
宮
沢
賢
治
の
鳥
た
ち

野
鳥

観
察
を

は
じ
め

て
二
十
年

に
な
る
。

鳥

を
見

る
の
が
好

き
だ
。
暇
が
あ

れ
ば

望
遠
鏡
と

図
鑑
を
持

っ
て
出

か
け

て
い
く
。
山

に
も
川

に
も
、

海

べ

に
も
、
都
会

の
ピ

ル
街

に
で
も
、
鳥

は
ど

ん
な

と
こ
ろ

に
も

い
る
。
春

に
は
春

の
鳥
が

、
秋

に
は
秋

の
鳥
が

い
て
、

一
年

中
あ
き

る
こ
と
が

な

い
。

は
じ

め
の
こ
ろ
は
、
自
然

の
中

の
野
鳥

観
察
だ
け

を
楽
し

ん
で
い
た
。
そ
れ
が
、
鳥

は
ど
ん
な
と

こ
ろ

に
も

い
る
の
に
気
が

つ
い
て
、
興
味
が
広

が

っ
た
。

鳥

は
絵
画

の
中

に
も
、
映
画

の
中

に
も
、
小
説

の
中

に
も
、
俳
句

の
中

に
も
、
音
楽

の
中

に
も

い
る
の
で

あ

る
。
古

い
本

を
読

ん
で
い
く

と
、

昔

の
人
が
生
活

の
面

で
も
文
化

の
面

で
も
、
宗
教

の
面

で
も
、
鳥

た

ち
と
深
く
結
び

つ
き
、
関
わ
り
合

い
な
が

ら
暮
ら

し

い
た
こ
と
が

わ
か

っ
て
、

さ
ら

に
鳥

の
こ
と
を
学

ぶ

の
が

お
も

し
ろ
く
な

っ
た
。

宮

沢
賢
治

の
作

品
に

つ
い
て
も

そ
う
だ
。

む
か
し

は
考
え
も

し
な

か

っ
た

の
に
、

い

つ
か
作

品

に
出

て

く
る

〈
鳥
〉

に

つ
い
て
、
気

に
か
け

な
が

ら
読

む

よ

う

に
な

っ
て
い
た
。
賢

治

の
童
話

や
詩

に
は
、
ど

ん

な
鳥

が
登
場
す

る
か
、
作

品

の
中

で
そ
れ
ら

の
鳥

は

ど

の
よ
う

に
書

か
れ
、
ど
ん
な
役
割

を
果

た
し

て
い

る
か
。
そ

し
て
、
賢

治
は
自
然

の
中

で
鳥

た
ち
を
ど

の
よ
う

に
見

て
い
た

の
か
。

賢
治

の
童
話

や
詩

に
は
、

一
五
〇
種

以
上

の
動
物

が

出

て
く

る
。

一
人

の
作
家

の
作
品

に
登
場
す

る
動

物

が

一
五
〇
種

以
上

と

い
う

の
は
、
他

に
あ
ま
り
例

が

な

い
と

い
わ
れ
る
。
登
場
す

る
動
物

の
中

で
も
、

鳥

は
と

て
も
多

い
。

山
や
森

へ
行

っ
て
も
夜
行
性

で

あ
る
け
も

の

・
哺
乳

類

に
は
、

な
か
な
か
出
会
う

こ

と
は

で
き

な

い
。

そ

の
点
、
鳥
類

は
数

も
多

い
し
、

人
里

で
も
季
節

を
問
わ
ず

か
ん
た
ん
に
見
ら
れ

る
。

国

松

俊

英

賢
治

に
と

っ
て
も
、
動
物

の
中

で
鳥

は
い
ち
ば

ん
親

し

い
も

の
だ

っ
た

の
だ
。

「
よ
だ

か

の
星
」
、
「
雁

の
童

子
」
、
「
烏

の
北

斗

七

星
」
、
「
二
十

六
夜
」
、

「林

の
底
」
、
「
鳥

を
と
る
や
な

ぎ
」
、
「
ま
な
づ

る
と
ダ

ー
リ

ャ
」
…
…
。

こ

の
よ
う

に
、
鳥

が
主
人
公

で
あ

っ
た
り
、
鳥
が
重

要
な
役
目

を
持

た
さ
れ

て
い
る
作

品
は
、
す
ぐ

に

い
く

つ
も
上

げ

る

こ
と
が

で
き

る
。
賢

治

自
身

も

「花

鳥

童

話

集
」

と
か

「
花
鳥

図
譜
」

と
名
づ
け

て

い
る
く
ら

い

で
あ
る
。
と

こ
ろ
が

、
賢
治
作
品

の
鳥

た
ち

に

つ
い

て
書

い
た
本

は

一
冊

も
な

い
し
、
作

品

の
中

の
鳥

に

つ
い
て
の
研
究
論
文

や

エ
ッ
セ
イ

な
ど

も
、
数
え

る

ほ
ど
し

か
な

い
。
バ

ー
ド
ウ

ォ

ッ
チ

ャ
ー
で
賢
治
が

好

き
な
人

は
た
く
さ
ん

い
る

は
ず

な

の
に
、
ふ
し
ぎ

な
こ
と

で
あ

る
。
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〈
鳥
〉

を
通
し

て
賢
治

の
作

品
を
読

ん
で
い
く
と
、

童
話

や
詩

が

こ
れ
ま

で
と
は
異
な

っ
た
顔

つ
き

を
す

る
こ
と

に
気
が

つ
い
た
。
前

に
読

ん
だ

の
と
は
ま

っ

た
く

異
な

っ
た
読

み
方
が

で
き

て
、
す
ご
く

お
も
し

ろ
く

な

っ
て
き
た
。

た
と
え
ば
、

「
よ
だ

か

の
星
」

と

い
う
童

話
が

あ

る
。
初
期

作
品
群

の
中

の
ひ
と

つ
と
推
定

さ
れ
て

い

る
。

こ

の
作
品

の
中
心
主

題
を
描
く

た
め
に
は
、

ヨ

タ
カ
ほ
ど
ふ
さ
わ

し
い
鳥

は

い
な

い
と
思

わ
れ
る
。

こ

の
作

品
は
生
前
未
発
表

で
あ
り
、
草
稿

の
初

題

は

「
よ
だ

か
」

と
な

っ
て

い
た
。

し
か

し
賢

治

は
、
表

紙

の
題
名

「
よ
だ

か
」

を
消
し

て
、

「
ぶ
と
し
ぎ
」

も

い
う
題
名

に
変
え

て

い
る

の
で
あ

る
。

ぶ
と
し
ぎ

と
は
、

ヨ
タ
カ
と

は
形
も
生
態
も
ぜ

ん
ぜ

ん
異
な

る

〈
オ
オ
ジ

シ
ギ
〉

と

い
う
鳥

の
方
言
名

で
あ
る
。

オ

オ
ジ

シ
ギ

は
、

夏
鳥

と

し
て
オ
ー

ス
ト

ラ
リ
ァ

な
ど
北

の
国

か
ら

日
本

に
渡

っ
て
き

て
、
本
州

の
中

部
以
北

の
高
原

と
北

海
道

に
生
息
す

る
。

と
く

に
北

海
道

に
多
く
見

ら
れ
る
が
、
岩
手
県

の
岩
手
山
山
麓

の
草
原
な
ど

に
も

生
息
す

る
。

賢
治

は
、
ど

う
し

て

「
よ
だ

か
」

と

い
う
題
名

を

消

し
て
、

「
ぶ
と

し
ぎ

」

つ
ま
り

オ

オ
ジ

シ
ギ
と

い

う
鳥

の
名
を
書

い
た

の
だ

ろ
う
?

そ

の
疑
問
を
解

く

ヒ
ソ
ト
に
な
る
も

の
が
、

ア
イ

ヌ
の
民
話

に
あ

っ

た
。

ア
イ

ヌ
の
民
話

の
中

に
、

オ
オ
ジ

シ
ギ

に
ま

つ

わ

る
も

の
が

あ

っ
た
。

そ
の
話

で
は
、

オ
オ
ジ

シ
ギ

は

〈
天

の
鳥

〉
と
さ
れ

て
い
た

の
で
あ

る
。

ア
イ

ヌ
の
民
話

の

ス
ト
ー
リ
ー
は

こ
の
よ
う

な
も

の
だ
。

1

あ

る
時

オ
オ
ジ

シ
ギ

は
、

天

の
神
様

か
ら
仕
事

を

い
い

つ
か

っ
て
地
上

に
下

り
て
き
た
。
下

り
た
と

こ
ろ
は
花
が

一
面

に
咲
く
春

の
草

原

で
、

オ
オ
ジ

シ

ギ

は

つ
い
仕
事
を
忘
れ
、
遊

び
ほ
う
け

て
し
ま
う
。

は

っ
と
気

が

つ
く
と
、
も

う
何

日
も

た

っ
て
い
る
。

オ
オ
ジ

シ
ギ

は
あ
わ

て
て
仕
事

を
す
ま

せ
、
自
分

の

名

を
呼
び
な
が
ら
天

に
戻

っ
て

い
く
。

け
れ
ど
神
様

は

「
お
前

は
仕
事
を
忘

れ
て
、
遊

ん

で
ば

か
り

い
た
。
も
う

天

に
戻

る
こ
と

は
な
ら
ぬ
」

と
怒

っ
て
い
い
渡

し
た

の
だ
。

オ
オ
ジ

ソ
ギ
は
天

の

国
が

忘
れ
ら
れ
ず
、
神
様

の
元

に
帰

り
た

い
。

そ
れ

で
、

い
ま

で
も
大
声

で
自

分

の
名
を
告
げ

な
が

ら
、

天

を
め
ざ

し
て
空
高

く
舞

い
上
が

っ
て

い
く
こ
と
を

繰

り
返

し
て
い
る

の
で
あ

る
。

1

帰
還
を
許

し
て
も
ら
え
な

い
の
に
、

い
ま
も
神
様

に
許
し
を
乞

い
な
が

ら
、
天

に
む

か

っ
て
空

し

い
飛

翔
を

つ
づ
け

て

い
る
。

賢
治

は
、

オ
オ
ジ

シ
ギ

の
哀

し

い
習
性

に
、
強

く
共
感
し

た
の
で
は
な

い
か
。

・

賢
治

は
、

ヨ
タ
カ
を
主
人
公

に
し
て
作
品
を

一
度

は
書

い
た
。

け
れ
ど
そ
れ

は
気

に

い
ら
な

か

っ
だ

。

そ
し

て
作

品

の
鳥

を
、
ぶ
と

し
ぎ

・
オ
オ
ジ

シ
ギ

に

変
え

て
、
童
話

を
書

き
改

め
よ
う

と
し
て

い
た
と
思

わ
れ

る
。
〈
天

に
還

る
〉

は
、
賢
治

童
話

の
主

題

の

ひ
と

つ
で
も
あ

っ
た

の
だ

か
ら
。

こ
の
仮
説

を
も

っ
と
説
得
力
あ

る
も

の
に
す

る
た

め
に
は
、
賢
治

が

ア
イ

ヌ
の
民
話

を
ど

の
程
度
広

く

読

ん
で
い
た
か
、

オ
ガ
ジ

シ
ギ
を
ど

の
程
度
観
察

し

て
知

っ
て

い
た
か
な
ど
、
調

べ
な
け
れ
ば

い
け

な

い

ζ
と
が
あ

る
。

け
れ
ど
、
楽

し
み
な
が
ら
少

し
ず

つ

や

っ
て
い
こ
う
と
思

っ
て

い
る
。

一
九

九
四
年

の
初
夏

と
秋

に
は
、
賢
治
が
作

品

の

舞
台

に
し
た
盛
岡
市
周
辺

や
花
巻

へ
、
バ

ー
ド
ウ

ォ

ッ
チ

ン
グ

に
出

か
け

た
。
賢

治

の
童
話
や
話

に
登
場

す

る

い
く

つ
か

の
鳥

た
ち
に
会
う

こ
と
が

で
き
、

収

穫
が
あ

っ
た
。

こ
れ

か
ら
も
時
間
を
見
う
け

て
、
山

や
森

や
草

原
を
歩

い
て
見

よ
う
と
思

っ
て
い
る
。

賢

治
が
生

き

て
い
た
時
代

の
環

境
と

は
す

っ
か
り
変

わ

っ
て
し
ま

っ
て
い
る
。

け
れ
ど
、
イ

ー

ハ
ー
ト

ー
ボ

の
風

や
光

を
じ

か
に
肌

に
感
じ

る
こ
と
で
、

賢
治

の

鳥

を
探

る

ヒ
ン
ト
が

つ
か

め
る
の
で
は
、

と
考
え

て

い
る

の
で
あ

る
。

'
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