れ
る
σ
直
観
像
体
験
は
知
覚
と
表
象
と
の
未
分
化

な
る
渾

一
的
体
験
で
あ

っ
て
、
発
生
的
に
見
れ
ば
吾
々
成
人
の
知
覚
と
表
象
に
対

し
て
そ
れ
は
源
流
ま
た
は
根
幹
を
な
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
精
神
の
発
達
す
る

に
つ
れ
て
、
直
観
像
体
験
か
ら
支
流
と
な
り
枝
葉
と
な

っ
て

一
方
に
は
知
覚
の
世

界
、
他
方
に
は
表
象
の
世
界
が
分
化
発
現
し
て
出
来
た
も
の
で
あ
ら
う
。

な
お

、
研
究

の
進

展
と

と
も

に
、
直
観

像

を

二
種
類

に
分

け

る
よ
う

に

な

っ
た

。

(大
脇

・
前
掲
8
～
9
ぺ
)

そ
の

「
つ
は
幾

つ
か
の
表
象
的
な
性
状
の
方
を
割
合
に
多
く
示
す
直
観
像
で
あ

る
、
即
ち

こ
の
種
の
直
観
像
は
表
象

と
同
様

に
有
意
的

に
喚
起
し

た
り
、
変
化
さ

せ
た
り
消
失

さ
せ
た
り
す

る
こ
と

が
出
来

る
。
従

っ
て
直
観
像

は
自

分

の
も

の
で

あ

る
と
感

ぜ
ら
れ
そ
れ

の
出
現

は
快

の
感
情

を
起
さ
せ
る
。

そ
れ

に
対

し

て
矛

こ

の
種

類
の
直
観
像
は
残
像
乃
至
感
覚

と
同
様
に
割
合
多
く
、
感
官

興
奮

の
生
理
学

的
条
件

に
依
存

し
、
有

意
的

に
喚
起
し
た
り
変

化
消

失
さ
せ
る

こ
と

は
全

く
出
来

な
い
。
自

然
に
強
制
的

に
現

は
れ
て
来

て
ま
た
勝
手

に
変
化
し
消
失

し
、
自
分
は

そ
れ
に
対

し

て
如
何
と
も
す

る
こ
と
が
出
来

な

い
。
従

っ
て
直
観
像

は
自
分

の
も

の
で
は
な
く
、
何
か
異
物
で
あ

る
か
の
如
く
感
ぜ
ら
れ
、

そ
れ
の
出

現
は
そ
う
で

あ

る
か
ら
多

く
の
場
合
不
快

の
感
情

を
起

さ
せ
る
。

エ
ー

ル
リ

ッ
ヒ
・イ

ェ
ン
シ

ュ
の
弟
で
、
内
科

の
臨
床
医
で
あ

る
ワ

ル
タ
ー

・

イ

ェ
ン
シ

ュ
は
、
比
較
的
顯
著
な

る
直
観

像
素

質
を
示
す
児
童

に
就

い

て
体
質
診

断
を

行

っ
た
。
そ

の
結
果
上
述

の
矛

一
種

の
如
き
直
観
像

の
所
有
者

に
は

「
類

バ

セ
ド
オ
病
様

徴
候
群
」
が
認
め
ら

れ
、
矛

二
種

の
直
観
像

の
所
有
者

に
は

「
類

テ

タ

ニ
ー
様
徴
候
群
」
が

認
め
ら
れ
た
。
即
ち
か
く

の
如
き

直
観
像

の
類
型

は
内

分

泌
腺

の
機
能
状
態

に
由
来
す
る
、
生
活
体
型
θ
一9
毛
島
)に
呼
応

す
る
も

の
で
あ

る

こ
と

を
見
出

し
た

の
で
あ
る
。

ワ
ル
タ
ー

・
イ

ェ
ン
シ

ュ
の
所
見

に
就

い
て
は
今

日
の
研
究

の
進
度

に
於

い
て
は
、
未

だ
決
定
的

で
あ
る
と

一
般

に
認

め
ら
れ
る
ま

で

に
は
至

っ
て
ゐ
な

い
が
、
し
か
し
少

く
と
も
直
観
像

の
体
験
は
身
体

的
地
盤

の

上

に
立

つ
こ
と
、
内

分
泌
腺

の
機
能

に
由
来

す
る
体
質
構
造

の
特
性
と

何
等
か

の

関
係
が
あ

る

こ
と
だ
け
は
、
確
か

に
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ

る
。

(大

脇

・
前
掲

10
～
13
ぺ
)

以

上

、

長

々

と

要

約

引

用

し

て

き

た

直

観

像

の

特

質

と

賢

治

の

心

象

と

を

比

較

し

て

み

る

と

、

ま

ず

矛

一
に

、

賢

治

の
心

象

の

視

覚

的

幻

覚

的

な

特

徴

は

、

直

観

像

が

他

の
表

象

や

残

像

か

ら

、

は

っ
き

り

と

区

別

さ

れ

る

大

き

な

特

徴

で

あ

る

「
幻

覚

的

な

ほ

ど

の
明

瞭

さ

を

持

っ
て

居

り

、

ま

た
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文
字

通

り

に
再

び

見

え
る
こ

こ
と

を
、
裏

書

き
し

て
い
る

の
で

は
な

い
か

と
思

わ
れ

る
。
こ
れ
は
特

徴

の
矛

二
に
あ

げ
た

諸
例

や
、
「
そ

の
と

ほ
り

の

心
象

」
と
か

、
「
た

ゞ
と

に
か

く
記

録
さ

れ
た

と

ほ
り

こ
の
け
し

き
で

」

や

「
た
し
か

に

こ
の
通
り

そ

の
時

心
象

の
中

に
現

は
れ

た
も

の
で

あ

る
」

と

い
う
よ

う
な
言

葉

に
残

さ
れ

て
い

る
。
ま

た
、

こ
の

こ
と

か
ら

、

(
例

10

)

や
特

徴

の
矛

二
の
用

例

に
み
え

る
感

覚

の
二
重
性

に

つ
い
て
も

説
明

出
来

る

の
で

は
な

い
か

と
思

う
。
賢
治

の
い
う

二
重
性

と

は
、
「或

る
事
物

を

見

て
直

ぐ
後

に
現

は
れ

る
」
直

観
像

と
、
視

覚

像
と

の
二
重
性

を
指

し

て
い

る

の
で
は

な

い
か
と

思
わ

れ
る

か
ら
で

あ

る
。

こ
の
視

覚
的

幻
覚

的

な
特
徴

は
矛

一
の
実
在

感

の
問

題

に
か

か

っ
て
く

る
。
賢

治

が

「
心
象

の
中

に
実
在

し

た
」

と
か
、
「
心
象

の
は

い
、い
ろ
は

が

ね
」

「
心
像

の
高

清

」
と
言

っ
て

い
る

の
は
、

ひ
と

つ
に
は
、
「
そ

の
事
物

が

外

界

に
実

在

し

て
ゐ

る
の
だ

と
は
信

じ

な

い
」
で

、
「
自

分

の
想

ひ
浮

べ

て
ゐ

る
も

の
で
あ

る
」
と
思

っ
て
い
る

こ
と

を
物

語

っ
て

い
る
と

と
も

に
、

そ
れ
が
単

に
想

い
浮

べ
ら

れ

て
い
る
だ

け
で

な

く
、

幻
覚
的

な
鮮
明

さ
を

持

っ
て

い
る

こ
と
を

意
味

し

て
い
る
。

こ
の

こ
と
か

ら

、
「
茨

海
小

学
校

」

に
述

べ
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
、
考

え
る

こ
と
が
あ
る

こ
と

に

つ
な

が

る
表
象

と
知

覚

の
未

分
化

状
態

が
生

れ

て
く

る

の
で

は

な

い
か
。

あ

る

い
は
、

こ

こ
に
表

れ

て

い
る
事
実

の
い
く
ら

か
は

、
直

観

像

よ
り

も
幻

覚

に
近

い
と

も

言
え

る
。

ワ

ル
タ
ー

・
イ

ェ
ン
シ

ュ
に

よ
れ
ば

、

表
象

に
近

い

バ

セ
ド

オ
型

(
B
型

)
直

観

像
よ
り

も
、

残
像

内
至

感
覚

に
近

い

テ

タ

ニ
ー
型

(

T
型

)
直

観

像

の
特
性

を
多

く
持

っ
て
い

る
と

い
え

る

だ

ろ
う

。

こ
の

こ
と

は
作

品

の
中

に
散

見
さ

れ
る

幻
視

や
幻

聴

の
例

や
、

明
ら

か

に
外

界

に
実

在

す

る
も

の
と
し

て
感
知

さ

れ

て

い
る

こ
と
か

ら
も

言

え
る
。

二
、

三

の
例

を
挙

げ

る
と

、

『
春

と
修

羅
』

矛

一
集

の

「
谷
」

(大

11

・

4

・
20

作

品

例

省

略

)

に
書

か

れ

た

三

人

の
妖

女

は

、

庖

瘡

神

で

あ

っ
た

と

言

わ

れ

、
盛

岡

中

学

奉

業

後

、

蓄

膿

症

の
手

術

の
た

め

、

岩

手

病

院

に

入

院

し

、

発

疹

チ

フ

ス

の
疑

い

で

高

熱

を

出

し

た

時

は

、

岩

手

山

の

山

霊

を

見

て
か

ら

、

病

気

が

よ

く

な

っ
た

と

か

、

そ

の

ほ

か

賢

治

が

こ

の

種

の

幻

覚

を

経

験

し

て

、

そ

れ

が

実

在

し

て

い

る

と

信

じ

た

り

、

信

じ

よ

う

と

し

て

い
た

こ
と

は

、

知

人

、

友

人

た

ち

に

よ

っ

て
述

べ

ら

れ

て

い

る

。

直

観

像

に

近

い

例

を

挙

げ

て

み

れ
ば

、

盛

岡

高

農

時

代

、

同

校

の

助

手

を

し

て

い

て
賢

治

に
親

し

か

っ
た

小

森

彦

太

郎

は

、

賢
治
君
は
時

々
不
思
議

な

こ
と
を
言

っ
て
居
り
ま
し

た
。
お
観
音
さ
ま
が
美
し

い
声

で
呼
び
か
け
た
と
か

、
有

難
か

こ
と
を
教

え
て
下
す

っ
た
と
か
、
お
釈
迦

さ

ま
に
逢

っ
た
と
か
、
又
小
岩
井

農
場
に
行

っ
た
時
、
紫

・
青

・
赤

・
黄
な
ど

い
ろ

い
ろ
な
色
が
見
え
出
し
、
美
し

い
天
地
だ
と
思

え
ば

そ
う
見

え
る
し
、

テ
ー
ム

ス

川
だ
と
思
え
ば
、

そ
う
も
見

え
る
な
ど
と
も
言

っ
て
い
ま

し
た
。
又
、
鳥
は
青

い

紐
の
よ
う
な
も

の
だ
と
も
言

っ
て
い
ま
し
た
。
(-o
)

と

言

っ
て

い

る

。
同

じ

頃

、う賢

治

自

身

、
佐

々
木

又

治

宛

書

簡

(大

7

・4

・

18

付

)

に

、

寒
サ

ウ
ナ
話

ヲ
ス

ル
ナ

ラ
バ
私

ハ
毎

日
摂
氏
○
度

ノ
渓
流

二
腰
迄
浸

ッ
テ
ヰ

ル

ノ
デ

ス
。
猿

ノ
足
痕

や
熊

ノ
足
痕

ニ
モ
度

々
オ
目

ニ
カ
カ
リ

マ
ス
。
実

ハ
私

モ
ピ

ス
ト
ル
ガ

ホ
シ
イ
ト
思

ヒ

マ
シ
タ
。

ケ
レ
ド

モ
熊

ト
テ

モ
私
ガ
創

ッ
タ

ノ
デ

ス
カ

ラ
ソ
ン
ナ

ニ
意
地

悪
ク
骨

マ
デ
喰

フ
様

ナ

コ
ト

ハ
シ
マ
ス

マ
イ
。

(中

略

)

コ
ノ

辺

ノ
山

や
川
ノ
工
合

ナ
ン
カ

ハ
モ
ウ
ア
ナ
タ

ニ

ハ
夢

ノ
様

二
思

バ
レ
ル
デ
セ
ウ
。

本
統

ニ
コ
ノ
山
ヤ
川

ハ
夢

カ
ラ
ウ

マ
レ
、
寧

ロ
夢

ト
イ

フ
モ
ノ
ガ
山
ヤ
川

ナ
ノ
デ

セ
ウ
。

(
傍
点
筆

者

)

と

い

う

、

意

味

あ

り

げ

な

、

あ

る

意

味

で

は

賢

治

の

内

心

を

露

わ

に

し

た

便

り

を

書

い

て

い

る

。

稗

貫

農

学

校

時

代

の
同

僚

、

白

藤

慈

秀

の
追

想

文
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に

よ
る

と
、
賢

治

は
、
「
野

中

に

二
本
杉

が
生

え
」

二

つ
の
大
き

な
自

然

石
が

あ

る
と

こ
ろ

」
で

、
「判

っ
き

り
と

餓
鬼

の
争
奮

叫

喚

の
凄

い
声

」
を

聞
き

、
鮮
血

に
滲

ん
だ
川

の
中
で

多
数

の
餓
鬼

が
、
「
流
血

悲

愴

の
惨
劇

」

を

続

け

て

い
る

の
を

見

て
い

る
。

そ
の
状
況
を
見
た
後
は
、
必
ず
法
華
経
の

一
節
を
講
読
し
、
供
養
し
て
そ
の
場

を
去
っ
て
き
ま
す
と
、
言
々
句
々
真
実
の
実
感
を
語
っ
て
ゐ
る
。
僕
は
ま
る
で
夢

の
や
う
で
す
ね
と
愚
問
を
出
す
と
、
彼
は
之
は
妄
念
で
も
な
く
錯
覚
で
も
な
く
、

眼
に
見
え
ぬ
別
の
境
涯
で
も
心
の
修
養
と
訓
練
に
よ
っ
て
、
我
々
の
霊
知
に
映
じ

て
く
る
も
の
で
す
、
所
謂
心
の
耳
、
心
の
眼
に
は
色
な
き
光
り
声
を
聞
き
得
る
も

の
で
す
と
力
説
し
て
ゐ
た
。
(11
)

さ

ら

に
、

『
春

と
修
羅
』

に
出

て
い
る
幻

覚

の
表

現
を
、

一
、

二
挙

げ

て
み

れ
ば

、
矛

二
集

の

「
春

谷
暁
臥

」

(
大
14

・
5

・
11

)
に
は

、
風

景

の
心
象

ス
ケ

ッ
チ
の
後
、

(
蕩
児
高
橋
亨

一
が
/
し
ば
し
無
雲
の
天
に
往
き
/
数
の
繧
女
と
う
ち
笑
み
て
/

ふ
た
た
び
地
上
に
か

へ
り
し
に
/
こ
の
世
の
を
み
な
み
な
怪
し
く
/
そ
の
か
み
帯

び
し
プ
ラ
チ
ナ
と
/
ひ
る
の
夢
と
を
組
み
な
せ
し
/
鎖
も
わ
れ
に
は
な
に
か
せ
ん

と
そ
嘆
き
け
る
)

と

い
う

ス
ケ

ッ
チ
が

あ

る
が
、

そ
れ
が

幻
覚

で
あ

る

こ
と

は
、

同
行

し
た

森

惣

一

(
佐

一

・
荘

已
池

)
の
手

記

に
出

て

い
る
。

矛

二
集

「
河
原

坊

(

山
脚

の
黎

明

)
」

(
大

14

・
8

・
2

)

に
は
、

野
宿

し

て

い
る
時

、
坊
さ

ん
が

現
わ

れ

る
幻
覚

、

お
ゝ
見
え
る
/
二
人
の
は
だ
し
の
若
い
坊
さ
ん
だ
/
黒
の
衣
の
袖
を
紮
げ
/
黄

金
で
唐
草
模
様
を

つ
け
た
/
神
輿
を

一
本
の
棒
に
ぶ
ら
下
げ
て

が
あ

る
が

、

こ
れ

に

つ
い

て
は

、
佐
藤

隆

房

の

『
宮
澤

賢

治
』

関
登

久
也

の

「
宮
澤

賢
治

素
描

』

の
記
事

が
参

考

に
な

る
。
も

っ
と
も

、

こ
の

二
書

と
も

、
同

じ
河

原
坊

の
幻
覚

で
は

あ

っ
て
も

、

「
ふ
と

山

の
方

か
ら

手

に

錫

杖

を
突

き
鳴

ら
し

、

眉
毛

の
長

い
見

る
か

ら

に
清

々
し

い
高

僧
が

下

り

て
来

ま
し

た

。
」
(佐

藤

・
前
掲

96

ぺ
)
と
か

、
「
白
髪

白

韓

の
錫

杖

を

つ
い

た
身

の
丈

高
き

老
翁

」

(
関

・
前
掲

艇
ぺ
)
と

な

っ
て

い
て
心
象

ス
ケ

ッ

チ
に
あ

る
若

い
坊
さ

ん

と
は

異

っ
て

い
る
。

ま

た
、

心
象

ス
ケ

ッ
チ
が
大

正
十

四
年

八
月

二
日
で

あ

る

の
に
対
し

て
、

佐
藤

氏

の
推
定

が
大

正
十

二

年
頃

と
あ

る

の
や

、
佐
藤

、

関
氏

と
も
賢

治

の
先
輩

で

あ

っ
た

金
野

歯
科

医
か

ら

の
ま
た

聞
き

ら

し

い
の
で

、
同

一
の
幻
覚

で
あ

る
と

は
言

え

な

い
。

賢
治

は

、
こ

の
河

原

坊

の
あ

る
早
池

峯

山

に
は
何

度
も

登

っ
て

い
る
し

、

そ

う
し

た
幻
覚

を

み
た

の
も

、
河

原

坊
が

、

「
何

百
年

か

以
前

に
天

台
宗

の
大

き

な
寺

の
あ

っ
た
跡

で

、
修
業

僧
も

大

勢
集

ま

っ
て
い

て
随

分

盛

ん

で
あ

っ
た
と

い
う
言

い
伝
え

が
あ

り
、
今

で

も
朝

の
小

暗

い
黎

明
時

に
、

ひ

ょ

っ
と
す

る
と
し

ん

し

ん
と
読

経

の
声

が

聞

え

て
来

る
と

噂

さ
れ

て
い

る

所
で
あ

る

。
」
(佐

藤

・
前
掲

97

ぺ

)
せ

い
ら
し

い
。

い

っ
た

い
に
、

賢

治

の
幻
覚

は

、
そ

う
し

た
言

い
伝

え

や
環
境

に
よ

っ
て
影
響

さ

れ

る

こ
と

が
多

い
ら
し

く
、
前

述

の
白
藤

氏

の
文

中

に
も
賢

治

の

こ
と
ば

と
し

て
述

べ
ら
れ

て

い
る
。

ま
た

、
か

ら
だ

の

コ
ン
デ

ィ
シ

ョ
ン
に
よ

っ
て
も

影
響

さ

れ

る

こ
と

は
、

関
氏

の

「
素
描

」

に
も
記

し

て
あ

る
。

賢
治
の
話
に
よ
り
ま
す
と
、
労
働
の
は
げ
し
い
時
は
ど
う
し
て
も
恐
ろ
し
い
形

相
の
も
の
を
見
る
し
、
身
体
の
疲
れ
も
と
れ
、
静
か
な
心
の
状
態
に
居
る
時
は
美

し
い
も
の
を
見
る
と
い
ふ
の
で
し
た
ゆ
看
(関

・
前
掲

%
ぺ
)

1

こ

の
よ

う
な
幻

覚

の
記

録
は
他

に
も
見

え

る
が
、

こ
こ
で
注

意

す

べ
き

こ
と

は
、

『
春

と
修

羅
」

と

そ
の
補
遺

に
、
「
幻

聴
」

あ

る

い
は

「
鬼

言

」

と

い
う
題

で
、
解
釈

の

つ
け

に
く

い
心
象

ス
ケ

ッ
チ
が
あ

る

こ
と

で
あ

る

。

た
と

え
ば

、
矛

二
集

の

「鬼

言

(
幻
聴

)
」

(大

14

・
10

・
18

)

一49一



三
十
六
号
!
/
左

の
眼
は
三
!
/
右

の
眼
は
六
!
/
斑
石

を

つ
か

っ
て
や
れ

が

そ

れ

で

、

外

に

こ

の
種

の

も

の

は

、
矛

一
集

の

「
幻

聴

」

(
大

11

・
4

・

23

)
矛

二
集

の

「
比

叡

(幻

聴

)
」

(
大

13

・
5

・
25

)
矛

三
集

の

「
鬼

語

四

」

(昭

2

・
5

・
13

)

「
喋

語

」

(昭

2

・
6

・
13

)

な

ど

が

あ

る

。

こ

の

よ

う

に

、

視

覚

ば

か

り

で

な

く

聴

覚

に

も

幻

覚

が

あ

っ
た

こ

と

は

、

す

で

に

白

藤

氏

の

追

想

文

に

も

述

べ

ら

れ

て

い

る

。

4

こ
う
し
た

視
聴

覚

に
よ

る
幻
覚
が

、
は

た
し

て
W

・
イ

ェ
ン
シ

ュ
の
い

う
T
型

直
観

像
で

あ

る
か
ど

う
か

は
断
定
出

来

な

い
。

い

っ
た

い
に
幻
覚

の
分
類

が
困

難
で

あ

る
と
さ

れ

て
い
る
上

に
、

直
観

像

の
定
義

も
多

少

の

異

説
が

あ

る
か

ら
で
あ

る
。

た
と

え
ば

、

イ

ェ
ン
シ

ュ
の
門
下

で
、

直
観

像

の
感
覚

性

を
重

視

す
る

ク

ロ
リ
　

に
よ
れ
ば

、

幻
覚
的

視

覚
現

象

の
よ
う
な
も

の
も
直
観

像

に
は

い
る
が
、

イ

ェ
ン
シ

ュ
や
大
脇
氏

は
、

直
観
像

と
幻

覚
を

区
別

し

て
い
る
。

し
た

が

っ
て
、

賢
治

の
幻
覚

の
性
質

を

断
定

す

る

こ
と

は
避

け
た

い
が
、

以
上
述

べ
て
き

た
例

か
ら
次

の
よ
う

な

こ
と
が
言

え

る
と
思

う
。

矛

一
に
、

幻
視

で
あ

る
が

、

こ
れ

に
対
す

る
賢

治

の
実
在

感

は
、

幻
視

者

と
し

て
の
彼

の
幻
視

的
宗

教
意
識

の
根
底

に
な

っ
て
い

て
、
(
こ
の
事
実

に

つ
い
て
は
別

稿

を
起

し
た

い
。
)

実
在

を
信

じ
た

こ
と

は
明

ら
か

で
あ

る
。

し
か
し

、

幻
覚

が
去

っ
て
後

も
そ

れ
を
信

じ

た
か

は
時

に
よ

っ
て
異

る
。
た

と
え
ば

、

前
述

の
白
藤

氏

の
文
で

は
信

じ

て
い
る

よ

う

に
と
れ

る

が
、

「
小
岩

井

農
場

パ

ー
ト
九
」

で
は

、

も
う
決
定
し
た
。
そ
っ
ち

へ
行
く
な
/
こ
れ
ら
は
み
ん
な
た
だ
し
く
な
い
/
い

ま
疲
れ
て
か
た
ち
を
更

へ
た
お
ま
へ
の
信
仰
か
ら
/
発
散
し
て
酸
え
た
ひ
か
り
の

澱
だ

と
言

っ
て
い
る

よ
う

に
、
暖

昧

な
場
合

が
多

い
。
む

し

ろ
、

こ
の
実
在

感

へ
の
信

と

不
信
が

、
宗

教
観

と

か
ら

み
あ

っ
て
、

『
春

と

修

羅
』

矛

一
集

の
中

心
を

な
す

テ

ー

マ
に
な

っ
て

い
る
。

こ
れ

は

、
「
幻
聴

」
と
か

「
鬼

言

」

と

い
う

こ
と
ば

の
意

味

か
ら

も
推
察

出
来

る
。

つ
ま

り
、

賢
治

の
知
覚

は
健

全
で

あ

っ
た
と

言

っ
て
よ
く

、
精
神

異
常

者

の
幻
覚

よ
り

、

は

る
か

に
直

観
像

に
近

い
性

格

を
持

っ
て
い
る
と

言

え
る

の
で

は
な

い
か
。

矛

二
に
、

幻
聴
と

直
観

像

と

の
関

係

に

つ
い

て
は
、
ヘ
ニ

ン
グ
　

　
の
研
究

が
参

考

に
な

る
。
ヘ
ニ
ン
グ

は
、
視

覚
的

領

域

外

に
も
聴

覚

的

直
観

像
や

痛
覚
的

直
観

像
が

甚

だ
多

く
観
察

さ

れ

る

こ
と

を
報

じ

て
い

る

。

そ

の
中

で
注
意

す

べ
き
点

は

、

「
音

の
直

観
像

の
所
有

者

が

、
普

通

の
楽

器

と

か

、
音

叉

な

ど

の
音

響
実

験

用

の
器

具

で

は

、
往

々

に
し

て
全

く

直
観

像
が
出

て

こ
な

い

の
に
対
し

て
、
馬
鹿

に
大

声

を
出

し

た
り

、

耳

の
痛

い
や
う

な

サ
イ

レ
ン
や
笛

の
音

、

す

べ
て
鋭

い
キ

ー
キ

ー
い

ふ
音

、

そ
れ
か

ら
猟

銃
店

で
求

め
ら

れ
る
動

物

の
擬
声

を

出

す
笛

の
音
を

用

い
た

と

こ
ろ
、
殆

ど
必

ず
病
的

な

聴
覚
直

観
像

が

喚
起

さ

れ
た

事

で

、

ヘ

ニ
ン

グ

は
、

こ
の
痛
的

な

る
も

の
と
聴

的
な

る
も

の
と

の
複
合

的

全
体

が

必
須

不
可

欠
な

る

こ
と

を
確
か

め

て

い
る

。
」
(
大
脇

・
前

掲

脱

ぺ
)

こ
の

こ
と

と
賢
治

の
幻

聴
を

比
較

し

て
み

る
と

、

「
幻
聴

」

「
鬼

言
」

に
現
わ

れ
た
表

象
か

ら

、

ヘ
ニ
ン
グ

の
言

う

よ
う
な

痛
的

な

外
部

刺
戟

が

あ

っ
た

か
ど

う
か

は
、
鳥

の
声

を
暗

示
し

て

い
る

『春

と
修

羅
』

矛

一
集

「
幻
聴

」

(作

品
例

略

)

の

一
例

を
除

い
て
分

ら
な

い
。

し

か
し

、

こ
こ

で

注
意

す

べ
き

こ
と

は
、
賢

治

の

「
幻
聴

」

「
鬼

言

」
が

、
鬼

言

と

い
う

こ
と
ば

の
示

す
と
お

り

に
、
呪

い

の
こ
と
ば

的

な
苦

痛
感

あ

る

い
は

激
情

を
持

っ
て
い
る

こ
と

で
あ

る
。

こ
れ

は
前

に
引

い
た
矛

二
集

中

の

「
鬼

言

う一



」

に
も
現

わ
れ

て

い
る
が

、

「
鬼
言

四
」

の

駈

そ
ん
な
に
無
事
が
苦
し
い
な
ら
/
あ
の
死
刑
の
残
り
の

一
族
を
/
お
ま

へ
の
う

ち
へ
乗
り
込
ま
せ
よ
う

な
ど

に
典
型

的
で

あ

る
と

い
え
よ

う
。

こ
の

こ
と

は
、

ヘ
ニ
ン
グ

の

「
痛

的

な
も

の
と
聴
的

な
も

の
と

の
複
合

全
体

が
必

須

不
可
欠

な

こ
と

」
を
暗

示
し

て
い
る
。

し
た

が

っ
て
、

こ
の
幻
聴

の
場

合

で
も

、
直
観

像
的

な
要

素
と

関
係

が
あ

る
と
言

え
る

。

矛

三
に
、

2

の
矛

三

に
挙

げ
た

「
心
象

の
明
滅

」

に

つ
い
て
は

、
直
観

像

の
出

現
、
変
化

、
消
失

し
た

関
係

が
あ

る
よ

う

に
思
わ

れ

る
。な

ぜ
な

ら
、

直
観

像
が

知
覚

と
表
象

の
中

間

に
あ

る
た
め

、
知
覚

よ
り
不
安

定

に

「
明

滅
」

的
性
質

を
帯

び

て
い
る
と
思

わ
れ

る
か

ら
で

あ

る
。

こ
れ
を

W

・
イ

ェ
ン

シ

ュ
の
直
観

像

の
類
型
標

準

に
照
ら

し

て
み

る
と

、

(
1

)
知
覚

に
近

い
T
型

直
観

像
は

、
舳
有
意

的
変

化

が
多

く

の
場

合

不

可
能

で
あ

り
、

万

一
変

化
が

起

っ
た
と

し

て
も

、

努
力
感

を

と
も

な
う
上

、

そ

の
変
化

は
意

味

の
上
か
ら

の
変

化
で

は
な

く

て

、

視
的

素
材

の
変

化
で

あ
り

、
単

に
色

が
変

る
と
言

う

よ
う
な
変

り
方

で

あ

る
。

(
例

10
参

照

)

こ
れ

に
反

し

て
、
表
象

に
近

い
B
型

直

観
像

で

は
、
有

意
的

変
化

は
何
等

の
努
力

を
要

し

な

い
で

必
ず

出
来

、
た

や
す

く
迅
速

に
出

来

る
。
し

か
も

変

化

は
内
的

な
連

関

、
意
味

上

の
連

絡

を
持

っ
て
い

て
、
決
し

て
意

味
と

無
関

係

な
視
的

素
材

の
変

化
は
起

ら

な

い
。

(
n

)
自

発

的

に
自
然

に
現
わ

れ

る
変
化

で

は
、
T

型
が

一
般

に
割
合

に
稀

に
し

か
起

ら
ず

、
起

っ
た
と

し

て
も
視

的
素

材

の
空
間
的

位

置

の
転

換
l

i

即
ち

切
れ

切
れ

に
な

っ
た
り

、
ず

れ
た

り
、

捏
ね

廻
し

た
雲

の
よ

う

に
な

っ
て
し
ま

っ
た

り
す

る
ー
ー

が
主

で
あ

る

の

に
対

し

て
、
B
型

は

比
較

的

長
く
眺

め

て
い
る
と

像
が
変

り
、

往

々
に
し

て
意

外
な

幻
想
的

な

変
化

を
す

る

こ
と
が

あ

る
。

(
m

)
有
意
的

喚

起

が
、

T
型

で
は
多

く

は
不

可
能

で
あ

り

、
出

来

て

も
遅

く
努

力
を

要
す

る

の

に
対

し

て
、

B
型

で

は
必
ず

出
来

、

直
接

に
即

座

に
像
が

現
わ

れ
、

努
力

を
要

し

な

い
。

(
Ⅳ

)
自

発
的

に
自

然

に
現
わ

れ

る

こ
と

に

つ
い

て
は
、

T
型

で

は
自

然

に
現

わ
れ

る
な

ら
ば

、

そ

の
内

容

は
異
物

的

で
あ

っ
て
表
象

経

過

に
も

現

在

の
知

覚

に
も

ふ
さ

わ
し

く

な

い
。
多

く
.は

不
快

に

、
気
味

悪

く
感

ぜ

ら

れ
、

苦
痛

を
覚

え
、

沈

欝
な

調
子

を
帯
び

る
。

こ

の
よ
う

な
特

性

乃
至

こ
の
種

の
直

観
像

は

カ

ル
シ

ュ
ー

ム
投

与

に

よ

っ
て
消
滅

す

る
。

そ

れ

に

反

し

て
B
型

で

は
自

己

に
属
す

る
よ

う

に
感

じ

ら

れ
る

。
表
象

経

過

に
適

合

し
、
沈
欝
的

か
快

適

か
は

、
何

時
も

人
格

全

体

の
心
的

状

態

に
依
存

す

る
。

(
V

)
有

意
的

消
去

は

、
T

型

の
場
合

多

く
は

不
可

能
で

あ

る
。

別

の

事

を
考

え

て

い
て
も

像
は

固
執

し

て
見

え

て
い
る

。
B

型
で

は
別

の
事
を

考

え

れ
ば
直

ち

に
消

失
し

て
し

ま

う
。

(
W

)
自

発

的
消

失

に

つ
い

て
は
、

T
型

で

は
長
く

か

か

っ
て
除

々

に

消

失

し

、
心
的

な
方

面

か
ら

は
何
等

促

進
さ

れ
た

り

、
遅

延
せ

し
め

ら

れ

る

こ
と

は
な

い
。
強

さ

、
厚

さ
、

個

々
の
内
容

の
減
少

、
遂

に
な

に
か

一

抹

の
影

の
み

と
な

り
最

後

に
全

く
消

失

す

る
。
B

型
で

は

、
別

の
こ
と
を

考

え
た

り
、
考

え

よ
う
と

す

る
意
志

が
あ

れ

ば
像

は

そ

の
場

に
消

失

す

る
。

(
粗

)
像

の
特

質

に
お

い

て
も

、

T
型

は
固
着

的

、
硬

直
的

で
あ

る

の

に
対
し

、
B

型

は

一
時

的
で

動
揺

的
で

あ

る
。

(
大
脇

・
前

掲

60
～

62

ぺ

)

以
上

、

W
、

イ

ェ
ン
シ

ュ
の
挙
げ

た
特

徴
十

八

の
中
、

像

の
出

現
、

変

化

、
消

失

に

つ
い

て

の
七

項
を

要
約

し

て
み

た
が
、

こ
の
よ

う
な
判

然

と

し

た

対
立

は
、

純
粋

の
T
型
B

型
両

直
観

像

の
場
合

に
だ

け

言
え

る

の
で
、

51



実

際

は
多

く

の
場

合

、
両
者

が
混
合

し

て

い
る
場
合

が

多

い
と
さ

れ

て

い

る
。
賢

治
が

童
話

作

品
を
含

め

て
、
心
象

ス
ケ

ッ
チ
と

い

っ
て

い
る
事

や
、

幻

覚

の
作
品

が
、
心
象

ス
ケ

ッ
チ
の

一
部

で
し

か

な

い

こ
と

を
考

え

る
と
、

賢

治

の
場

合

は
B

型
直

観
像

の
要
素

に
T
型
直

観

像
的

な
も

の
が

強
度

に

混

り
あ

っ
て
い

る
と
言

う
方

が

い
い

の
で

は
な

い
か
と

思
う

。
な
お

、
W

・

イ

ェ
ン
シ

ュ
が
両

型

の
特

徴

の
矛
十

八

に
あ

げ
た

人
格

の
全

体
的

印

象
が

参
考

に
な
る
が

、

紙
数

の
都
合

も
あ

っ
て
省
略

し

た

い
。

い
ず
れ

に
し

て
も

、
直

観
像

や
幻
覚

、

あ

る

い
は
仮
性

幻
覚

は
、
意

識

の
段

階
か

ら
言

え

ば
、
表

象

と
知
覚

の
中

間
帯

に
あ

っ
て
、

ウ

ェ
ル
ナ

ー

(
13

)

　
の

い

う

意

識

の
未

分

化

か

ら

来

る

特

徴

で

あ

る

と

言

え

よ

う

。

ウ

ェ
ル

ナ

ー

と

そ

の
門

下

は

、

も

う

一
つ

の
中

間

帯

現

象

で

あ

る

色

聴

ー

音

を

聞

い

て

色

を

見

る

現

象

i

ー

を

主

と

す

る

共

感

覚

の
研

究

か

ら

出

発

し

て

い

る

が

、
こ

れ

は

フ

ラ

イ

リ

ン

グ
　

な

ど

の

直

観

像

研

究

家

か

ら

も

、

両

者

が

相

関

関

係

に
あ

る

こ

と

が

明

ら

か

に

さ

れ

て

い

る

。

(大

脇

・
前

掲

鵬

ぺ

)
賢

治

も

こ

の

現

象

の
持

主

で

あ

っ
て

、

二

、

三

の

追

想

文

に

あ

る

が

、

佐

藤

隆

房

は

、

賢
治

さ
ん
は
、
優
れ
た
官
能

の
鋭
敏

さ
と
、
稀

に
見
る
官
能

間
の
融
通
性

と
を

も

っ
て
お
り
ま

し
た
。
眼
で

見
た
も

の
は
耳
か
ら
聴

い
た
よ
う

に
、
耳
か
ら
き

い

た

こ
と
は

、
目
で
見
た
よ
う

に
、
自

由

に
感
じ
得

ら
れ
る
人
で

あ
り
ま
し
た

。
で

す
か
ら
色
を

見
ま
し

て
は
、
感
情

と
な

っ
た
り

、
形
と
な

っ
た

り
、
音
楽
と

な

っ

た
り
し
ま
す

し
、
形
を
見
ま
し

て
は
、
色
と
な

っ
た
り
、
音
と
な

っ
た
り
し
、
音

を
聞

い
て
は
色

と
か
形
を
思

い
浮

か

べ
、
そ
れ
が
叙

情

の
詩
と

な
る
人
で
あ

り
ま

(14
)

し

た
。

と

言

っ
て

い

る

。

直

接

作

品

に
表

現

さ

れ

て

い

る

の

で

は

、

紐

に
な

っ
て
な
が
れ
る
そ
ら

の
楽

音

(
「春
と

修
羅
」
矛

一
集

「真

空
溶
媒
」
)

あ
あ
け
れ
ど
も
そ
の
ど
こ
か
も
知
れ
な
い
空
間
で
光
の
紐
や
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
が
ほ

ん
た
う
に
あ
る
の
か

(同

「風
林
」
)

に
み

ら
れ

、
音

や
光

が
紐

と

い
う
形
象

で
表

わ

さ
れ

て
い
る
。

こ
れ
は
、

「
鳥

が
紐

に
な

る
現
象

」

に
も

言
え

る

の
で
は

な

い
か
。

か
く
こ
う
は
あ

っ
ち
で
も

こ
っ
ち
で
も

ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
な
り
、
紐
に
な
り
帰
い
て
ゐ
る

(矛

一
集
補
遺

「厨
川
停
車
場
」
)

隅
阿
迦
鳥
と
は
青
い
紐
で
あ
る

(矛
二
集

「春
谷
暁
臥
」
)

鴬
や
い
ろ
い
ろ
な
鳥
の
紐
が

ぎ
ゅ
っ
ぎ
ゅ
っ
乱
れ
て
通
っ
て
ゆ
く

(矛
二
集

「理
烙
節
」
)

こ
の

「
鳥

の
紐

」
が
鳥

の
形
で

な
く

、
鳥

の
声

を
表

現
し

た
も

の
で
あ

る

こ
と
は
、

「
春

谷
暁

臥

」

の

ス
ケ

ッ
チ
に
同

行
し

た
森
佐

一
の
記

録
で

明

ら

か
で
あ

る
。

「
ひ
も
で

は
あ

り
ま

せ

ん
か
、

青

い
真

田
ひ
も

の
や
う

な

ひ
も
、
鳥

の
声

は

ひ
も

の
や

う
に
波

打

っ
て
空

を
流

れ

る
も

の
で

は
あ

り

ま

せ

ん
か
」

(
森

・
前
掲

糊
ぺ

)

以
上
挙

げ

て
き
た

中

間
帯
現

象
ー

ー
直

観
像

や

幻
覚
、

共
感

覚

を
含

め

た

未
分
化

な
意

識
を

あ

ら
わ

す
た

め

に
、
賢

治
は

「
心
象

」

と

い
う

こ
と

ば

を
使

っ
て
い
る

よ
う

に
思

え
る

。

こ
の

こ
と
は

、
心
象

が

直
観
的

な
表

象

を
指

す
と

い
う
意

味

か
ら

す
れ
ば

、

必
ず
し

も

誤
り

と
は

言
え

な

い
。

も

っ
と
も

、
多

く

の
研
究
者

が
指

摘

す

る
よ
う

に
、

「
心

象

ス
ケ

ッ
チ

」

の
目
的

は

、

「
春

と
修

羅
」

矛

三
集

あ
た

り
か

ら
、
意

識

の
流

れ

の
記

録

よ
り

羅
須
地

人
協

会

を
中

心

に
し
た

農
民

指
導

の
反
省

の
記
録

へ
移

行

し

て
い
る
。

そ

の

こ
と

を
裏
書

す

る
よ

う

な

メ

モ
が
残

さ
れ

て
い

て
、

「

矛

三
詩

集
手
法

の
革

命

を
要

す
/

殊

に
凝
集

化

強

く

鋭
く

行

を

あ

け

/
感
想

手
記

叫

び
、

/

心
象

ス
ケ

ッ
チ
に
非
ず

」

(
筑
摩

版
全

集

11
巻

娼
ぺ
)
と
あ

る
が

、

一
方

で

は
書
簡

に
あ

る
よ

う

に
、

没

年
ま
で

心

1
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象

ス
ケ

ッ
チ
を

称
し

て
い
る

こ
と

を
考

え

る
と

、
「
心

象

ス
ケ

ッ
チ
」
が
、

矛

一
集
当

時

の

「
心
理
的

仕
事

の
仕

度
」

か
ら

、
意

図
を

拡
大

あ

る

い
は

発

展
さ

せ

て
、

目
㊦
暮
巴

玲
曾
島

と

副
題

を

つ
け
た

、

心
情

の
記
録

に
変

っ
て
い

っ
た

と
見

る

こ
と
が
出

来

よ
う

。

矛

二
期

『
イ

ー

ハ
ト
ー
ヴ

ォ
』

4

(昭
30

・
3
盛
岡
賢
治

の
会

)
所
収
森

荘
已
池

『注
文

の
多

い
料
理
店
』

に
よ
る
と
、

「
イ

ー

ハ
ト
ブ
宣

言
」
と

あ

り
、
十

二
冊

シ
リ

ー
ズ

の

一
冊
と

謳

っ
て
い
る
。
十
字
屋
全
集

四
巻
の

再
版

ま
で
は

「序
文
」
と
な

っ
て
い
る
が

、
三
版

で
は

、

「
序
文
」
を
消

し

て
あ
る
。
筑
摩
版
全
集

八
巻
で

は
巻
末
に

「
宣
伝

の
た
め

」
と
し

て
あ

る
。

伊
藤
信
吉

「宮
澤
賢
治

」

(
『
近
代
文
学
鑑
賞
講
座
』

16
巻

昭
鈎

.
6

角
川
書
店

)
3

ぺ

2

宇
佐

見
英
治

「童
話
と
心
象

ス
ケ

ッ
チ
」

(同
右
書

)
32

ぺ

中
村
稔

『
定
本
宮
澤
賢

治
』

(昭
認

・
12
七
曜
社

)
9
～
10

ぺ

恩

田
逸
夫

「
宮
澤
賢
治

の

『春

と
修
羅
』
制
作

の
意

図
」

(
「跡
見
学
園

国
語
科
紀
要
」
昭
31

・
H

)
36

ぺ

山
本
太
郎

「詩

人

・
宮

澤
賢

治
」

(
「
文
学
」
昭
39

・
3
)
28

ぺ

小
倉
豊
文
筆

写
。

(未
発
表
、

一
部
は
筑
摩
版
全

集
月
報
10

・
11
に

「賢

治
の
読
ん
だ
本
」

1

・
2
と
し
て
発
表

。
な
お
蔵
書

は
昭
和

二
十
年
戦
災

の
た
め
焼
失

)

大
脇
義

一

「直

観
像
の
心
理
』
昭
25

・
7
培
風
館

)
1
～
2

ぺ

関
登
久
也

「宮
澤

賢
治
素
描
」

(昭
22

・
3
真

日
本

社
)
捌

ぺ

小
森
彦
太
郎

「高

農
時
代

の
賢
治
」

(矛

二
期

「
イ
ー

ハ
ト
ヴ

ォ
」
4

昭
30

・
3
)
14

ぺ

白
藤
慈
秀

「
宮
澤
賢
治

の
生
活
諸
相

」

(草
野
心
平

編

「
宮
澤
賢
治

研
究

』

昭
14

・
9
十
字
屋
書
店

)

森
惣

一

「追
憶

記
」

(同
右
書

)
33

ぺ

　
矢

田
部
達

郎
訳

.精
神

の
発
達
」

留
ー
95

ぺ

(昭

18

・
8
培
風
館

)

佐
藤
隆

房

「宮
澤
賢
治
』

(昭
17

・
9
富

山
房
)
99

ぺ

2

記賢

治

の
本
文
は
筑
摩
書
店

版
全
集

(昭
31

・
4

-
32

・
2

)
に
よ
る
。

賢
治

の
心
象

に

つ
い
て
は

、拙

稿

「直
観

像
の
芸
術

」
(「
四
次

元
」
認
宮

沢

賢

治
友

の
会
昭

27

・
4

)「宮
澤
賢
治

の
意
識
」

(
「
四
次
元
」
詔

昭
お

・

4

)
参

照
。

な

お
、
芸

術
家

の
間
で

は
直
観
像
素
質

者
が
多

い
と
さ
れ

、
ク

ロ
ー
は

、

作

品
や
日
記
手
紙

そ
の
他

の
資
料

か
ら
、

そ
の
想
像
が

直
観
像
的
で
あ

る

と

認
め
ね
ば
な
ら
な

い
作
家

と
し
て
、
ゲ

ー
テ
、

ル
ー
ド
ウ

ィ

ッ
ヒ
　

テ

ィ
ー
ク

ピ
　

ホ
フ

マ
ン
　

シ

ェ
ツ
フ

ェ
ル

』
　

を
挙
げ
わ

が

国
で
も
正
岡
子
規
や

芥
川
竜
之
介

が
そ
う
で
は
な

い
か
と
言

わ
れ

て
い
る
。

(大

脇

.
前
掲

14

～
お
ぺ
・
)

1
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