
宮
沢
賢
治
研
究
の
第
一
人
者
と
し
て
知
ら
れ
る
著
者
が
、
こ
れ
ま
で
に
発

表
し
た
昭
和
期
の
作
家
・
作
品
に
つ
い
て
の
論
考
を
一
冊
に
ま
と
め
た
の
が

本
書
で
あ
る
・
宮
沢
賢
治
に
つ
い
て
の
論
考
も
も
ち
ろ
ん
含
ま
れ
て
い
る
が
、

大
部
分
は
む
し
ろ
賢
治
と
同
時
代
の
、
あ
る
い
は
賢
治
以
降
の
作
家
や
作
品

に
つ
い
て
の
論
考
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
。

私
は
本
書
を
、
著
者
の
文
学
遍
歴
の
書
と
し
て
大
変
興
味
深
く
読
ん
だ
。

宮
沢
賢
治
研
究
者
で
あ
る
著
者
が
賢
治
を
理
解
す
る
た
め
に
む
し
ろ
そ
こ
か

ら
い
っ
た
ん
離
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
あ
る
い
は
賢
治
を
起

点
と
し
て
関
心
が
網
目
状
に
四
方
八
方
に
広
が
っ
て
い
く
、
本
書
に
は
そ
の

よ
う
な
文
学
探
求
の
ド
ラ
マ
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
本
書
の
性
格
は
、
統
一
性
の
欠
落
と
い
う
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
評

価
を
招
く
も
の
で
は
な
い
・
後
に
詳
し
く
紹
介
し
て
い
く
つ
も
り
で
あ
る
が
、

い
ず
れ
の
論
考
も
い
く
つ
か
の
き
わ
め
て
自
覚
的
な
問
題
意
識
の
下
に
執
筆

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
近
代
文
学
研
究
に
携
わ
る
者
の
一
人
と
し
て
私
は
、

本
書
を
通
じ
て
著
者
の
文
学
探
究
の
跡
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
、
深
く
共
感

〔
書
評
〕

萬
田
務
著
『
心
の
棲
み
家
昭
和
の
作
家
群
像
』

す
る
と
と
も
に
、
新
た
な
研
究
対
象
に
果
敢
に
取
り
組
む
探
求
心
の
旺
盛
さ

に
舌
を
巻
く
思
い
が
し
た
。

そ
し
て
、
本
書
を
通
じ
て
示
さ
れ
た
、
放
射
状
に
広
が
る
著
者
の
文
学
へ

の
関
心
は
何
よ
り
も
研
究
者
と
し
て
の
誠
実
さ
の
証
で
あ
る
と
、
私
は
強
く

感
じ
る
・
結
果
し
か
手
に
で
き
な
い
意
識
は
、
も
の
ご
と
の
秩
序
を
転
倒
し
、

結
果
と
原
因
を
取
り
替
え
て
い
く
と
い
う
誤
謬
を
犯
す
。
言
い
換
え
る
な
ら

ば
、
あ
る
統
一
的
な
作
家
像
（
原
因
）
を
ま
ず
イ
メ
ー
ジ
し
、
そ
れ
を
補
完

す
る
よ
う
な
言
説
（
結
果
）
を
並
べ
つ
つ
も
、
考
察
の
結
果
こ
の
よ
う
な
作

家
像
が
出
て
き
ま
し
た
と
い
う
形
で
論
を
展
開
す
る
。
文
学
作
品
に
向
か
う

姿
勢
を
不
自
然
に
一
元
化
し
安
易
に
統
一
的
な
作
家
像
を
導
き
だ
す
よ
う
な

姿
勢
に
は
、
原
因
と
結
果
を
転
倒
し
て
い
く
ご
ま
か
し
が
潜
在
し
て
い
る
。

作
家
と
い
う
実
体
は
た
だ
ひ
と
つ
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
作
家
が
持
つ
属
性
は

無
限
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
あ
る
作
家
を
考
え
て
い
く
こ
と
で
文
学
へ

の
関
心
が
放
射
状
に
広
が
っ
て
し
ま
う
こ
と
こ
そ
、
む
し
ろ
、
あ
る
べ
き
姿

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
著
者
の
誠
実
さ
は
、
た
っ
た
ひ
と
つ
の
（
し
か
も
転

野

村

幸
一
郎

六
五



倒
し
た
）
因
果
関
係
で
研
究
対
象
を
す
べ
て
か
た
づ
け
て
し
ま
う
よ
う
な
ご

ま
か
し
を
峻
拒
し
て
い
る
、
私
に
は
そ
の
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。

ま
ず
は
本
書
の
章
立
て
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。

丹
羽
文
雄
と
宗
教

野
間
宏
と
宗
教

三
島
由
紀
夫
『
橋
づ
く
し
』

吉
行
淳
之
介
〈
性
〉
に
関
す
る
ノ
ー
ト

石
原
慎
太
郎
『
太
陽
の
季
節
』

梶
山
季
之
生
い
立
ち
の
文
学

真
継
伸
彦
と
宗
教

安
部
昭
『
司
令
の
休
暇
』

秦
恒
平
『
臓
山
』

後
藤
み
な
子
『
刻
を
引
く
』

竹
久
夢
二
『
桜
さ
く
嶋
春
の
か
た
は
れ
』
『
昼
夜
帯
』
『
三
味
線
草
』

宮
沢
賢
治
人
と
文
学

賢
治
詩
の
魅
力
「
永
訣
の
朝
」
を
例
と
し
て

三
好
達
治
『
測
量
船
』
『
花
筐
』

安
西
冬
衛
『
軽
靱
海
峡
と
蝶
』
を
中
心
に

梶
井
基
次
郎
闇
の
発
生

梶
井
基
次
郎
『
蝿
』

中
島
敦
の
自
我
に
つ
い
て

川
端
康
成
『
古
都
』

梶
井
基
次
郎
闇
の
発
生
を
め
ぐ
っ
て

あ
と
が
き
に
お
い
て
著
者
は
、
「
内
容
的
に
も
ひ
と
つ
の
テ
ー
マ
の
も
と

に
書
か
れ
た
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
、
確
と
し
た
研
究
方
法
に
貫
か
れ

て
い
る
わ
け
で
も
な
い
」
と
断
っ
て
は
い
る
が
、
本
書
は
、
ま
っ
た
く
関
係

性
を
も
た
な
い
論
考
が
、
単
に
集
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
い
く
つ

か
の
明
確
な
問
題
意
識
の
も
と
に
こ
れ
ら
の
論
考
は
執
筆
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
冒
頭
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
川
端
康
成
『
古
都
』
」
や
「
梶

井
基
次
郎
闇
の
発
生
を
め
ぐ
っ
て
」
か
ら
は
、
〈
文
学
と
風
土
〉
の
問
題

に
対
す
る
著
者
の
関
心
の
程
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。
あ
と
が
き
に
お
い
て

も
、
賢
治
と
岩
手
の
風
土
と
の
か
か
わ
り
を
考
え
る
上
で
、
伊
豆
・
湯
ヶ
島

と
梶
井
文
学
を
対
置
す
る
と
い
う
構
想
が
あ
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
「
川
端
康
成
『
古
都
』
」
で
は
、
敗
戦
体
験
を
き
っ
か
け
と
し
た
川
端

の
自
然
／
古
典
回
帰
が
『
古
都
』
に
お
い
て
は
、
生
命
と
孤
独
、
人
間
と
自

然
、
伝
統
社
会
と
現
代
社
会
と
い
っ
た
、
二
元
論
的
対
立
と
な
っ
て
結
実
し

て
い
る
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
梶
井
基
次
郎
闇
の
発
生
を
め
ぐ

っ
て
」
で
は
、
梶
井
文
学
の
主
題
と
言
わ
れ
る
「
闇
と
光
」
（
福
永
武
彦
）

佐
藤
佐
太
郎
『
歩
道
』
の
新
し
さ

坪
田
譲
治
『
河
童
の
話
』

壺
井
栄
我
が
裡
な
る
『
暦
』

壺
井
栄
『
母
の
な
い
子
と
子
の
な
い
母
と
』

石
井
桃
子
『
ノ
ン
ち
ゃ
ん
雲
に
乗
る
』
を
中
心
に

松
谷
み
よ
子
〈
混
乱
〉
の
ベ
ク
ト
ル
か
ら
の
転
回

海
外
に
お
け
る
「
私
小
説
」
研
究

一
ハ
ー
ハ



の
成
立
の
起
源
の
ひ
と
つ
が
、
彼
の
湯
ヶ
島
体
験
に
あ
っ
た
こ
と
が
立
証
さ

れ
て
い
る
。
『
冬
の
日
』
が
当
初
の
構
想
で
は
向
日
的
な
結
末
を
予
定
し
て

い
た
の
は
、
湯
ヶ
島
に
療
養
に
来
る
ま
で
は
生
命
回
復
へ
の
希
望
が
あ
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
血
疾
の
見
る
ま
で
に
病
状
が
進
ん
だ
結
果
、
『
冬

の
日
』
は
当
初
の
構
想
と
大
き
く
か
け
は
な
れ
た
も
の
と
な
り
、
そ
の
過
程

で
梶
井
は
自
身
の
青
春
の
祐
裡
に
終
止
符
を
打
つ
こ
と
に
な
っ
た
と
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
「
私
は
長
い
間
あ
る
山
間
の
療
養
地
に
暮
ら
し
て
ゐ
た
。
私
は

其
処
で
闇
を
愛
す
る
こ
と
を
覚
え
た
」
（
『
闇
の
絵
巻
』
）
と
い
う
梶
井
の
言

葉
は
、
こ
の
よ
う
な
経
緯
を
暗
示
し
て
い
る
。
梶
井
の
言
葉
は
さ
ら
に
「
か

う
し
た
発
見
は
都
会
か
ら
不
意
に
山
間
へ
行
っ
た
も
の
の
闇
を
知
る
第
一
段

梯
で
あ
る
」
と
続
く
。
都
会
が
光
に
つ
ら
な
り
、
生
の
回
復
を
も
た
ら
す
は

ず
だ
っ
た
山
間
（
湯
ヶ
島
）
と
闇
（
死
・
恐
怖
・
不
安
）
が
感
覚
の
レ
ヴ
ェ

ル
で
融
け
合
っ
て
い
く
感
性
の
転
倒
の
位
相
が
、
こ
の
論
考
で
は
浮
き
彫
り

に
さ
れ
て
い
る
。
著
者
の
立
証
の
手
続
き
は
き
わ
め
て
周
到
で
あ
り
、
充
分

な
説
得
力
を
持
つ
。

「
梶
井
基
次
郎
『
蠅
』
」
「
中
島
敦
の
自
我
に
つ
い
て
」
で
は
〈
日
本
近
代

の
知
識
人
の
系
譜
〉
に
対
す
る
著
者
の
関
心
が
示
さ
れ
て
い
る
。
梶
井
の

『
蠅
』
に
つ
い
て
は
、
暗
い
実
人
生
に
対
し
て
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い

近
代
知
識
人
の
疲
労
・
倦
怠
に
作
品
の
テ
ー
マ
が
あ
っ
た
と
論
じ
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
上
で
、
そ
こ
か
ら
脱
出
す
べ
く
努
力
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
梶

井
文
学
の
限
界
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
中
島
敦
の
自
我
に
つ
い

て
」
で
は
、
「
形
而
上
的
不
安
」
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
自

覚
し
た
中
島
に
唯
一
残
さ
れ
た
方
法
は
、
そ
の
不
安
を
執
勘
に
追
求
す
る
こ

と
で
あ
っ
た
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
・
そ
れ
に
よ
っ
て
の
み
「
形
而
上
的
不
安
」

か
ら
脱
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
中
島
は
悟
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
彼
の

文
学
的
営
為
の
本
質
が
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

「
丹
羽
文
雄
と
宗
教
」
「
野
間
宏
と
宗
教
」
「
真
継
伸
彦
と
宗
教
」
「
宮
沢

賢
治
人
と
作
品
」
は
い
ず
れ
も
、
〈
文
学
と
宗
教
〉
と
い
う
問
題
意
識
の

も
と
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
「
丹
羽
文
雄
と
宗
教
」
に
お
い
て
著
者

は
、
浄
土
真
宗
の
住
職
の
長
男
と
し
て
生
れ
な
が
ら
家
出
を
し
た
丹
羽
の
生

い
立
ち
に
着
目
し
て
い
る
。
丹
羽
に
と
っ
て
家
出
は
救
い
を
自
ら
拒
む
背
教

行
為
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
人
間
を
〈
赦
さ
れ
ざ
る
も
の
〉
〈
呪
わ
れ
た
る
も

の
〉
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
丹
羽
の
人
間
認
識
の
起
源
を
著
者
は
指
摘
し

て
い
る
。
「
野
間
宏
と
宗
教
」
で
は
、
親
鷺
を
信
奉
す
る
在
家
宗
教
一
派
の

教
組
で
あ
っ
た
父
の
影
響
下
よ
り
い
か
に
脱
出
す
る
か
が
野
間
の
人
生
的
課

題
で
あ
っ
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
野
間
の
精
神
史
の
傭
敵
が
試
み
ら
れ
て

い
る
。
「
真
継
伸
彦
と
宗
教
」
で
は
、
リ
ル
ケ
の
『
マ
ル
テ
の
日
記
』
を
死

の
恐
怖
を
突
破
し
た
彼
方
に
生
の
肯
定
を
見
出
だ
そ
う
と
す
る
精
神
の
闘
争

の
書
と
し
て
受
容
し
た
こ
と
が
、
真
継
の
宗
教
的
開
眼
の
契
機
と
な
っ
た
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
自
己
の
存
在
の
意
味
を
間
う
て
い
く

中
で
真
継
が
仏
教
に
接
近
し
て
い
く
過
程
が
跡
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
「
宮
沢

賢
治
人
と
作
品
」
で
は
、
熱
心
な
浄
土
真
宗
信
者
で
あ
っ
た
父
の
影
響
や

法
華
経
へ
の
開
眼
な
ど
の
宗
教
体
験
、
自
然
科
学
体
験
、
そ
し
て
東
北
の
自

然
や
風
土
、
こ
れ
ら
三
者
が
潭
然
一
体
と
な
り
、
内
部
宇
宙
を
形
造
っ
て
い

た
と
こ
ろ
に
賢
治
作
品
の
本
質
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

「
賢
治
詩
の
魅
力
「
永
訣
の
朝
」
を
例
と
し
て
」
「
三
好
達
治
『
測

六
七



量
船
』
『
花
筐
』
」
「
安
西
冬
衛
『
曉
靱
海
峡
と
蝶
』
を
中
心
に
」
は
、
賢

治
お
よ
び
同
時
代
の
詩
に
つ
い
て
の
論
考
で
あ
る
。
と
く
に
私
は
「
賢
治
詩

の
魅
力
「
永
訣
の
朝
」
を
例
と
し
て
」
を
興
味
深
く
読
ん
だ
。
こ
の
論
考

で
は
、
「
永
訣
の
朝
」
の
中
の
「
（
○
国
○
『
且
、
の
言
昌
ｏ
唱
日
。
）
」
の
一
句
に

つ
い
て
、
鋭
い
分
析
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
「
（
９
画
９
画
号
豐
８
１
⑥
唱
日
。
）
」

（
推
敲
前
は
「
お
ら
お
ら
で
し
と
り
行
く
も
」
）
と
は
、
死
を
目
の
前
に
し

た
妹
ト
シ
子
が
賢
治
に
向
か
っ
て
、
自
分
の
信
じ
る
道
（
キ
リ
ス
ト
教
）
を

た
っ
た
一
人
で
行
く
と
言
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
、
賢
治
は
自
分
が
信

じ
る
法
華
経
へ
の
訣
別
を
ト
シ
子
か
ら
告
げ
ら
れ
た
と
結
論
づ
け
ら
れ
て
い

る
。
「
三
好
達
治
『
測
量
船
』
『
花
筐
』
」
で
は
、
青
春
の
悲
哀
、
近
代
人

の
孤
独
、
悲
哀
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
を
叙
情
の
実
験
を
通
し
て
表
現
し
た
と

こ
ろ
に
達
治
の
独
自
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
「
安
西
冬
衛
『
蕊
靱
海
峡

と
蝶
』
を
中
心
に
」
で
は
、
安
西
冬
衛
自
身
の
意
匠
で
で
あ
る
と
と
も
に
、

彼
を
含
め
た
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ト
達
の
共
有
の
意
匠
で
も
あ
っ
た
「
仮
設

の
美
」
、
〈
蝶
の
美
学
〉
に
つ
い
て
の
分
析
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。

「
吉
行
淳
之
介
〈
性
〉
に
関
す
る
ノ
ー
ト
」
は
〈
文
学
と
性
〉
の
問
題

を
あ
つ
か
っ
た
論
考
で
あ
る
。
あ
と
が
き
に
お
い
て
著
者
は
、
宮
沢
賢
治
の

研
究
の
過
程
で
近
代
知
識
人
の
系
譜
に
関
心
が
向
か
い
、
さ
ら
に
漱
石
文
学

と
性
の
問
題
、
文
学
と
性
の
問
題
に
関
心
が
広
が
っ
て
い
っ
た
と
述
べ
て
い

る
。
こ
の
論
考
で
は
吉
行
文
学
に
お
け
る
性
の
問
題
が
、
人
間
性
回
復
の
た

め
の
性
の
充
足
が
最
終
的
に
そ
の
喪
失
に
導
い
て
い
く
背
離
の
過
程
と
し
て

捉
え
ら
れ
て
い
る
。
戦
時
下
に
お
い
て
死
に
直
面
し
た
吉
行
は
人
間
性
の
回

復
の
た
め
に
性
の
充
足
を
求
め
た
。
し
か
し
、
死
の
危
機
は
去
り
快
楽
の
み

の
性
を
追
求
す
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
、
最
終
的
に
は
人
間
性
回
復
の
姿
勢

が
崩
れ
狼
雑
な
セ
ッ
ク
ス
の
形
態
に
陥
っ
て
い
っ
た
と
、
著
者
は
論
じ
て
い

つ
（
》
Ｏ

さ
て
、
こ
こ
で
今
一
度
、
本
書
の
あ
と
が
き
に
眼
を
転
じ
て
み
た
い
。

私
な
り
に
こ
だ
わ
っ
た
の
は
、
時
代
と
の
か
か
つ
わ
り
を
重
視
す
る

こ
と
で
あ
っ
た
。
対
象
と
し
た
作
家
の
何
人
か
と
時
間
を
共
有
し
た
自

分
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
己
れ
を
問
い
直
す
作
業
で
あ
っ
た
し
、
今
後
も

な
お
引
き
摺
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
と
思
う
。
書
名
を
「
心
の
棲
み
家
」

と
し
た
の
も
、
そ
ん
な
意
味
も
こ
め
ら
れ
て
い
る
。

時
代
を
共
有
し
た
作
家
を
考
え
る
こ
と
を
通
じ
て
自
分
自
身
を
問
い
直
す

こ
と
、
「
心
の
棲
み
家
」
と
い
う
本
書
の
タ
イ
ト
ル
の
由
来
が
、
こ
の
よ
う

に
語
ら
れ
て
い
る
。

た
し
か
に
本
書
で
は
、
戦
時
下
の
生
活
や
戦
争
の
悲
惨
さ
を
描
き
だ
し
た

児
童
文
学
や
、
敗
戦
直
後
の
日
本
に
生
き
た
人
間
を
テ
ー
マ
に
し
た
作
品
が

多
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
「
壺
井
栄
『
母
の
な
い
子
と
子
の
な
い
母

と
』
」
「
石
井
桃
子
『
ノ
ン
ち
ゃ
ん
雲
に
乗
る
』
を
中
心
に
」
「
松
谷
み
よ

子
〈
混
乱
〉
の
ベ
ク
ト
ル
か
ら
の
転
回
」
、
あ
る
い
は
「
阿
部
昭
『
司

令
の
休
暇
』
」
「
後
藤
み
な
子
『
刻
を
引
く
』
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
論
考
が
、
自
分
自
身
を
見
直
す
過
程
で
執
筆
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
本
書
は
、
自
ら
の
存
在
の
原
点
を
再
確
認
し

て
い
く
こ
と
が
目
指
さ
れ
た
、
著
者
の
精
神
史
で
も
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

紙
面
に
余
裕
が
な
い
た
め
個
々
の
論
考
に
言
及
す
る
こ
と
は
控
え
る
が
、
こ

れ
ら
の
論
考
を
通
読
し
て
私
が
も
っ
と
も
痛
感
し
た
の
は
、
戦
争
あ
る
い
は
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敗
戦
と
い
う
出
来
事
に
対
す
る
著
者
の
こ
だ
わ
り
で
あ
っ
た
。

著
者
の
「
心
の
棲
み
家
」
を
垣
間
見
る
と
き
、
私
た
ち
は
、
自
ら
の
原
点

に
立
ち
返
る
こ
と
の
〈
重
み
〉
、
そ
の
場
所
で
獲
得
さ
れ
た
固
有
の
論
理
と

表
現
の
〈
重
み
〉
に
気
づ
か
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
双
文
社
出
版
一
九
九
八
年
八
月
二
六
一
頁
二
四
○
○
円
）

（
の
む
ら
．
こ
う
い
ち
ろ
う
大
阪
青
山
短
期
大
学
専
任
講
師
）

六
九


