
宮
澤
賢
治

「
カ
イ

ロ
団
長
」
小
論

摂
折
問
題
の
観
点
か
ら

工

藤

哲

夫

一
　

二
度

の

「
ご
命
令
」

宮澤賢治 「カイ ロ団長」小論

　

あ

ま
が

え

る

を

こ
き

使

っ
た
と

の
さ

ま
が

え

る

(
腫

ヵ
イ

ロ
団
長
)
が

「
ホ

ロ
ホ

ロ
悔

悟

の
な

み

だ

を

こ
ぼ

↓
」

(『
校
本
宮
澤
賢
治
全
集

第
七
巻
』
〔
昭
48

・
5

.
15

筑
摩
書
房
〕
ご
三

一
頁
　
以

下
同
全
集
を

『校

本
全
集
』
と
略
記
し
発
行
所
名
を
省
略
す

る
。
童
話

「
カ
イ

ロ
団
長
」

よ
り
の

引
用

は
頁
数

の
み
を
示
す
)
、
「
あ

ま

が

へ
る

は

、

み

ん

な

よ

ろ

こ

ん

で
、

手

を

パ

チ

パ

チ

た

二
」
(
二
三
二
頁
)
く

こ
と

に
ょ

り

、
童

話

「
カ

イ

ロ
団

長

」

は
大

団

円

に
至

る
。

こ

の

ハ

ッ
ピ

ー

エ
ソ
ド

は
何

に
よ

っ
て
齎

さ

れ

た

の

か
。

言

う
迄

も

な
く

、
　

「
王

さ

ま

の
新

ら

し

い

ご

命

令

」
(
一
ご
二
〇

・
二
一一二

頁
)

に
よ

っ
て

で
あ

る
。

今

、

出

典

の
頁

を

二

つ
書

い
た
。

「
王
さ

ま

の
新

ら

し

い
ご

命

令

」

は

二
度

出

さ

れ

た

の
だ

。
　
一
度

目

が

、

「
王
さ

ま
の
新

ら
し
い
ご
命
令
。
王
さ
ま
の
新
ら
し

い
ご
命
令
。

一
個
条
。

ひ
と

に
物
を
云
ひ

つ
け

る
方
法
。

ひ
と

に
物
を
云
ひ

つ
け

る
方
法
。
第

一
、
ひ
と

に
も

の
を
云
ひ

つ
け
る
と
き

は
そ

の
い
ひ

つ
け

ら
れ

る
も

の
の
目
方

で
自
分

の
か
ら
だ

の
目
方
を
割

っ
て
答
を
見

つ
け
る
。
第

二
、
云
ひ

つ
け
る
仕
事

に
そ
の
答

を
か
け
る
。
第

三
、
そ

の
仕
事

を

一
ぺ
ん
自
分

で
二
日
間
や

っ
て
見

る
。
以
上
。
そ
の
通
り
や
ら
な
い
も

の
は
鳥

の
国

へ
引

51



き
渡
す
。L

(二
三
〇
頁
)

52

 

で
あ

り
、

二
度

目
が

、

「王
様
の
新
ら
し
い
ご
命
令
。
王
様
の
新
ら
し
い
ご
命
令
。
す
べ
て
あ
ら
ゆ
る
い
き
も
の
は
み
ん
な
気
の
い
エ
、
か
あ
い
さ
う
な
も
の
で
あ
る
。
け

っ
し
て
憎
ん
で
は
な
ら
ん
。
以
上
。」　
門後
略
]　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(ニ
ゴ
=
頁
)

で
あ

る
。

何

故

二
度

な

の

か
。

　

二
度

目

の

「
ご

命

令

」

の
後

、
　

「
そ

こ

で
あ

ま

が

へ
る

は
、

み

ん

な

走

り
寄

っ
て
、
」

(
二
三

一
頁
)
云

々
と

書

か
れ

て

い

る

か
ら

、

一
度

目

は
団

長

向

け

の

「
ご

命

令

」
、

二
度

目

は
あ

ま
が

え

る
向

け

の
そ

れ

、

と

い

う
解

釈

も

あ

り
得

よ

う

か
。

例

え
ば

、

中

川

正

文

脚

色

の
脚

本

「
カ

イ

ロ
團

長

」

(新

見
童
文
學
會

〔
中
川
正
文
〕
編

『
宮
澤
賢
治
見
童
劇
集
』

〔
昭
26

・
7

.
5

聖
光
肚
〕
所
収
)

で

は
、

団

長

は

「
四

へ
ん

め

に
、

た

お
れ

た

と

き

に

は
、

ガ

タ

ン
と

、

ひ

ざ

を

つ

い
て
、

あ

お

む

け

に
、

氣

が

と

お
く

な

っ
て

し

ま
」
(
同
書

一
五
四
頁
)

　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
マ
マ

っ
た

た

め

に
、

二
度

目

の

「
ご
命

令

」

は
聞

い

て

い
な

い

(
「雨
が
え
る
」

だ
け
が
聞
く
)
。

こ
れ

は
、

脚

色

者

に
よ

る
右

の
よ

う

な
解

釈

の
現

わ

れ

か

も
知

れ

な

い
。

し

か

し
、

原

作

に
即

す

限

り

で

は
、

団

長

が

気

を

失

っ
た

よ

う

に

は
書

か
れ

て

い
な

い

か
ら

、

二
度

目

の

「
ご
命

令

」

が
団

長

に
も

及

ん

で

い
る

こ
と

は
間

違

い
な

い
。

　

小

沢
俊

郎

(「
賢
治

の
壮
會
批
判
」

〔
『
四
次
元
』
49
號

〈
第
6
巻
第
4
号

昭
29

・
4

・
10
>
～
51
號

〈
第
6
巻
第
6
号

昭
29

・
6

・
10
>

肌
用
は
狙
號
六
頁
))

は
、

　
資
本
主
義

の
形
と
し
て
批
判
を
受

け
て
い
る
も

の
に

「
カ
イ

ロ
団
長
」
が
あ

る
。
ウ
イ

ス
キ
ー
の
借
金

の
か
た
に
雨
蛙

の
肉
体
労
働
を
強

制
す
る

団
長

は
さ
し
あ
た
り
零
細
農
を
し
ぼ

り
上
げ

る
地
主
で
あ

る
。
自
分
で
は
酒
を
呑

み
つ
工
他
人
を

こ
き

つ
か
う
階
級
を
賢
治
が
否
定

し
た

の
は
当
然

だ
が
、
注
意
す
べ
き
こ
と

は
、
そ

の
解
決
を
ど
う
し
て

い
る
か
で
あ
る
。
そ
れ

は
大
空

に
ひ
父
き
わ
た
る
か
た

つ
む
り

の
メ
ガ
ホ
ー
ソ
を
通
し
て
の



　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

マ
ヤ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
王
さ

ま

の
新

し

い
ご

命

令
」

、

(四
ー

六
二
)
に

よ

る
。

こ

の

王
様

の
御

命

令

は
支

配

者

の
特

権

を

剥

脱

し

て

被
支

配

者

と

同

一
労

働

を

課

し

て

い

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
マ
マ　
　
ぜ
マ　
　
　
　
　
　
　
の

る
。

そ

し

て
団

長

が

へ
た
ぽ

つ
た
時

、

王

様

は
更

に

「
す

べ

て
あ

ら
ゆ

る

い
き
も

の

は
、

み

ん

な
気

の

い

い
、

か

わ

い
そ

う

な

も

の

で
あ

る
。

け

つ

し

て
憎
ん
で
は
な
ち

ん
。
」

(六
四
)
と

い
う
命
令
を
下
す
。
団
長

は
悔
悟
し
、
団
員

は
団
長
を
許

し
再
び
明
る

い
労
働

へ
向
う
。
ー

農
地
解

放
が

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

マ
マ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

「
マ
王
様
」

か
ら
命
令
さ
れ
た
時
。
　
「
あ
あ
、
み
な
さ

ん
、
私
が
わ
る
か
つ
た

の
で
す
。
(
中
暑
)
私
は
や

つ
ぼ
り
た
だ
の
蛙

で
す
。

(六
四
)
と
言

つ
た
団
長
が

い
く
人

い
る
だ
ろ
う
。　

「
パ
チ
パ
チ
」
手
を
た

玉
け
る
よ
う
な
気
持

に
団
員
が
な
り
得
た

ろ
う
か
。

王
檬

の
御
命
令
が
外

か
ら

の
も

の

で
あ
る
限

り
、
恐
ら
く
そ
れ

は
あ
り
得

な
い
こ
と

に
近
か
ろ
う
。
と
す
れ
ば

、
賢
治

の
い
う
王
様

は
政
治
的
強
権
者

で
あ
り
得
ず

、
い
わ
ば

「道

理

の
支
配
者
」
と

で
も

い
う
べ
き
も

の
と
な
り
、
結
局
そ

の
声

を
き

x
得
る
だ

け
の
良
心
を
団
長
が
持
ち
得
ね
ば
解
決
が

つ
か
ぬ
問
題
と

い
う

こ
と
に

な
り
そ
う

で
あ
る
。
凡
ゆ

る
人

は
善
性

を
有
す

る
と

い
う
賢
治

の
明

る
い
信
念
、
私
自
身
見
失

い
か
け
て
は
確

め
よ
う
と
努
め
て
い
る
そ

の
信
念

を

肯
定
す

る
と
し

て
も
、　
【
後
略
]
　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　

(
マ
マ
は
工
藤
、
以

下
同
様
)

宮澤賢治 「カイ ロ団長」小論

と

〈
賢
治
の
社
会
批
判
〉
を
批
封
し
て
い
る
。　
「
ご
命
令
」
が
二
度
あ

っ
た
こ
と
は
指
摘
し
て
い
る
が
、　
「
と
す
れ
ば
、
賢
治

の
い
う

王
様

は
政
治
的
強
権
者
で
あ
り
得
ず
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
小
沢
俊
郎
が
こ
の
二
度
の

「ご
命
令
」
の
違

い
に
自
覚

的
で
な
い
こ
と
が

分

る
。
何
故
な
ら
、
小
択
俊
郎
は
、
初
め
の

「ご
命
令
」
中
の
最
後
の
部
分

「そ
の
通
り
や
ら
な
い
も
の
は
鳥

の
国

へ
引
き
渡
す
」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
(↓
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吃

見
逃
し
て
い
る
か
ら
だ
。　

「王
さ
ま
」
は
強
権
者
の
側
面
を
持

っ
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
を
見
逃
す
こ
と
に
よ

っ
て
、

二
つ
の

「ご
命
令

」

は

一
つ
の
も
の
と
意
識
さ
れ
、
右
の
よ
う
な
結
論
が
導
か
れ
た
の
で
あ
る
。

　
続
橋
達
雄

(「カ
イ
ロ
団
長
の
こ
と
な
ど
」　
〔『四
次
元
』
珊
号
〈第
17
巻
第
7
号
[注
鱒奥
付
に
は
「第
六
号
」
と
誤
植
]　
昭
40
・
7
・
10
>
一
四
頁
〕)
は
、

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

(2
)

H前
略
]
た
だ
、
か
れ
ら
は
、
覧
あ
ざ
笑

っ
た
あ
と

で
、
す
ぐ
反
省
す
る
資
質

に
恵

ま
れ
て

い
る
よ
う

で
あ
る
。

「
ド

ヅ
と

一
緒

に
人

を
ム
ざ
け
り
笑

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

マ
マ

っ
て
そ

れ

か
ら
俄
か
に
し
い
ん
と
な

っ
た
時

の
こ
の
さ
び

し
さ
」
と
、
作
者

は
説
明
し
て

い
る
。
・

こ
う
し
た
反
省
が
芽
生
え

は
じ
め
た
ち

ょ
う
ど
そ

の
と
き

、
じ

つ
に
タ
イ
、ミ
ン
グ
よ
く
、
王
様

の
二
度
目

の
命
令
が
伝
え
ら
れ
る
。

い
わ
ば
、
最

33



終
的
な
評
価
が

下
さ
れ
た
と
見
て
よ
い
。

　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
(3
)

　

「
す
べ
て
あ

ら
ゆ

る
い
き
も
の
は
み
ん
な
気

の
い
い
、
か
あ

い
さ
う

な
も

の
で
あ
る
。
け

っ
し
て
憎

ん
で
は
な
ら
ん
。
以
上
。
」

　
権
力
者

の
座

に
の
し
あ
が

っ
た
資
本
家

の
カ
イ

ロ
団
長
が
、
非
人
間
的
な
所
業
を
犯

し
た
こ
と
さ
え
、
こ
の
命
令

で
解
消

さ
れ

る
。　

[後
略
]

54'

 

と

い
う
解
釈
を
示
し
て
い
る
。
二
度
の

「ご
命
令
」
を
段
階
的
に
と
ら
え
、
後

の
そ
れ
を

「最
終
的
な
評
価
」
と
判
断
す
る
。
妥
当
な

読

み
取
り
と
思
う
。
た
だ
、

《
作
者
の
意
図
》
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
る
限
り
に
お
い
て
、
作
品
以
外

の
資
料

を
探
る
必
要
が
生

じ
る
で
あ
ろ
う
。
抜
き
書
き
集

〈
摂
折
御
文
〉

の
中

に
手
掛
り
を
見
付
け
た
い
と
考
え
る
。　

(
「摂
折
御
文
/
僧
俗

御
判
」
〔『校
本
全
集

第
+
二
巻
㈲
』

〈昭
51
・
5
・30
>
三
四
八
～
三
六
二
頁
〕
の
内
、前
半

〔三
四
八
～
三
五
四
頁
+
二
行
目
迄
〕
の
み
を
問
題

に
す

る
の
で
仮
に

〈
摂

折
御
文
〉
と
表
記
し
た
。)二

　

〈摂
　
折
　
御
　
文
〉

　

〈
摂
折
御
文
〉
は
文
字
通
り
摂
折
問
題

に
関
す
る

「御
文
」

の

「抜
粋
筆
写
」
(『校
本
全
集
第
十
二
巻
㈲
』
三
四
七
頁
)
で
あ
る
。
摂
折

と

は
摂
受
折
伏
の
こ
と
で
、

龍
谷
大
學
編

『
佛
教
大
僻
彙
第
四
巻
』

(大
5
.
12
.
23
初
版
未
見

昭
15
・
2
・
11
三
版
所
見

冨
山
房
)
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(4
)

六
〇
九
頁

「
シ
ョ
ウ
ジ

ュ　

シ
ャ
ク
ブ

ク
　
摂
受
析
伏
」

の
項
の
初
め
の
方

に
次

の
よ
う
な
説
明
が
あ
る
。

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

せ
ふ
じ
ゆ

　
し
ゆ
じ
や
う

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

し
や
く
ぷ
く

　
衆
生
を
敏
化
引
導
す
る
順
逆
二
種

の
方
法
。
振
受

と
は
振
取
容
受

の
義

に
し
て
其
順
的
方
法

を
云

ひ
、
析
伏

と
は
析
破
擢
伏

の
義

に
し

て
其
逆
的

　

　
　

　
　

　
　

に
ち
れ
ん
し
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　し
よ
う
ま
ん
ぎ
や
う

方
法
を
云
ふ
。
特
に
日
蓮
宗

の
激
義
と
し
て
知
ら
る

二
も
、
亦
諸
経
論
等

に
之

を
説
か
ざ
る
に
非
ず
。
則
ち
も
と
勝

覧

経

(
十
受
章
)

に
は
聖
化

の
久
佳
を
読
く
所

に

「
我
れ
力
を
得

ん
時
、
彼

々
の
虜

に
於

て
此
衆
生
を
見
ば
、
磨
に
析
伏
す

べ
き
者
は
之
を
析
伏

し
、
慮
に
撮
受
す

べ
き
者
は
之

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

てん
に
ん

を
撮
受
す
、
何

を
以

て
の
故
に
、
析
伏
振
受
を
以
て
の
故

に
法
を
し
て
久
佳

せ
し
む
、
法

の
久
住
す
と
は
天
人
充
満

し
悪
道
減
少
す
」
と
云
ひ
、
太

　

　
　

ぎ
し
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
い
りき
　
　
　
　
　だ
う
り
き
　
　
　
　
　
　
マ　
マ

子

の
同
経
義
疏
に
は
之
を
繹

し
て

「
力

に
二
種
あ
り
、

一
に
勢
力
、
二
に
道
力
な
り
、　

(中
略
)
重
悪
は
即

ち
勢
力
を
以
て
析
伏

し
、
輕
悪
は
部

ち



道
力
を
以
で
鑛
受
す
、
悪
を
息
め
善
を
修
す
れ
ば
師
ち
聖
化
久
佳
す
」
と
云
へ
り
。　
【後
略
]

　

こ
こ
に
引
用
さ
れ
て
い
る
勝
髪
経
と

「
義
疏
」
の
文
と
同
じ
文
を
賢
治
も

〈
摂
折
御
文
〉

に
記
し
て
い
る
。
即
ち
、　
〈
摂
折
御
文
〉

の
第

一
番
目
の
文
が
勝
髪
経
の
文
で
あ
り
、

一
番
最
後

の
文
が

「義
疏
」

の
そ
れ
で
あ
る
。
言
う
迄
も
な
い
が
、
賢
治
は

『
佛
教
大
譜

彙
』

か
ら
書
き
抜
い
た
の
で
は
な
い
か
ら
、

多
少
箇
所
の
ず
れ
が
あ
る
。

賢
治
の
記
し
て
い
る
文
を
示
せ
ぽ
次
の
通
り
で
あ
る

(『校

本
全
集
第
十
二
巻
㈲
』
三
四
八
頁
と
三
五
四
頁
。
以
下

〈摂
折
御
文
〉
か
ら
の
引
用
は
頁
数
の
み
示
す
)
。

勝
量
経
　
世
尊
我
従
今
日
乃
至
菩
提
若
見
捕
養
衆
悪
律
儀
及
諸
犯
戒
終
不
棄
捨
　
我
得
力
時
於
彼
々
処
見
此
衆
生
応
折
伏
者
而
折
伏
之
応
摂
受
者
而

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　　
　

摂
受
之
　
何
以
故
以
折
伏
摂
受
故
令
法
久
住
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　

(
三
四
八
頁
)

　
　
　
　
　
サ
マ

上
宮
勝
鍵
義
疏

我
力

ヲ
得

ソ
時

ト

バ
カ

ニ
ニ
種
ア
リ
。

一
ニ
ハ
勢
力

ニ

ニ

ハ
道
力

ナ
リ

若

シ
善

ヲ
行
ゼ
ザ

レ
バ
即

チ
諸

道
皆
閉
ヅ

生
死

二
流

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

セ

転

シ
六
趣

二
遷
移

ス
　

ユ
ヱ

ニ
大
士
彼

麦
ノ
処

二
於

テ
皆
此
人

ヲ
見
重
悪

ニ
ハ
勢

カ

ヲ
以

テ
折
伏

シ
軽
悪

ニ
ハ
道
力

ヲ
以
テ
摂
受

ス

(
三
五
四
頁
)

宮 澤賢 治 「カイロ団長」小論

　
応
に
折
伏
す
べ
き
者
は
之
を
折
伏
し
、
応
に
摂
受
す
べ
き
者
は
之
を
摂
受
す
ー

で
は

「折
伏
す
べ
き
者
」
と
は
何
で
、　
「摂
受
す

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　

ヘ

べ
き

者
」

と

は
何

か
。
　

「
義

疏

」
(
賢
治

は

「
義
疏
」

〔傍
点
工
藤
、
以
下
特
に
断
ら
ぬ
限
り
同
様
〕
と
記
す
。

こ
の
事

に

つ
い
て
は
後

出
の
注

(
6
)
参

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

す

照
)

の
解

釈

で

は
、　

「
重

悪

二
く
勢

力

ヲ
以

テ
折

伏

シ
軽

悪

ニ

ハ
道

力

ヲ
以

テ
摂

受

ス
」

と

い
う

こ
と

に
な

る
。
　

「
カ

イ

ロ
団

長

」

中

の

二

つ
の

「
王

さ

ま

の
新

ら

し

い
ご
命

令

」

は
、

そ

れ

ぞ

れ

こ
れ

ら

「
重
悪

」

と

「
軽

悪

」

に
対

し

て
発

せ

ら

れ

た

の

で
ほ

な

い
だ

ろ

う

か
。

　

萬

田
務

(
初
出

「宮
沢
賢
治

の
ヒ

ュ
ー

マ
ニ
ズ

ム
に
つ
い

て

の
序

説

O

⇔
」

〔
『
大
阪
城
南
女
子
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
第
2
巻

〈
昭
42

・
5
>
　

同
第
4

巻

〈
昭
坐

.
6

.
20
>
〕
e
の
み
未
見
。
初

出
に

「
加
筆
補
正
し
た
」
と

い
う

「人
間
性
を
も
と
め
て
ー

ヒ

ュ
ー
マ

ニ
ズ

ム
に

つ
い
て

の
序
説
1

」
〔
『人

間
宮
沢
賢
治
』

〈
昭
48

.
10

.
10

桜
楓
社
〉
九
八
頁
〕
所
見
　
以
下

の
引
用

は
こ
れ
よ
り
)

の
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[
前
略
]
と

の
さ
ま
が
え
る
も

い
わ
ぽ
誘
惑

の
被
害
者

で
あ
る
。
客

の
な

い
と
き
は

「
退
く

つ
さ
う
に
ひ
と

り
で
べ
ろ
べ
ろ
舌
を
出
し
て
遊

ん
で
」

い
る
が
、
反
対

に
客
が
来
た
と
き

に
は
、

「
へ
い
、
い
ら

っ
し

ゃ
い
、

み
な
さ
ん
、

一
寸
お
や
す
み
な
さ

い
」
と

へ
り
く
だ

る
よ
う
な
商
売
熱
心
な

一
商
人
に
す
ぎ
な

い
。
そ
ん
な
自
分
が
あ
ま
が

え
る
か
ら
家
来

に
な
る
こ
と
を
申

し
出
ら
れ
、
す

っ
か
り
そ

の
地
位

に
陶
酔

し
き

っ
て
し
ま
い
、
理

性
を
な
く

し
て
し
ま
う
。
そ
の
結
果
が
あ
ま
が
え
る
を
酷
使
す
る
こ
と

に
な

っ
た
の
で
あ

る
。
　
門後
略
]
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と

い
う

指

摘

、

及

び

、
中

野

隆

之

(
「賢
治
童
話

「
カ
イ

ロ
団
長
」

を
読

む
1
胱
惚
と
沈
黙
ー
」

〔
『墨
葡
萄

新
生
第
二
号
』

〈切

.
8

.
28

〒
蹴
福
岡

市
東
区
筥
松
3
-
16
1
35
　
中
野
隆
之
発
行
〉

一
七
～

一
八

・
二
四
頁
〕
)

の

　
勘
定

を
払
え
な

い
あ

ま
が
え
る

は
、

「
な
い
ん

で
す
よ
。
許

し
て
下
さ
い
。
そ

の
か
は
り
あ

な
た
の
け
ら
ひ
に
な

り
ま
す
か
ら
」
　
(
…

は
中

野
　
以
下
も
同
じ
)
1

こ
こ
で
と

の
さ
ま
が
え
る

の
心
に
大
き
な
変
化
が
起

こ

っ
て

い
る
は
ず
だ
。
思

い
も
よ
ら
な

か

っ
た

こ
と
、
家
来
を
も
て
る

と
い
う
快
感
、
顎

で
指
図

で
き
る
家
来
を
も

て
る

こ
と
、
こ
れ

は
石
油
罐

一
杯

の
ウ

ィ
ス
キ
ー
全
部
と
交
換

し
て
電
惜
し
く

は
な
い
、
十
分

満
足

で

き

る
、
そ
ん
な
魅
力
、
彼

の
心

の
中

は
嵐

の
よ
う

に
激
し
く
乱
れ
て
い
る
は
ず
だ
。

　
成
り
上
が
り
の
金
持

ち
の
二
人

の
紳
士
が

『
注
文

の
多

い
料
理
店
』

の
中
で
、

し
き

り
に

「
偉

い
人
」

と
言

い
、　

「貴
族
と
ち

か
づ
き

に
な
れ

る
」

と
言
う
あ

た
り
と
同
じ
だ

ろ
う
。
金

に
不
自
由

し
て
い
な

い
新
興

の
成
金
が
次

に
欲
し

い
の
は
権
力

で
あ
り
、
名
誉
だ

ろ
う
。
　
「親
分
」
　
「
団

長
」
、

悪
く
な

い
な

ア
と

い
う
気
持

ち
と

し
て
嵐
は
静

ま

っ
た
の
だ
。

た
と
え
勘
定

は
と
れ
な
く

て
も
、

こ
の
慌
惚
感
ー
と

の
さ
ま
が
え
る
は
こ
の

幌
惚
と

い
う
酒

に
酔

っ
て
し
ま

っ
た
。

[
中
略
]
と

の
さ
ま
が
え
る
も

、

一
人

の
気
弱

な
商
人
、
そ
れ
が
、　

「
家
来
に
な
り
ま
す
」

と

い
う
二

言
を
う
け
、
団
長
を
衣

に
着
て
し
ま
う
噂
そ

う
す

る
と
、
そ

の
中
身

ま
で
も
が
苛
酷
な
残
虐
者

に
な
り
得

る
の
だ
。
　
[後
略
]

と

い
う
解
釈
は
首
肯

で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、　
「団
長
」
と
な

っ
て
か
ら
の
と
の
さ
ま
が
え
る
の
所
行
が

「重
悪
」
と
称
す
に
価
す
る

こ
と
も
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。



宮澤賢治 「カイ ロ団長」小論

一先

に
戸

小

沢

俊

郎

が

一
度

目

の

「
ご

命

令

」

の
最

後

の
文

句

「
そ

の
通

り

や

ら

な

い
も

の
は
鳥

の
国

へ
引

き

渡

す

」

を
見

逃

し

て

い

る

こ

と

を
指

摘

し

た
。

こ

の
文

句

の
上

に

「
以

上

」

と

い
う

言

葉

が

あ

る
。
　

「
以
上

」

と

言

っ
て

お

い
て
更

に
付

け

足

す

の

は
、

本

来

は
お

か

し

い

し
、

付

け
足

し

な

ら

そ
れ

ほ
ど

重

要

で

は
な

い

の

で

は
な

い

か
と

い
う

印

象

を
読

者

に
与

え

る

か

も
知

れ

ぬ

が
、

付

け

足

　

　

　

　

　

ヘ　　　
　　
　　　
　　
　　
　　　
　　
　　
　　　
　ヘ　
　ヘ　
　ヘ　
　ヘ　　ヘ　　ヘ　　へ　　　　　ヘ　　へ

し

の
よ

う

な

形

に
な

っ
て

い

る

の

は
賢

治

が

後

で
付

け

足

し

た

か
ら

な

の
だ

。

ど

う

い
う

こ
と

か

と

言

う

と

、

こ

の
文

句

は

、
初

め

は

書

か

れ

て

い
な

か

っ
た

の
で

あ

る

(
『
校
本
全
集
第
七
巻
』

「校

異
」

四

一
四
頁
)
。

後

に

こ
れ

を
付

け

足

し

た

時

、

う

っ
か

り

と

「
以
上

」

と

い

う
言

葉

を
最

後

に
持

っ
て
く

る

の

を
忘

れ

た
、

と

想

像

さ

れ

る
。

だ

か
ら

、

こ

の
文

句

は
、
軽

い
気

持

ち

で
何

気

な
く

書

か
れ

た

も

の
で

は

な

い
。

十

二
分

に
意

識

的

で
あ

っ
た

の

で
あ

る
。

　

で
は

、
何

故

こ

の
文

句

を
付

け
加

え

た

の
か
。

先

程

「
「
王
さ

ま
」

は
強

権

者

の
側

面

を
持

っ
て

い

る

の
だ

L

と
述

べ

た
。
　

〈
摂

折

御

文
〉

の
文

に
あ

て

は

め

て
考

え

る

な

ら
ば

、　

「
重

悪

」

に
該

当

す

る
団

長

を

「
勢

力

ヲ
以

テ
折

伏

」

す

る
と

い
う

意

味

を

打

ち

出

す

た

め

、

と

い

う

こ
と

に
な

る
。

　

」
軽

悪

L

に
該

当

す

る
も

の

は
何

か
。

先

に

「
二
度

目

の

「
ご

命

令

」

が

団

長

に
も

及

ん

で

い

る

こ

と

は
間

違

い
な

い
L

と
述

べ

た
。
　

「
足

が

キ

ク

ッ
と
鳴

っ
て
く

に

ゃ
り

と
曲

っ
て

し

ま
」

っ
た

「
と

の
さ

ま
が

へ
る
」

(
ニ
ゴ
ニ

頁
)
を

見

て
あ

ま

が

え

る

が

「
思

は

ず

ど

っ
と

笑

ひ

出

し

」

(
同
)

た

こ
と

は

「
軽

悪

」

に
相

当

す

る
だ

ろ
う

。

又

、　

「
勢

力

ヲ
以

テ
折

伏

」

さ

れ

た

団

長

は
、　

「
重

悪

」

を

脱

し

て
現

在

「
軽

悪

」

の
段
階

に

い
る

と

言

え

る

の

で
は

な

い
だ

ろ
う

か
。

こ
う

し

た

「
軽

悪

」

の
彼

等

を

「
道

力

ヲ
以

テ
摂

受

ス
」

る
働

き

を

す

る

の
が

第

二

の

「
ご

命

令

」

H

「
す

べ

て

あ

ら

ゆ

る

い
き

も

の

は
み

ん

な

気

の

い

ム
、

か
あ

い
さ

う

な

も

の

で
あ

る
。

け

っ
し

て

憎

ん

で
は

な

ら

ん
」

な

の
で

あ

る
。

　

ヘ　　へ

　

一
応

以
上

の
よ

う

に
解

釈
す

る

こ

と

が

で
き

る
。
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三

『
本

化

擾

折

論
』

　
今

コ

応
L
と
い
う
言
葉
を
使

っ
た
。
何
故

コ

応
L

か
と
い
う
と
、
先
述

の
よ
う
に

〈
摂
折
御
文
〉

は

「抜
粋
筆
写
」

だ
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(6
)

だ
。
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、　
「
こ
の
三
十
九
個
の
御
文
を
、
原
本
た
る

『本
化
摂
折
論
』
の
そ
れ
ぞ
れ
の
原
位
置

に
置

き

戻

し

て

み

る
」

(
斎
藤
文

一

『
宮
澤
賢
治
-

四
次
元
論
の
展
開
』

〔
祖

.
2

・
25

国
文
社
〕

一
四
二
頁
)

必
要

が

あ

る

と

い

う

こ

と

で
あ

る
。

何
故
必
要
か
と
い
う
と
、
抜
き

出
さ
れ
た
も
の
だ
け
を
見
て
い
た
の
で
は
、

賢
治
が

『本
化
擾
折
論
』

(
田
中
智
學
述

明
30
.

2
・
7
初
版
未
見

大
6
・
12
・
30
第
八
版
所
見

國
柱
産
業
株
式
會
杜
書
籍
部
)
か
ら
感
得
し
た
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
が
理
解

で
き
ぬ
の
み
な
ら

ず
、
場
合
に
よ

っ
て
は
誤
解
を
し
て
し
ま
う
虞
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
さ

　
例
え
ば
、

一
番
初
め
の

「勝
髪
経
」
か
ら
の
引
用
文
で
あ
る
が
、　
「鷹

に
折
伏
す
べ
き
者
は
之
を
折
伏
し
、
鷹

に
掻
受
す
べ
き
者
は

之
を
掻
受
せ
ん
」

(小
倉
豊
文
訓
読
)
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
誤
解

の
余
地
は
な
い
。

文
字
通
り
の
意
味
で
あ
る
。

た
だ
、

田
中
智
学

は
、
こ
れ
を
引
用
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
読
者
に
摂
折
問
題
の
答
を
示
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

導
入
と
し
て
、
先
ず

「『
擾
受
折
伏
』

　
めう
もく
　
げ
ん
きよ
　
　
いひ
つた

の
名
目
の
原
擦
だ
と
言
傳

へ
」
(『本
化
撮
折
論
』
9
頁

以
下
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
頁
数
を
示
し
た
も
の
は
同
書
よ
り
の
引
用
で
あ
る
)
る
と
こ
ろ
を

示
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
二
番
目
の
文
句
、

　

　
大
智
度
論
九
　

剛
強
難
化
用
暴
言
心
柔
易
度
用
鞭
語
　

錐
有
慈
悲
平
等
心
知
時
智
慧
用
方
便
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(
三
四
八
頁
)

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　
げ
　
で
ん
げ
　
だ
う

も

「
類

例

」

(
10
頁
)
と

し

て
挙

げ

た

迄

で
あ

る
。

更

に
何

と

孟

子

・
孔

子

の
例

迄

挙
げ

る

(
10

.
11
頁
)

の

で
あ

る
が

、　

「
外

典

外

道

　

　
　

　

　

　

　
　

い
ち
れ
い
　
　
　
　
　
さ
ん
か
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
ん
も
ん
だ
い
　
　よ
う
　
　
　
　
　
　
　す
な
は
　
ぶ
ん
ち
う
　
　ぶ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　ひ
　
き
ん
　
　
　
　
　
　
　
れ
い
　
　す

の
掻

析

は
、

ほ

ん

の

一
例

と

し

て
参

考

し

た

ま

で

エ
、

本

問

題

の
用

で
な

い
、

郎

ち

分

中

の
分

で
あ

ツ

て
、
卑

近

な

る

局
部

例

に
過

ぎ

な

い
」

(
12
頁
)
。
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三
番
目
か
ら
五
番
目
の
文
、

止
観
十

夫

レ
仏

二
両
説

ア
リ

一
ニ
ハ
摂

ニ

ニ
ハ
折

ナ
リ
　
安
楽
行

ノ
如

キ
長
短

ヲ
称

セ
ズ
　
是

レ
摂

ノ
義

ナ
リ
　
大
経

ノ
刀
杖

ヲ
執
持

シ
乃
至
首

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　
ず

ヲ
斬

ル
ト
云

フ

ハ
是

レ
折

ノ
義

ナ
リ

与
奪
途

ヲ
殊

ニ
ス
ト
錐

モ
倶

二
利
益

セ
シ
ム

止
観
十
　
若

シ
諸
見

ノ
流
転

ハ
須

ラ
ク
断

ジ
テ
尽
キ

シ
ム
ベ
シ
　
若

シ
神
明

ヲ
助
練

シ
心
ヲ
廻

ラ
シ
テ
正

二
入
ル

ハ
皆
摂
受

ス
ベ
シ

宮澤賢治 「カイ ロ団長」小論

輔
行
十

摂

ハ
謂
ク
見

ヲ
養

ヒ
心
ヲ
研

ク
ナ
リ

折

ハ
謂

ク
破

シ
テ
遺

芥
無

カ
ラ
シ
ム
ル
ナ
リ
。

(
三
四
八
頁
)

　
　

　

ヘ　　
ヘ　　
ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　へ

は
、

「
激

義
上

振

折

の
定

義

と

い

ふ
も

の

で
あ

る
」

(
14
頁

傍
点
原
文

の
ま
ま

以
下

『
本
化
掻
折
論
』
よ
り
の
引
用

に
関
し
て
は
同
様
)
。

「与

　
　

　

　
　

　

　
　

ヤ

奪

途

ヲ
殊

ニ
ス

ト
錐

モ
倶

二
利

益

セ

シ

ム
」

の

で
あ

る

か
ら

、　

「
摂

」

と

「
折

」

を
適

宜

使

い
分

け

れ

ば

い

い
、

と

い
う

よ

う

な

意

味

(
で
引

用

し

て
あ

る

の
)

で

は
決

し

て
な

い
。
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

`

　

結

論

へ
飛

ぼ

う

。

十

四
番

目

の

「
如

説

修

行

抄

」

の
文

は
、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　セ
　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　サロ

如

説
修

行

抄

　

凡

ソ
仏
法

ヲ
修

行

セ

ソ
者

ハ
摂

伏

二
門

ヲ
知

ル
ベ

キ
也

　

一
切

ノ
経

論

此

ニ
ヲ

出
デ

ズ
　

サ

レ
バ

国
中

ノ
諸

学

者

等
仏

法

ヲ

ア

ラ

ア

ず
　　　
　　
　　　
　　
　　
　　　
　　
　　
　　　
　　
　　　
　　
　　
　　　
　　
　　　
　　
　　
　　　
　　
　　
　　　
　　
　　
　　

ラ
学

ス
ト

イ

ヘ
ド

モ
時

刻

相
応

ノ
道

ヲ
知

ラ
ズ
　

四
節

四

季

ト

リ
ド

リ

ニ
替

レ
リ

　
夏

ハ
熱

ク
冬

ハ
ッ

メ
タ

ク
春

ハ
花

サ

キ
秋

ハ
果

ナ

ル
　

春

ハ
種

子

ヲ
下

シ
テ
秋

ハ
果

ヲ
取

ル
ベ

シ
　

秋

種

子

ヲ

下

シ

テ
春

果

ヲ
取

ン

ニ
豊

二
取

ラ

ル
ベ

ケ

ン

ヤ
　

極

寒

ノ
時

厚

キ
衣

ハ
用

也

　

極

熱

ノ
夏

ハ
ナ

ニ
カ

セ

ン

涼

風

ハ
夏

ノ
用

也

冬

ハ
ナ

ニ
カ

セ

ン

仏

法

モ

マ
タ
是

ノ
如

シ

小
乗

流

布

シ

テ
得

益

ア

ル
ベ

キ
時

モ

ア
リ

権

大

乗

流

布

シ
テ
得

益

ア

ル
ベ

キ
時

モ
ア

リ
　

実

教

流

布

シ

テ
仏

果

ヲ
得

ベ

キ
時

モ

ア
リ
　

然

ル

ニ
正

像

二

千
年

ハ
小

乗

権

大
乗

流

布

ノ
時

也
　

末

法

ノ
始

ノ
五

百
年

ニ
ハ
純

円

一
実

ノ
法

華

経

広

宜
流

布

ノ
時

也
　

此

時

ハ
闘

謬

堅

固

白
法

隠

没

ノ
時

ト
定

メ
テ
権

実

雑

乱

ノ
瑚
也

　

敵

ア

ル
時

ハ
刀
杖

弓

箭

ヲ
持

ス
ベ

シ
　

敵

ナ
キ
時

ハ
弓

箭

兵

杖

ナ

ニ
カ

セ

ン
　

今

ノ
時

ハ
権

教

即

チ
実

教

ノ
敵

ト
成

ル
也

　

一
乗

流

布

ノ
時

代

権

教

ア

リ
テ
敵

ト

ナ

リ

マ
ギ

ラ

ハ
シ
ク
バ

実
教

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
セ

ヨ
リ
之

ヲ
責

ム
ベ

シ
　

コ

レ
ヲ
摂

伏

二
門

ノ
中

ニ

ハ
法
華

折

伏

ト
申

ス
也
　

天

台

云
法

華

折
伏

破

権

門

理

ト

マ

コ
+

二
故

ア

ル
哉

然

ル

ニ
摂

受

タ
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ル
四
安
楽

ノ
修
行

ヲ
今

ノ
時
行
ズ

ル
ナ
ラ
バ
冬
種
子
ヲ
下
シ
テ
春
果

ヲ
求

ム
ル
者

ニ
ア
ラ
ズ
ヤ
　

鶏

ノ
暁

二
鳴

ク

ハ
用
也
　
宵

二
鳴

ク

ハ
物
化
也

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
す

　
　

権
実
雑
乱

ノ
時
法
華
経

ノ
御
敵

ヲ
責

メ
ズ

山
林

二
閉
籠
リ
摂
受

ヲ
修
行

セ
ソ

バ
豊

二
法
華
経
修
行

ノ
時

ヲ
失

フ
ベ
キ
物
化

ニ
ア
ラ
ズ
ヤ

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
(
三
五
〇
頁
)

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

ぜ
ん
へん
し
や
く
ぷ
く
り
ふ
ぎ
や
う
　
　
せ
ん
せ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ま
ツ
ほ
ふ
　
　
　
し
や
く
ぷ
く
ぎ
や
う

で
あ

る
が

、

田
中

智

学

に
よ

れ
ば

、

「
如

説

修

行

抄

」

は

「
全

篇

折

伏

立

行

の
專

讃

で
あ

」

(
41
頁
)
り

「
末

法

に

は
折

伏

行

が

　
　

　

　
　

　

　
　

　

む
ね
　
　め
い
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　こ
　
め
う
は
ん

如

説

修

行

で
あ

る
と

の
旨

を

明

示

さ

れ

た
」
　

「
御

妙

剣
」

(
同
)

で
あ

る
。

次

の
十

五
番

目

の
文

句

、

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

ず

　
　

開
目
抄

設

ヒ
山
林

ニ
マ
ジ

ハ
ッ
テ

一
念

三
千

ノ
観

ヲ

コ
ラ
ス
ト

モ
空
閑

ニ
シ
テ
三
密

ノ
油

ヲ

コ
ボ
サ
ズ

ト

モ
時
機

ヲ
知

ラ
ズ
摂
伏

ノ
ニ
門
ヲ
ワ
キ

　
　

マ
ヘ
ズ
バ
イ
ヵ
デ

カ
生
死

ヲ
離

ル
ベ
キ
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
(
三
五
〇
頁
)

　
　

　

あ
だ
　
　
　
こ
の
に
よ
せ
つ
し
ゆ
ぎ
や
う
せ
う
　
　
　ご
ん
じ
つ
ざ
う
ら
ん
　
　と
き
ほ
　
け
き
や
う
　
　お
ん
て
き
　
　せ
　
　
　
　
さ
ん
り
ん
　
　
と
ぢ
ζ
も
　
　
ぜ
ふ
じ
ゆ
　
　
し
ゆ
ぎ
や
う
　
　
　
　
あ

は
、　

「宛

か

も
此

如

説

修

著

抄

の

『
権

實

雑

齪

の
時

法

華

経

の
御

激

を

責

め

ず

山

林

に
閉

籠

り
振

受

を
修

行

せ

ん

は
豊

に
法

華

経

修

行

,　
　
　
　
　
　
　

も
ツ
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　だ
う
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
讐
　
　
　
　
　

さ
う
し
や
く

の
時
を
失
ふ
物
怪
に
あ
ら
ず
や
』
と
あ
る
の
と
同
意
で
あ

ッ
て
、
但
そ
れ
を
総
繹
し
た
の
で
あ
る
」
　
(44
頁
)
。

　
　
　
　
　
　

そ
は
ん
　
ほ
んり
ゃう
　
　て
ツた
うて
つぴ

ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ

　

要
す
る
に

「祀
剣
の
本
領
は
、
徹
頭
徹
尾
折
伏
圭
義

の
獲
揚
で
あ
る
」

(35
頁
)。
賢
治
は
勿
論
そ
の
趣
旨
を
領
解
し
た
の
で
、
次
の

十

六
番
目
の
.
「聖
愚
問
答
抄
」
よ
り
の
引
用
文
の
筆
写
に
あ
た

っ
て
は
、
田
中
智
学
が
二
十
二
行
も
の
長
文
の
引
用
を
な
し
て
い
る
に

も

か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
大
部
分
を
省
略
し
て
、
結
論
部
分
と
思
し
き
箇
所
し
か
写
し
て
い
な
い
。
賢
治
が
書
き
抜

い
た
文
は
、

聖
愚
問
答
抄
　
摂
受

ノ
行

ハ
此
国

二
法
華

一
純

二
弘

リ
テ
邪
法
邪
師

一
人

モ
ナ
シ
ト
イ

ハ
ン
　
此
時

ハ
山
林

二
交

テ
観
法

ヲ
修

シ
五
種
六
種
乃
至
十

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　

セ
　る　

種
等

ヲ
行
ズ
ベ
キ
也
　
折
伏

ノ
時

バ
カ
ク
ノ
如

ク
ナ
ラ
ズ
　

経
教

ノ
オ
テ
モ
蘭
菊

二
諸
宗

ノ
オ
ギ

ロ
誉

ヲ
檀

ニ
シ
邪
正
肩
ヲ
並

べ
大
小
先

ヲ
争

ハ
ソ

時

ハ
万
事

ヲ
欄

テ
諺
法

ヲ
責

ム
ベ

シ
　

是

レ
折
伏

ノ
修
行
也
…
…

只
折
伏

ヲ
行

ジ
テ
カ

ア
ラ
バ
威
勢

ヲ
以
テ
諺
法
ヲ
ク
ダ

キ
又
法
門
ヲ
以

テ
モ
邪
義
ヲ
責

ヨ
ト
也
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
(
三
五
〇
頁
)
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宮澤賢治 「カイ ロ団長」小論

で
あ

る
が

、

こ

の
前

に
、

ソ
モ
ソ
　
ゾ
ツ
ホ
フ
　
　
グ
　
ヅ
ウ
　
　
グ
ソ
ジ
ヤ
ウ
　
リ
　
ヤ
ク
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ　
　
　
ケ
ゥ
キ
　
ジ
　
コ
ク
ヶ
ウ
ポ
ラ
ル
　
フ
　
　
　ゼ
ソ
ゴ
　
　
　
ワ
キ
マ
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
リ
　
　
ユ
　
ヱ
　
　
　
ト
キ
　
　
セ
ウ
ゾ
ウ
リ
ツ
　
　
　
　
　

ホ
フ
　
ダ

イ
セ
ウ
ジ
ヤ
ウ

抑

モ
佛

法

ヲ

弘

通

シ
群

生

ヲ

利

盆

セ

ソ

ニ

ハ
、

先

ヅ

教

機

時

國

激

法

流

布

ノ
前

後

ヲ

辮

フ

ベ

キ

モ

ノ

也

、

所

以

ハ
時

二
正

鍛

末

ア

リ

、

法

二
大

小

乗

　

　

　

　

　

　

　

'　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー

　

　

　

シ
ユギ
ヤ
ウ
　
セ
ブ
シ
ヤ
ク
　
　
　
　
　セ
フ
ジ
ュ
　
　
ト
キ
シ
ャ
ク
ブ
ク

ギ
ヤ
ウ
　
　
　
　
　ヒ
　
ナ
リ
　
　
シ
ヤ
ク
ブ
ク
　
ト
キ
ゼ
フ
ジ
あ
　
　よギ
ヤ
ゥ
　
　
　
　
　シ
ッ
ナ
リ
　
　
シ
カ
　
　
　
　コ
ソ
ゼ
　
　
　
セ
フ
ジ
あ
　
　
ト
キ
カ
　
シ
ヤ
ク
プ
ク
　
ト
キ
カ

ア

リ

、

修

行

二
振

折

ア

リ

、

撮

受

ノ
時

折

伏

ヲ

行

ズ

ル

モ
非

也

、

折

伏

ノ

時

掻

受

ヲ

行

ズ

ル

モ
失

也

、

然

ル

ニ
今

世

ハ
振

受

ノ
時

欺

折

伏

ノ
時

敷

、

マ　
　
　

コ
レ　
　
シ

先
ヅ
是
ヲ
知
ル
ベ
シ
、

[
工
藤
注
"
こ
こ
か
ら
賢
治
の
書
い
た
文
へ
続
く
]
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(
48
頁
)

と

い
う
文
が
あ
り
、　

「
…
…
」

は
十
五
行
分
の
省
略
を
意
味
す
る
。

場
合
に
よ

っ
て
は
、　
「『
本
化
摂
折
論
』

で
略
さ
れ
て
い
る
蔀
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(7
)

を
後
日

『
日
蓮
聖
人
御
遺
文
』

に
よ
り
補
筆
」
(『校
本
全
集
第
十
二
巻
㈲
』
五
四
三
頁
)
す
る
こ
と
も
あ

っ
た
賢
治
だ
か
ら
、
逆
に
、
省
略

し
た
と
い
う
こ
と
は
賢
治
が
必
要
な
し
と
判
断
し
た
、
言
い
換
え
れ
ば
、
大
切
な
箇
所
は
抜
き
出
し
た
文
に
尽
き

る
と
考
え
た
こ
と
を

　
　
　
　

(8
)

意
味
し
よ
う
。
次
の
十
七
番
目
の
文
、

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

　

如
説
修
行
抄
　
法
華
折
伏
破
権
門
理

ノ
金
言

ナ
レ
バ
終

二
権
教
権
門

ノ
輩

ヲ

一
人

モ
ナ
ク
責
落

シ
テ
法

王
ノ
家
人

ト
ナ
シ

(
三
五

一
頁
)

　

　
　
　

に
ん
　
　
　
　
　
せ
め
お
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　せ
い
そ
　
か
い
し
う
　
　も
く
て
き
　
　
　
　
ま
た
し
や
く
ぷ
く
　
ほ
ん
れ
う
　
　
　
　
　
　
　
　す
な
は
　
こ
の
せ
う

は
、

コ

人

も

な

く

責

落

す

!

、

そ

れ

が

、
聖

租

開
宗

の
目
的

で
(

亦

折

伏

の
本

領

で
あ

る
、

即

ち
此

抄

[
工
藤
注

"
「
聖
愚
問
答
抄
」
]

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

マ
マ　
r

　

じ
や
ほ
ふ
じ
や
し
　
ぜ
ん
め
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　だ
う
も
ん
だ
う
き
、
め
い
か
く
　
　ぎ
　
は
ん

の
邪

法

邪

師

全

滅

と

い
ふ

の
と

同

文

同
義

明

確

の
義

到

で
あ

る
」
　
(
55
頁
)
。

　

『
本

化
擾

折

論

』

の
最

終

篇

「
第

五
篇

結

論
」

の

「
第

一
章

叙

述

の
結

束

」

中

に
、

次

の
よ

う

に

「
結

論

」

が

記

さ

れ

て

い

る

。
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　
　ヘ　　ヘ　　へ　　　
よ
　　　
　　　　
　　　　
　ヘ　　ヘ　　ヘ　　へ
　　　
よ

予

は
純

然

た

る

宗

義
剣

の
根

本

材

料

に
檬

り
、

及

び

史
的

観

察

に
由

り

、
宗

門

の
正

意

と

す

る
所

の

「
折
伏

」
が

果

し

て

い
か

な

る
も

の
な

り

や
を

　

　

　

　

　

　

　

　

ひ
　
け
ん
　
　
が
いよ
う
　
　る
じ
ゆ
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひと
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ　
ヘ　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
　
　む

　

　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

研

究

し

て
、

前
來

や

Σ
卑

見

の
概
要

を
縷

述

し
た

か

ら
、

こ

」

で

一
先

づ

以

上

の
叙
述

を

ま
と

め

て
、
宗

旨

的

に
將

た

實
行

的

に
之

を

結
論

し

て
、

此

講

演

を

完

結

す

る

に
就

て
、
便

利

の
た

め
箇

條
的

に
結

案

し

て
見

る
と

・…

…

…
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[中

略

]

　

ヘ　
ヘ　
ヘ　
へ　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
む
　
　
　
　
　　
　　
　む
　
　
　
む
　
　
　む
　　
　　
　
　
　
む
　
　
　
　
　　
　
　
　　
　　
　
　
　
　
　
　

㈹

逆

諺

救

治

を

立
敏

の
起

因

と

し

た

る
本

化

の
宗

は
逆

諺

の
あ

ら

ん
限

り
折

伏

圭

義

の
自
行

化

他

を

正

意

と
爲

す

　

ヘ　
ヘ　
ヘ　
ヘ　
へ　　
　
　
　
　
　　
　　
　む

㈹

本

門

の
戒

壇

を
事

實

に
現

出
す

る
ま

で
は

逆
諺

救

治

の
方

針

な

り

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　
ヘ　
ヘ　
へ　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　

㈹
折

伏

圭

義

の
宗

門

は
道

品

行

相

す

べ

て
折

伏

的

組
織

な
ら

ざ

る

べ
か

ら
ず

　

　

　

　

ヘ　
へ　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　　
　ムリ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
ワ
　り
　　り　
　
　
ロリ　
　

白
折

伏

を

圭

義

と

し

た

る
宗

門

は
同

時

に
振

受

を

主
義

と
す

る

こ
と

を
得

ず

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　
ヘ　
ヘ　
ヘ　
ヘ
　
ヘ　
へ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

白
撮

折

廉

用

又

は
隻

用

等

雨

途

不
牧

の
難

義

は
既

に
當

家

の
大

剣

に

違

し

又
甚

だ

世

を

誤

る

邪
説

な

り

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ
　
ヘ　
　
　
　
　
ヘ　
へ　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　

園
宗

門

大

剣

折

伏

主
義

の
下

に
於

て
扶

化

及

び

内

勧

の
爲

め
行

ず

る
悉

檀

的

撮

折

は
固

よ

り
随

宜

鷹

用

を

妨
げ

ず

　

ヘ　
ヘ　
ヘ　
ヘ　
ヘ　
ヘ　
ヘ　
ヘ
　
ヘ　
ヘ　
ヘ　
ヘ　
ヘ　
ヘ
　
へ
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　　
　　
　　
　
　
　
　　
む
　
　
　
　

働

立
宗

の
綱

格

と
扶

化

内

勧

と

を

混

じ

て
妄

議

輕

断

し

た

る
多

く

の
癬

折
論

議

は
雨

な

が

ら

不
可

な

り

[後

略

]

(
獅
～

蹴
頁
)
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こ
の
よ
う
に
見
て
来
る
な
ら
ば
、　
〈摂
折
御
文
〉

の
終
わ
り
か
ら

二
番
目

「
太
田
金
吾
御
返
事
」

(
三
五
四
頁
)

の
文
1

そ
れ
は

『
本
化
据
折
論
』
の

「第
五
篇
」

「第
四
章

悉
檀
と
撮
折
」
中

に
引
か
れ
て
い
る
ー

を

「
正
し
く
」
理
解
す

る
為
に
は
、
や
は
り

 田
中
智
学
の
説
明
に
耳
を
傾
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

「悉
檀
」
の
行
意
は
隠
跡
と
い
ふ
こ
と
に
あ
る
、
蹄
挿
を

「悉
檀
的
」
に
磨
用
す
る
の
は
、
塾
幽
ゆ
働
瀞
ゆ
無
伽
掴
ゆ
飽
麺
加
凶
伽
池
、
加
知
即
離

艘

難

瑠

駕

池
袈

・
面
翻

齢

」
ゆ
軸
認

嘉

郵

蜘
鶉

飛

罫

農

魏

池
呂
沸b認
妻

捻

い
場
合
に
限
り
て
・
即

　

　

　

　

　

む

　

　部

の
悉
檀
的
磨
用
を
否
認
し
な
い
の
で
あ
る
、
そ
れ
が

「
悉
檀
的
撮
折
」
と

い
ふ

の
で
、
即
ち

「
宗
旨
的
掻
折
」
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　へ

「
超
悉
檀

の
掻
折
」

は
、

法
華
経
を
説
き
授
け
る
上
に
於

て
、

そ
の
本
能
か
ら
出
た
、
根
底
的
獲
動
で
あ

る
か
ら
、
即
ち
宗
旨
的
撮
折
で
あ

ツ
て
、

　
　
　
　
　
　

ヘ　　ヘ　　ヘ　　へ

聖
租
は
其
内

の
折
伏

の
方

を
お
用
ゐ
に
な
ツ
た
の
だ
か
ら
、
之

を

『
超
悉
檀

の
折
伏
』
と

い
ふ

の
だ
。

知
浄

⑳

「
O
O

正
化
」

ゆ
愈
樽
帥
ゆ
加

凶
、　

「蜘
他

」
悌
癖
魯
脚
寧
伽

准
、　

「
立
宗
門
」
、　

「
正
行
門
」
は
慧
悉
椿
蜥
で
、

っ
働
誠
門
」

「
助
行
門
」

は
悉

ヘ
　
　
へ

檀
的
で
あ
る
の
だ
。



　
予
ガ
法
門

ハ
四
悉
檀

ヲ
心

二
懸

テ
申

ナ
レ
バ
張

チ

ニ
成
佛

必
理

コ
違

ハ
ザ

レ
バ
且

ク
世
間
普
通

/
義

ヲ
用

フ
ベ
キ
敷

(
太
田
金
吾
御
返
事
)

の
御
文
に
ょ
ツ
て

「
悉
檀
正
意
」
を
圭
張
し
よ
う

と
し
た
も

の
が
あ
る
、
以
て
の
外
の
謬
見
で
あ
る
。
こ
れ
は
立
宗
門
以
外
に
於
て
の
扶
化
談
で
、

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　ヘ

　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

太
田
左
金
吾
が
五
十
七
歳

の
厄
年

に
就

て
、
慰

安
の
爲

め
、
金
吾
が
木
性
な
れ
ば
と
て
、
春
夏

の
間

は
何
事
も
な
か
る
べ
し
と
、　
『
至
門
性
経
』
を

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

ム
　
ム
　
ム　
　
　
　

引

て
、
五
行
生
剋

の
説
を
畢
げ
ら
れ
た
淺
近

の
談

理
を
會
通
す
る
た
め
に
、
此

『
四
悉
檀
を
心
に
懸

て
』

の
御
自
剣
が
あ

ツ
た

の
で
、
明

か
に

「
世

界
悉
檀
」
の
方
便
扶
化
で
あ
る
、
即
ち
宗
胃
教
義
の
談
道
で
な
い
謹
擦
で
あ
る
、
宗
旨
的
折
倹
の
用
否
ば
成
佛
不
成
佛
の
關
す
る
所
で
、
世
間
普
通

の
義
で
捌
ぐ
べ
ぎ
む
の
で
な
い
。

(
窺
～

鵬
頁
)

　
先
に
問
題
と
し
た

一
番
最
後
の

「上
宮
勝
豊
義
疏
」

の
文
は
同

「第
五
章

實
行
的
折
伏
」
の
内
の

「國
家
的
實

行
」
に
関
連
し
て

引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
田
中
智
学
の
解
釈
は
、
我

々
が
普
通
字
義
通
り
受
取
る
で
あ
ろ
う
意
味
と
は
か
け
離
れ
た
、
我
田
引
水
的
と
も

思
え
る
特
異
な
も
の
で
あ
る
。

宮 澤賢治 「カイロ団長J小 論

　

　

　

　

　

、　
、　
、　
　
　
　
◎
　
◎
　
◎
◎
　
◎
　
◎
　
◎
　
◎
　
◎　
◎　
◎
　
◎
　
◎
　
◎
　
◎　
◎
　
◎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ち
く
れ

本

地

開
顯

の
國

家

観

は

、

三
災

四
劫

の
外

の
常

寂

光

土

的

國

家

の
謂

で
、

國

と

國

と

の
孚

ひ
や

人

の
人

と

の
孚

ひ

で

な
く

、

即

ち

パ

ソ
や
土

塊

の
孚

で
な
く
・
喪

聖

窯

・
静
慕

郵

窒

・
糞

愉
8
伽
鞭

ル
錨

護

駿

・
窪

加
砦

鑑

盆

伽
釦
か
腔

奉

灘

委

豊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　　

す
る

の
で
あ

る
、
少

く
も
敷
世
紀
を
先
見

し
た
推
究
的
合
理
的
豫
言

で
あ
る
。

ム

ム

ム

ム

ム

ム

ム

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ム

ム

ム

ム

　

　

　

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

理

論

の
最

極
進

歩

は

「事

功

」

で
あ

る

、
妙

宗

の
事

功

圭

義

は

即

ち
煩

悩

的
事

功

(
功

利

圭

義

)

を
訂

破

し

て
、

強
菩

提

力

の
事
功

を
建

立
す

る

の

で
あ

る

・　

「
折

伏

圭

義

」

の
命

ず

る
所

は
・

此

理
想

境

に
進

行

す

べ
く

幕

然

遙

往

す

る

の

で
あ

る

・

「
郭

㈱

勢

加

」

を
以

て
無

卦

伽
漣

か

と
す

る

こ

　

　

　

む
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　　

と

は
、

折

伏
門

の
固

有
義

趣

で
あ

る
、　

『
勝
覧

義
疏

』

に
経

の
撮

折

二
門

の

「
得

力

」

を

繹

し
て

、
振

受

を

『
道

力

』

と

い

ひ
、

折

伏

を

『
勢

力

』

と

い

ツ
て
あ

る

　

ヘ　
ヘ　
ヘ
　
ヘ　
ヘ　
へ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　　
　
　
　
　
　
　む
　　

　

我

力

ヲ
得

ソ
時

ト

ハ
、

カ

ニ
ニ
種

ア

リ
、

一

ニ
ハ
勢

力

、

ニ

ニ
ハ
道

力

ナ
リ

、
若

シ
善

ヲ
行

ゼ

ザ

レ
バ

即

チ
諸

道
皆

閉

ヅ
、、
生

死

二
流

輔

シ
六

趣

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ムり　
　　　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ　
へ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ　
ヘ

　

ニ
遷

移

ス
、

ユ

ヱ

ニ
大

士

彼

々
ノ
虜

二
於

テ
、
皆

此

人

ヲ
見

、
重

悪

ニ

ハ
即

チ
勢

力

ヲ
以

テ
折

伏

シ
、

輕

悪

ニ

ハ
道
力

ヲ
以

テ
撮

受

ス

　

　

　

　

　

ム　　ム　　ム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　へ

『
勢

力

』

即

ち

事
功

力

が

道

力

よ

り
も

優

ツ
て
居

る

之

い

ふ̀

こ
と

が

、

此

活

繹

で
わ

か

る

だ
ら

う

、

聖
徳

皇

太

子

が

事
功

的

に
佛

法

を
扶

植

す

べ
警
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端
を
啓
い
た
の
は
、
此
大
見
識
を
蓄

へ
て
居
ら
れ
た
か
ら
で
あ

る
。

(
川
頁
)

　
す
る
と
、
前
章
で
示
し
た
「
一
応
」
の
解
釈
が
果
し
て
正
し
い
の
か
ど
う
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
て
く
る
。
な
ぜ
な
ら

「歯
折
伏
を

ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

主

義

と

し

た

る
宗

門

は
同

時

に
撮

受

を

主

義

と

す

る

こ
と

を
得

ず

」
　

「
歯
攝

折

兼

用

又

は
隻

用

等

両

途

不
牧

の
雑

義

は
既

に
當

家

の
大

　
　

　
　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　
ム
　
ム

剣

に
違

し

又

甚

だ

世

を

誤

る
邪

説

」

で
あ

り

、　

「
上

宮

勝

髪

義

銃

」

の
文

句

さ

え

も

、　

「
『
勢

力

』

即

ち
事

功

力

が

道

力

よ

り

も

優

ツ

て
居

る
と

い

ふ

こ
と

」

を

汲

み

取

る
べ

き

「活

繹

」

と

の
み

理
解

し

な

け

れ
ば

な

ら

ぬ
も

の
で
あ

る

か

ら

だ
。

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

ヘ　
ヘ　
ヘ　
ヘ　
ヘ　
ヘ　
ヘ　
へ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

『
本

化
擾

折

論

』

の
将

内

で
解

釈

す

る

と

す

れ
ば

ど

う

な

る

だ

ろ
う

。　

「
宗

旨

的

事

項

で
な

い
瘍

合

に
限

り

て
、

局

部

の
悉
檀

的
鷹

　用
を
否
認
し
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
が

「
悉
檀
的
攝
折
」

と
い
ふ
の
で
、
即
ち

「
宗
旨
的
攝
折
」
で
は
な
い
」
。
な
る
ほ
ど
、　

「
カ
イ

ロ
団
長
」
は
宗
旨
に
つ
い
て
云
々
す
る
内
容

で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る

「悉
檀
的
攝
折
」
に
該
当
す
る
と
形
式
論

理
上
言
え
ぬ
こ
と
は
な
い
。
だ
が
、
具
体
的
に

「宗
旨
的
攝

折
」
を
描
い
た
作
品
と

「悉
檀
的
攝
折
」
を
描
い
た
作
品
と
が
画
然
と
並

存
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
か
ろ
う
状
況

に
鑑
み
れ
ば
、
こ
う
分
類
す
る
こ
と
に
さ
ほ
ど
意
味
が
あ
る
と
も
思
え
な

い
。

　
団
長
の
悔
悟
に
つ
い
て
は
次

の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

田
中
智
学
は

「
折
伏
主
義
の
主
張
者
實
行
者
」

(「本
化
攝
折
論

序
言
」)
で
あ
る
が
、
教
理
上

・
実
行
上

「摂
受
」
と
い
う
こ
と
が
終
対
無
い
わ
け
で
は
な
い
。

一
つ
は
先
に
述
べ
た

「悉
檀
的
攝
折
」

の
場
合
。
も
う

一
つ
i

先
に

「
聖
愚
問
答
抄
」

の
文
を
取
り
上
げ
た
が
、
こ
れ
に
田
中
智
学
は
次
の
よ
う
な
説
明
を
加
え
て
い
る
。

　

　

さ
　
　
　
　
　
　
も
ん
だ
う
せ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
み
　
　も
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ゆ
ん
　
ひろ

　

　

扱

て

こ

の
問

答

抄

に

、　

『
邪

法

邪

師

一
人

も

な

か
ら

ん

時

は
撮

受

を

行

ぜ

よ
』

と

あ

る

の
は
、

上

の
文

に

『
法

華

一
純

に

弘

ま

り

て
』

と

あ

る

か

　

　

　

　

か
う
せ
ん
る
　
ふ
　
　
　せ
い
か
う
　
　
　
　あ
か
つ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　え
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぎ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　あ
き
ら
　
　
　か
う
ふ　
い
　
ご
　
　
　
　
　
　
　
　ゆ
る

　

　

ら

、
廣

宣
流

布

を
成

功

し

た

曉

に

は
、

折

伏

の
要

を

見

な

い

か
ら

振

受

を
行

ず

る

と

い
ふ
義

に
な

ツ
て

、

こ

れ

は
明

か

に
廣

布

以

後

の
振

受

を
許

　

　

　

　

　

　

こ
のも
ん
　
　
さ
ん
か
う
　
　
　
　か
いも
く
せ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
はゆ
る
ヘ　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ　
　
　
　
ま
さ

　

　

し
た

の

で
、

此

文

を
参

考

し

て
開

目
抄

の

『
末

法

に
撮

受

折

伏

あ

る

べ

し
』

を

解

す

る

と
、

そ

の
所

謂
末

法

の
振

受

と

は

正

し
く

廣

布

以
後

の
振

受

　

　

　

さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
た
ほん
げ

し
ゆ
つ
げ
ん
い
ぜ
ん
　
　
　
　えう
ぼ
ふみ
　
け
ん
　
　と
き
　
　
　
　
　
　
　
ま
ツ
ぼ
ふ
　
　い
　
　
　
　
　
　
や
く
　
　
　
　ね
ん
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ　
へ　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
　
　
さ

　

　

を
指

し
た

の
に

な

る
、

又

本

化

出
現

以
前

は
、

要

法
未

顯

の
時

だ

か

ら
、

末

法

に
入

ツ
て
も

約

二
百

年

は
振

受

の
領

分

が
あ

る
、

之

を

指

し

て
末

法

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ざ
う
ほ
ふ
　
　
ざ
ん
き
　
　
　た
い　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ
んし
やく
こ
せ
ふ　
　
　
　
ぜ
ん
せ
ふ
ごし
やく

　

　

の
蹟

受

と

日

ふ

と
す

れ

ば

、

こ

れ

は
像

法

の
残
機

に
封

し
た

振

受

と

い

ふ

こ
と

に

な

る
、　

「
前

折

後
振

」
、　

「
前

撮

後

折

」

い
つ

れ

に
し

て
も

末

法
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宮澤賢治 「カイロ団長」小論

　

　

　

　

　

　

　

　

リ
　
　
　
　　
　
　
　　
　
　
　
　　
　
　
　　
　
　
　
　　
　
　へ　
も
　
ヘ　
へ
　　
　
　
　
　　
　
　
　
　だ
う
じ
　
　
　　
　
　
　
なら
　
　
　
　
　　
　
　
　　
　
　
　
　　
　
　
　　
　
　な

に
撮

折

の
二

つ
が

あ

る

理

に
な

る
、
け

れ
ど

も

夫

れ

は
異

時

異

在

で
あ

ツ
て
、

同

時

に

二

つ
並

べ

て
あ

る

と

い

ふ

の

で

は
無

い
、

更

に
、

　
54

t
55

頁
v

ロ

後
略
u

　

　

き

ゑ
ん
　
　
　
　
　
す
で
　
け
う
　
か
う
む
　
　う
へ
　
　

し
た
が
　
　
　
　
さ
か
ら
　
　
　
　
　

く

べ
つ
　
わ
か
　
　
　
　
　
　
　
　

じ
ゆ
ん
ゑ
ん
　
　
　
ぎ
や
く
ゑ
ん
　
　
　
　
す
な
は
　
　

　
　

　

　

　

「機

縁
」

と

は
、

既

に
敏

を
蒙

ツ
た

上

で
、

順

う

も

の
と
逆

う

も

の
と

の
匿

別

が

分

れ

る

、

そ
れ

が

「
順

縁

」

と

「
逆

縁

」

と

で
、

即

ち

機

の
後

天

　

　

鯉

伊
疑

と

い

ふ
や

う

な
講

で
あ

る
、

「
順

縁

」

は
融

麿

の
弟

子

機

罪

を
謝

ひ
、

「
逆

縁

」

は

「醗

粥

げ

す

べ
て
」
、

麗

し

て

は
郎

競

麟

の
贈

鷹
融

都

を

　

　

い　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ　
め
う
は
ん

　

　

謂

ふ

の

で
あ

る

、

御
妙

剣

に

　

　

　

　

ヱソ
プ
ダ
イ
ミ
ナ
ハ
ウポ
フ
　
　
　
　
　
ヲ
ハリ
　
　
　ギ
ヤ
ク
ヱ
ソ
　タ
メ
　
　
　
　タ
ぜ
メ
ウ
ホ
フ
レ
ソゲ
キ
ヤウ
　
　
　
　ジ
　
　
　カ
ギ
　
　ノ
ミ
　
　レ
イ
　
　
　
　フ
　
ケ
ウ
ボ
ソ
　
　
ゴ
ト
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　ハリ
　ハリ
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

　

　

　

一
閻

浮

提

皆

諺

法

ト

ナ

リ
畢

ヌ
、

逆
縁

ノ
爲

ニ

ハ
但
妙

法

蓮

華

経

ノ
五
字

二
限

ル
耳

、

例

セ
バ

不

輕

品

ノ
如

シ
、

我

ガ
門

弟

ハ
順
縁

ナ

リ
日

本

國

　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

ハ
逆
縁

ナ

リ

(
法
華

取

要

抄

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

〔其

一
〕
…

…
:
順

縁

(
振

ノ
複

)
　

《
門

弟
》

　

　

「
順
縁

」

と

は
、

一
た

び
撚

憐

搬

鋸

を
襟

卿

て
、

徹

儂

臨

徳

し

た
も

の
を

い
ふ

の
で
、

艦

に
農

灘

を
華

蝉

せ

る
撚

・

折

伏

の
粥

露

は
鮮

い

か
ら

・

櫻

　

　

こん
てう
や
う
　
　
　
　
　
　ヘ　
ヘ　
ヘ　
ヘ　
ヘ
　
へ
　
　
も
ち
　
　
　
せ
う
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　し
か
　
　
　
　
　
た
い
てん
　
　せ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
あ
ひ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
わ
ん
け
い
は
な
は

　

　

根

調
養

の
爲

め
封

機
的

の
撮

受

を

用

ゐ

て
將

護

す

る

の
で

あ

る
、

然

れ

ど

も

退
轄

を
制

す

る

に
は
折

伏

す

る
瘍

合

も

あ

ツ

て
、

振

折

の

關

係

甚

だ

　
　
搬
鮨
で
あ
る
が
・
椰
擦
し
て
い
へ
ば
・
分
挿
後
蜘

(鰯
澱
献
は
挿
・
醗
饗

は
跡
)
細
跡
跡
抑

(総
じ
て
は
蜘
の
殿
な
れ
ど
も
畦
と
し
て
は
挿
伽
す

　
　

る
塚
留

も
あ

る
)
、
級
蜘
梅

扮

(畿

の
球
で
計

へ
ば
蜘
・

欝
概

の
R

か
ら
計

へ
ば
廃
錦
艦
稽
さ

せ
る
娚
鋸
・

又

は
遽
轍

を
隣
ぐ
必
要
な
ど
あ

り
て
挿

　
　
　

も
ち
　
　
　
　
と
う
　
　ふ
ん
べ
つ　
　そ
ん
　
　
　
ゐ

　
　

を
用
ふ
)
、
等

の
分
別
を
存
し
て
居
る
、　

[後
略
]
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

(
η
～

73
頁
)

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　

ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
　
き
じ
ゆ
ん

引

か
れ

て

い

る

「
法

華

取

要

抄

」

の
文

は
、

賢

治

が

〈
摂

折
御

文
〉

に
書

き
抜

い
た

文

で
あ

っ
た
。

右

の
文

中

の

「
先

折

後

振

(
蹄

順

ぜ
ん
　
　
　　
　
　
き
じ
ゆ
ん
ご
　
　
　
　

 前

は
折
、
蹄
順
後
は
撮
)」
と
い
う
の
が
、
団
長
の
悔
悟
の
次
第

に
あ
て
は
ま
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

以
上
、　

『本
化
撮
折
論
』
に
即
し
て
細
か
い
詮
索
を
試
み
た
。
し
か
し
、
繰
り
返
せ
ば
、
田
中
智
学
は

「
折
伏

主
義
の
主
張
者
實
行

者
」

で
あ
り
、

田
中
智
学
が
賢
治
に
教
え
た
こ
と
は
、　

「今
は
摂
受
を
行
ず
る
と
き
で
は
な
く
折
伏
を
行
ず
る
と
き
だ
」

(大
正
七
年
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「
〔
三
月
十
四
泪
前
後
〕
」
保

阪
嘉
丙
宛
書
簡
翫
49

〔『
校
本
全
集
第
+
三
巻
』
〈
昭
49

.
12

.
20
>
五
三
頁
)
)
と

い
5

こ
と

で
あ

る

筈

で
あ

り

、

「
上

宮

勝

　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
ム　
ム　
ム

覧

義

銃

」

の
文

は
、

あ
く

ま

で

「
『
勢

力

』

即

ち
事

功

力

が
道

力

よ

り
も

優

ッ
て
居

る

と

い

ふ

こ

と
」

の
証

拠

と

し

て
挙

げ

ら
れ

て

い

る

に
過

ぎ

な

い

の

で
あ

る

か
ら

、

イ

レ
ギ

ュ
ラ

ー

な

「
摂

受

」

の
ヶ

ー

ス
を
、

し

か
も

ク

ラ

イ

マ

ッ
ク

ス
の
位

置

に
持

っ
て
き

て
作

品

に
描

く

と

い
う

点

に
、

解

し
兼

ね

る
も

の
を
感

じ

る

の

で
あ

る
。

何

よ

り

も
、

前

章

で
述

べ

た
、

作

品
が

「
義

疏

」

の
字

義

通

り

の
解

釈

に
ピ

タ

リ
あ

て

は
ま

っ
て

い
る

と

い
う
感

じ

を

捨

て

る

こ

と
が

で
き

な

い
。

四

さ
び
し
さ
の
意
味

　

賢

治

は
田
中

智

学

の

「
折
伏

主

義
」

を

十
分

承
知

し

て

い

た

し
、

実

践

も

怠

っ
た
訳

で

は
な

い
。

森

荘

已
池

『
野

の
教

師

　
宮
沢
賢

治
』
(
昭
35

.
11

.
28
　
普
通
社
。

の
ち

『
宮
沢
賢
治

の
肖
像
』

〔昭
49

.
10

.
30
初
版
未
見

昭
52

.
5

.
⑳
第
四
刷
所
見
〕
収
)

二
五

〇

～

二
五

一
頁

に

次

の
よ

う

に
出

て

い

る
。

　
　
　

賢
治

の
妹
岩
田
し
げ

は
、
賢
治
就
職

の
こ
ろ
の
こ
と
に

つ
い
て
次

の
よ
う
に
話
し

て
い
る
。

　
　
　
[中
略
一

　
　
　

兄
は
、
父
と
は
人
生

の
根
本
ま
で

つ
き

つ
め
て
論

じ
、
父

の
真
宗

の
信
抑

の
無
気
力

を
激

し
く
非
難
し
、
ま
た
父

の
い
う
世
俗
的
な
成
功
、
地
位

　
　

と

か
財
産
と
か
を
否
定

し
、
毎

日
毎

日
、
あ
ん
ま
り
ひ
ど
く
争
う

の
で
、
母
を

は
じ
め
み
ん
な

で
心
配

し
ま
し
た
。
ほ
か
の
親
子
も
、
親

子
と
い
う

　
　

も

の
ば
、

こ
ん
な
に
争
う
も
の
か
と
思
.っ
た
り
し
ま
し
た
。　

[後
略
]

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　

ヘ　　へ

　

又

、

關

登

久

也

『
宮

澤

賢

治

素

描

』

(
昭
18

・
9

・
20

[注

"
「九
月
二
+
日
印
刷
」
と
奥
付
け
に
あ
る
の
を

「発
行
」
の
間
違
い
と
判
断
し
た
]
　

協

榮

出
版
肚
)

二
七

～

三
〇

・
三

三
～

三

四
頁

、

同

〈
異

版

〉

(
昭
22

.
3

.
5

眞

日
本
肚
)

六

三
～

六
八

頁

(多
少
字
句

の
異
同
が
あ

ゐ
)

に

は
、　

「
嚴

父

政

次
郎

氏

の
親

友

で
あ

り

、
眞

宗

の
信

者

[
中

略

]

其
あ

頃

の
花

巻

佛

激

會

め

第

一
一人
者

駄

阿
部

晃

、　

「
先

・租

か

ら

の
眞
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宮澤賢治 「カイ ロ団長」小論

宗

の
信
者
」

「私
の
友
人
光
田
紅
芳
」、

「
法
華
経
が
佛
教

の
首
位
で
あ
る
こ
と
は
充
分
に
承
知
し
て
ゐ
な
が
ら
、
自
ら
の
地
位
を
守
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ママ　　
マ
マ

た
め
が
、
或

は
そ
の
他
の
理
由
か
ら
し
て
改
宗
は
勿
論
出
來
ず
、
有
郁
無
郁

[工
藤
注

"
〈異
版
〉
で
は

「
耶
」
と
正
し
く
印
刷
さ
れ
て
い
る
]

の
態
度
で
」
あ

っ
た

「名
聲

の
高

い
」　
「佛
教
會
の
第

一
人
者
」
岡
本
大
輪
等
を
相
手
に

「法
輪
」
を
戦
わ
せ
た

こ
と
が
記
さ
れ
て
い

る

(尤
竜
光
田
紅
芳
に̀
対
t
て
の
そ
れ
は

「
こ
れ
は
法
論
と
倣
云
へ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
先
づ
そ
れ
に
類
し
た
事
の
一
つ
の
恩
出
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
断

り
書
き
が
付
い
て
い
る
が
)。

　

し
か
し
、　
「尤
も
か
う
い
ふ
折
伏
的
態
度
を
と

つ
た
の
は
ず
つ
と
若
い
頃
で
晩
年
は
自
ら
を
謹
し
む
と
い
ふ
態
度

を
こ
そ
と
れ
、
他

を
言
ふ
や
う
な
こ
と
は
絶
樹

に
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
」　
(
關
登
久
也
前
掲
書
三
一二～
三
四
頁
。

〈異
版
〉
六
七
頁
で
は

「若
い
頃
で
ト
の
次
に
読

点
が
あ
る
)ρ
森
山

一
(『宮
澤
賢
治
の
詩
と
宗
教
』

〔昭
53
.
6
.
25

真
世
堺
社
〕
一
七
四
頁
.
二
二
八
頁
)
は
、　

「花
巻
の
町
を
、
南
無
妙
法
蓮

華
経
と
高
声
で
唱
え
な
が
ら
歩
い
た
り
、
上
野
公
園
で
ビ
ラ
を
ま
き
、
布
教
演
説
を
ぶ

っ
た
り
し
た
、
興
奮
状
態
の
若
い
賢
治
の
ま
ま

で
、

い
つ
ま
で
も

い
る
わ
け
も
な
い
。

体
験
と
年
輪
を
積
み
重
ね
る
所

に
、

思
い
を
通
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
・
「す
く
な
く
と

も
、
あ
る
程
度
の
学
識
と
自
省
力
と
智
恵

の
あ
る
者
で
あ
れ
ば
、
強
引

に
他
人

に
折
伏
を
せ
ま
る
よ
う
な
こ
と
は
、
長
く
続
け
な
い
も

の
で
あ
る
。
多
く
の
入
信
者
が
、
賢
治

の
よ
う
に
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ッ
ク
な
時
期
を
持

つ
が
、
信
仰
の
内
容
を
理
解
し
て
徐
々
に
変
化
、
回

転
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
格
別
に
驚
く
程
の
こ
と
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
そ
う
い
う
要
素
は
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う

が
、
そ
れ
だ
け
で
説
明
し
切
れ
る
だ
ろ
う
か
。
　
「興
奮
状
態

の
若

い
賢
治
」

な
る
が
故

に
、

導
か
れ
る
ま
ま
折
伏
行
に
従

っ
た
け
れ

ど
、

所
詮

「折
伏
主
義
」

は
賢
治
の
身
丈
に
合

っ
て
い
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
。
、
そ
の
こ
と
が
ど
う
し
て
分
る
か
。　
「
カ
イ
戸
団

長
」
の
中
に
そ
の
徴
愚
を
見
付
け
た
い
と
思
う
。

　
続
橋
達
雄

「賢
治
童
話
全
作
品
目
録
」
(『國
文
学

解
釈
と
教
材
の
研
究

〈臨
時
増
刊

賢
治
童
話
の
手
帖
〉』
第
31
巻
6
号

〔昭
61
・
5
.25
〕

}
六
八
.
一
六
九
頁
)
に
よ
れ
ば
、　
「
カ
イ
戸
団
長
」

の

「
お
お
よ
そ

の
成
立
時
期
`
(
お
rも
に
校
本
全
集
の
資
料

に
ょ
る
)」
は
、
「大
10

・67



ま

た

は
大

11

の
執

筆

か
L

で
あ

る
。　

(
今

こ
れ

に
従

う

と

し

て
、
)

大

正

十

年

な

ら

そ

の
前

年

の

　
　
　
　
　
　

.　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(9
)

　
　

夏
　

田
中
智

学
著

『
本
化
摂
折
論
』
及
び

『
日
蓮
上
人
御
遺
文
』
よ
り
抜
書

「
摂
折
御
文
僧
俗
御
判
」

を
編

む
。
あ
る
夜
、
関
徳
弥

の
店
頭
で
阿
部

　
　
　

晃

に
あ

い
田
中
智
学
著

『
法
華
論
叢
』

を
呈
し
、
法
論

を
行
う
。　

門後
略
]

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

(堀
尾
青
史
編

『宮
澤
賢
治
年
譜
』

〔祖

・
2

・
28
　
筑
摩
書
房
〕

一
二
三
頁
)

そ
し
て
、
国
柱
会
入
会
を
経
て
十
年

一
月
二
十
三
日
の
家
出
上
京

に
至
る
。
十
年
は
、
賢
治
の
信
仰
的
情
熱
の
絶
頂
期
、　

「
フ
ァ
ナ
テ

ィ
ッ
ク
な
時
期
」
(森
山

一
)
に
当
り
、
十

一
年
だ
と
、
前

に
引
用
し
た
岩
田
し
げ
の
記
憶
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
父
親
と
激
し
く
言
い

争

っ
た
直
後
位
で
あ
り
、

同
年
十

一
月
二
十
九
日
の
妹
ト
シ
の
葬
儀

に
際
し
て
は

「賢
治

は
宗
旨
が
ち
が
う
た
め

に
出
ず
、
」　
「
遺
骨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(10
)

は
二
つ
に
分
け
る
と
い
い
、
自
分
の
持

っ
て
き
た
丸
い
小
さ
な
錘

に
入
れ
た
」

(堀
尾
青
史
編
前
掲
書
一
四
七
・
一
四
八
頁
)。
そ
の
頃
の
賢

治
が

「
カ
イ

ロ
団
長
」
を
書
い
た

(と
推
定
さ
れ
る
)
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
中

に
、
次
の
場
面
が
あ
る
。

　
と

の
さ
ま
が

へ
る

は
又
四

へ
ん
ば

か
り
足

を
ふ
ん
ば
り
ま
L
た
が
、
お
し
ま
ひ
の
時

は
足
が
キ
ク

ッ
と
鳴

っ
て
く

に
ゃ
り
と
曲

っ
て
し
ま

ひ
ま
し

た
b

あ
ま
が

へ
る
は
思
は
ず
ど

っ
と
笑
ひ
出
し
ま
し
た
。
が
ど
う
云

ふ
わ
け
か
そ
れ

か
ら
急

に
し
い
ん
と
な

っ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
っ
そ
れ
は
そ
れ

は

し

い
ん
と
し
て
し
ま

ひ
ま
し
た
。

み
な
さ
ん
、
こ
の
時

の
さ
び
し
い
こ
と
と
云

っ
た
ら
私

は
と
て
も

口
で
云

へ
ま
せ
ん
。

み
な
さ
ん
は
お
わ
か
り

で

す

か
。
ド

ッ
と

一
諸

に
人
を
あ
ざ
け

り
笑

っ
て
そ
れ

か
ら
俄
か

に
し
い
ん
と
な

っ
た
時

の
こ
の
さ
び
し
い
こ
と

で
す
。
　

　

　

　

　

(
二
三

一
頁
)

　

続

橋

達

雄

(
〔前
出
〕

「
カ
イ

ロ
団
長

の
こ
と
な
ど
」
)

は
、

あ

ま
が

え

る
が

「
あ

ざ

笑

っ
た

あ

と

で
、

す

ぐ

反
省

す

る
資

質

に
恵

ま
れ

て

い

る

よ

う

で
あ

る
」

と
解

釈

し

て

い
る

が
、

同

趣

旨

の
内

容

を

よ

り

詳

し

く
述

べ
　
(
て

い
)

た

の
が

和

田
利

男

(『
宮
澤
賢
治

の
童
話
文

學
』

〔
昭
盟

・
4

・
20
　
不
言
肚
〕
八
〇
頁
。

〈
異
版
〉

『
宮
沢
賢
治

の
童
話
文
学
』

〔昭
25

.
9

.
10
　
西
荻
書
店
〕
八
四
頁
。　

一
部
新
旧
字
体

の
異
同
が
あ

る
。
引

用
は
初
版
よ
り
)

で
あ

っ
た

。
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か

う

い
ふ
言

葉

を
童

話

の
中

に
挿

入

し

て

ま

で
、

讃

者

に
直

接

呼

び

か
け

ず

に

ゐ
ら

れ

な

か

つ
た
賢

治

の
心

を
私

は
限

り

な

く
美

し

い
も

の
に
思

ふ
。

こ

れ

ほ
ど

眞

摯

な
反

省

と
、

人

間

性

の
弱

鮎

に
封

す

る

深

い
同

情

の

こ
も

つ
た

表

白

が
あ

る
だ

ら

う

か

。

こ

れ

は
さ

う

し

た

さ

び

し
さ

を

、
身

に
し

み

て
膿

験

し
て
來

た
者

の
み

が

知

る
歎

息

で
あ

ら
う

。

　

他

人

の
失

敗

を

よ

ろ

こ

び
、

他

人

の
不

幸

を

嘲

笑

す

る
資

格

の
あ

る

者
が

ど

こ

に
あ

ら
う

。

と

の
さ

ま

が

へ
る

の
現

在

の
み

じ

め
さ

は
、
昨

日

ま

で
あ

ま
が

へ
る

た

ち
自

身

の
負

う

て

ゐ

た
も

の

で
は

な

い

か
。

そ

し

て

、
明

日
ま

た

自

分

た

ち

の
上

に

返

つ
て
來

な

い
と

誰
が

言

へ
よ
う

。

さ
う

し

た
反

省

が

内

に
起

る

な

ら
ば

、

い

い
氣

に
な

つ

て
人

を
あ

ざ

笑

ふ
思

ひ

上
が

つ
た

自

分

の
心

に
、

冷

水

を
浴

び

な

い
者

は
な

い
筈

で
あ

る

。

だ
が

そ

の

や
う

な

反

省

と

い

ふ
も

の

は
、
我

々
凡

人

に

は

な

か

な

か
出

來

な

い
も

の
な

の
だ

。
人

間

同

士

の
悲

し

む

べ
き

侮

蔑

と
反

目

は
、

か

う

し

て

い

つ

ま

で
も

地

上

に
紹

え

る

こ
と

が

な

い

の

で
あ

ら
う

か
。

　

ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ
　　　　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　　　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ
　　ヘ　　　　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ
　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　　　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　　　　ヘ　
　ヘ　　ヘ　　へ

　
あ

ま
が

へ
る

た

ち

は
、

幸

ひ

に

し

て
、

ど

つ
と
笑

つ
た
後

に
、

し

い
ん
と

な

る

だ

け

の
反

省

を

持

ち

合

は

せ

て
ゐ

た

。

そ

こ

へ
再

び

「
王
様

の
新

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

し
い
ご
命
令
」
が
傳

へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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「
こ
れ

は
さ

う

し

た
さ

び

し
さ

を

、

身

に
し

み

て
膿
験

し

て
來

た
者

の
み

が
知

る
歎

息

で
あ

ら

う
」

を

明
察

と
思

う
。
　

「
さ

う

し

た

さ

び

し
さ

」

と

は
勿

論

「
他

人

の
失

敗

を

よ

ろ

こ
び

、

他

人

の
不
幸

を
嘲

笑

」

し

た
後

に
感

じ

る

さ
び

し

さ

の

こ

と

で
あ

る
。

賢

治

に

そ

う

い
う

「
膣

験

」

が

実

際

に
あ

っ
た

か

ど

う

か

、
伝

記
上

確

認

し

切

れ

な

い
か

ら
、

そ

れ

は
想

像

に
過

ぎ

な

い

と
言

え
ば

そ

れ

迄

だ

　
　
　

　
　
　
ヘ　
　ヘ　　ヘ　　へ

が

、

あ

っ
た
と

し

て
も

不

自

然

で

は
な

い
。

更

に
想

像

を

飛

躍

さ

せ

る

な

ら

、

こ

の
さ

び

し

さ

は
、

同

趣

の
体

験

の
影

響

か
も

知

れ

ぬ

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　

ヘ　
　ヘ　　へ

が

、

又

別

種

の
体

験

を

変

形

さ

せ

て
投

影

し

て

い
る

可
能

性

も

あ

る

の
で

は

な

い

だ

ろ

う

か
。

別

種

の
体

験

と

は
何

か
。

折

伏

体

験

で

あ

る
。

他

人

を

折

伏

せ

ん
と

す

る
時

、
　

「
さ

な

が

ら

大

な

る
鬼

神

の
ご

と

く

」
　

「
他

の
非

を

葱

り

て
数

」

(
「
〔他

の
非
を
急
り
て
数

ふ
る

と
き
は
〕
」

〔
『校
本
全
集
第
六
巻
』
〈
昭
51

.
11

.
30
>
三
四
七
頁
〕)
え

、
　

「
わ

れ

の
み

み

ち

に

た

父

し
き

と

」

(
「
〔
わ
れ

の
み
み
ち

に
た
ゴ
し
き
と
〕
」

〔『
校
本
全
集
第
五
巻
』
〈昭
49

・
6

.
15
>

一
〇
二
頁
)

信

じ
込

ん

で

他

に
接

し

て

い

っ
た

こ

と

を

後

年

賢

治

は
反
省

し

て

い
る

わ

け

だ

が

、

そ

の
反

省

の
源

は

、

ま

さ

に
折
伏

に
従

っ
て

い

た

そ

の
時

の
体

験

に
あ

っ
た

の

で

は
な

い
だ

ろ
う

か
。

強

硬

に
相

手

を

論

破

し

(
よ

う

と

69



　

　
　
　
　
　
　
　
　

ヘ　　へ

し

)

た

後

で
感

じ

る

あ

の
さ
び

し

さ

の
体

験

に
。
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大
正
七
年

「
〔三
月
十
四
日
前
後
〕
」
の
保
阪
嘉
内
宛
書
簡

の
一
部
を
先

に
引

い
た
。
そ
の
前
後
を
含
め
て
引
用
し

て
み
よ
う

(
五
三
～

五
四
頁
)。

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

ず

【
前
略

]
誠

に
私
共

は
逃

れ
て
静

に
自
己
内
界

の
摩

詞
不
思
議

な
作
用
、
又
同
じ
く
内
界

の
月
や
林

や
星

や
水
や
を
楽

し
む
事
が

で
き
た
ら
こ
ん
な

好

い
事
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
は
け
れ
ど
も
唯
今

は
行

ふ
べ
き
道
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今

は
摂
受
を
行
ず

る
と
き
で
は
な
く
折
伏
を
行
ず

る
と
き
だ

そ
う
で
す
。
け
れ
ど
も
慈
悲

心
の
な
い
折
伏

は
単

に
功
利
心

に
過
ぎ

ま
せ
ん
。
　
[後
略
]

　

「
だ
そ
う
で
す
」
迄
が

〈
折
伏
御
文
〉
に
筆
写
し
た
十
四

・
十
五

・
十
六
番
目
の

「如
説
修
行
抄
」
・
「開
目
抄
」
・
「聖
愚
問
答
抄
」

の
文
言

Ω
則
章
に
既
引
)
に
基
づ
い
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
す
ぐ
分
る
。

「け
れ
ど
も
」
以
下
は
、　
『
本
化
掻
折
論
』
二
六
九
2
二
七

〇
頁

「第
五
篇
」　
「第
七
章
　
折
伏
傳
道
の
態
度
」
中
の
次
の
よ
う
な
説
諭
の
反
映
で
で
も
あ
ろ
う
か
。

折
掛
卦
義

ゆ
弥
貌

に
就

て
は
、
や
伽
纈
脚
勲
脚

や
ゆ

ゆ
却

ゆ
勲
隷
帥

司
蜘
を
要
す

る
の
で
あ
る
、
先
づ
第

↓
に
宗
意
の
知
卸
や
が
確
定

し
て
、
信
念

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、　
、　
.　
　
　
　
　
　
　
　
O
O
O
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、　
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

O
O
O

解
了
と
も
に
如
法

で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
、
第
二
に
自

身
こ
れ
が
實
行
者

で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
、
第
三
に
辮
論
講
読
す
べ
て
意
義
明
了
に
し
て
親
切
丁

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
ム

ム

ム

　

ム

ム

ム

ム

ム

ム

ム

ム

ム

ム

ム

ム

ム

　

　

ム

ム

ム

　

ム

ム

　

ム

　

　

ム

　

ム

ム

ム

ム

寧
に
、
そ
の
態
度
叉
懇
篤
公
明
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、

一
言
に
い
へ
ば
自
我
的
排
他
心
で
は
な
ら
ぬ
、
更
ら
に
換
言
す
れ
ば
大
慈
悲
大
信
念
の
畿
動

ム
　
ム
　
ム
　
　
　
ム
　
　
　
　
　
ム

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

門中
略
]

折
掛
帥
歯
厨
に
は
、
往
々
瀞
搬
圃
晒
の
風
、
臥心脅
糧
野
の
態
が
附
い
て
廻
る
や
う
だ
、
伽
炉
脚
諏
頻
⑳
抑
拠
麹
馳
聯
や
や
伽
や

一っ
加
ゆ
雌
勲
脚
蜘
加

O
　
O
　
O
　
O
　
O
　
O
　
O
　
　
　
O
　
O
　
O
　
O
　
O
　
O
　
O
　
O
　
O
　
O
　
O
　
O
　
O
　
O
　
　
　
O
　
O
　
O
　
O
　
Q
　
O
　
O
　
O
　
O
　
O
　
O
　
O
　
O
　
O
　
O
　
O
　
O
　
O
　
　
　
O
　
O
　
O
　
O
　
O
　
O
　
O
　
O
　
O
　
O
　
O

見

る

か

ら

で
あ

る

、

畢

寛

大
慈

道

念

か

ら

出

る

の

で
無

く

、
宗

我

見

我

か

ら

獲
動

し

た
似

而

非

折
伏

だ

か
ら

、

そ

ん

な
弊

が

あ

る

の
で
あ

る
、

中

に

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　へ

は

「
折
伏

ず

き

」

な

ど

い
ふ

の
類

も

あ

る

、
此

等

の
徒

に
誤

ら

れ

て
　

聖

租

の
洪

業

に
累

を

及
ぼ

し

た

の

は
、

い
か

ん
と

も

残

念

で
あ

る
、

予

は
常

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　　
　
　
　
　
　
　
　　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
予

が
門

人

に
之

を

規
戒

し

て
居

る

、

勘

く
と

も

予

が

言

論

壇

上

に
立

て
る

態
度

の
如

く

な

れ

と

誠

め

て
居

る

の
だ

、
大

な

る

折

伏

圭
義

は
大

な

る
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寛
容
ど
謙
下
ど
詣
か
磁
す
る
の
で
あ
る
。

　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　

ヘ　
　へ

　

い
ず

れ

に
せ

よ

、

注
意

し

な

け

れ
ば

な

ら

な

い

の

は
、

賢

治

が

「
今

は
摂

受

を

行

ず

る
と

き

で

は
な

く

折

伏

を

行

ず

る

と

き

だ

そ

う

ヘ　
　
へ

で
す
」
と
言

っ
て
い
て
、　
「
と
き

で
す
」
と
断
言
し
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
田
中
智
学
か
ら
の
伝
聞
だ
か
ら

「そ
う

で
す
」
と
言

っ
た

と
形
式
論
理
上
説
明
で
き
ぬ
こ
と
は
な
い
が
、
本
当
に
そ
の
教
示
が
自
分
の
も
の
に
な

っ
て
い
れ
ぽ
、
迂
遠
な
伝
聞
表
現
を
取
る
必
要

　
　
　
　

(11
)

は
な
か
ろ
う
。

　
小
野
隆
祥

(『宮
沢
賢
治
の
思
索
と
信
仰
』

〔触
.
12
.
15

泰
流
社
〕
八
六
頁
)
は

「「黎
明

の
う
た
」

五
首

に
よ

っ
て
賢
治
は

「宗
門
之
維

新
」
を
決
意
し
、
本
化
妙
宗

に
入
信
し
た
L
と
推
測
す
る
。
こ
の
書
簡
の
前
年
の
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
書
簡
を
認
め
た
頃
は

ま
だ
初
心
の
段
階
だ

っ
た
の
で
確
信
を
も

っ
て
語
れ
な
か

っ
た
と
取
れ
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
た
と
え
そ
う
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
そ

う
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
折
伏
が
賢
治
の
性
に
合
わ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
逆
に
証
拠
立
て
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

〈摂
折
御
文
〉
の
筆
写
の
仕
方
に
、
右
の
こ
と
を
探

っ
て
み
ょ
う
。
小
倉
豊
文
は
著
書

『
「雨

ニ
モ
マ
ケ
ズ
手
帳
」
新
考
』

(昭
53
'・

12

・
5

東
京
創
元
社
)
の

「
は
し
が
き
」

(
三
・
四
頁
)
で
、　
「自
讃

の
誹
は
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
賢
治
研
究
の
上
に
多
少
の
プ
ラ

ス
に
な
る
と
思
う
」
四
点
を
あ
げ
て
い
て
、
そ
の
第
三
番
目
と
し
て
述
べ
て
い
る
中
で
次
の
よ
う
に

〈
摂
折
御
文
〉

に
ふ
れ
て
い
る
。

　
そ

の
三

つ
は
、

手
記
中

に
し
ば
し
ば
現

わ
れ

て
い
る
経
文

の
原
拠

に
つ
い
て
で
あ

る
。

旧
著

で
は
総

て
そ
れ
ら
を

法
華
経

か
ら
の
引
用
と
し
た

が
、
本
書

で
は
総

て
が
国
柱
会
会
員
必
携

の

「
経
本
」

と
も
い
う

べ
き

「妙
行

正
軌
」
か
ら

の
抽
出

で
あ

る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
た
。
こ
れ

は
、
彼

自
身

の
書
写
集
録
し
た
と

こ
ろ
の

「
摂
折
御
文

・
僧
俗
御
判
」

(校
本
全
集
第
十
二
巻
の
下
所
収
)
の
内
容

の
過
半
が
、
田
中
智
学

の
古
典
的
著
述

(
一

八
九
七
年
二
月
七
日
初
版
)
の

「
本
化
摂
折
論
」

引

用
の
経

疏
類

の
孫
引

き
で
あ

る
事
実
と
共

に
、

賢
治
が
単

に

「
法
華
経

の
行
者
」

で
あ
る
よ
り

「国
柱
会

の
信

徒
」

で
あ

っ
た

こ
と
を
、
端
的

に
物
語

る
と

い
う
べ
き
で
あ

り
、
賢

治
研
究

に

一
つ
の
基
礎
的

な
視
座

の
変
更

を
強

い
る
重
要
事
実

で
あ
ろ
う
。

こ
の
点

、
前
述

の
通
り
の
私

の
不
勉
強

か
ら
、
本
書

で
深
く
論
及

し
得
な
か

っ
た
の
は
遺
憾
で
あ

る
が
、
本
書
完
稿
直
後
、
森

山

一
氏

171



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(12
)

が

「
宮
沢
賢

治
の
詩
と
宗
教
」　

(
一
九
七
八
年
六
月
真
世
界
社
刊
)
に
、

ほ
ぼ
私
と
同
じ
見
方
を
し
て

い
る
の
に
接
し
て
意

を
強
う
し
た
。

し
か
し
詩

人
賢
治
と
信
仰
と

の
関
係

に
つ
い
て
の
見
解

は
私
と
逆

で
あ

る
ら
し

い
。
　
[後
略

]

72

 

　

し

か

し

、

賢

治

が

「
「
国

柱

会

の
信

徒

」
」

で

あ

っ
た

と

し

て

も

、

田

中

智

学

の
教

え

に

百

パ

ー

セ

ソ

ト

信

従

し

て

い

た

と

は

限

ら

な

い

。

国

柱

会

入

会

を

保

阪

嘉

内

に

伝

え

る

あ

の

よ

く

知

ら

れ

た

書

簡

で

、　

「
今

や

私

は

/

田

中

智

學

先

生

の
御

命

令

の
中

に
丈

あ

る

の

で

す

」
　

(
大

正

九
年

十

二
月

二
日
付

翫

瑠
　

〔
『校
本

全
集
第
+
三
巻
』

一
九
三
頁
〕
)

と

言

っ
た

に

せ

よ

、

で

あ

る

。

例

え

ば

、　

『
本

化

掻

折

論

』

七

三

頁

に

「
唱

法

華

題

目

抄

」

の

文

が

引

用

さ

れ

て

い

て

、

賢

治

も

〈
摂

折

御

文

〉

に
筆

写

し

て

い

る

(
十

九

番

目

　

三

五

一
頁

)

が

、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

シ
ヨ
シ
ソ
ジ
ヤ
ウ
ゾ
ツ
セ
ウ

田

中

智

学

は

こ

れ

に

つ

い

て

述

べ

た

後

更

に

「
初

心

成

佛

抄

」

か

ら

三

つ

の

文

を

引

い

て

説

明

を

展

開

し

て

い

る

(
73

～

75

頁

)
。

　

　

ぎ
やく
ゑん
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ　
ヘ　
ヘ　
ヘ　
ヘ　
ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
う
が
い
し
や
　
　
　
　
　
い
　
　
　
　
　
　
　せ
う
ぽ
ふ
　
　し
ん
　
　
　
　
　
じ
　
け
う
　
　ム
く
　
　
　
　
　
そ
の
う
へ
せ
う
ぼ
ふ　
　し
　
　
　そ
し
　
　
　
　お
ん

　

　

「
逆

縁

」
と

は
逆

化

で
度

す

べ
き

縁

と

い

ふ

こ
と

で
、

當

該

者

の
上

で
謂

へ
ば

、

正

法

を

信

ぜ

ず

、
慈

敏

に
服

せ

ず

、
其

上

正

法

の
師

を
殿

ツ

て
怨

　

　

が
い
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
　
　
　
　
　
　
　す
な
は
　
じ
や
け
ん
　
　と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
い
てう
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
う
　
　
　
　
　
ぎ
や
ツけ
て
き
き

ゑ
ん
　
　
　
た
ん
い
つ　
　
　
え
う
ほ
ふ
　
　も
ッ　
　げ

し
ゅ

　

　

害

す

る

も

の
」
事

で
あ

る

、

即

ち
邪

見

の
徒

で

こ

れ

に
も

輕

重
が

あ

る

け

れ

ど

も
、

要

す

る

に

逆
化

的

機

縁

で
、

軍

一
な

る
要

法

を

以

て

下
種

す

べ

　

　

　

あ
ひ
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
な
は
　
こ
　
め
うは
ん

　

　

き

相

手

を

い

ふ

の

で
あ

る

、
乃

ち

御

妙
剣

に

　

　

　

モ
トダ
ィ
ゼ
ソゴ
ソ
　
　
　
　
　
　
　イ
マ　
　ホ
　ケ
キ
ヤ
ウ
　
　シ
ソ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ク
ダ
ウ
　
　ダ
　
　
　
　
　
　ユ
ヱ　
　
　
タ
ぐ
オ
サ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　トイ
　
　コ
レ　
　
ハウ

　

　

　

本

大
善

根

モ
ナ

ク
、

今

モ
法

華

経

ヲ
信

ズ

ベ

カ

ラ
ザ

ル

ハ
、

ナ

ニ
ト

ナ
ク

ト

モ
悪

道

二
堕

ス
ペ

キ
故

二
、

但

押

ヘ
テ
法

華

経

ヲ
読

テ
之

ヲ
諺

ゼ

シ

　

　

　

　

　

ヘ　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
ウ
ボ
ツ
ケ
　ダ
イ
モ
ク
セウ

　

　

　

メ
テ
逆

縁

ト

モ

ナ

セ
云

云

(
唱

法

華
題

目
抄

)

　

　

　

も
ん
　
　
　
た
サ
お
さ
　
　
　と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
う
ど
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
へ　
　
　
　
　
　
げ

し
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

む

　

　

此

文

に

『
但

押

へ
て
説

く
』

と

い

ふ
、

郎

ち

「
強

毒

」

す

る

こ
と

で
あ

る

、
そ

れ

は
前

に
も

い

ふ
下

種

の
必
要

か
ら

來

る

の
で

、

こ

の
強

ゐ

て

説

く

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ま
た
こ

　

す
う
き

　

せ

け
ん

がく
し
や

　

し

は
な
は

ざ
ん
ね
ん

　

　

　

　

　

　

　

　

き
やう
　か
ん
じ
ん

　

　

と

い
ふ

こ
と

が

一
経

の
肝

心
、

亦

是

れ

一
代

佛

教

の
福

機

で

あ

る

の

を
、

世

問

の
學

者

も

、

佛

教

家

も

す

べ

て
知

ら

な

い
の

は
甚

だ

残

念

な

こ
と

　

　

　

　

　

　

　
ひ
と　
　
　
　
　
　
　
　が
う
せ
つ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど
れ
ほ
ど　
　
　
　
　
　な
ら
び　
　
　
　
　せ
う
げ
う
　
　
お
も
　
　
　
　な
　
　
　ゐ
　
　
　
　
　
　
　げ
う
れ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
　し
ゅ　
　
ほ
ふも
ん

　

　

　

　
し
う
も
ん

　

　

だ

、
宗

門

の
人

た

ち

も

「
強

読

」

と

い
ふ

こ
と

が

何

程

法
華

経

井

に

一
代

聖
教

の
重

き

を
爲

し
居

る

か
を

曉

了

し

て
居

ら

ぬ
や
う

だ

、

下

種

の
法

門

　

　

　

は
ツき

　

　

　
う
ち

　

　

　

　

　

ね
ん

　

　

　
　
く

お
ん
じ
つ
じ
や
う

　

　

　

　

　

　

　

　

　

し

　

　

　

　

　

　
　
そ
し

　

　

　

　

　
か
ん
　
な
ん

　

　

の
獲
揮

し
な

い
間

は
、

い
く

ら

一
念

三
千

だ

の
久

遠

實

成

だ

の
と

言

ツ
て

も

、
そ

れ

は
死

ん

だ
法

華

経

で
、

租
師

の

一
代

に
三

諫

四
難

が

な

か

ツ
た

　

　

　

く
わ
つほ
け
き
や
う
　
　
　
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　こ
ん
に
ち
　
　じ

だ
い
　
　せ

け
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
う
け
う
　
　
　
　
　
　
く
わ
と
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
　
　
　
のち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ん
　
　ひ
の
き

ぷ

　

　

ら

活
法

華

経

と

は
謂

は

れ

な

い
、

今

日

の
時

代

は
世

間

ば

か

り

で
も

な

い
、
宗

激

の
上

に
も

過
渡

時

代

だ

、
是

か
ら

後

が

學

問
宗

教

の
眞

に
檜
木

舞

　

　

翻

で
あ

る
、

其

時

に
慧

陽

が

闇

を

破

る
如

く

に
世

間

を

購

ら
す

べ
き

宗
教

は
、

卿

わ

和

種

伽
瀞

陣

⑳
麹

や

、
彩

鶴

と

い
ふ

こ
と

を
慧

鴎

と

し

た
宗

教

　

　

　

　

　

　

　

　

　

し
　
さ
う
か
い
だ
う
と
く
か
い　
　し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ　
げ
ん
　
　
し
う
く
わ
ん
て
き
ぐ
さ
う
　
　し
　
は
い　
　
　
　
　
　ゐ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
う
せ
つ　
　
　
　
　
　
ひ　
ろ
ん
り

　

　

　

　
さ
い
こ

　

　

　

　

　

　

し
や
うり

　

　

が

、
最

後

の
勝

利

を
思

想

界

道

徳

界

に
占

め

る

の

で
あ

る

、
さ

れ

ど

世

間

は
習

慣

的

愚

想

に
司

配

さ

れ

て

居

る

か
ら

、

こ

の

「
強
読

」

を

『
非
論

理



　

　

レ　

か
ん
が
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
め
う
は
ん

て
き

的

』

だ

と

考

へ
て
居

る

、

御

妙
剣

に
も

、

　

キ
　

カ
ナ
　

　

　
ホ

ケ
キ
ヤ
ウ
　
ツイ
　
ト
イ
　
ハウ
　

　

　

　
ア
クダ
ウ
　

　

　
ヲ
ト
　

　

　

　

　

　
キ
　

カ
ナ
　

　
子
ソ
プ
ッ

ト
イ
　
ホ
ッ
シ
ソ
　

　

　

　

　

リ

ヤ
ク
　

　

　
ハウ

　

機

二
叶

ハ
ザ

ル
法

華

経

ヲ
強

テ
説

テ
諺

ゼ

サ

セ
テ
悪

道

二
人

ヲ
堕

サ

ソ

ヨ
リ

ハ
、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

機

二
叶

ヘ
ル
念

佛

ヲ
読

テ
獲

心

セ

シ

ム
ベ

シ
、

利

盆

モ

ナ
ク
諺

　

　

　

　

カ
ヘ
ツ　
ヂ
　ゴ
ク
　
　オ
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ギ
ヤゥ
ジ
ヤ
　ア
ラ
　
　
　
　ジ
ヤ
ケ
ツ
　
　
ヒ
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ヲ
　
シ
ソ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　キ
ヤウ
モ
ソ　
　
　イ
ヵ
テ
イ
　
　ト
キ

　

ゼ

サ

セ
テ
返

テ
地

獄

二
堕

サ

ソ

バ
、
法

華

経

ノ
行

者

二
非

ズ
、

邪

見

ノ
人

ニ
テ

コ
ソ
ア

ル
ラ

メ

ト
不
審

セ
パ

云

フ
ベ

シ
、
経

文

ニ

ハ
何

艦

二
読

タ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　
　
　
　
　
ホ
ト
ケ
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　イ
カ
ソ　
　
　
ロ
も
ロウ
　
　
　
　ソ
フ
ラ
フ
ヤ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

マツ
ホ
フ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
シ
ョ
シ
ソ
ジ
ヤウ
ブ
ツ
セウ

　

　

　

　
ハイ
ケ
ソ

　

ル
ゾ

ト
拝

見

ス

レ
バ

、
末

法

ニ

ハ
強

テ
法

華

経

ヲ
説

ク

ベ

シ
ト
、

佛

読

キ

タ

マ

ヘ
ル

ヲ
如

何

ガ

心
得

ベ

ク
候

耶

(
初

心

成
佛

抄

)

　

　

　
ナ
　
　
ホ

ケ
キ
ヤ
ウ
　

ミ
・　

ヘ　
　
　
　
　

コ
レ　

タ
子
　
　
　

カ
ナラ

ボ
ト
ケ

ナ
　
　
　
　

ナ
リ
　
　
　
　
　
テ
ソ
ダ
イ
メ
ウ
ヲ
ク
　

ヲ

コ
ニ

モ
ッ
　

O

O

O

O

O

O
O

O

O

O

　

ホ
ト
ケ

　

佛

二
成

ル
法

華

経

ヲ
耳

二
経

ヌ

レ
パ

、
是

ヲ
種

ト

シ
テ
必

ズ
佛

二
成

ル
ベ

キ
也

、

サ

レ
バ

天
台

妙

樂

モ
此

意

ヲ
以

テ
強

テ

法
華

経

ヲ
読

ク
ベ

シ
ト

　

シ
ヤ
ク

　

繹

シ
タ

マ

ヘ
リ

(
全

上
)

　

　

　

ゴ
ト
　
　
　
　
　
　
　
ぐツ
ホ
フ
ボ
　
ケ
キ
ヤ
ウ　
　ギ
ヤウ
ジ
ヤ
　
　
　
ヒ
ト　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホド
　
　タ
モ　
　
　
　マ
コ
ト
　ダ
イ
ジ
ヤウ
　
ソ
ウ
　
　
　
　
　
　
でタ
ギ
ヤ
ウ
　
ヒ
ロ　
　
　
　
ヒ
ト　
　リ
　
ヤ
ク
　
　
　
　
ボ
ツ
シ

　

キ
ヤ
ウ
モ
ソ

　

経

文

ノ
如

ク

ナ
ラ

バ
末

法

法

華

経

ノ
行
者

ハ
、

人

一=

一
ク

マ
ル

・
程

二
持

ツ

ヲ
實

ノ
大
乗

ノ
信

ト

ス
、

又
経

ヲ
弘

メ
テ

人

ヲ
利
盆

ス

ル
法

師

ナ

　

　

　

　

　

　

　

ヲ
モ　
　
　
　
　
　
　
　
　コ
ヘ
ロ
　
シ
タガ
イ
　
　
　
　タ
ツ
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソウ
　
　
　
　
　
ホ
　
ヶ
キ
ャ
ゥ
　
　カ
タキ
　
セ
　ケ
ソ
　
　ア
ク
チ
　
シ
キ

　

リ

、
人

ニ
ヨ
シ

ト
思

ハ
レ
、

人

ノ
心

二

随

テ
、

貴

シ
ト
思

ハ
レ

ソ
信

ヲ
バ
、

法

華

経

ノ
敵

、
世

間

ノ
悪

知
識

ナ

リ

ト
思

フ
ベ

シ

(全

上

)

　

　

　

　

に
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　し
ゐ
　
　と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　に
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　あ
ま
　
　か
んし
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
だ
い
ほ
ふ
　
　
　
か
　
　
　が
た

　

　

　
ひ
と

も
ん

文

に

『
人

に
檜

ま

れ

る

ほ

ど

に
』

と

は
強

て
説

く

か
ら

で
あ

る
、　

「
檜

ま

れ

る
」

の

は
蝕

り

甘

心

せ

ぬ

こ
と

だ
け

れ
ど

も

、

大

法

に

は
換

へ
難

い
、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

し
ゆ
じ
や
う
だ
いく
　
　
　み
　
　
　
　
し
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
こ
ろ
　
　
　お
こ
　
　だ
いじ
　
　
　
　
　
　
　
　し
うけ
う
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ　
へ　
　
　
　
か
い
　
　
　
み

せ
い
ぎ
　
　
　
　
か

正
義
に
は
易

へ
が
た

い
、
衆
生

の
大
苦
を
覗
る
に
恕

び
な

い
と
い
ふ
庭
か
ら
起
る
大
慈

で
あ
る
、
宗
教
と
し

て
の
高
等
論
理

か
ら
解
し
て
見
な
け
れ

　

わ
か
　

　

　

　

お
だ
は
ら
へう
で
う
て
き

へ
ぽ
り
く
つ
　

　

　

　

ひ
ろ
ん
り
てき
　

　

塙

　

　

　

　

せ
い
そ
　
は
や
　

　

鶉

ば
剣
る
も

の
で
な
い
、

小
田
原
評
定
的

の
季
几
理
窟

か
ら

い

へ
ば

『
非
論
理
的
』

と

で
も
言
ふ
で
あ
ら
う
、

　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

聖
租
も
早
く
そ
れ
を
仰

せ
ら
れ
た
…

・・…
、　

【
後
略
].、

宮澤賢治 「カイ ロ団長」小論

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

き
や
う
　
か
ん
じ
ん
　
　
ま
た
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　す
う
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
ウ
ボ
ツ
ケ
　
ダ
イ
モ
ク
セ
ウ

　
　

　
　

　

　

　

　

　

　

「
こ

の
強

ゐ

て
読

く

と

い

ふ

こ
と

が

一
経

の
肝

心

、
亦

是

れ

一
代

佛

教

の
橿

機

で
あ

る
」

か

ら

に
は
、　

「
唱

法

華

題

目

抄

」

の
文

を

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

シ
ヨ
シ
ソ
ジ
ヤ
ウ
ゾ
ツ
セ
ウ

書

き

抜

く

の

は
当

然

で
あ

ろ
う

。

と

こ

ろ
が

、

そ

の
後

の

「
初

心

成

仏

抄

」

の
三

つ

の
文

は
全
く

写

し

て

い
な

い
。

な
ぜ

だ

ろ

う
。

初

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

セ
ゥ
ホ
ツ

め

の
文

は
、
賢

治

と

父

親

と

の
関

係

を

考

え

る
時

、
賢
治

の
興

味

を
引

き

そ

う

で
も

あ

る
が

、

二
番

目
も

含

め

こ
れ

ら

二

つ
は
、

「
唱

法

ケ
　
ダ
イ
モ
ク
セ
ウ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ホ
ド
　
　
タ
モ

華
題
目
抄
」
の
文
で
既

に
結
論
が
出
て
い
る
為
省
略
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
最
後
の
文
は

「人

ニ
ニ
ク
マ
ル
・
程

二
持

ッ
」

の

一
句
が
賢
治
の
心
に
抵
抗
感
を
呼
び
起
こ
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
想
像
す
る
。

　
又
賢
治
が

『
本
化
擾
折
論
』
か
ら
摂
折
に
関
す
る
文
を
書
き
抜
く
際
、
田
中
智
学
の
示
す
結
論
的
な
部
分
だ
け

で
な
く
、
先

に
述
べ

た
よ
う
に
、

勝
髪
経
及
び

「
義
跣
」

の
文
は
そ
の
文
字
通
り
の
意
味
を
受
け
取

っ
て
は
い
け
な
い

(
田
中
智
学
に
ょ
れ
ば
)
も

の
で
あ
る

fi3



が
、そ
う
い
う
そ
の
ま
ま
で
は
誤
解
を
招
き
そ
う
な
も
φ
迄
田
中
智
学
の
注
釈
を
付
す
る
こ
と
な
く
写
し
取

っ
て
い
る
の
'は
、
そ
れ
ら
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　

文

を
参
考

・
材
料
に
し
て
自
ら
摂
折
問
題
を
考
え
て
み
ょ
う
と
す
る
態
度

の
現
わ
れ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。　

「強

ゐ
て
説
く
」
こ
と
を

　
　
　
　
　

シヨ
シソジ
ヤウ
ブ
ツセ
ウ

強

調
し
た

「
初
心
成
佛
抄
」

の
文
を
写
さ
ず

に
、　

(『
本
化
掻
折
論
』

の
本
筋

か
ら
は
)

さ
ほ
ど
重
要
と
も
思
え
ぬ

「太
田
金
吾
御
返

事
」
の
文
を
書
き
抜
い
た
こ
と
に
も
、
賢
治

の
取
捨
選
択

の
意
識
を
読
み
取
り
た
い
。　
「
太
田
金
吾
御
返
事
」

の
文
を
、
賢
治
は
、
宗

義
論
ど
い
う
よ
り
は
実
践
の

一
指
標
と
し
て
銘
記
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
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話
は
第
二
章
㊧

"二

応
L
の
解
釈
か
に
戻
る
。
田
中
智
学
の
教
え
に
従

っ
て

「法
華
文
学
ノ
創
作
」
(『
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
手
帳
』

一
三
五

頁

〔『校
本
全
集
第
+
二
巻
㊤
』
〈昭
50
.
12
・
20
>
七
二
頁
〕)
を
行
う
の
な
ら
、
折
伏
を
こ
そ
強
調
し
て
描
く
べ
き

で
あ
る
。

「㊧
宗
門
大
剣
折
伏

　
　
　
　
　
　
　

ヘ　
ヘ　　
　　
　
ヘ　
へ　　
　　
　　
　　
　　
　　
　
　
　　
　　
　　
　　

主
義
の
下
に
於
て
扶
化
及
び
内
勘

の
爲
め
行
ず
る
悉
檀
駒
擾
折
」
や

「先
折
後
掻
」
を
表
現
し
た
も
の
と
い
う

『
本
化
擾
折
論
』
の
枠

内

で
の
解
釈
で
は
説
明
し
切
れ
な
い
も
の
が
残
る
。
田
中
智
学

の
教
え
の
外

に
ひ
そ
か
に
踏
み
出
た
賢
治
が
、
自

己
の
判
断
で
摂
折
問

題

に
関
す
る

「義
疏
」
の
文
句
を
田
中
智
学
的

に
で
は
な
く
受
け
止
め
て
、
作
品
の
上
で
実
践
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
、　

「
カ
イ

ロ
団

長
」
の
結
末
は
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
約
十
年

の
後
書
き
留
め
た

「
〔雨

ニ
モ
マ
ケ
ズ
〕
」
の
中
の

一
節

「
ホ
メ
ラ
レ
モ

セ
ズ
/
ク
ニ
モ
サ
レ
ズ
」

(『校
本
全
集
第
六
巻
』
ゆ三
五
四
頁
)
に
思
い
を
致
す
と
き
、

そ
れ
が
折
伏
行
的
で
な
く
、

ま
さ
に
摂
受

の
行
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(13
)

を
示
し
て
い
る
の
に
気
付
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

〔
注
〕

(
1
)
　
東
光
敬

(『宮
澤
賢
治
の
生
涯
と
作
品
』
〔
昭
21
.
4
.
15

百
華
苑

平
3
.
8
.
20
復
刊

同
〕
一
七
五
頁
)
も
論
中

こ
の
初
め
の

「
ご
命
令
」

の
文

を
引
用

　
し
て
い
る
が
、　

「そ

の
通
り
ゃ
ら
な

い
も

の
は
」

云
女
の
箇
所
を
省

い
て
い
る
.
　
「善
意

の
文
学
」

と
い
う
標
題

の
章
の
中
で
の
記
述
で
あ
る
が
故

　
で
あ

ろ
う
か
ゆ



(
2
)
(
3
)
　

『
校
本
全
集
第
七
巻
『

の
本
文

(二
三

一
頁
)
で

は

「
一
諸
」
　
「
気

の
い
二
」・
と

い
う
文
字

で
あ
る
が

、
発
表
年
代
か
航
判
断

し
て
続
橋

達
雄
が
依
拠

し
た
で
あ
ろ
う

『
宮
澤
賢
治
全
集
第

八
巻
』
　
(昭
31

・
10

・
20
　
筑
摩
書
房
)
所
収
本
文

(三
四
頁
)
で
は

こ
の
通
り
で
あ
る
。

(
4
)

以

下

「
折
」
と
あ
る
べ
き
箇
所
が
全

て

「
析
」
と
印

刷
さ
れ

て
い
る
。

(
5
)

小
倉
豊
文
が

「漢
文

に
親
し
み
淺

い
讃
者

の
少
な
か
ら
ぬ
こ
と
を
思

つ
た
老
婆
心

か
ら
」
　
「
李
が
な

交

り
に
改
め
、

所

々
に
振

り
が
な
を

つ

　
け
」
(草
野
心
卒
編

『宮
澤
賢
治
研
究
』

〔昭
33
.
8
.
15

筑
摩
書
房
〕
三
八
三
頁
)
て
く
れ
た
も

の
が
あ
る

の
で
、
参
考

の
為
次

に
引

い
て
お
く

(当
該
部
分

　
の
み
。
同
三
八
五
頁
)
。

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

い
ぼ

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

も
ろも
ろ

　
世
尊

よ
、
我
れ
今

日
よ
り
乃

し
菩
提

に
至

る
ま
で
、
若
し
捕
と
養
と

の

衆

の
悪
律
儀

の
者
、
及
び
諸
の
犯
戒

の
者
と
を
見

て
、
終

に
棄

捨
せ
ず
。
我
れ
力
を

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

まさ

得
ん
時
、
彼

々
の
威

に
於
て
此
の
衆

生
を
見

て
は
、
慮
に
折
伏
す

べ
き

者
は
之

を
折
伏

し
、
慮
に
撮
受
す

べ
き
者

は
之

を
撮
受

せ
ん
。
何
を
以

て
の
故

に
、
折
伏

と
掘
受
と
を
以

て
の
故

に
法
を
し

て
久
し
く
住
せ
し
む
れ
ば
な
り
。

宮 澤賢治 「カイロ団長」小論

(
6
)

念

の
為

に
注

し
て
お
く
。
　
『校
本
全
集
第
十
二
巻

㈲
』

「校

異
」

五
四
三
頁

に
、

「
な
お
、
賢
治
が
筆
写

に
用

い
た
原
本

は
、
冒
頭

か
ら
本
文

　

三
五
四
頁

=

一行

ま
で
は

『
本
化
摂
折
論
』
(
田
中
智
学
著

。
明
治

三
十
年

二
月
七
日
初
版
発
行
。
本
巻

で
の
校
訂

に
参
考
乏
し
た

の
は
、
関

口
　

宏

　
氏
よ
り
拝
借
し
た
第

八
版

で
、
大
正

六
年
十
二
月
三
十

日
発
行

の
も
の
。
発
行
所
　
東
京

下
谷
鶯
谷
　
国
柱
産
業
株
式
会
社
書
籍
部
)
」
「
と
推
定
さ

　
れ

る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が

「
推
定
」

の
根
拠

は
、

「
そ

の
中
に
引

か
れ
た

日
蓮

の
言
を

[
工
藤
注

"
日
蓮
以
外
の
言
も
]
ほ
ぼ
原
本

の
頁
順
に
、
ま

　
た
引
用
文

の
範
囲
も
お
よ
そ
原
本
通
り

に

(
前
述

の
よ
う

に
、
原
本

に
な

い
部
分
を
後

日
追
記
し
た
箇
所
が

二

つ
あ
る
が
)
筆
写
し

て
」

(同
五
四
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

へ

　
頁
)
い
る
と
い
、う
点

で
あ
ろ
う
。
先
程
、
賢
治
が
、
「
義
疏
」
と
記

し
て
い
る
と
書

い
た
。　

『
本
化
振
折
論
』

二
六
七
頁
に
も
同
じ
文
字
が
使

わ
れ

て

　

い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

(
7
)　

斎
藤
文

一

(〔前
田
)

『
宮
澤
賢
治
-

四
次
元
論
の
展
開
』
七
四
三
頁
)
は
、

十

二
番
目

「
開
目
抄
」
　

(三
四
九
頁
)
の
文
中

「
警

ヘ
バ
熱

ノ
時

二
寒
水

　

ヲ
用

ヒ
」
以
下

に

つ
い
て
、　

「以
下

は
原
本
に
欠
、
賢
治
補
記
」

と
記

し
て
い
る
が
、
こ
の
文
を
賢
治
が

「原
本
」
(旺

『
本
化
撮
折
論
』)
の
二
六
頁

　
か
ら
筆
写

し
た
と
考
え
れ
ば
そ

の
通
り
だ
が
、

三
五
～
三
六
頁

か
ら
書
き
抜

い
た
と
考
え
れ
ば

こ
の
指
摘

は
不
要

で
あ

る
。
そ

こ
に
は
賢
治
が
記
し

　

て
い
る
全
文
が
載

っ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。

(
8
)
　
斎
藤
文

一

(前
掲
書

一
四
六
頁
)
は
、

こ
の

「
聖
愚
問
答
抄
」

の

「
筆
写

の
し
か
た
に
感
心
し
た
」
。

[前
略
]
と

い
う

の
は
、
原
典
引
用
文

の
全
体

は
、
先

に
も
書

い
た
よ
う

に
、
邪
師

の

一
人
も

の
こ
さ
ず
責
め
落
と
す
べ
し
が
、
そ
の
趣
旨
な
の
だ
が

、
そ
の
趣

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

へ

旨

は
、
引
用
文

の
中

で
は
冒
頭
部
と
結
尾
部
に
た
く
み
に
配
置
さ
れ

て
お
り
、
中
間
部
で
は
応

用
例
を
解
説
風
に
説

い
た
形

に
な

っ
て
い
る
。
そ
し
て
賢
治

の
部

ヘ
　
　
へ

分
的
抜
粋
と
"
う
の
は
、
そ
の
冒
頭
部
壱
結
尾
部
に
な
っ
て
い
る
β
と
こ
ろ
が
、
こ
の
中
間
部
に
、
じ

つ
は
日
蓮
が

つ
ね
に
称
揚
し
て
止
ま
な
か
っ
た
と
い
う
章

75.



　
　
　

　
　
　

　

ね　
ぽん
じど　
　　
　　
　　　
　　
　　　
へ　
も　
ヘ　
ヘ　
へ　
　　
　　　
　　
　　
　　　
　　
　　　
　　
　　
　ん　
　　　
　　
　　
　　　
　　
　　　
　　
　　
　　　
　　
　　　
　
ヘ　
へ

　
　

安
大
師

の

「
浬
薬
疏
」

の
名
文
が
、
引
用
中
引
用
と

い
う
形

で
入

っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
賢
治

は
単
な
る
要
文

筆
写
が
目
的
で
あ
る
な
ら
、
、た
ぶ
ん
こ

　
　
　
の
部
分

を
抜

粋
か
ら
は
ず

す
こ
と
は
な
か

っ
た
と
お
も

わ
れ
る
の
だ
が
、
じ

つ
は
こ
れ

と
同
文

の
も

の
が
、
本
書

『
本
化
摂
折
論
』
の
二
ー
三
ー

六
で
も
う

一
度

　
　
　
あ

ら
わ
れ
る
。

つ
ま
り
二
度

の
引

用
で
あ

っ
て

(そ
う

い
う

こ
と
は
本
文
書

で
も
ま
た

『
日
蓮
主
義
教
学
大
観
』

で
も
、

時

々
あ
る
)、

賢
治
は
二
度
目

の
そ

こ

　
　
　
で
抜
粋
筆
写

す
る
と
い
う

わ
け

で
あ
る
。
そ
れ
が
⑳

に
あ
た

っ
て
い
る
。
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(傍
点
原
文

の
ま
ま
)

　
　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
ね

は
ん
じ
よ

　
　

但

し

、
賢

治

が

省

略

し

た
部

分

に
含

ま

れ

て

い
る

の

は
、　

「章

安

大

師

の

「浬

繋

疏

」

の
名

文
」

だ

け

で

は
な

い
。

(
9
)　

『校

本

全

集

第

十

四
巻

』
　

(昭

52

・
10

・
30
)

の

「
年

譜

」

の
同

一
箇

所

(五

二
七
頁
)

に
は

こ

こ
迄

の
記

述

な

し

。

(
10
)
　

『
本
化

掘

折

論

』
　

「
第

五

篇

(
結

論

)
　

第

五

章

(實

行

的

折

伏

)」

の
中

(
二
六
五

～
二
六
六
頁
)

に
次

の
よ

う

に
説

か
れ

て

い
る

。

　
　
　

ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　へ

　
　
　
教
門

の
折
伏

は
、

教
學
及
び
論
辮

の
上

に
立

つ
の
で
、

言
論
文
章
の
布

教
な
ど
は
こ
れ
に
局
し
て
居

る
、

此

に
は
別

に
議
論
も
な

い
が
、

行
門
の
折
伏
と
な
る

　
　
　
と
、
大

に
議
論
が
あ

る
、
先
づ

さ
し
當

り
、

「個
人
的
實

行
」

と

「國
家
的
實
行
」

の
二
つ
と
見

て
よ
ろ
し
い
、

「
個
人
的
實
行
」
と

は
、
自
分
先
づ

こ
の
圭
義

　
　
　
の
實
陵
躬

行
を
作

し
て
、
己
れ

に
持

し
他
を
規
す

る
の
で
、
即

ち
浄
齢
㈱

に
讃
持
す

る
の
で
あ

る
、
却
陣

伽
蜘
痴
加
蓼
抱
釦

や
と

い
ふ
の
は
是
れ
だ
、
即

ち
き
論

　
　
　

ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　　　　　　　　　　　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ　　ヘ　　ヤ　　へ　　も

　
　
　
を
守

る
と
い
ふ
表
現
的

行
爲
で
あ
る
、
他
宗

の
神
佛
を

禮
拝
し
な
い
と

か
、
他
宗

の
も

の
と
事
を
共

に
し
な

い
と

か

(宗
旨
的
事
業

の
事

で
あ

る
、
宗
旨
以
外

の

　
　
　
事
項

に
は
此

制
を
用
ゐ
な

い
)

鉢
曲
論

の
施

を
受
け

な

い
と
か
、
鼻
曲
論

に
施

さ
な

い
と
か
、
主
義

の
働
行

に
就

て
の
財
的
貢
献
、
身
的
貢
献
、
酌
種
伽
伽

ゆ
節

　
　
　

⑩
⑩
や

噸
⑳
加
御
働

㈱
陣
撫

加
融
⑳
⑲
伽
鞭

(
11
)
　
龍
佳
花

(『
宮
沢
賢
治
を
も
と
め
て
ー

〈
青
森
挽
歌
〉
論
』

爺

.
11
.
鎗

洋
々
社
))
は
、

「大

正
七
年
～
十
年

の
書
簡
群
」

(
一
九
二
頁
)
を

「大

正

七

・
八
年

と
九

・
十
年

の
二
つ
の
傾
向

で
整
理
」
　

(
一
九
三
頁
)
し
、　

「
そ
れ
ぞ
れ

日
蓮
主
義
前
期
、
同
後
期
と
し
て
扱
」
　
(同
)
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ　
マ

　
　
　

[前
略
]
前
期
書
簡
群
に
感
じ
ら
れ
る
教
義
学
習
に
は

「法
華
経

二
帰
命

シ
奉

ル
人

ハ

(中
略
)
と
聞
キ
マ
シ
タ
」
　
(大
正
七
年
四
月
十
八
日
成
瀬
金
太
郎
宛
)

　
　
　
と
か

「
今
は
折
伏
を
行
ず
る
時
だ
そ
う
で
す
。」　

(大
正
七
年
三
月
十
四
日
頃
保
阪
宛
)
と
、
伝
聞
の
形
で
述
べ
ら
れ
た
箇
所
が
あ
り
、
や
は
り
学
習
の
場
が
あ

　
　
　
り
そ
う
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(
一
九
五
頁
)

　
　
　

[
前
略
]
前
期
に
お
け
る
賢
治
書
簡
に
は
、
田
中
智
学
の
主
張
や
著
書
に
触
れ
た
形
跡
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
②
で
述
べ
た
よ
う
な
基
本
教
義
の
把
握
は
、
智
学
の

　
　
　
著
書
の
自
学
自
習
か
ら
は
無
理
で
あ
ろ
う
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(
一
九
七
頁
)

　
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。

(
12
)
　
森
山

一

(〔前
出
)
『
宮
澤
賢
治
の
詩
と
宗
教
』)
は
、

〈
摂
折
御
文
〉

に
関
連
し
て
次

の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

(
『妙
行

正
軌
』

に

つ
い
て
は
省
略

す

る
。
)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

マ
マ

　
　
　

賢
治
は
国
柱
会
に
入
信
す
る
前
年
の
大
正
八
年
に
、

田
中
智
学
の

『
本
化
摂
折
論
』

を
読
ん
で
、
要
点
を
抜
き
出
し

「摂
折
御
文
僧
侶
御
判
」
を
編
ん
で
い

　
　
　
る
。
こ
の
抜
書
は
筑
摩
書
房
刊
の
宮
沢
賢
治
全
集
の
中
に
、
十
五
頁
に
わ
た
り
収
め
て
あ
る
。
摂
折
法
門
は
、
宗
学
の
基
本
で
あ
り
、
宗
門

一
切
の
法
義
に
対
す
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宮澤賢治 「カイR団 長 」小論

る
関
門
で
あ
る
。　
一
切
経
論
は

「摂
」
と

「折
」
の
二
つ
を
出
て
は
成
立
し
な
い
と
さ
え
言
わ
れ
て
い
る
。
重
要
な
ポ
イ
ソ
ト
で
あ
る
。

摂
折
の
名
は

「
勝
髭

経
」
に
現
わ
れ
て
い
る
が
、
法
華
経
で
な
け
れ
ば
、
摂
折
の
正
味
が
な
い
と
さ
れ
、
こ
の
故
に
、
天
台
大
師
は
摂
折
を
以

っ
て
直
ち
に
、
法
華
の
法
門
の
意
味
が

あ
る
と

「
止
観
」
の
中
で
説
い
て
い
る
。

　
賢
治
の
時
代
か
ら
五
十
年
、
現
実
の
社
会
は
ま
さ
に
摂
受
ど
こ
ろ
か
、
折
伏
を
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
惰
勢
に
追
い
込
ま
れ
て
い
る
。

　
「
凡
ソ
仏
法
ヲ
修
行
セ
ソ
者

ハ
、
摂
折
二
門
ヲ
知
ル
ベ
キ
也
、

一
切
ノ
経
論
此
ニ
ヲ
出
デ
ザ

ル
也
」

と
あ
る
よ
う
に
、
彼
の
生
涯
も
こ
の
摂
折
の
思
考
が
綾
な
し
て
い
る
。
賢
治
が
智
学
の

『
本
化
摂
折
論
』
か
ら
、
要
領
を
抜
す
い
し
て
い
る
所
か
ら
考
え
て
も
、

か
な
り
の
勉
強
を
し
て
い
る
事
が
判
る
。
古
人
が
血
を
刺
し
て
書
し
た
尊
い
経
文
を
、
こ
の
頃
は
新
聞
雑
誌
を
読
む
よ
う
に
、
無
造
作
に
扱

っ
て
い
る
者
も
い
る

が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
、
古
人
の
真
意
に
通
じ
る
筈
が
な
い
。
賢
治
の
教
学
の
態
度
に
学
ぶ
ぺ
き
で
あ
る
。　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　

(二
二
三
頁
)

　
「賢
治
は
日
蓮
主
義
と
い
う
よ
り
法
華
経
に
直
接
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
」

　
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
書
物
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
ま
こ
と
に
単
純
極
ま
る
小
児
論
で
、

一
寸
覗
い
て
み
た
だ
け
で
合
点
す
る
類
の
も
の
で
あ
る
。
日

本
に
於
け
る
法
華
経
の
顕
現
は
、
聖
徳
太
子
、
伝
教
大
師
、
立
正
大
師

(目
蓮
)
か
ら
宗
門
の
諸
先
哲
と
い
う
潮
流
に
よ
る
も
の
で
、
天
台
の
伝
教
大
師
と
日
蓮

聖
人
で
は
教
義
の
解
明
に
か
な
り
の
差
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
賢
治
が
日
蓮
聖
人
を
超
え
て
法
華
経
の
真
髄
に
到
着
し
た
よ
う
な
、
印
象
を
与
え
る
言
葉
は
つ
つ
し

ま
な
い
と
、
自
身
を
笑
い
者
に
晒
す
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

マ
マ

　
賢
治
は
天
才
詩
人
で
は
あ
る
が
、
日
蓮
聖
人
や
田
中
智
学
を
越
え
る
偉
大
な
信
行
人
で
は
な
い
。
大
正
九
年
の
春
か
ら
夏
頃
に
か
け
て
、
智
学
の
著
者
か
ら
抜

す
い
筆
写
し
て
、

「
摂
折
御
文
」
1

「僧
俗
御
判
」
を
、
編
み
、
教
学
に
打
ち
込
ん
で
い
る
所
か
ら
み
て
も
納
得
で
き
る
だ
ろ
う
。　
(二
二
八
～
二
二
九
頁
)

　
な
お
、

小
倉
豊
文
説
に
対

し
て
龍
佳
花

(〔
前
幽
)

『宮
沢
賢
治
を
も
と
め
て
ー

〈
青
森
挽
歌
〉
論
』
二
〇
三
～
二
〇
四
頁
)
の

次

の
よ
う
な

批
判
が
あ

る

。

[
前
略
]
小
倉
豊
文
は

『「
雨

ニ
モ
マ
ヶ
ズ
手
帳
」
新
考
』
　
(東
京
創
元
社
)
に
お
い
て
、
手
帳
中
記
さ
れ
た
す
べ
て
の
経
文
が
、

国
柱
会
会
員
必
携
の

『妙
行
正

軌
』
に
あ
る
法
華
経
要
文
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
ゆ
え
に
賢
治
が
単
に
法
華
経
の
行
者
で
あ
る
よ
り
、
国
柱
会
の
信
徒
で
あ

っ
た
こ
と
を
端
的
に
物
語
る
と
の

趣
旨
を
述
ぺ
て
い
る
。

　
私
は
こ
の
決
定
は
誤
解
を
招
く
も
の
と
考
え
る
。
こ
の
、

『
妙
行
正
軌
』
か
ら
法
華
経
要
文
の
み
を
孫
引
き
し
た
事
実
は
、
か
つ
て
賢
治
示
田
中
智
学
の

『本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ　
マ

化
摂
折
論
』
か
ら
日
蓮
遣
文
の
み
抜
粋
書
写
し
た
の
と
同
じ
現
象
だ
と
、
小
倉
も
同
書
に
い
う
よ
う
に
、
私
も
全
く
そ
う
思
う
。
で
は
、
智
学
の
書
か
ら
日
蓮
遺

　

マ　
マ

文
だ
け
を
、
ま
た
本
化
妙
宗
信
条
や
儀
式
次
第
等
の
詰
ま
っ
た

『
妙
行
正
軌
』
か
ら
法
華
経
の
文
だ
け
を
抜
き
出
し
て
記
し
た
賢
治
の
信
仰
は
、
国
柱
会
信
徒
の

信
仰
だ
ろ
う
か
。

　
ト
ル
ス
ト
イ
の
著
書
か
ら
聖
書
の
言
葉
を
拾

っ
て
書
く
人
は
、
ト
ル
ス
ト
イ
主
義
者
だ
ろ
う
か
。　
『
毛
沢
東
語
録
』
か
ら

マ
ル
ク
ス
の
言
葉
だ
け
を
書
き
抜
い

た
人
は
、
毛
主
義
者
だ
っ
た
ろ
う
か
。
私
は
違
う
と
思
う
。

『妙
行
正
軌
』
か
ら
賢
治
が
抜
い
た
法
華
経
の
文
々
は
、
法
華
経
各
品
の
要
文
中
の
要
文
と
い
う
べ

き
著
名
な
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
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(
13
)

但
し
同
じ

『
雨

ニ
モ
マ
ケ
ズ
手
帳
』

中

の
メ
モ

「
土
偶
坊
」

の
主
人
公
が

「
石
ヲ
/
投

ゲ
ラ
レ
テ
遁

ゲ
ル
」
　
(『雨

ニ
モ
マ
ケ
ズ
手
帳
』
七
二
頁

　

〔『
校
本
全
集
第
+
二
巻
㊤
』
五
一頁
))
点

や

「
不
軽
菩
薩
」
　

(同

一
二

一
～

一
二
四
頁

〔
同
六
七
～
六
八
頁
〕
)
の
姿
等

は
、

折
伏
行
を
表

わ
し
て
い
る
と
言

っ
て

　
よ
か
ろ
う
。
賢
治
が

こ
ち
ら

の
志
向
も
示
し
て

い
る
こ
と

は
注
意
す
べ
き
で
あ

る
。
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