
〈
研

究

論
文

５

〉

宮
沢
賢
治
の
共
生
倫
理
観
に
お
け
る

法
華
経
信
仰
と
真
宗
信
仰
の
相
互
浸
透

は

じ

め

に

文
学
者

・
宮
沢
賢
治
の
思
想
に
関
し
て

、
法

華
経
信
仰
と
浄
土
真
宗
信
仰

と
い
う
二
つ
の
信
仰
か
ら
の
影

響
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
だ
が
こ
の
両
信
仰

の
思
想
的
な
交
渉
関
係
を
、
具
体
的
に
分
析
し
た
研
究
は
ま
だ
見
当
た
ら
な

い
。
自
ら
選
ん
だ
法
華
経
信
仰
と
実
家
の
真
宗
信
仰
と
の
狭
間
で
、
葛
藤
し

抜
い
た
賢
治
の
思
想
の
核
心

に
迫
る
た
め
に
は
、
こ
の
作
業
を
避
け
て
通
る

こ
と
は
で
き
な

い
よ

う
に
思

わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
研
究
で

は
、

宮
沢
賢
治
の

思
想

に
お

い
て
法
華
経

的
な
も

の
と
真
宗
的
な
も
の
と
が
相
互

に
浸

透
し
合

う
、
そ

の
様
相

を
、
彼

の
共
生
倫
理
観

に
焦
点
を
当
て
て
分

析
し
て
み

た
い
。

一
　

家

庭

の

真
宗

信
仰

に
関

す

る
受

容

と
反

発

二
百
年
来

続
い
た
真
宗
門
徒
の
家
庭

に
生
ま

れ
育

っ
た
賢

治
は
、
伯
母

の

松
　

岡
　

幹
　

夫

手

ほ
ど
き

で
四
、
五
歳
の
頃
か
ら
「
正
信
偈
」
や
「
白
骨
の
御
文
章
」
を
暗

誦

し
て

い
た
と
い
う
。
少
年
時
代

の
賢
治

は
「
念
仏
者
に
は
仏
様
と
い
ふ
味

方
が
影
の
如
く
に
添
ひ
て
こ
れ
を
御
護
り
下
さ
る
」
（
1
5
:
1
6
）
と
い
う
こ

と
を
堅
く
信
じ
、
真
宗
の
救
済
者
信
仰
を
深

く
心

に
染
み
込
ま
せ
て

い
る
。

真
宗
の
救
済
者
信
仰
は
極
楽
浄
土
へ
の
往
生
を
説
く
が
、
そ
れ
が
仏
教
的

無
常
感
と
重
な
り

合
う
と
現
実
世
界
を
厭

離
す
る
傾
向
も
生
ず
る
。
賢
治
の

弟
・
宮
沢
清
六
氏

は
、
父
・
政
次
郎
が
懇
意
に
し
て

い
た
清
沢
満
之
門
下

の

暁
烏
敏

に
幼
少

期
の
賢
治
が
な
つ
い
て
い
た
こ
と
を
回
顧

し
つ
つ
、
そ
う
し

た
宗
教
的
環
境

が
「
前
か
ら
そ
の
傾
向
の
あ
っ
た
賢
治
に
人
の
世

の
無
常
を

極

め
て
自

然
に
染
み
込
ま
せ
た
」
と
し
、
こ
の
ゆ
え
に
「
幼
い
頃

か
ら
私
の

見

た
兄

は
、
特
に
中
学
生
の
こ
ろ
と
晩
年
の
こ
ろ
は
表
面

陽
気
に
見
え
な
が

ら
も
、
実

は
何
と
も
言
え

な
い
ほ
ど
哀
し

い
も
の
を
内
に
持
っ
て

い
た
と
思

う
」

と
述
べ
て

い
る
。
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ま

た
他
方
、
賢
治

は
父
・
政
次
郎

か
ら
肯
定
的
な
自
己
卑
下

の
精
神
性
も

受
け
継

い
で

い
る
。
政
次
郎

は
真
宗

の
強
信
者
で
あ
り
、
自
己
の
罪
業
の
徹

底

的
自
覚

に
よ
る
悪
人
正
機
的
救
済
を
確
信
し
て

い
た
こ
と
が
、
暁
鳥
に
宛

て

た
彼
の
書
簡
の
数

々
か
ら
う

か
が
え

る
。
賢
治
が
二
二
歳
の
時

に
発
表
し

た
作
品
「
復
活
の
前
」
の

中

に
は
、
父

の
師
・
暁

鳥
の
言
葉
や

、
「
私

は
馬

鹿
で
す
。

だ
か
ら

い
つ
で
も
自
分
の
し
て
ゐ

る
の
が
一
番
正

し
く
真
実
だ
と

思
つ
て
ゐ
ま
す
」
言
上
補
遺
・
資
料
篇
:
2
8
4
)
と
い
っ
た
記
述
が
み
ら
れ
る
。

自
己

を
肯
定
的

に
卑
下
す
る
賢
治
の
思
想
傾
向

は
、
彼
が
父
か
ら
継
承
し
た

真
宗
的
精
神
性
で
あ
る
と
言

っ
て
よ

い
だ
ろ

う
。

し

か
し
な
が
ら
賢
治
は
、
他
力
救
済

に
頼

っ
て
現
実
悪
を
諦
観
す
る
父
の

態
度

に
は
反
発
を
覚
え
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
自
ら

は
自
力
主
義
的
な
自
己

犠
牲

願
望
も
持

っ
て

い
た
。
大
正

元
（
一
九
二
一
）
年
、
一

六
歳
の
賢

治
が

父

に
宛
て
た
手
紙
の
中
に
は
「
念
仏
も
唱
へ
居
り
侯
。
仏
の
御
前

に
は
命
を

も
落
す
べ
き
準
備
充
分
に
候
」
（
１５
　：
　１６
）
と

い
う
記
述
が
あ
る
。

結
局
、
賢
治
は
、
家
庭
の
信
仰
を
通
じ
て
救
済
者
信
仰
、
現
実
厭
離
傾
向
、

肯
定
的
自
己
卑
下
と

い
っ
た
真
宗
的
精
神
性

を
受
容
し
た
も
の
の
、
現
実
悪

を
諦
観
す

る
こ
と
に
は
反
発
し
、
自
己
犠
牲
願
望
と
真
宗
の
救
済
者
信
仰
と

を
結

び
つ
け
な
が
ら
、
彼
独
自
の
信
仰
態
度
を
形
成
し
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。

二
　

本

覚

思

想

の

光

と

影

大

正
三

（
一
九
一
四
）
年
、

一
八

歳
に

な

っ
た

賢

治

は
、

島

地
大

等

の

『
漢
和
対
照

妙
法
蓮
華
経
』

と
出
会
い
、
法
華
経
思
想
に
基
づ
く
新
た
な
世

界

観
－

天

台

本

覚

思

想

の

「
現

象
即

実

在

」

論
－

に

開
眼

す

る
。

そ

れ

は
、

一

切

の

現

象

が

そ

の

ま

ま

『
法
華

経

』

の

説

く

真
実

在

＝
妙

法

蓮

華

経

で

あ

る
と

み

る

も

の

で

あ

り

、

当

時

の
賢

治

書

簡

で

は

「
万

事

は
十

界

百

界

の
依
て
起
る
根
源
妙
法
蓮
華
経
に
御
任
せ
下
さ
れ
度
侯
」
（
1
5
:
4
9
-
5
0
）
な

ど

と

説

明

さ

れ

て

い

る

。

現
実

を

絶
対

肯

定

す

る
本

覚
思

想

の
世

界

観

は

、

現

実

悪

の

諦

観

を

拒

否

し

て

い

た

賢
治

に
と

っ
て

一

大
光

明
だ

っ

た

に
違

い

な
い
。

と

こ

ろ

が

本

覚

思

想

に

は

、

安

易

な
現

実

肯

定

に

陥
り

や
す

い
と

い
う

問

題

も

あ

っ
た

。

大

等

の

書

に

よ

っ
て
法

華

経

信

仰

に

入

っ

た
賢

治

に
も

、

こ

の

傾

向

が

顕

著

に

み

ら

れ

る

。
「
戦

争

に

行

き

て

人

を

殺

す

と

云

ふ

事

も

殺

す
者
も
殺
さ
る
る
者
も
皆
等
し
く
法
性
に
御
座
候
」
（
１
５
：
５
０
）
「
食
を
求
め

て

差

し

出

す

乞

食

の

手

も

実

に
不

可

思

議

の

妙

用

で

あ
り

ま
す

」
（
１
５
　：
　９
３
）

と

い

っ

た
現

実

の

直

接

肯

定

観

は

、

本
覚

思

想

的

退

落

の

典
型

と

言
え

よ

う

。

け

れ

ど

も

他

方

で

賢

治

に

は

、

独

自

に
形

成

し

た
自

己

犠

牲
的

な
救

済

者

信

仰

が

あ

り

、

こ

の

こ

と

が

彼

を

本

覚
思

想

の
持

つ

陥

穽

か

ら
救

い
出

し

た
。

賢

治

に

お
け

る

「
妙

法

蓮

華

経

」

は

、
「
法

」

で

あ

る
と

同

時

に

、

一

種

の

救

済

者

的

性

格

も

帯

び

て

い

た
。
「
妙

法

蓮

華

経

に

御

任

せ

下

さ

れ

度

候

」

（
1
5
:
4
9
-
5
0
）
「
私
一
人
は
妙
法
蓮
華
経
の
前
に
御
供
養
願
上
候
」
（
１
５
　
:
　
５

0
)
と
い
っ
た
賢
治
書
簡
の
記
述
か
ら
は
、
彼
が
人
格
視
さ
れ
た
妙
法
の
偉

大

な

救

済

力

を

讃

嘆

し

、

し

か

も

そ

の
妙

法

へ

の

自
己

犠
牲

的

献

身

を

切

に

望

ん

で

い
た

様

子

が

う

か

が

え

る
。

し

て

み

る

と

、

賢

治

は

、
自

己

犠
牲

的

な

救

済

者
信

仰

と

本

覚

思

想

的

な
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法
華
経

信
仰

と
の
相
互
浸
透

を
通
じ
、

真
宗

的
な
現

世
厭
離
や
現
実
悪

の
諦

観

か
ら

も
、
ま
た
本
覚
思
想

の
退
落
と
し
て

の
現
実
の
直
接
肯
定
観

か
ら
も

離
れ
、

一
種
の
現
実

変
革
を
願

う
立
場

に
立
ち
得
た
と
言
え
る
で

あ
ろ

う
。

三
　

共

生

主

義

の

確

立

な

ら

ば

、

賢

治

は

い

か

に
現

実

を

変

革
し

よ

う

と

し

た

の

か

。
初

期

の
賢

治
書

簡

を

読

む

と

、
「

皆

人

の

又

自

分

の

幸

福

と

な

る

様
」
（
１
５
　：
　４
５
）
「
我

等
と

衆

生

と

の

幸

福

と

な

る
如

く
」
（
１
５
　：
　４
９
）
「
十

界

百
界

も

ろ
と

も

に
仝

じ
く
仏
道
成
就
せ
ん
」
（
1
5
:
7
0
）
な
ど
、
万
物
共
生
へ
の
願
い
が
所
々
に

散

見

さ

れ

る

。

当
時

の

彼

は
、

共

生

世

界

の
実

現

と

い

う

観

点

に

立

っ
て

、

現

実

の

変
革

を
切

に
願

っ
て

い

た
。

賢

治

が

こ

う

し

た
共

生
主

義

に
立

っ

た
ゆ

え

ん

は

、

第

一

に

、
賢

治

が

傾

倒

し

た

『
法

華

経
』

の

教
え

が

大
乗

的

成

仏

観

を
強

く

打

ち

出
し

て

い

る

か

ら
で

あ

ろ

う

。
『
法

華
経

』

を
紐

解

く
と

、
「
化

一
切

衆

生
　

皆

令
入

仏

道

」

「
以

何

令

衆

生
　

得

入

無
上

道
　

速

成

就

仏

身

」

な

ど

と

い

っ

た

表
現

が

目

に

つ
き

、

同

経

が

全

民

衆

の

成

仏
を

重

要

な

主

題

と

し

て

い

る

こ
と

が

わ

か

る
。

当

時

の

賢

治

は

、
『
法

華

経

』

の

「
一

切

衆

生

皆

成

仏

道

」

の

精

神

に

強

く

感

化

さ

れ

、

そ

こ

か

ら
万

物

が

遊

楽

す

る

理

想

世

界

を

思

い
描

い
て

い

る
。

例

え

ば

、

彼

は

「
願
以

此

功

徳
　

普
及

於

一
切
　

我

等

與

衆
生
　

皆

共

成

仏

道

」

と

い

う

『
法

華

経

』

化

城

喩

品

の

文

を

敷

衍

し

て

、
「
ね

が

は
く

は
こ
の
功
徳
を
あ
ま
ね
く
一
切
に
及
ぼ
し
て
十
界
百
界
も
ろ
と
も
に
仝
じ
く

仏

道

成

就

せ

ん

。

一

人

成

仏
す

れ
ば

三

千

大

千

世
界

山
川

草

木

虫
魚

禽

獣

み

な
と
も
に
成
仏
だ
」
（
1
5
:
7
0
）
と
書
簡
中
に
述
べ
て
い
る
。

ま

た

賢

治

の

共

生
志

向

に

は
、

彼

自

身

の

個

人

的

資
質

や
仏

教

の

輪

廻

転

生

観

が

深

く

関

わ

っ
て

い

た
も

の
と

考

え

ら

れ

る

。

家

業

の
質

商

の

犠

牲

と

な

る

弱

者

を

み

て

「

か

わ

い
そ

う
だ

」

と

泣

き

悲

し

ん

だ

、
と

い
う

賢

治

の

逸

話

が

残

さ

れ

て

い

る

が

、
彼

に

は
生

来

、

他

者

の

苦

し

み

に
対

す

る

高

い

共

感

能

力

が

あ

っ
た
。

そ

こ

に
加

え

て

、

賢

治

の

共

感

の
対

象

が

動

物

や

魚

に

ま

で

及

ん

だ

こ

と

か
ら

も

わ

か

る
と

お

り

、

彼

の

共

生

志
向

は
仏

教

の

輪

廻

転

生

観

に

よ

っ
て
支

え

ら
れ

て

い
た

。

詩

集

『
春

と

修
羅

』

の

中

に

「
み

ん

な
む

か

し

か

ら

の
き

よ

う
だ

い
な

の

だ

〔
か

〕

ら
　

け

つ
し

て

ひ

と

り

を

い

の

っ

て

は

い

け

な

い
」
（
２
　：
　
１
６
８
）

と

い

う

一

節

が

出

て

く

る

が

、

彼

は

一
切

衆

生

を

自
己

の
父

母

兄

弟

と

み

る

仏

教

の

輪

廻

転
生

観

を

堅

く

信

じ

て

い

た
。

こ

う
し

た
輪

廻

転

生

観

は

国

柱

会

に

入

る

前

の
賢

治

書

簡

に

も

み

ら

れ

、
恐

ら

く

『
歎

異

抄

』

の

「
一

切

の

有

情

は

み

な
も

て

世

々
生

々

の

父
母

兄

弟

な

り
」

と

い

う
教

え

か
ら

影

響

を

受

け

た

も

の
で

あ

ろ
う

。

と

も

あ

れ

、
賢

治

は
本

格

的

な

創

作

活

動

を

開

始

す

る

前

に
共

生

主

義

の

立

場

を

確

立

し

、

そ

の
倫

理

的

実

践

を

自

ら

に

課

し

て

い

た
。

そ

れ

ゆ

え

彼

の
文

学

中

で

は

、

様

々

な
角

度

か
ら

共

生

の
倫

理

が

説
き

示

さ

れ

て

い

く

の

で

あ

る

。

四
　

賢

治
文

学
に
お
け

る

共
生
倫
理
の
三
類
型
と
そ
の
宗
教
的
背
景

さ
て
賢

治
が
文

学
作
品
中

に
説
き
示
し
た
共
生
の
倫
理
は
、
自
己
犠
牲
・
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自
己
拡
大
・
自
己
諦
念
と

い
う
三
つ

の
類
型
を
用
い
て
説
明
す

る
こ
と
が
で

き

る
。

(
1
)
　
自
己
犠
牲
の
共
生
倫
理

賢
治

の
多
く

の
童
話

の
中
で

は
、
自
己
犠
牲
の
共
生
倫
理
が
高
唱

さ
れ
て

い
る
。

例
え
ば
、

童
話
「
鳥

の
北

斗
七
星
」

の
結
末
部

に
は
、
「
鳥
」

の
少

佐
が
「
マ
ヂ
エ
ル
様
」

に
向

か
っ
て

「
ど
う
か
憎
む
こ
と
の
で
き
な

い
敵
を

殺
さ
な
い
で
い
い
や
う
に
早
く
こ
の
世
界
が
な
り
ま
す
や
う
に
」
（
1
2
:
4
4
）

と
祈
り
、
共
生
世
界

の
到
来

を
他
力

的
に
願
う
場
面
が
あ

る
が

、
そ

の
後
で

少

佐
は
「
そ
の

た
め
な
ら
ば

、
わ
た
く
し

の
か
ら
だ
な
ど

は
、

何
べ
ん
引
き

裂
か
れ
て
も

か
ま
ひ
ま
せ

ん
」
（
同
前
）
と
自
己
犠

牲
の
誓
願

を

立
て

て

い

る
。
ま

た
「
よ
だ

か
の
星
」

は
、
弱
肉
強
食
の
現
実
を
悲
嘆
す

る
主
人
公

の

「
よ

だ
か
」
が
「

お
日
さ

ん
、

お
日
さ

ん
。
ど

う
ぞ
私

を
あ
な

た
の
所
へ
連

れ
て
い
っ
て
下
さ
い
。
灼
け
て
死
ん
で
も
か
ま
ひ
ま
せ
ん
」
（
8
:
8
7
）
な
ど

と
幾

度
も
懇
願
し
つ

つ
自
己
抹

殺
を
遂
行
す

る
物
語
で

あ
る
が
、
こ
こ
に
も
、

自
己

犠
牲
的

な
救
済

者
信
仰

に
よ
っ
て
万
物
共
生
を
願

っ
た
賢

治
の
心
情
が

投
影

さ
れ
て

い
よ
う
。
そ

の
他
、
「
銀
河
鉄
道

の
夜
」

に
登

場
す
る

「
蝎
」

が
、
「
ま
こ
と

の
み

ん
な
の
幸
福
」

の
た
め
に
命
を
捨

て
た

い
、
と
神

に
祈

願
す

る
場
面
な
ど

に
も

、
同

様
な
賢

治
の
心
情

を
読
み
取

る
こ
と
が
で

き
る
。

で

は
、
賢
治

は
こ

う
し
た
自

己
犠
牲

の
共
生
倫
理

を
『
法

華
経
』

の
教
え

か
ら

導
き
出
し

た
の

だ
ろ

う
か
。
大
正

七
（
一
九
一
八
）
年
頃

に
書

か
れ
た

賢
治
の
書
簡
を
み

る
と

、
彼

は
『
法

華
経
』

に
説

か
れ

た
釈
尊

過
去
世

の
捨

身
行

に
深
く
感
銘
を
受
け
て

い
る
。
ま

た
彼

の
共
生
主
義
が

『
法
華

経
』

の

大
乗
的
成
仏
観

に
触
発
さ
れ
て
確
立
さ
れ

た
こ
と

は
、
す
で
に
み
た
と
お
り

で
あ
る
。
た
し

か
に
『
法
華
経
』
と
の
出
会

い
な
く
し
て
、
賢
治
が
少
年
時

代

か
ら
の
自
己
犠
牲
願
望
を
宗
教
的
信
念

に
ま
で
高
め
、
な
お
か
つ
そ
れ
を

共
生
倫
理
化
す

る
こ
と

は
な
か

っ
た
だ
ろ
う
。
だ
が
反
面
、
賢
治
が
童
話

の

中
で
描
き
出
し

た
様
々
な
自
己
犠
牲
の
姿
に
は
、
本
来
の
法
華
経
思
想
か
ら

は
導

か
れ
得
な

い
、
自
己
嫌
忌
的
な
救
済
者
信
仰
が
は

っ
き
り
と
認
め
ら
れ

る
。
賢
治
が
唱
え

た
自
己
犠
牲
は
、
明
ら
か
に
真
宗
的
な
救
済
者
信
仰
を
背

景

に
持

っ
て

い
る
。
結
局
、
賢
治
が
唱
え
た
自
己
犠
牲
の
共
生
倫
理
は
、
彼

の
思
想
世
界

に
お
け

る
法
華
経
信
仰
と
真
宗
信
仰
の
融
合

に
よ

っ
て
生
じ

た

も
の
で
あ

っ
た
、
と
み

る
以
外
に
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

②
　

自
己
拡
大
の
共
生
倫
理

賢
治
文
学

に
お
け

る
倫
理
的
基
調
は
自
己
犠
牲
の
共
生
倫
理
に
あ
っ
た
が
、

大
正
末

か
ら
昭
和

の
初

め
に
か
け
て
の
彼
は
、
自
己
拡
大
の
共
生
倫
理
を
唱

え
て
も

い
る
。

こ
の
時
期
の
賢
治
は
、
花
巻
農
学
校
教
諭
と
岩
手
県
国
民
高

等
学
校
講
師

を
兼
任
し

、
こ
れ
ら
を
依
願
退
職
し

た
後

は

「
羅
須

地
人

協

会
」
を
設

立
し

て
農
村
青
年
を
指
導
す
る
な
ど
、
精
力
的

に
社
会
的
活
動

を

展
開
し
て

い
た
。
そ
の
社

会
改
良
へ
の
関
心
の
高

ま
り
は
、
大
正

一
五

（
昭

和
元
、
一
九
二
六
）
年
に
成

立
し

た
と
さ
れ
る

「
農
民

芸
術
概
論
綱
要
」
（
以

下
「
綱
要
」
と
略
記
）
の
中
で

「
そ
は
常
に
実
生
活
を
肯
定
し
こ
れ
を

一
層
深

化
し
高
く

せ
ん
と
す

る
」

１
３
　：
　１
１
）
と
謳
わ
れ

る
ご
と
く
、
賢
治

の
共

生

倫
理
観
を
自
己

否
定
的
な
も
の

か
ら
自
己
肯
定
的

な
も
の

へ
と
変
化
さ
せ
、

彼

の
中

に
自
己

拡
大
の
思

想
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。
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そ

も

そ

も

『
法

華
経

』

に
帰

依

し

た

当

初

の
賢

治

は

、
天

台
教

学

の

一

念

三

千

論

に

立
脚

し

て

自
己

拡

大

の
共

生

倫

理

を

志

向

し
て

い

た
。

一

念

三

千

論

と

は

、

自
己

の
刹

那

の

意

識

（

一

念

）

に

字

宙

の

森
羅

万

象

（

三

千

）

を

包

摂

す

る

、

と
説

く

教
え

で

あ

る

。

賢

治

が

熟

読

し

た
大

等

の

『
漢

和
対

照

妙

法

蓮

華

経
』

に

は

、

一

念

三

千

論

に

基

づ

く

「

現

象
即

実

在
」

論

の

説

明

が

あ

る

と

い

う

。

大
正

中

期

の
賢

治

は

そ

れ

ゆ

え

、
「
静

に
自

ら

の

心

を

み

つ

め

ま

せ

う

。

こ

の
中

に

は
下

阿

鼻

よ

り

下

有

頂

に

至

る

一
切

の

現

象

を

含

み
現
在
の
世
界
と
て
も
又
之
に
外
あ
り
ま
せ
ん
」
（
1
5
:
5
5
-
5
6
）
な
ど
と
述

べ

、
「

一

人

成

仏

す
れ

ば

三
千

大

千

世

界

山

川

草

木

虫

魚

禽

獣

み

な

と

も

に

成
仏
だ
」
（
1
5
:
7
0
）
と
信
じ
て
い
た
。
賢
治
の
法
華
経
信
仰
は
最
終
的
に

自

己

犠

牲

的

な
救

済

者

信

仰

の

色

彩

が

強

い

も

の

と

な

っ

た

た

め

、
賢

治
文

学

で

は

も

っ
ぱ
ら

自

己

犠

牲

の
共

生

倫

理

が

高
調

さ

れ
た

が

、

彼

が

現

実

的

な

社

会

改

良

に
取

り

組
む

時

期

に
至

っ
て

、

一
念

三

千
論

に
基

づ

く

自
己

拡

大
の
共
生
倫
理
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
な
お
一
念
三
千
論

に

基

づ

く

万

物

包

含

的

な

自

己

意

識

は

、

賢

治

が

人

会

し

た
国

柱

会

の

田

中

智

学

の

『
本

化

妙

宗

式

目

講

義

録

』

の

中

で

も

強

調

さ

れ
て

い

る

。

賢

治

の

「
綱

要

」

で

は

、
「
正

し

く

強

く

生

き

る

と

は
銀

河

系

を

自

ら

の

中
に
意
識
し
て
こ
れ
に
応
じ
て
行
く
こ
と
で
あ
る
」
（
1
3
:
9
)
「
…
…
わ
れ

ら

に

要

る

も

の

は

銀

河

を

包

む

透

明

な

意

志
　

巨

き

な

力

と

熱

で

あ

る

…

…

」
（
１
３
　：
　
１
５
）

と

説

か

れ

、

自

己

を

抹

殺

し

て

唯

一

救

済

者

へ

帰

一

す

る

の

で

は
な

く

、

む

し

ろ

自

己

が

「
銀

河

を

包

む

透

明

な

意

志
」

と

な

り

ゆ

く

こ

と

が

主

張

さ

れ

る

。

す

な

わ

ち

「
自

我

の

意

識

は
個

人

か

ら

集

団

社

会

宇
宙
と
次
第
に
進
化
す
る
」
(
１
３
　
：
　
９
)
と
も
あ
る
ご
と
く
、
宇
宙
的
な
自
己

拡
大
の
境
地
が
唱
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
自
己
拡
大
観
は
、
決
し
て
個

の
立

場
を
否
定
し
な
い
。

む
し
ろ
、
宇
宙
的
全
体
性
の
現
わ
れ
と
し

て
個
を
重
視

す
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
個
と
個
の
宇
宙
的
共
生
の
世

界
が
構
想
さ
れ
る
。

「
個
性
の
異
な
る
幾
億
の
天
才
も
併

び
立
つ
べ
く
斯
て
地
面

も
天

と
な

る
」

（
1
3
:
1
4
）
「
ま
づ
も
ろ
と
も
に
か
が
や
く
字
宙
の
微
塵
と
な
り
て
無
方
の
空

に
ち
ら

ば
ら
う
　

し

か
も

あ
れ
ら
は
各

々
感
じ
　

各
別

各
異

に
生
き

て

い

る
」
(
１
３
　
：
　
１
５
）
と
い
っ
た
「
綱
要
」
の
諸
表
現
は
そ
れ
に
あ
た
り
、
個
の

自
己
拡
大
を
通

じ
た
宇
宙
的
共
生
の
実
現
を
目
指
す
も
の
と
言

え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
「
綱
要
」

に
み
ら
れ
る
自
己
拡
大
の
共
生
倫
理
は
、

日
蓮

の
一

切
衆

生
救
済

の
精
神

を
受
け

継
い
だ
智

学
の
言
説
に
も

由
来
し
て

い
る

よ
う

に
思

わ
れ
る
。
「
一
切
衆

生
皆
成
仏
道
」
の
願
い
が
込
め
ら

れ
た

『
法
華
経
』

の
流
布
に
生
涯

を
捧
げ

た
日
蓮
は
「
一
切
衆
生
の
同
一
の
苦
は
悉

く
是
日
蓮

一
人
の
苦
と
申
す
べ
し
」
「
定
一
八
四
七
）
と
述
べ
、
謗
法
に
よ
る
全
民
衆
の

総
罰

の
苦
し
み
を
一
身
に
引

き
受
け

よ
う
と
し

た
。
そ
し
て
こ
の
日
蓮

の
精

神
に
立
た
ん
と
す
る
智
学

も
、
『
日

蓮
聖
人
乃
教
義
』

の
中

で

「
一
切
衆

生

と
共
に
本
に
帰

る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
自
己

の
成
仏
も
畢
竟
は
決
定
し
な
い
の

で
あ
る
」
と
主
張
し
て
い
る
。
国
柱
会
の
活
動
家
と
し
て

『
日
蓮
聖
人
乃

教

義
』

を
友
人

に
も
勧
め
て
い
た
賢
治
は
、
右

の
智
学
の
文

言
に
接
し
、
深

く

そ
れ
を
心
に
刻
み
つ
け

た
の
だ
ろ
う
。
「
綱
要
」
の
有
名
な
テ
ー
ゼ
、
「
世
界

が
ぜ
ん
た
い
幸
福
に
な
ら
な
い
う
ち
は
個
人
の
幸
福
は
あ
り
得
な
い
」
（
1
3

:
9
)
は
、
「
一
切
衆
生
と
共
に
本
に
帰
る
」
と
い
う
智
学
の
皆
共
成
仏
観
を
、



賢

治
が
共

生
的
幸
福
論
と
し
て
一
般
化
し

た
も
の
と
み

る
こ
と
が
可

能
で
あ

る
。こ

の
よ
う

に
、
賢
治
が
唱
え
た
自
己
拡
大
の
共

生
倫
理
は
、
大
等
の
書

に

示

さ
れ
た
一
念
三
千
論
や
智
学
の
日
蓮
主
義
の
影

響
下

で
成
立
し
た
と
言
え

る
。
だ
が
そ
こ

に
も
、
賢
治
の
真
宗
的
精
神
性
が
ま

っ
た
く
み
ら
れ
な
い
わ

け
で

は
な

い
。
谷
川

徹
三
氏

に
よ
れ
ば
、
賢

治
は
「
綱
要
」

の
中
で
、
「
実

践
者
」
と

「
夢
想
家
」
が
完
全

に
一
体
化
し

た
「
宗
教
的
人
間
の
本
質
に
即

し
た
芸
術
」
と
し
て

の
「
第
四
次
元
の
芸
術
」
を
構

想
し

た
と
い
う
。
こ
こ

で
言

わ
れ

る
「
夢
想
家
」

と
し
て
の
賢
治
の
側
面

は
、
少

な
く
と
も
日
蓮
の

法
華
経
信
仰

に
忠
実

な
姿
勢
で

は
な

い
。
日
蓮

は
、
万
民
共

栄
と

い
う
空
想

的
な
理
想
を
掲
げ

つ
つ
も
、
「
ま
こ
と
の
道

は
世
間

の
事
法

に
て

侯
」
（
定
一

二
六
三
）
「
御
み
や
づ
か
い
（
仕
官
）
を
法
華
経
と
を
ぼ
し
め
せ
」
（
定
一
四
九

三
）
と
説
き
、

現
実

の
生
活
や
職

業
を

あ
り

の
ま

ま

に
肯
定

す
る

態
度

を

と
っ
た
。
賢

治
の
夢
想
的
傾
向
は
む
し
ろ

、
現
世
の
苦
界
を
厭
離
し
、
ひ
た

す

ら
彼
岸
の
極
楽
浄
土
を
欣
求
す
る
彼
の
真
宗
的
精
神
性
と
無
縁
で
な
か
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
3
)
　
自
己
諦
念
を
基
調
と
し
た
多
様
な
共
生
倫
理
の
並
立

「
羅
須
地
人
協
会
」
で
自
己
犠
牲
的
実
践

に
励
む
ほ
ど

に
身
体
が
蝕
ま
れ
た

賢

治
は
、
病

に
倒
れ
て
実
家

に
引
き
取
ら
れ
、
一
時
的

に
快
復
し
て
砕
石
工

場
の
技
師
と
な

っ
た
。
し

か
し
再

び
病
を
得
て
、
昭

和

八
（
一
九
三
三
）
年
、

賢
治
は
志
半
ば
で
世
を
去

っ
た
。
こ
の
時
期

に
著
名
な

「
雨

ニ
モ
マ
ケ
ズ
」

が

メ
モ
帳

に
記

さ
れ
、
自
己
を
卑
下
し
つ

つ
肯
定
的

に
諦
念
す

る
態
度
が
晩

年

の

賢

治

に

目

立

っ
て

く

る
。

国

柱

会

入

会

後

の

賢
治

は

、

自

己

犠

牲

的

な

救

済
者

信

仰

に
生

き

る

一
方

で
、

父

親

譲

り

の

肯

定

的
自

己

卑
下

観

を

表

現

し

た

作
品
－

童

話

「
ど

ん

ぐ
り

と

山

猫

」
「
気

の

い

い

火
山

弾

」
「
虔

十

公

園

林
」
－

も

書

き

残

し

て

い
る
。
た
だ
、
日
蓮
主
義
に
傾
倒
し
た
り
、
農
村
運
動
に
挺
身
し
て
い
た
頃

の

賢

治

に
は

、

自

己

犠

牲

や
自

己

拡

大

へ
の

志

向

が

強

く

、

救

済
者

信

仰

を

ベ
ー

ス

に
し

な

が

ら

も

そ

こ

に
自

力

的

態

度

を

濃

厚

に

絡

め

て

い

た

た
め

に

、

純

粋

な

絶

対

他

力

の

態

度

が

も

た
ら

す

肯

定

的

自

己

卑

下

の

思

想

が
陰

に
隠

れ

、

目

立

た

な

か

っ

た
と

言

え

る
。

し

か

る

に
農

村

運

動

に

挫

折

し

た
後

の

賢

治

は
、

そ

れ

ま
で

の

自

力

的

態
度

を

「
慢

」

と

し

て

反

省

し

、

絶
対

他

力

的

救

済

を
強

く

意
識

し

始

め

た

た

め

に
、

肯

定

的

自

己

卑

下

観

に

根
ざ

し

た

自

己

諦

念

の

態

度

を
顕

著

に
示

す

よ

う

に

な

っ

た
の

で

あ

る
。

と

は

い

え

、

晩

年

の
賢

治

も

決

し

て

法

華

経

信
仰

を
捨

て

た
わ

け

で

は

な

く

、
死

の

床

に

あ

り

な

が
ら

自

己

犠

牲

的

精

神

で

農

民

の
肥

料

相

談

に

応
じ

て

も

い

た

。

し

た
が

っ
て

晩
年

の

賢

治

に
み

ら

れ

る

自

己

諦
念

は
、

自

己

犠

牲

や

自

己

拡

大

の

態

度

と

併

せ
て

重

層

的

に
示

さ

れ

、

そ

の

う

え
で

共

生

の

理

想

が

目

指

さ

れ

た
、

と

い

う
と

こ

ろ

に
特

徴

か

お

る

。

こ

の

こ

と

を

詩

作

メ
モ

「

雨

ニ

モ

マ

ケ
ズ

」
（
１
３
　：
　５
２
１
-５
２
５
）

の
内

容

を

通

じ

て

検

証

し

て

み

ょ

う
。
「
雨

ニ

モ

マ

ケ
ズ

」

の

結

び

の

部

分

は

「
ヒ

ド

リ

ノ

ト

キ

ハ
　

ナ

ミ

ダ
ヲ

ナ

ガ

シ
　

サ

ム

サ

ノ

ナ

ツ

ハ
　

オ

ロ
オ

ロ

ア

ル
キ

ミ
ン
ナ
ユ
　
テ
ク
ノ
ポ
ー
ト
　
ヨ
バ
レ
　
ホ
メ
ラ
レ
モ
セ
ズ
　
ク
ユ
モ
サ
レ

ズ
　

サ

ウ

イ

フ
　

モ

ノ

ニ
　

ワ

タ

シ

ハ
　

ナ

リ

タ
イ

」

と

い

う

も

の
で

あ

る

｜　宮沢賢治の 共生倫理観におけ る法華経信仰と真宗信仰の相互浸透89



が
、

ひ
で
り

や
冷
夏

に
涙
し
て
狼
狽
す
る
「
デ
ク
ノ
ボ
ー
」
に
あ
え
て
賢
治

が
な
り

た
い
と
願

い
結
ぶ
と
こ
ろ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
晩
年
の
賢
治
が
卑

小
な
自
己

を
肯
定
的
に
諦
念
す
る
人
を
密
か
に
理
想
と
し
て
い
た
こ
と
を
知

る
。
自
己
諦
念

は
、
こ
の
詩
全
体
を
貫

く
思
想
的
通
奏
低

音
に
な

っ
て
い
る
。

だ
が

他
方
で

、
風
雨

や
悪
天

候
に
屈
せ
ず
、
名
利

を
求
め
る
こ
と
も
な
く
、

ひ
た
す
ら
弱
者

を
励

ま
し
守
ろ
う
と
す
る
「
デ
ク
ノ
ボ
ー
」

の
実
践
は
、
自

己
拡
大

の
菩
薩
道

そ
の
も

の
で
あ
る
。
ま
た
「
欲

ハ
ナ
ク
」

玄
米

菜
食
を
励

行

す

る
彼
の
姿

に
、
自
己

犠
牲
の
精
神
を
感
じ
な

い
わ
け

に
は
い
か
な
い
。

「
東
」

に
病
気

の
子
供
を

看
病
し

、
「
西
」

に
疲
れ

た
母

の
稲

の
束

を
背
負

い
、

「
南
」
に
死
に
瀕
し
た
人

を
「
コ

ハ
ガ
ラ
ナ

ク
テ

モ
イ
イ
」
と
慰

め

る
「
デ

ク
ノ

ボ
ー
」
は
、
人
間
の
卑
小
さ
を
諦
念
し
つ
つ
も
自
己
犠
牲
や
自
己
拡
大

の
菩
薩
道
に
励
み
、
万
人
共
福
の
楽
土
を
念
願
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
「
北
」

で

起
る
喧
嘩
や
訴
訟
に
対
し

「
ツ

マ
ラ
ナ
イ
カ
ラ
　

ヤ
メ
ロ
」
と
熱
心
に
諭

す

彼
の
姿
の
中
に
は
、
危
険
を
厭
わ
ず
仲
裁
を
買

っ
て
出
る
自
己
犠
牲
の
精

神

、
「
ツ

マ
ラ

ナ
イ
」

と

い
う
自

己
諦
念

の
姿

勢
、
万

人

を
同

胞

と
み

て

「
ヤ

メ
ロ
」
と
制
止
す
る
共
生
主
義
の
立
場
、
な
ど
を
看
取

で
き
よ
う
。

以

上
の
ご
と
く
、
「
デ

ク
ノ
ボ
ー
」

の
実
践

は
自

己
諦
念

を
基
調

と
し
て

い
る
が
、
そ
れ
と
並
行
し
て
自
己
犠
牲
や
自
己
拡
大
の
態
度
も
と
ら
れ
、
全

体

と
し
て
万

人
共
福
の
共
生

社
会
が
目
指

さ
れ
て

い
る
の
で
あ

る
。
「
デ

ク

ノ
ボ
ー
」

は
、
真
宗
的
な
悪

人
正

機
の
凡

夫
で
あ

る
と
と
も
に
、
『
法

華
経
』

に
登
場
す

る
自
力

精
進
の
不

軽
菩
薩
で
も
あ
っ
た
わ
け
で

あ
る
。

お

わ

り

に

賢

治
の
共
生
主
義

は
、
『
法
華
経
』

の
大
乗

的
成
仏

観
、
賢

治
自
身

の
共

感
的
資
性
、
〈
一
切
有
情

＝
自
己

の
父
母

兄
弟
〉
と

い
う

『
歎
異
抄
』
の
輪

廻

転
生
観
な
ど
を
背
景
に
し
て
形
成

さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
ま
た
賢
治
は
、

万

物
共
生

を
実
現

す
る
た

め
の
倫
理
的
方
途
と
し
て

自
己
犠

牲
・
自

己
拡

大
・
自

己
諦
念
を
提
示

し
て

い
る
。
こ
の
う
ち
賢
治
文

学
の
倫

理
的
基
調
を

な
す
自
己
犠

牲
の
共
生
倫
理

は
、
『
法
華
経
』

か
ら
影

響
を
受
け

た
も
の
で

あ
る
と
同
時

に
、
賢

治
の
中

の
真
宗
的
な
救
済
者
信
仰

と
も
結

び
つ

い
て
い

る
。
次

に
「
綱
要
」
が

謳
い
上
げ
る
自
己
拡
大

の
共
生
倫
理

に
は
、
大
等
の

説
い
た
一
念
三
千
論
や
智
学

の
日
蓮
主
義
か
ら

の
影
響
を
み
て
と
れ
る
が
、

そ
こ
に
は
真
宗
的
な
現
世
厭
離
観
も
み
え
隠
れ
し
て

い
る
。
さ
ら
に
晩
年
の

賢
治
作
品
に
な
る
と
、
自
己
諦
念
を
基
調
と
し
た
多
様
な
共
生
倫
理
の
並
立

が
み

ら
れ
、
法
華
経
的
な
自
力
菩
薩
道
と
真
宗
的
な
他
力
救
済
信
仰
と
が
複

雑
に
絡
み
合
う
様
相
を
呈
し
て
い
る
。

以
上

の
こ
と

か
ら
、
賢

治
の
共
生
倫
理
観

は
、
『
法

華
経
』

に
説

か
れ

る

大
乗

的
成
仏
観
や
捨
身
行
、
大
等
や
智
学
が
説
示
し
た
法
華
経
思
想
、
賢

治

個
人

の
共
感
的
性
格
、
そ
し
て
幼
少
期
以
来
賢
治
の
思
惟
を
方
向
づ
け
て
き

た
様

々
な
真
宗
的
精
神
性
、
こ
れ
ら
が
渾
然
一
体
と
な

っ
て
相
互

に
浸
透
し

あ
う
中
で
形

成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
、
と
結
論
づ
け

る
の
が
最
も
穏
当
で

あ
ろ
う
。
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＊

『
新
校

本
宮
沢
賢
治

全
集
』
（
全

一
六
巻
別
巻

一
、
筑
摩

豊
房
、
一
九
九
五

年

～
）

か
ら
の
引
用

は
、
そ

の
巻
数

（
必
要
に
応
じ
て
上
下

・
篇
名
も
記
す
）
と
頁
数

を
文
中

に
付
し

た
。

（
1
）
　
宮
沢
清
六
『
兄
の
ト
ラ
ン
ク
』
（
筑
摩
書
房
、
一
九
八
七
年
）
、
二
一
六
―
二

Ｉ
七
頁
。

（
２
）
　
金
子

大
栄
校
注
『
歎
異
抄
』
（
岩
波
文
庫
、
一
九

八
一
年
）
、
四

八
頁
。

（
３
）
　
以
下
、

立
正
大
学

日
蓮
教
学
研

究
所
編

『
昭

和
定
本
　

日
蓮
上
人

遺
文
』

（
身
延
山
久
遠
寺
、
全
四
巻
、
一
九
五
二
―
一
九
五
九
年
）
か
ら
の
引
用
頁
数

を
こ
の
よ
う
に
略
記
す

る
。

（
４
）
　
田
中
智
学
『
日
蓮
聖
人
乃

教
義
』
（
師
子
王
文
庫
、
一
九
一
〇
年
）
、
四

八
一

頁
。

（
５
）
　
谷
川

徹
三

『
宮
沢
賢
治
の

世
界

』
（
法
政
大
学
出
版
局
。
一
九
六
三
年
）
、

一

〇

三
頁
。

（
ま

つ

お

か

・

み
き

お

、

日

本

思

想

史

学

、

群

馬

大

学

非
常

勤

講
師

）
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