
  
 

宮
澤
賢
治
の
文
語
詩
を
讀
む     

横
濱
市
ユ
ー
ト
ピ
ア
青
葉
「文
語
の
魅
力
教
室
」作
品 

平
成
二
十
五
年
四
～
九
月 

  
 

 
 

 
 

 
     

相
澤  

京
子       

   

創
造
力
を
働
か
せ  
そ
の
背
景
の
事
柄
や  

季
節
や
土
地
や
人
物
に 

  

思
ひ
を
馳
す
る
文
語
集  
濃
縮
せ
ら
れ
し
言
葉
よ
り  

一
つ
一
つ
を
紐
解
き
て 

  

過
去
の
世
界
に
引
込
ま
る  
宮
澤
賢
治
勉
強
會 

  
 

 
 

 
 

 
     

五
十
棲 

和
子         

 

   

四
月
よ
り
宮
澤
賢
治
の
文
語
詩
を
讀
み
始
め
け
り
。
よ
ろ
づ
の
人
出
で
來
。
檢
事
、
堂
守
、
庶
務
課
長
、

保
線
工
手
、
校
長
、
學
童
、
明
治
女
塾
の
舍
生
な
ど
。
こ
と
さ
ら
面
白
く
思
ひ
し
は
、
昔
神
童
そ
し
て
今
は

博
徒
な
る
の
詩
な
り
。
又
農
業
技
術
者
と
し
て
自
然
觀
察
は
大
切
に
あ
り
し
こ
と
を
も
思
ふ
。
詩
の
中
に
天

候
の
描
寫
も
あ
ま
た
出
で
來
。 

  
 

 
 

 
 

 
     

飯
島 
裕
子         

   

宮
澤
賢
治
の  

文
語
詩
を  

は
じ
め
て
讀
み
て  

お
ど
ろ
け
り  

洞
察
力
の  

す
る
ど
さ
や   

  

空
想
力
の  

す
ば
ら
し
き  

日
々
生
活
に  

ね
を
お
ろ
し  

自
然
を
愛
し  

花
を
愛
で 

  

動
物
達
に  

か
た
り
か
く  

賢
治
の
世
界
に  

ひ
た
り
け
り 

  

宮
澤
賢
治
の  

文
語
詩
を  

讀
み
た
る
講
師  

凜
と
し
て  

温
和
の
顏
が  

ひ
き
し
ま
り 

  

み
じ
ろ
ぎ
も
せ
ず  

讀
み
を
へり 

 

宮
澤
賢
治
の
文
語
詩
を
讀
み
て 

 
 

飯
田 

美
和
子 

   

文
語
詩
講
座
第
一
囘
『風
櫻
』に
於
て
「さ
く
ら
の
花
の
す
さ
ま
じ
き
」
と
詠
ひ
た
る
に
衝
撃
を
受
く
。
我

若
か
り
し
日
天
を
仰
ぎ
て
青
き
空
に
重
な
り
た
る
薄
桃
色
の
美
し
き
櫻
花
を
目
に
し
感
嘆
す
。
そ
れ
よ
り

花
の
命
短
く
優
雅
に
し
て
氣
品
高
き
花
と
ぞ
思
ひ
け
る
。
時
に
し
て
そ
の
姿
妖
し
と
も
聞
き
及
ぶ
。
さ
れ
ど

賢
治
、
四
五
分
咲
き
の
こ
ろ
櫻
花
の
風
雨
に
耐
へし
生
命
力
を
「す
さ
ま
じ
き
」と
表
は
す
。
な
べ
て
大
き
な
る

木
そ
の
根
深
く
廣
く
地
に
張
り
て
年
毎
に
束
の
間
美
し
き
花
咲
か
す
る
は
そ
の
力
大
な
る
故
に
あ
ら
む
。
そ

の
表
現
肯
ふ
べ
し
と
思
ひ
た
り
。 



妖
し
き
魅
力 

 
 

 
 

 

埋
橋 

勢
津
子 

 

  
四
月
よ
り
宮
澤
賢
治
の
「文
語
詩
」
を
學
び
ぬ
。
吾
は
じ
め
て
目
に
す
る
も
の
ば
か
り
な
り
。
賢
治
は
農
民

生
活
に
於
て
獨
自
の
人
生
觀
を
培
へ
り
。
な
ほ
加
ふ
る
に
宗
教
的
情
熱
に
滿
つ
る
作
品
多
し
。
妖
し
き
魅
力

の
虜
と
な
れ
り
。
『
流
氷
』
を
讀
み
て
、
人
の
世
な
る
は
果
て
し
な
く
雪
積
む
丘
を
登
り
、
流
氷
の
犇
く
川
を

渡
る
が
如
し
。
然
れ
ど
、
き
み
と
共
に
あ
ら
む
こ
と
望
め
り
。
そ
の
後
に
う
ら
ら
か
な
る
春
と
な
ら
む
。 

 

賢
治
の
文
語
詩
を
知
り
て 

 
 

 

海
野 

祐
子 

 

こ
の
教
室
に
て
宮
澤
賢
治
の
文
語
詩
を
始
め
て
知
り
ぬ
。
一
行
一
行
讀
み
し
時
、
背
筋
の
伸
ぶ
る
樣
を
感
ず

る
な
り
。
い
づ
く
の
詩
を
も
東
北
盛
岡
の
嫋
や
か
な
る
山
竝
み
と
嚴
し
き
天
候
を
想
ひ
起
せ
る
ば
か
り
な
り
。

毎
囘
の
市
川
先
生
の
朗
々
と
響
く
御
聲
に
我
は
か
ら
ず
も
聞
き
惚
れ
て
を
り
。 

 

             
 

 
 

 
 

大
片 

昌
司 

   

遠
野
に
て 

朝
燒
け
け
む
る  

水
か
を
り  

昨
夜
の
酒
の
殘
り
香
と  
湯
け
む
り
か
を
る 

 

寢
ぼ
け
顏 

  

仕
事
に
追
は
れ 

時
を
過
ぎ
、
い
つ
か
過
ぎ
ぬ
る  

幾
年
の  

あ
は
れ
さ
び
し
と  

宿
住
ま
ひ 

 

 
 

 
 

 
 

川
島  
欣
也 

   

季
語
と
い
ふ
も
の
あ
り
。
こ
れ
を
纏
め
し
も
の
を
歳
時
記
と
い
ふ
。
こ
の
中
に
、
季
節
（
を
り
ふ
し
）
に
合
は

ぬ
も
の
多
々
あ
り
。
た
と
ふ
れ
ば
、
「七
夕
」
、
「
朝
顏
」
、
「八
十
八
夜
」な
ど
こ
れ
な
り
。
ち
か
ご
ろ
、
「
七
夕
」

を
「
「
七
夕
」
を
「
夏
」
の
季
語
と
な
す
歳
時
記
あ
り
、
と
も
聞
く
。
「
朝
顏
」
を
「
朝
顏
市
」
と
な
せ
ば
、
こ
れ

「
夏
」
の
季
語
と
な
す
。
こ
れ
い
か
ん
。
季
節
（
を
り
ふ
し
）
に
そ
ぐ
は
ぬ
季
語
ど
れ
ほ
ど
に
か
あ
ら
む
。
こ
れ
、

ふ
る
き
暦
の
な
せ
る
ゆ
ゑ
な
る
や
。
傳
統
文
化
は
守
り
、
守
ら
る
べ
き
も
の
、
な
れ
ど
、
新
た
な
る
暦
の
世
な

れ
ば
、
氣
候
（を
り
ふ
し
）の
か
は
り
や
う
に
合
は
す
る
道
あ
り
て
し
か
る
べ
し
。
最
後
に
一
句
。 

朝
顏
や
ね
ぢ
り
鉢
卷
明
け
に
解
く
（欣
也
）。 

 

宮
澤
賢
治
の
文
語
詩
を
讀
み
て 

 
 

 

木
下 

忠
美 

 

  

此
度
宮
澤
賢
治
の
文
語
詩
を
讀
み
て
感
銘
を
受
け
し
こ
と
少
か
ら
ず
。
彼
こ
そ
地
水
火
風
の
創
造
力
の

達
人
に
あ
り
け
れ
と
聞
き
し
こ
と
今
理
解
す
る
に
至
れ
り
。
物
語
は
就
中
風
に
運
ば
れ
て
來
れ
り
。
そ
れ
は

「
北
の
又
三
郎
」を
待
た
ず
と
も
文
語
詩
に
な
べ
て
鏤
め
を
る
も
の
な
り
。
こ
れ
ぞ
賢
治
の
詩
の
眞
骨
頂
と
言

ふ
べ
き
か
。 



 
 

受
講
所
感         

 
 

 
 

玉
木 

光
三 

   
文
語
の
魅
力
を
學
ば
む
と
て
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
青
葉
に
通
ひ
は
じ
め
て
よ
り
す
で
に
三
月
餘
を
經
た
り
。
期
待

通
り
の
成
果
を
上
げ
得
た
る
や
、
多
少
の
疑
問
な
か
る
べ
か
ら
ず
。
習
得
の
目
途
明
ら
か
な
ら
ず
、
今
や
殘

餘
の
講
義
全
出
席
を
全
う
す
る
を
期
す
る
の
み
。 

 
宮
澤
賢
治
の
文
語
詩
を
讀
み
て 

 
 

 

道
明 

明
美 

   

わ
れ
こ
の
た
び
始
め
て
文
語
詩
な
る
も
の
を
讀
め
り
。
文
語
詩
は
音
の
響
き
心
地
よ
く
い
と
お
も
し
ろ
く

思
へ
り
。
わ
け
て
も
『
流
氷
』
が
心
ひ
か
る
ゝ
な
り
。
雪
原
を
走
る
汽
車
の
窗
よ
り
の
ひ
ろ
び
ろ
な
る
眺
め
、
凍

て
つ
く
寒
さ
が
身
に
沁
み
て
思
は
る
ゝ
な
り
。 

 

『曉
』 

 
 

 
 

 

前
田 

玲
子                               

 

 

今
年
初
の
ほ
と
と
ぎ
す
の
啼
き
聲
を
聞
き
し
直
後
故
、
「ほ
と
と
ぎ
す
」の
言
葉
に
親
し
み
を
感
じ
た
り
。
っ

さ
き
は
高
原
に
て
の
澄
み
の
ぼ
る
さ
は
や
か
な
る
初
夏
の
情
景
を
思
ひ
浮
べ
し
が
、
「
小
鳥
」
は
出
荷
用
商
品

な
る
ら
し
と
て
驚
き
ぬ
。
め
じ
ろ
、
う
ぐ
ひ
す
、
す
ず
め
、
つ
ぐ
み
め
じ
ろ
、
う
ぐ
ひ
す
、
す
ず
め
、
つ
ぐ
み
の

類
な
る
か
。
吾
は
封
介
の
仕
事
、
小
鳥
達
を
待
つ
人
々
の
生
活
へも
心
を
移
し
ぬ
。 

  

『初
七
日
』 

 
 

 
 

 

森   

宏 

   

宮
澤
賢
治
の
文
語
詩
を
始
め
て
知
れ
り
。
七
五
調
、
五
七
調
に
て
字
の
過
不
足
な
く
、
賢
治
の
嚴
格
な
る

人
柄
を
偲
べ
り
。
採
り
上
げ
ら
れ
し
中
に
一
番
好
き
に
な
り
た
る
は
「初
七
日
」な
り
き
。 

  

初
句
に
は
御
菓
子
の
供
へ物
を
持
ち
來
、
二
句
は
反
語
の
「得
な
む
や
」
と
し
、
三
句
は
骨
箱
に
眼
を
向
け
、

四
句
の
結
び
に
「兒
ら
は
呼
び
交
ふ
」と
せ
り
。
詩
情
が
と
く
と
傳
は
り
來
。 

 

盂
蘭
盆
會        

 
 

 
 

渡
邊  

京
子 

 

迎
へ火
の  

煙
り
ま
と
ひ
て  

僧
侶
の  

疾
く
入
り
侍
り   

九
十
八
に
て  

逝
き
し
義
母
へ  

老
い
し
子
ら  

讀
經
す
ら
む 

新
盆
の  

暑
さ
嚴
し
く  

ミ
ソ
ハ
ギ
も  

ほ
ろ
ほ
ろ
散
り
ぬ 

  



『曉
』 

 
 

 
 

 

尾
形 

松
壽 

  

暗
夜
の
帷

と
ば
り

を
切
つ
て
落
と
す
が
如
く
、
杜
鵑

ほ
と
と
ぎ
す

が
聲 こ

わ

高 だ
か

に
囀

さ
へづ

り
、
や
が
て
東
雲

し
の
の
め

に
變
り
ぬ
。
小
鳥
の
群
に
先

驅
け
て
、
郭
公

く
わ
つ
こ
う

の
鳴
き
聲
が
梢

こ
ず
ゑ

を
越
え
て
聞
え
た
り
。
寢
坊
眼

ま
な
こ

の
封
介
君
、
不
滿
な
る
顏
を
覗 の

ぞ

か
せ
な
が

ら
、
馬
の
轡

く
つ
わ

を
手
に
取
り
て
默
々
と
代
掻

し

ろ

か

き
に
勤 い

そ

し
め
り
。 

  

宮
澤
賢
治
の
文
語
詩
を
讀
み
て 

 
 

小
原 

信
也 

  

宮
澤
賢
治
の
詩
の
世
界
は
ま
こ
と
に
多
樣
に
て
あ
り
、
ま
た
多
彩
な
り
。
就
中
我
が
心
惹
か
れ
し
は
、
「
む

か
し
譽
れ
の
神
童
は
…
い
か
さ
ま
さ
い
を
ぞ
と
り
に
け
る
。
」
の
一
篇
な
り
。
今
の
世
の
推
理
小
説
を
讀
む
が

如
き
心
地
し
て
詩
篇
を
構
成
せ
る
起
承
轉
結
の
極
み
を
感
じ
た
り
。 

 


