
賢
治

の
笑

い

原

子

朗

宮
沢
賢
治

の
作
品

に
遍
在

す
る

ユ
ー

モ
ア

に
つ

い
て

は
、

い
ず

れ
く
わ
し
く
論
じ
る
予
定
が
私

に

は
あ
る

の
で
、

こ
こ
で
は
、
さ
さ
や
か
な
紙

幅
を

利

用
し
て
、
そ

の
前

が
き
程
度

の
こ
と
を
記
し
て

お
く

こ
と

に
す
る
。
遍

在
す
る
、
と

い

っ
て
も
、

そ
れ

は
作
品

の

一
特

色
、
作
者

の
資
質

の

一
側
面

と
し
て
、
た
ま
た
ま
遍
在
し
て

い
る
と

い
う

の
で

は
な
く
て
、
も

っ
と
重
要
な
、
作
品
成
立

の
カ
ギ

と
し
て
そ
れ
は
作
用
し
て
お
り
、
賢
治
作
品

の

ユ

ー

モ
ア
な

い
し
笑

い
に
つ
い
て
論
じ

る
こ
と

は
、

す
な
わ
ち
彼

の
芸
術
と
生
活

に
つ
い
て
論
じ

る
こ

と

に
な
る
、
と
私

は
考
え

て
い
る
。

詩
人
宮
沢
賢
治

は
、
な
ぜ
童
話
を
書

い
た

か
?

と

い
う

こ
と

は
愚
問
な

の
だ

ろ
う

か
、
誰
も
そ

の

こ
と

に
つ
い
て
い
お
う
と

し
な
い
。
彼

の
場
合
、

詩
人
が
小
説
を
書
き
、
あ

る
い
は
小
説
家
が

か

つ

て
詩
を
書

い
た

の
と

は
、
事
情
が

ち
が
う
。
だ

か

ら
、
そ

の
こ
と
は
大
事

な
問
題
点
だ

と
私

は
考
え

て
い
る
。

伊
藤
整

の

「
若

い
詩

人

の
肖
像

」
で

は

「
私
」

は
せ

っ
せ
と
図
書
館

で
谷
崎

や
犀

星
、
芥

川
、
志

賀

、
広
津

、
菊
池

、
宇

野
、
春

夫
、
武
者

小
路
ら

当
時
新

進

の
有
力
作
家

た
ち

の
小
説
を
読

み
ふ
け

り
な
が
ら
、
犀

星
や
春
夫
ら
詩

人
た
ち
が

「
だ
ら

だ
ら
し
た
散

文
を
書

い
て
小
説
家

の
仲
間
入
り
を

す
る

の
は
堕
落

で
は
な

い
か
」
と
軽

蔑
し
、

「
彼

等

小
説
家

の
誰
よ
り
も
詩

人
萩

原
朔

太

郎

が

偉

い
、
と

い
う
印
象
を
消
す

こ
と

は
、
ど
う
し
て
も

出
来
な
か

っ
た
」
と
あ
る
。

ま
た
別

の
と

こ
ろ

で

は

『
春

と
修

羅
』

に
感
激
し
た
民
衆
詩

派

の
あ
る

詩

人
が
、
賢
治
を
訪
ね
て

い

っ
て
面
会
謝
絶
を
く

ら

っ
た
、
と

い
う
ゴ

シ

ッ
プ
記
事
を
読

ん
で

「
私

は
宮
沢
賢
治
を
立
派
だ
と
思

い
、
自
分

の
顔
が
赤

ら
む

の
を
感
じ

た
」
と
あ

る
。

こ
の
前
者

の
時
期

は

一
九

二
二
年

(大

正
十

一

年
)
頃

に
あ

た
り
、
あ

た
か
も
賢
治
が

『
春
と
修

羅
』

の
詩
作
を

は
じ

め
た
頃
と

か
さ
な
る

(童
話

は
す

で
に
多
く
書

か
れ

て
い
た
が
)
。

そ
し
て
小

説

(家
)

を
軽
蔑

し
、
朔
太
郎

の
ほ
う
が

よ
ほ
ど

偉

い
と
感
じ

て
い
た
点

で
は
、
賢
治

も
ま

っ
た
く

同
様

で
あ

っ
た
こ
と
が
、

ほ
ぼ
確
実

に
推
定

で
き

る
。

『
月

に
吠
え

る
』

に
彼
も
少

な
か
ら
ず
刺
激

と
鼓
舞
を
受
け

て
い
た
し
、
上
京

し
て
上
野
図
書

館

に
通

い

「
毎

日
百
人
位

の
人
が

『
小
説

の
作

り

方
』
或

は

『
創
作

へ
の
道
』
と

い
ふ
や
う

な
本

を

借
り
」

て
い
る
の
を
横
目

で
見

て

「
小
説
ぐ

ら
ゐ

雑
作

な
い
も

の
は
あ

り
ま
せ
ん
か
ら
な
」
と
友

人

に
書
き
送

っ
た
り
し
て
い
る
。

か
と

い

っ
て
彼

に
は
く
集
中

V
と
〈
拡
散

〉

の

内
面
的
な
欲
求
が
最
初

か
ら
あ

っ
て
、
詩

的
集
中

と

し
て
の
心
象
風
景

の
造
型

を
は
か
る
反
面
、
自

我

の
爆
発
的
拡
散

の
欲
求

に
も
耐

え
ら
れ
な
か

っ

た
。
と

い
う

よ
り
社
会

に
か
か
わ

っ
て
ゆ
く
精
神

の
運
動

の
欲
求

に
絶
え
ず

つ
き
動

か

さ

れ

て

い

た
。

そ
こ
に
宗
教

の
作

用
を
み
と
め
る

こ
と
も
で

き

る
わ
け
だ
が
、
要
す

る
に
後
者

の
は
た
ら
き

に

お

い
て
彼

の
散
文

や
劇

や
実

践
活
動

を
見
る

こ
と
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が

で
き
る
。
文
学
的
結
実
と
し
て

は
、
む
ろ

ん
童

話
が
最

た
る
も

の
で
あ

っ
た
。

フ
ィ
ク

シ

ョ
ソ
の

最

た
る
童
話
、
詩

の
外

発
的
変
型

、
あ
る

い
は
散

文

的
ヴ

ァ
リ

エ
イ

シ

ョ
ソ
と
し
て

の
彼

の
詩

的
童

話

に
は

「
だ
ら
だ
ら
し
た
小

説
」

を
蔑
視

す
る
自

信

と
優

越
と
高
貴

と
が
底

の
ほ
う

で
息
づ

い
て
い

る
。

そ
こ
で
機
知

や
洒
落

や
地

口
、
皮

肉
や
諷
刺

等

々
を
ふ
く

め
た
滑
稽

・
可
笑
味

の
要
素
、

す
な

わ
ち
読
者

に
と

っ
て
は
笑

い

の
要
素
が
問
題

に
な

っ
て
く

る
わ
け
だ
。

ベ
ル
グ

ソ

ソ
に
ま

つ
ま
で
も
な
く
、
笑

い
は
湿

ヘ

ヘ

へ

っ
た
情
緒

か
ら
は
自
由

な
、
も
と
も
と
社
会

に
発

生
す

る
理
知

の
産
物

で
あ

る
。
本
質
的

に
孤
独

は

笑

い
を
も

ち
得

な
い
。
孤
独
が
社
会

に
は
た
ら
き

か
け
、
あ

る
い
は
関
係

を
も

つ
と
き
、
孤
独

や
社

ヘ

ヘ

ヘ

へ

会

の
も

つ
こ
わ
ぽ

り

へ
の
罰
と

し
て
、
社
会
が
、

あ

る
い
は
孤
独

み
ず

か
ら
が
、
感

じ
る
笑

い
は
開

㌧放
的

な
精
神

の
現
象

で
あ

る
。

「
い
か
り

の
に
が

さ
ま
た
青

さ
/

四
月

の
気
層

の
ひ
か
り
の
底

を
/

つ
ば
き

唾

し

は
ぎ

し
り
ゆ
き
き
す

る
/

お
れ

は
ひ
と

り

の
修
羅
な

の
だ
」
と
う

た
う
詩
人
が
、

一
方

で
果

敢

に
社
会

に
ま
じ
わ

ろ
う
と
す

る
と
き
、
怒
り
を

情
緒

か
ら
開
放

し
、
暗

い
虚
無

の
深
淵

へ
傾
斜

し

て
ゆ
く
集
中
的

な
精
神

の
運
動
を
あ

ぶ

な

く

支

え
、
劇

的
な
調
和

を
保

つ
も

の
が
笑

い
に
ほ
か
な

ら
ぬ
。

賢
治

の
笑

い
は
童
話

や
劇

に
お
い
て
豊

か
で
あ

る
。
彼

の
詩

に
お
い
て
も
私

た
ち
は
笑

い
を
も

つ

が
、
そ
れ

は
題
材
が
社
会
的

に
拡
散

し
て
ゆ
く
、

お
お
む
ね

『
春
と
修
羅
」
第

二
集
以
後

に
お
い
て

で
あ

る
。
そ

し
て
笑

い
を
味
わ
う
と
き
、
私

た
ち

は
そ

の
作
品

に
示
さ
れ

た
作
者

の
怒
り
や
悲

し
み

の
深
さ
を
思

い
知
ら
さ
れ

る
。

こ
と

に
彼

の
童
話

の
暗
さ

、
賢
治
童
話
を

一
読

し
た
人

に
は
思

い
出

し
て

い
た
だ
け

よ
う
、
処
女
作

「
蜘
蛛
と
な

め
く

ぢ
と
狸
」

「
雙
子

の
星
」

(
い
ず
れ
も
大
正
七
年
)

以
下
、
擬
人
化
さ
れ
た
動
物

の
社
会
も
、
人
間
社

会
も
、
食
う
か
食
わ
れ

る
か
、
深
刻
な
修
羅
た
ち

の
織
り
な
す
地
獄
絵
と

い

っ
た
話
題
が
多

い
。
あ

る
い
は
透
視
さ
れ
た
虚
無

の
世
界
。

そ
れ
を
そ
う

感
じ
さ

せ
ず
、
馬
鹿

の

一
つ
覚
え

の
よ
う

に
賢
治

の
童
話

は
健
康
的

で
明

る
い
、
宗
教
的
だ
、
と

い

わ

せ
る
ほ
ど

に
明

る
く
輝
や
か
し

て

い

る

も

の

は
、
み
が
が
れ
た
文
脈

の
音
楽
的
諧
和

の
作
風
も

さ

る
こ
と
な
が
ら
、
ま
さ

に
笑

い
、
し
か
も
た
く

ま
ざ
る
お
お
ど
か
な
笑

い
の
は
た
ら
き

に
ほ
か
な

ら
ぬ
。

直
接
笑

い
を
感
じ
さ

せ
な

い
文
脈

に
も
、

い
わ
ゆ
る

ユ
ー

モ
ア

の
要

素

は
遍
在

し
て

い
る
。

彼

の
作
品
世
界

は
、
そ

ん
な

に
素
朴

に
明

る
い
も

の
で
は
決

し
て
な

い
。
そ

し
て
読
者
を
笑
わ

ぜ
、

あ

る
い
は
明

る
い
と
感
じ
さ

せ
る
の
は
、
暗
さ
が

軽
微
だ

か
ら

で
は
な
く

て
、

お
か
し
い
か
ら
、

ユ

ー
モ
ア
が
あ

る
か
ら
、
そ

の
暗
さ
が
軽
微
な
も

の

と
な

る
。

ユ
ー

モ
ア
を
単

に
作
者

の
資

質
と
か
、
宗
教
的

な
愛

の
あ
ら
わ
れ
と
解
す
る

の
は
、
扁

平
な
概
念

的
な
思
考
で
あ
る
。

む
し
ろ

ユ
ー

モ
ア

に
よ

っ
て

現
実

に
耐
え
、
精
神

の
運

動

の
秘
密

の
軌
跡

と
し

て

の
文
体

の
行

為
性

に
よ

っ
て
、
賢
治

は
宗
教
と

覇

を
き
そ

い
、
そ
れ

に
迫

ろ
う
と
し

た

の

で

あ

る
。
宗

教
か
ら
貰

っ
て
き
た

の
で

は
な
く
、
み
ず

か
ら

の
文
体

の
行
為
を
宗

教
た
ら
し

め
よ
う
と
し

た

の
で
あ

る
。

そ

の
文
体

の
行

為
性
と

い
う

こ
と

を
ぬ
き
に
し
て
は
、
彼

の
ユ
ー

モ
ア

は
考
え
ら
れ

な

い
。

ち
な
み

に
伊
藤
整

の
ユ
ー

モ
ア

は
、
近
代

的
な

自

己
防
衛

の
手
段
と
し
て
計
算

さ
れ
、
鎧
わ
れ
た

武

器
で
あ

っ
た
。
賢

治

に
は
そ
れ

は
な

い
。

も

っ

と
ア

ル
カ
イ

ッ
ク
な
、
排

斥

の
要

素

の
少
な
い
、

お
お
ら
か
な
も

の
で
あ

る
。
実

は
そ

こ
か
ら
ま
た

問
題

は
ひ
ろ
が

っ
て
ゆ
く
。
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