
九
鬼
周
造
の
文
芸
思
想
と

フ
ラ
ン
ス
象
徴
主
義宗

像

衣

子

は

じ

め

に

　
九
鬼
周
造

は
、
自
ら

の
根
本
的

課
題

で
あ

る
時
間
論

や
偶
然
性

の
問
題
と

の
緊
密
な
関
係

に
お

い
て
、
文
学

・
文
芸

の
問
題
、

日
本
詩
及

び

日
本
芸
術

の
問
題
、

ひ

い
て
は

フ
ラ
ン
ス
象
徴
主
義

の
問
題
に
関
心
を
示
し

て

い
る
。
そ

こ
で
本
稿

で
は
、
九
鬼

の
関
心

に
沿

い
な
が
ら
、

九
鬼

の
文
芸

観
と

フ
ラ

ン
ス
象
徴
主
義

と

の
関
係

に

つ
い
て
考
察

し
た

い
。
と
り
わ
け
、
九
鬼

は
、

ボ
ー
ド

レ
ー

ル
、
ヴ

ァ
レ
リ

ー
、
ヴ

ェ

ル
レ
ー

ヌ
に
強

い
興
味
を
示

し

て
彼

ら
を
取
り
上
げ

て

い
る
が
、

マ
ラ
ル
メ
に

つ
い
て
は
、
重
要

な
事

柄

で
あ
る

に
せ
よ
、
注

に
お

い
て
し

か
述

べ
ら

れ

て

い
な

い
よ
う

で
あ
る
。
し
か
し
九
鬼

の
論

に
は
、

マ
ラ
ル
メ
を
想
起
さ
せ

る
点

が
多

々
あ
る
。
そ

の
点

を
顧
慮

し
な
が
ら
考

察
を
広
げ
た

い
と
思
う
。

　

た
だ
九
鬼

は
膨
大
な
著
作

を
残

し

て
お
り
、

か

つ
そ

の
全
容

は
多
岐

に
わ
た
り
、
と

て
も
全
体

を
学
び
全
体
か
ら
検

討
す

る
こ
と

は
筆
者

の
力

の
及

ぶ
と

こ
ろ
で
は
な

い
。

こ

こ
で
は
、
論
点

と
し

て
は
明
確

に
展
開

さ
れ

て

い
な

い
と
思
わ

れ
る

フ
ラ
ン
ス
象
徴
主
義

と

の
関
係

、

(106)
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特

に

マ
ラ
ル
メ
と

の
思
想
的
触
れ
合

い
に

つ
い
て
指
摘
す

る
に
留

め
た

い
。

　

ま
ず
、
九
鬼

の
文
芸
論

は
、
既
述

の
よ
う

に
彼
自
身

の
中
心
的

課
題
と
思
わ
れ

る
時

間
論

や
偶
然
論

に
関
わ

る
が
、
さ
ら

に
無

の
思
索
と

も

緊
密

に
関

わ
る
こ
と

に
注
目

し
た

い
。
そ

れ
ら

に

い
わ
ば
全

面
的

に
繋
が

る
と
も
言
え

る
押

韻
論
、
す
な
わ
ち
そ

の
例
証
も
膨
大

で
、
豊

富

な
立
証
と
共

に
展

開
さ
れ
た
論
考

「
日
本
詩

の
押
韻
」

の
重
要

さ
は
言
う

ま

で
も
な

い
が
、

こ

こ
で
は
本
論

の
主
旨

に
し
た

が

っ
て
、
同

じ
く
文
芸
論

と
し

て
ま
と
め
ら
れ
、
押
韻

の
問
題

に
も
当
然
触

れ
ら

れ
て

い
る
彼

の

『文
芸
論
』
、
そ

の
壁
頭

に
据
え
ら
れ
た

「文
学

の
形
而

上
学
」

に

つ
い
て
検

討
し
た

い
。

　

次

に
、
九
鬼

が
西
洋

帰
国

の
直
前

、

フ
ラ

ン
ス
郊
外

の
ポ

ン
ト

ニ
ー

で
の
講
演

に
お

い
て
論

じ
た

「
日
本
芸
術

に
お
け

る

『無
限
』

の
表

現
」

に

つ
い
て
、

こ
れ
も
本
論

の
主
旨

に
沿

っ
て
考
察

し
た

い
。
こ
れ
は
同
じ
折

の
講
演

中

の

「
東
洋
的
時
間
」

の
話
題

に
関
わ

っ
て

い
る

の
で
、
そ
れ
に

つ
い
て
瞥
見

し
た
上

で
、

日
本
芸
術

の
無
限

に

つ
い
て
吟
味
し
た

い
と
思
う
。

　

そ

の
上

で
最
後

に
、

フ
ラ

ン
ス
象
徴

主
義

の
側

か
ら

で
あ

る
が
、
要
所

で
挙
げ

ら
れ
る
ボ
ー
ド

レ
ー

ル

へ
の
関
心
、
ヴ

ァ
レ
リ
ー
、
音
楽

家
ド
ビ

ユ
ッ
シ
ー

へ
の
関
心

に

つ
い
て
検
討

し
た

の
ち

、

シ

ュ
ア
レ
ス
の
誤
解

に
対
す

る
指
摘

と
、

マ
ラ
ル
メ

へ
の
言
及

か
ら
見
当
を

つ
け

て
、
九
鬼

と

マ
ラ
ル
メ

の
類
縁

関
係
を
、
総
合
芸

術
論

と
東

西
芸
術
論

の
領
域

か
ら
言
及
し
た

い
。
既
述

の
前
者

「
文
学

の
形
而

上
学
」

に

お

い
て
、
芸
術

諸
ジ

ャ
ン
ル
の
相
関
性

に
か
か
わ

る
問
題
を
、
と
り
わ
け
抽
象
的

レ
ベ
ル
で
、
詩
人

の
思
索
と

の
対
照

関
係

の
う

ち

に
感
得

　
　
　
　
　

　

で
き

る
だ
ろ
う

。
後
者

「
日
本
芸

術

に
お

け
る

『無

限
』

の
表

現
」

に
お

い
て
は
、
具
体

的

レ
ベ
ル
で
九
鬼
と
詩
人

マ
ラ
ル
メ
の
照
応

が
垣

間
見

ら
れ
る
だ

ろ
う
。

そ

の
他
全

面
的

に
、
膨
大

な
具
体
例
か
ら
、
そ

の
思
考
を

本
稿

の
ひ
と

つ
の
視
覚
か
ら
ま
と

め

つ
つ
、
二
人

の
繋
り

の
可
能
性
、
そ
し

て
九
鬼
と

フ
ラ
ン
ス
象

徴
主
義

と

の
関
連

に

つ
い
て
検

討
を
加
え

た

い
と
思
う

。



1
　

　
「
文

学

の
形

而

上

学

」

　

『文
芸
論
』

の
最
初

に
収

め
ら
れ
た

こ
の
厳
密
な
論
考

の
推
論

の
要
点

を
本
稿

の
主
旨

の
論
点

に
し

た
が

っ
て
、

葉
遣

い
に
拠

り
な
が
ら
ま
と
め

て
ゆ
き
た

い
。

九
鬼
自
身
の
厳
格
な
言

一　

言
語

に
よ
る
芸
術
と

し
て
の
文
学

　

こ
こ
で
は
、
言
語

の
形
而

上
学

で
は
な
く
、
文
学
を
言
語

に
よ

っ
て
表

現
さ
れ
た
芸
術
と
考
え

て
、
言
語
芸
術

と
し

て
の
文
学

の
形
而

上

学

を
対
象

と
し

て

い
る
。
そ

の
本
質

は
言
語

に
よ
る
時
間
芸
術

で
あ
り
、
そ

の
た
め

に
ま
ず
芸
術

の
時

間
性

に

つ
い
て
考
え

る
。
歴
史

が
時

間

面

へ
自

己
を
投
げ
自

己
を
映
し
た
も

の
が
芸
術

で
あ
り
、

そ
れ
は
小
宇
宙

と
し

て
完
結

し
て

い
る
と

い
う

。
ま
た
芸
術
は
直
観
を
特
性
と

す

る
点

で
、
現
在
と

い
う

時
間
性
を
も

っ
て
お
り
、
学
問

や
道
徳

と
比
較
す
れ
ば
、
学
問

の
時
間
的
性
格

は
過
去
的

、
道
徳

の
場
合

は
未
来

的

と
言
え

る
。
宗
教

の
そ
れ
は
永
遠

で
あ
り
、
形
而

上
学
的

現
在

と
考
え
ら

れ
て

い
る
。
芸
術

は
現
象

学
的
現
在

で
あ
り
、

一
定

の
持
続

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る

も

っ
た
現
在

で
あ
る
。
直
観

に
お

い
て
持
続
す

る
現
在
が
芸
術
を
成
立
さ
せ
る
場
面

で
あ
る
と
す

る
。

　

と

こ
ろ
で
時
間

の
現

象

に
量
的
時
間
と
質
的
時

間

の
区

別
が

一
般

に
考
え
ら

れ
る
。
前
者

は
同
質
的
乖

離
的

で
あ
り
、
計
量

で
き

る
。
後

者

は
異
質
性

と
相
互
浸
透
を
特
色
と
す

る
、
す
な
わ
ち
流
動

、
持
続

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
音
楽

の
流
れ
、
色

の
連
続
を
想
起

さ
せ
る
と

い
う

。

色

彩

の
流
れ

は
分
割

の
な

い
多

様
性
と
し

て
自
明
と
す

る
。
文

学

の
時
間
性

は
質
的
時
間

に
属
す

る
が
、
量
的
時
間

に
近

い
も

の
は
詩

の
リ

ズ

ム
で
あ

る
。
し
か
し
そ

れ
は
区
切
り
を
も
ち

、
質

的
相
違

、
感
じ

の
質
的
相
違

が
あ
り
、
単

に
数
量
的
な
も

の
で
は
な

い
。
リ
ズ

ム
の
時

間
性
格

は
、
様

々
な
持

続

の
緊
張
を
示
す
点

で
質
的

で
あ
る
。
区
切
り

の
他

に
、
音

の
長
短

、

ア
ク
セ
ン
ト

の
強
弱
も
、
緊
張

の
度
合

い
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

よ

る
性
質
上

の
関
係

で
あ

る
。
韻

が
顧
慮

さ
れ
る
と
、
さ
ら

に
質
的
時

間
と
な

る
。
相
互
浸
透

に
押
韻

の
可
能
性

が
あ

る
。
相

互
浸
透

が
記

五
七
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憶

の
形

で
成
立

す

る
。

こ
れ
が
、
時

間
芸

術
た

る
文
学

と
音
楽

に
共

通

の
性
格

で
あ

る
と
考
え

る
。
詩

に
お

い
て
音
楽

性
を
排
斥
す

る
こ
と

は

で
き
な

い
。

で
は
音
楽
か
ら
文
学

を
区
別
す
る
時
間
性
格
と

は
ど

の
よ
う
な
も

の
か
。

二
　

文
学
と
音
楽

　
音

楽
は
音

の
知
覚

で
成
立

し

て
い
る
。
文
学
は
言
語

に
基

づ
く
想

像
を
領
域
と
す

る
。
音
楽

は
表

現
的
芸

術
、
文
学

は
再
現
的
芸
術
と

し

て
、
時
間
性
格

の
相
違
が
あ

る
と

い
う

。
音
楽

の
質
的
時

間

の
持
続

は
音
楽

が
音
と
し

て
知
覚

さ
れ
る
時
間
、
音
楽

が
実
際

に
満
た
す
時
間

の
持

続

で
あ

る
が
、
文
学

は
実
際

に
文

学
が
満
た
す
時

間

の
外

に
他

の
時
間

の
持
続
を
含

み
う

る
。
そ
れ
は
非
現
実
的
な
も

の
を
直
観

さ
せ

る
か
ら
、
重
層

性

の
特
質
を
も

つ
。
短
時

間

の
読

み

の
間

で
あ

っ
て
も
大
き
な
観
念
的
時

間

の
持

続
を
も

つ
。
音

の
知
覚
と
言
語

の
想
像

に

よ
り

時
間
現
象

が
重
層
性
を
も

つ
。
言
語

の
感
覚

性
と
観
念
性
と

の
二
重
性

に
よ

っ
て
重
層
的
時
間
が
現
象
す

る
。
過
去

が
同
じ
姿

で
蘇
り
、

無

限

の
深

み
を

も

っ
た
現
在

が
あ
る
。
時
間
が

回
帰
性

を
帯

び

て
繰
り
返
さ

れ
る
。
永
遠

の
今

が
存
在

す

る
。
意
味

の
上
層

の
観
念
的
時

間

と
、
音

の
下
層

の
知
覚
的
時

間

の
持

続

の
大
き

さ
は
、
多
様

で
あ

る
と
考
え

る
。
時
間

の
重
層

性
は
文
学

の
生
命

で
あ

る
。
上
層
部

は
さ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

に

い
く

つ
か

の
時

間
層
を
重
ね
ら
れ
る
。
し
た
が

っ
て
音
楽
と
文
学
を
区
別
す

る
哲
学
的
特
色

は
時
間

の
重
層
性

に
あ
る
と

い
う
。

　

と

こ
ろ
で
音

楽
が
表
現
性

を
離
れ

て
再
現
性

に
近
づ
く

に
し
た

が

っ
て
、
音
楽

は
文
学

化
さ
れ
た
と

み
な
し
う

る
。

つ
ま
り
、
音
楽

が
音

そ

の
も

の
に
よ

っ
て
時
間

の
重
層
性
を
示
す
場
合

は
、
本
来

の
単
層
性
を
否
定
す

る
こ
と

で
自

己
を
文
学
化
す

る
。

一
方
文
学

は
、
特

に
詩

は
、
音
楽
性

を
強
調
す

る
場

合
、
自
己
本
来

の
重

層
的
性
格

に
よ
り
、
上
層

の
観
念
的
時

間
を
否
定
す

る
こ
と
な
く

、
下
層

の
知
覚

的
時
間

の
音
楽
性

を
示

す
。
文
学

の
音
楽
化

は
自
己

の
本
質
的
内
奥

の
発
揮

で
あ
り
、
音
楽

の
文
学
化

は
自

己
以
外

の
他
者

に
な

る
こ
と

で
あ

る
。

特

に
詩

の
よ
う

に
、
音
楽
を
含
ま
な

い
文
学

は
な

い
、
と
す

る
。



三
　

文
学
と
絵
画

　
次

に
重
層

性

の
点

で
、
文
学
と
絵
画
を

比
較
す

る
。
文
学
と
時
間

の
関
係

は
、
絵

画
と
空
間

の
関
係

に
似

て

い
る
と

い
う

。
空

間
芸

術
は

空

間
を
満
た

す

こ
と

で
成
立
し

て

い
る
が
、
彫
刻

や
建
築

な
ど
三
次
元

の
空
間

に
成

立
す

る
も

の
は
、
実
際

に
満
た
し

て

い
る
空

間

の
広

が

り

し
か
も

た
な

い
。
彫

刻
は
再
現
的

に
物
体

の
形

を

つ
く
り
、
建
築
は
表
現
的

に
内

部
空

間
を
素
材
と
す

る
が
、
実
際

の
空

間
以
外

の
空
間

を

も
た
な

い
点

で
は

一
致
す

る
。

二
次

元

の
絵

画
は
、

二
次
元
性
が

三
次
元
性
を
含

む
以
外

に
も
、
実
際

に
満

た
す
空

間

の
中
に
さ
ら

に
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

き

な
空
間

の
広
が
り
を
観
念
的

に
重
層

し
う

る
。
重
層
性
は

二
重
以
上

の
場
合
も

あ
る
。
彫
刻
が
空
間

の
重
層
性
を
示

そ
う

と
す

れ
ば
、
自

己

の
本
領

を
離
れ

て
絵
画
化
す

る
ほ
か
な

い
。
建
築

の
場
合
、
重
層
性
を
構
成

し
よ
う
と
す

れ
ば
絵
画
的
な
特
殊

な
技
巧
を

要
し
、
絵
画
自

体

の
助

け
を
借
り

る
こ
と

に
な

る
。
絵

画
は
彫
刻

や
建
築

に
対
し

て
、
空

間

の
重

層
性
を
特
色
と
し

て

い
る
と
考
え

る
。
し
た
が

っ
て
、
文

学

と
絵

画
は
、
時
間
的
、
空
間
的
に
、
重
層
性
を
示
す
点

で
類
似
し

て

い
る
と
す

る
。

　

つ
ま

り
、
音
楽
、
彫
刻

、
建
築

は
現
実
的
な
現
在

に
繋

が
れ
、
絵
画
と
文
学

に
あ

る
現
在

は
、

上
層
構
造

に
お

い
て
非

現
実
的
な
も

の
の

直
観

の
な
か

に
あ

る
。
絵

画
は
色
彩

に
よ
り
、
文
学

は
言
語

に
よ
り

、
知
覚

な

い
し
表
象

の
錯
覚

の
も
と

に
、
空

間
的
に
時

間
的

に
大
き

い

展
望

を
獲

得
す

る
。
絵
画

と
文
学

が
空
間
、
時

間

の
重
層
性

を
も

っ
て

い
る
の
は
、
色
彩

ま
た
は
言

語

に
よ
る
非
現
実
的
知
覚
と
非
現
実
的

表
象

に
基

づ
く
。
文
学

は
観
念
的
時

間

の
ほ
か
に
観
念
的
空
間
を

も
ち
う

る
し
、
絵
画

は
観
念
的
空
間

の
ほ
か
に
観
念
的
時
間
を
も
ち
う

る
、

と
九
鬼

は
考
え

る
。

　

空

間

が
文

学

の
形

式
的
条
件

に
な

っ
て
い
る

の
は
対
話
を
形
式

と
す

る
戯
曲

で
あ

る
。
戯
曲
は
、
演
劇
と
し

て
現
実

の
場
面

・
空

間

に
お

い
て
演
出

さ
れ
る
。
小
説
も
内
容
と

し

て
空

間
が
入

っ
て
な

い
場
合
は
ほ
と

ん
ど

な

い
。
文
学

に
空
間
が
入

っ
て
く

る
ほ
ど
、
文
学

は
絵

画

に
接

近
す

る
。
絵

画
も
時
間

の
流

れ
を
含

む
ほ
ど
、
文
学

に
近
づ
く
。
運
動
を
表
現

し
て

い
る
絵

画
は
、
運
動

の
空
間
時
間
性

に
基

づ

い
て

五
九



六

〇

時
間
を
含
む
。
た
と
え
ば
絵

巻
物

の
時

間
性

は
、
実
際

に
絵
巻
物
を
広
げ

る
現
実
的
時

間
に
基

づ
く

。
絵
巻
物

は
文
学

と
絵

画

の
総
合
芸
術

と
し

て
、
本
質
的

に
文
学

に
接
近

し

て

い
る
。
発
生
的
意

味
か
ら
も

そ
れ
は
証

明
さ
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
絵
画

は
観
念
的
時

間
を
含

み
う

る
が
観
念
的
空
間
を
特
色

と
し
、
文

学
は
観
念
的
空
間
を
含

む
が
観
念
的
時
間
を
特
色
と
す
る
と

い
う

こ
と

に
な
る
。

四
　

時
間

の
重
層
性
と
文
学

の
種
類

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
以
上

の
よ
う

に
、
時
間

の
重
層
性

を
時
間
芸
術
と

し

て
の
文

学

の
哲
学
的
本
質

で
あ

る
と
考
え

る
。
ま
ず
文
学

は
芸
術

の

一
種

で
あ

る
限

り
、
第

一
に
文
学

の
時

間
性
は
現
在

的
、
第

二
に
そ

の
時

間
性

は
質

的

で
あ
り

、
第

三
に
時

間
が
重
層
性
を
も

つ
。
重

層
性
を
も

っ
た
質
的

な
現
在

が
、
文
学

の
時
間
性

の
本
質

で
あ

る
。

こ

の

一
般

的
性
格

が
文
学

の
種

類
に
よ

っ
て
分
化
し

て

い
く
様
子
を
検

討
す

れ
ば
、
時

間
的

性
格
が
具
体
的
に
な
る
と

い
う

。
過
去

に
重
点
が
置
か
れ
る

の
は
小
説

で
あ
り
、
未
来

に
重
点

が
置

か
れ
る
の
は
戯
曲
、
現
在

は
詩

で
あ

る
。

時
間

現
象

に
お

い
て
、
過
去
未
来

現
在

に
重
点

が
置

か
れ
る

こ
と

の
意
味
を
見

る
。

過
去

を
起

点

に
未
来

へ
流

れ
る
持
続

と
し

て
の
記
憶
を

必
要

と
す

る
時
間

が
あ

る
。

そ
れ

は
過
去

に
重
点

を
置
く
時

間
論

で
あ

る
。
未
来

に
重

点
を
置
く

と
、
未
来
を
起
点

と
し

て
把
握

さ
れ

る
。

未
来

の
目
的

が
あ

っ
て
、
目
的

へ
の
距
離
が
時

間
と

し

て
成
立
す

る
。

こ

の
と
き
時

間
と
は
意
志

ま
た
は
努
力

で
あ
り

、
時

間

の
本
質

は
記

憶

で
は
な
く

予
料

で
あ
る
。
第

三
は
、
現
在
を
重
点

と
し
た
場
合

で
あ

る
が
、
過
去
未

来
は
存
在

し

て

い
な

い
。
過
去

は
沈

ん
だ
今

、
未
来

は
浮

か
ん

で
来

な

い
今

。
過
去

の
記
憶
、
未
来

の
予
料

が
成

立
し

て

い
る
場
面

は
、
現
在

で
あ

る
。
今
が
現
在

。
今

は
厳
密

に

一
点
と
見

れ

ば
無

い
よ
う

な
も

の
。
現
在

は
直
観

と
し
て
現
前
す

る
と
考
え

る
。
直
観
と
し

て
の
現
在
が
時

間

の
本
質
と
な
る
。

　
第

四

の
時

間
論
と
し

て
、
過
去

も
未
来

に
お

い
て
再
び
来

る
も

の
、
未
来
も

過
去

に
お

い
て
す

で
に
来

た
も

の
、
が
考
え

ら
れ
る
。
時

間

は
円
形
、

回
帰

的
と

い
う

論

が
示
さ
れ

る
。

現
在

は
無

限

の
過
去
と
無
限

の
未
来
を
も

っ
て

い
る
。
現
在

は
無
限

の
深

み
を
も

っ
た
永
遠

の



今
、
時

間
は
無

限

の
現
在

で
あ

る
。

こ
れ
ら

の
見
方

は
態
度

の
相
違

に
拠

る

の
で
あ
り

、
第

一
は
生
物
学
的
、
第

二
は
倫

理
学
的
と
も

い
え

る
。
第

三
は
心

理
学

的

で
、
第

四
は
形
而
上

学
的

で
あ

る
と

い
う

。
時
間

の
流

れ
を
見

つ
め
よ
う

と
す

る
と

、
現
在

に
重
点

が
置

か
れ
る
。

時
問

は
川

の
流
れ
に
た
と
え
ら
れ

る
。
永
遠

に
循
環
し

て

い
る
水

の
よ
う

に
、
新

し

い
も

の
が
生
ま

れ
て
は
死

に
、
死
ん

で
は
生
ま
れ

る

の

で
あ

る
。

　
そ

し

て
時

間
性

の
分
化
を
詳
細

に
見

て
ゆ
く

。
小
説

は
物
語

で
あ
り

、
主
体

が
述

べ
る
。
時
間

は
過
去

か
ら
未

来

へ
展
開
す
る
。
記
憶
を

辿

る
。
写
実
的

か
否
か
と

い
う
問
題

で
は
な
く

、
も

っ
と
も
包
括
的

で
あ
る
。
現
実
的

時
間
と
想
像
的
観
念
的
時

間
は
接

近
し

て

い
る
。

こ

の
観
念

的
時

間
は
自

由
性
を
も

つ
。
と
も

あ
れ
知
的

要
素

が
優
位

で
あ
り
、
学
問

に
近

い
知
的

性
格
を
も

つ
。
過
去
的
時

間
性

と
言
え

る
。

戯
曲

は
多

元
的
構
造
を
も
ち
、
対
話

で
提
出

さ
れ

る
。
行
動

が
本
質
的
意

味
を
も

つ
。
せ
り

ふ

の
独
立

が
戯
曲

で
あ
り
、
演
劇

の
ほ
う

が
発

生
的

に
は
先

で
あ

る
。
戯
曲

は
意
志
と
行
動
を

本
質

と
す

る
。
未
来
を
起
点

と
し
、
筋

が
必
要

で
あ

る
。
大
詰

め
を
起

点
と
し

て
逆

に
構
成

さ
れ
る
。
喜

劇
悲
劇

は
、
破
局
ま

た
は
解

決
と

い
う
単

一
な
未

来
的
局
面

へ
戯
曲
全
体

が
押

し
込

め
ら
れ
、
劇

的
効
果
が
上
げ
ら

れ
る
。
時

間
に

一
定

の
限
度

が
必
要

と
な

る
。
道
徳

に
接
近

し
、
倫
理
的
性
格

を
も

つ
と

い
う

。
さ

て
小
説
と
戯
曲

が
客
観
的

で
あ
る

の
に
対

し

て
、

　
　
　
　
　
　
　

ほ

詩

は
主
観
的

で
あ

る
。
感
動
と
直
観

が
あ
る
と
き
詩
が
生
ま
れ
る
。
現
在

の

一
点

に
集
中
さ

れ
る
の
で
、
詩

は
あ
ま
り
長

く
て
は

い
け
な

い
。

現
在

の
瞬
間

の
直
観
と
感
動
と

し

て
詩
は
成
立
す

る
。
詩

の
現
在
は
永
遠

の
今

で
あ

る
。
詩

の
リ
ズ

ム
の
反
復

は
現
在

が
永
遠

に
繰
り

返
す

こ
と

。
そ
れ
は
現
在

が
永
遠

の
深

み
を
も

っ
て

い
る
こ
と

で
あ

る
と
す

る
。
押
韻
も

リ
ズ

ム
と

同
じ

で
あ
る
。
韻
、
行
、
畳
句
、
反
歌

、
す

べ
て
繰
り
返
す
。
詩

は
、
永

遠

の
現
在

の
、
無
限

な

一
瞬

間

に
、
集
注

さ
せ
ら

れ
る
。
文
学

の
中

で
詩

は
、
特

に
現
在
性

が
浮
き
彫

り

に
さ

れ
る
。
芸
術

の

一
般
的

な
現
在
性

に
、
さ
ら

に
詩

の
現
在
性

が
加
わ

る
。
詩

の
時

間
性

は
現
在

的
現
在

で
あ

る
。

し
た

が

っ
て
詩

は
芸

術
的

性
格

の
顕
著
な
文
学
と

言
え

る
と
推
論

さ
れ
る
。

六

一



六
二

　

し
か
し
実

際

の
作

品

は

こ
れ
ら
三

つ
に
分
類

さ
れ
る
よ
う

な
も

の
で
は
な

い
。
小
説

に
も
詩
的
要
素

が
あ
り
、
詩

に
も
戯
曲
的
要
素
が
あ

る
。
文
学

の
時

間
性

の
分
化
も
複
雑

で
あ
る
。

時
間
的
本
質

は
分
化
を
含
む
基
礎
形
態

と
し
て
、
重
層
的
な
質
的

現
在
と
言
え

る
。

　

さ

て
歴
史

は
時
間

の
具
体

性

で
あ

る
。
過
去

に
起
点

を
置
く

の
は
記
述

的
学
問
的
態
度
。
未
来

に
起
点
を
置
く

の
は
、
行
動
的
道
徳
的
態

度

。
両
者

は
動
的
態
度
と
言

え
る
。
静
的
態
度

は
、
直
感

的
ま
た

は
芸
術
的
態

度

で
あ

る
と
す

る
。
歴
史

の
動
き

の
横

断
面
を
凝
視
し
味
わ

う

。
必
然
性

は
自
由

の
形
態

を
と
り
、
自
由

が
必
然
性

の
姿

を
帯
び
、
必
然
自

由
態

が
美

で
あ

る
と
考
え

る
。
芸
術
作

品

が
芸
術
作
品
と
し

て
成
立
す

る

の
は
現
在

の
直

観

に
お

い
て
で
あ

る
。
芸
術
家
は
制
作
過
程

に
お

い
て
、
直
観

と
し
て
持
続
を
も

ち
、
異
質

の
も

の

の
相
互
浸

　
　
　

お

透
を
も

つ
。
音

楽
と

文
学

は
純

粋

に
質
的

現
在

に
成

立
す
る
。
音
楽

が
時

間

の
単
層
性

に
よ

っ
て
生
命

・
精
神

の
持
続

の
形
式
を
表

現
し
、

も

っ
と

も
印
象

が
直
接

的
な
官
能
的
芸

術

で
あ

る

の
に
対
し
、
文
学

は
、
時
間

の
重
層
性

に
よ

っ
て
生
命

・
精
神

の
形
式
内
容

の
両
面
を
全

的

に
表

現
し
、
人

間

の
命

と
魂
を
示
す
も

っ
と
も
深

い
人
間
的
な
芸
術

と
言
え

る
と

い
う
。

以
上

の
よ
う

に
、
歴
史

の
時
間
的
性
格
を
背
景

と
す

る
文
学

の
哲
学
的
性
格
を

明
ら
か
に
論
じ

て
ゆ
く
。

H
　

　
「
日

本

芸

術

に

お

け

る

『無

限

』

の
表

現

」

　

こ
れ
は
九
鬼

が

フ
ラ

ン
ス
か
ら

の
帰
国
直
前

、

一
九

二
八
年

八
月

一
七

日
に
行

っ
た
講
演

の
原
稿

に
よ
る
も

の
で
あ

る
。
九
鬼

の
日
仏
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け

化

へ
の
思

い
が
集

約

さ
れ

て

い
る
と
言
え

よ
う

。
内

容
的

に
も
本
稿

の
主
旨

に
と

っ
て
貴
重

で
あ

る
。
こ
れ
に
は
、
そ

の
前
、
同
月

=

日

の
講
演
、

お
そ
ら
く
当
論

の
前

段
階
と

し
て

の

「時

間

の
観
念

と
東
洋

に
お
け
る
時
間

の
反
復
」
論

が
据
え

ら
れ
て

い
る
。
深
く
関
わ
る
論

旨

な

の
で
、

ま
ず

そ
れ
に

つ
い
て
、
前
項
と
同
様

の
仕
方

で
、
概
略
内
容
を
示
し

て
お
き
た

い
。



一　

「
時
間

の
観
念
と
東
洋

に
お
け

る
時
間

の
反
復
」

　
東

洋
的
時
間

に

つ
い
て
、
回
帰
的
時

間
、

繰
り
返
す
時

間
、
周
期
的
時
間

が
重
要

だ
と

い
う
。
時
間
概
念

一
般

に

つ
い
て
考
察

し
な
け
れ

ば

な
ら
な

い
。

ハ
イ

デ

ッ
ガ
ー
、

ベ
ル
グ

ソ
ン
も

こ

の
点

に
お

い
て
同
様

で
あ

る
が
、
時
間
は
意
志

に
属
す

る
。
時
間
を
意
志

に
よ

っ
て
構

成

さ
れ
た
も

の
と
す

る
。
東
洋

に
お

い
て
も
時

間
は
意
志

的
な
も

の
と
解
釈

さ
れ

て

い
る
。
と

こ
ろ
で
円

は
、
始

め
な
く
終

極
な
く
閉
じ
ら

れ
、
回
帰

で
あ

る
。

　

で
は
回
帰
的
時

間

の
概
念
と

は
何

か
。
無
際

限

の
再
生

、
意

志

の
永
遠

の
反
復

、
時
間

の
終
わ
り
な
き

回
帰
、
輪
廻

で
あ

る
。
輪
廻
は
因

果
律

に
支
配

さ
れ
、
原
因
と
結
果

は
連

鎖
を

為
す
。
因
果
性
は
同

一
性
を

目
指

し
、
同

一
性

に
帰
着
す

る

の
が

一
般

で
あ
る
。

こ
こ
に
永
遠

に
繰
り
返

さ
れ

る
同

一
的
時
間

の
観
念

が
あ

る
。
体
験

さ
れ
た
時
間

や
可
測
的

時
間

の
他

に
、
第

三

の
時
間
観
念

が
あ

る
が
、
そ
れ
は
通
常

の
時
間
と
ど
う

関
係
す

る
か
。
時

間

の
現
象

学
的
存
在
学

的
構

造
を
特
徴
づ

け
る
た
め
、
時
間
は

エ
ク

ス
タ
シ

ス
、

つ
ま
り
脱
自

の
三

つ
の

様

態
、
水
平
的

な
未
来
現
在
過
去

を
も

っ
て

い
る
と
す

る
。
回
帰
的
時

間

に

つ
い
て
は
垂
直
的
な

エ
ク

ス
タ
シ

ス
が
存

す
る
。
各

現
在

は
無

限
に
深

い
厚

み
を
も

っ
た
今

で
あ

る
。

こ
れ
は
現
象

学
的

で
は
な
く
、
神
秘

説
的

で
あ

る
。
前
者
現
象
学
的
脱
自

は
連
続
性

が
、
後
者
は
非

連

続
性
が
核
心

で
あ

る
。
前
者

は
純
粋

異
質

性
、
不
可
逆

的

で
あ
り
、
後
者

は
絶
対

的
同
質
性
、
交
換
可
能
、
可
逆
的

で
あ
る
。
水
平
面
は

現
実
面

で
あ

り
、
垂
直
面

は
仮
想

面

で
あ

る
が
、

こ
の
二
面

の
交

わ
り

が
時

間

の
特

有

の
構
造

で
あ

る
と

い
う
。
発
生

的
経

験
的

考
察

に
よ

っ
て
形
而
上
学
的
時
間
概
念

の
核
心

に
触
れ
る
こ
と
は

で
き
な

い
と
結

ぶ
。

　

さ

て
こ

の
回
帰
的
時
間
を
解
脱

し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
仏
教
的
厭

世
観

は
意
志

を
否
定

し
な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。
意
志

を
否
定
す

る
主

体

は
知
性

で
あ
り
、
時
問

は
意
志

に
属
す
る
か
ら
、

こ
の
仕
方

で
時

間
を
解
脱

し
う

る
。
日
本

で
は
、
仏
教

の
ほ
か
に
武
士
道

と

い
う
道
徳

的

理
想
が
あ

る
。
意
志

の
肯
定
、
否
定

の
否
定

。
浬
葉

の
廃
棄

。
意
志

の
永

遠

の
繰
り
返
し

が
、
最
高

の
善

で
あ

る
。
無

限
な
る
善
意
志
は

六
三
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完
全

に
は
実
現

し
え

な

い
。
絶
え
ず

自
己

の
努
力

を
更
新

し
な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。
無
窮

性

に
無
限
性

を
、
無
際

限
に
無
限
を
、
終

わ
り
な

き
継
続

の
う
ち

に
永
遠
性
を
見
出
さ
ね
ば
な
ら
な

い
。
評
価
す

べ
き
も

の
は
意
志
、
自
己
自
身

を
完
成

せ
ん
と
す
る
意
志

で
あ
る
と
考
え

る
。

　
要
約
す

れ
ば

、
東
洋
的
時

間
は
回
帰
的
時

間

で
あ
り
、
繰
り
返

さ
れ
る
。
周
期

的
か

つ
同

一
の
時

間

で
あ

る
。
こ

こ
か
ら

の
解
脱

に
は

二

つ
の
方
法

が
あ

る
。
主
知
主
義

的
超

越
的
解
脱
と
主

意
主
義

的
内
在
的
解
脱
。
前
者

は
イ

ン
ド

に
起
源

を
も

つ
宗
教

の
浬
藥
、
後
者

は
日
本

の
道
徳
的

理
想

と
武
士
道
。
前

者
は
時
間
を
知
性

に
よ

っ
て
否
定
し

、
後
者

は
真

に
生

き

る
た

め
に
時

間
を
気

に
し
な

い
。
前
者

は
不
幸

を

避
け

る
快
楽
主
義

の
帰
結

で
あ
り
、
後
者

は
絶
え

ず
戦

い
、

不
幸
を
幸
福

に
変
え

、
永

遠

に
内
な

る
神

に
仕
え

る
雄

々
し

い
決
意

の
道

徳
的

理
想
主
義

の
表

現
で
あ

る
と
す

る
。

二
　
　
「
日
本
芸
術

に
お
け

る

『無
限
』

の
表

現
」

　

こ

の
基
盤

に
立

っ
て
、

「
日
本
芸
術

に
お
け

る

『無
限
』

の
表
現
」
が
展
開
さ
れ
る
。
同
様

に
論
点
を
書
き
留
め
た

い
。
岡
倉
天
心

は
、
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

め

本
芸

術

の
歴
史

は

ア
ジ

ア
の
理
想

の
歴
史

と
な

っ
て

い
る
と
考

え
た
、
と
九
鬼

は
言
う

。
日
本

の
芸
術

は
東
洋

の
思
想
を

反
映

し

て

い
る
。

西
洋

に
お

い
て
ギ
リ
シ

ア
哲
学
と

ユ
ダ
ヤ
宗
教

が
調
和

対
立
し

つ
つ
西
洋

の
文
明

の
発
展

を
規
定

し
た
よ
う

に
、
東
洋

で
ア
ジ

ア
の
文
明

の

歩

み
を
条
件
づ

け

て
き
た

の
は
、
イ

ン
ド

の
宗
教

と
中

国

の
哲
学

で
あ

る
と

い
う
。
前
者

は
仏
教

・
禅

の
神
秘
主
義

に
、
後
者
は
老
子
学
派

の
汎
神
論

に
見
出

さ
れ
る
。

こ
れ
ら
は
同
じ
精
神
的
経
験

の
宗

教
と
哲
学

に
お
け

る
表
現

で
あ
る
。

つ
ま
り
時
間
と
空
間
か
ら

の
解
脱

で
あ

る
と
す

る
。
老

子
に
と

っ
て
は

「道
」

が
事
物

の
本
質

で
あ
る
。
道

は
極
め

て
大
き
く
極

め

て
小
さ

い
。
本
質

で
あ

る
と
同
時

に
空
虚

で
あ

　る
。

　

日
本

の
芸
術

は
イ

ン
ド

の
神

秘
主
義

と
中

国

の
汎
神
論

の
影
響

下
に
発
展
し
た
。

そ
し

て
武
士
道

は
芸
術

に

つ
い
て

の
考
え
を

深
め
た
。



武
士
道

は
絶
対
精
神

の
信
仰
、
物
質

的
な
も

の

の
軽
視

で
あ
る
。
内

的
芸
術

は
こ

の
三

つ
の
源
泉
を
も

つ
。
こ

の
三

つ
の
人
生
観
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

り

を
知
ら
な
く

て
は
、
有
限

に
お
け
る
無
限

の
理
想
主
義
的
表
現

の
意
味
を
捉
え
ら
れ
な

い
、
と
九
鬼

は
考
え

る
。

世
界
観'

三
　

絵
画

に
置
け
る
無

限
の
表
現

　

ま
ず
絵

画

の
場
合
を
見

る
。
日
本
絵

画

に
お
け
る
無
限

の
表

現
を
学

ぶ
際

、
主

題
は
あ
ま

り
意
味

が
な

い
。
美
学
的
見

地
か
ら
重
要

な
、

絵
画

の
技
法
自
体

に
日
本
芸
術

の
支
配
的
傾
向

と
本
質
的

関
心
事

が
あ
り
、
有
限

に
よ

っ
て
無
限

を
表

現
す

る

こ
と
が
顕
著

に
示

さ
れ

て

い

る
と

い
う
。
絵
画

は
空

間
に
表

現
さ
れ
る
芸
術
だ

が
、
形
而

上
学
的
倫
理
的
理
想
主
義

は
、
月
並

な
空

間
概
念
を
壊
さ
ね
ば
な
ら
な

い
。
ど

の
よ
う

に
破
壊

し
、
か

つ
建

設
的

な
理
念
が
実
現

さ
れ
た
か
。

西
洋

芸
術

に
お

い
て
は
、
遠
近
法

が
重
要

な
役

割
を
も

っ
て

い
る
が
、
東
洋

芸
術

で
は
空

間

の
幾
何

学
的
構
造
を
破
壊

し

よ
う

と
す

る
。

万
物

の
根
底

に
あ

る
本

質
、
有

限

の
追
及

で
あ
る
と

い
う
。
近

い
と
は
何

か
、

遠

い
と
は
何

か
、
と
考

え
る
。
数
学
と
物
理
学

の
世

界
は
相
対
的

で
あ
り
、
心

の
み
が
絶
対
的

で
あ
る
。
芸
術
家

に
、
幾
何
学
的
遠
近
法
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ド

再
建
す

る
自
由

は
あ

る
、
し
か
し
形
而
上
学
的
遠
近
法
が

一
層
芸
術
的

で
あ

る
と

い
う

。

　

可
視
的
事
物

の
有
す

る
形
は
行

動

に
相
対
的

で
あ
り
、
絶
対
的
な
形

で
は
な

い
。
芸
術

が
絶
対

を
捉
え

る
な
ら
、
美
的
絶
対
的
な
形
を
創

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド

出
す

る
に
は
、
名
称

で
呼

ば
れ

る
自
然

の
形
を
破
壊

し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
考
え

る
。

そ
こ
で
自
由

な
構

成
が
出

て
く
る
と

い
う
。
樹
木

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

全
体

で
な
く
樹
幹

の
み
、
背

景

に
寺
、
枝

が
片

隅
か
ら
浮

か
び
、
橋
は
杭

の
み
、
屋
根

し
か
見
え

な

い
家

な
ど
、
不
完
全
な
も

の
は
完
全

に

な

る
だ

ろ
う

。
空
虚
な
れ
ば
満
た

さ
れ
る
だ

ろ
う

と
老

子

は
言
う
、
と
九
鬼

は
語

る
。
絶
対
的
な
形
と
美
的
な
形

は
、

し
ば

し
ば

不
完
全

で

空
虚
な
形

、
形
な
き
形
だ
と

い
う
。
鑑
賞
者

は
自

発
的

に
魂

・
想
像
力
を
働

か
せ
ね

ば
な
ら
な

い
。
無
意
識

の
活
動

に
鑑
賞
者

は
幸

せ
を
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

れ

出
す
。
美

的
価
値

は
暗
示

の
価
値

に
お

い
て
の
み
あ

る
、
と
彼

は
考
え
る
。

六
五
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形

の
次

に
、
線

に

つ
い
て
検
討
す

る
。

一
般

に
事
物

は
静
態

に
お

い
て
表
象
す

る
習
慣

が
あ

る
。
そ

こ
か
ら
日
本
美
術

が
線

に
与
え

て

い

る
重
要
性

が
生
ま
れ

る
と

い
う

。
線

は
力
動
的

で
あ
り
、
現
在

に
未
来
を

捉
え
、
空

間

の
う
ち

に
別

の
空

間
を
含

み
、
自

ら
動
く
、
と

い
う

。

線

は
絶
対

の
力
と
無

限

の
躍
動
を
表

す

の
に
用

い
ら

れ
る
と
す

る
。
無
限
と
絶
対

の
生
彩

は
、
線

の
リ
ズ

ム
と
表
現

に
よ

っ
て
可
視
的

に
で

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
お

き
る
。
力
強

い
大
胆
な
線
を
描
く
素
質

の
有
無

で
、
画
家

の
才
能

は
判
断

さ
れ
る
、
と
彼

は
言
う
。

　

最
後

に
色
彩

に
言

及
す
る
。
真

の
画
家

は
無
限

の
な

か
に
生
き

る
、
す

な
わ
ち
、
白
と
黒

の
単
純

な
色

の
な
か

に
生
き

る
。
白
と
黒
は
光

と
闇

の
よ
う

に
対
立

し

つ
つ
調
和

し

て

い
る
。
白
紙

に
水

で
濃
淡
を

つ
け
、
ま
た
筆
遣

い
で
、

ニ
ュ
ア
ン
ス
と
色

調

の
世
界
を
生
む
。
色

に

あ
ら
ざ

る
色

で
色
ど

り

の
手

段
を
見

い
出
す
。
単
純
性
と
流
動
性

へ
の
嗜

好
は
、
無
限

へ
の
郷
愁
と
空

間

の
差

異
を
消
し
去

ろ
う
と
す

る
努

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

ぬ

力

か
ら
生

じ
る
、
と
考
え
る
。

　

以
上
、
日
本
画

の
四

つ
の
特
徴

は
、
汎
神
論

的
理
想
主
義

の
表
現

で
あ

る
と
す

る
。
正
確
な
遠
近
法

の
不
在

、
自
由

な
構
成

、
線

の
重
要

性
、
水
墨
画
。
す

べ
て
空
間

か
ら

の
解
脱

に
ふ
さ
わ
し

い
と
考
え
ら

れ
る
。

　
絵

画

の
主
題

に

つ
い
て
、
無
限

は

い
た
る
と

こ
ろ
に
あ

る
、
と
付

け
加

え

る
。
無
限

は
万
物

に
、
万
物

は
美

に
な

る
。
す

べ
て
は
見
方

に

関
わ
る
。
肉

体
的
精
神

的

に
醜

い
も

の
の
な
か
に
も
美
を
見
出
す
。
夜

の
う
ち

に
光
を
示
す

の
が
芸
術
家

で
あ
る
と
す
る
。
恥
ず

べ
き
事
柄

も
純

粋

で
清
澄
な
熱

情

で
扱

わ
れ
る
。
芸
術

の
た

め
の
芸
術

の
理
論

は
何

世
紀
も
前

か
ら
実
践

さ
れ

て
い
た

の
だ
と

い
う
。
ま
た
、
日
本

の

彫
刻

と
建
築

に
も

、
空

問
か
ら

の
離

脱
と

い
う

同
様

の
特
徴
が
あ

る
と

い
う
。
線

の
優
位
性

、
単
純

さ
、
虚

空

へ
の
嗜
好

は
、
木
彫

に
お

い

て
顕
著

で
あ

る
。

運
慶
、
能
面

に
は
無
限

へ
の
憧
憬
が
見
ら

れ
る
。

建
築

も
思
想
を
反
映

し

て
い
る
。
屋
根

の
線

、
床

の
間
、
竹

に
、
単
純

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　

め

さ
虚
空

の
理
念
が
あ
る
、
と
捉
え

る
。



四
　
詩
歌

の
場
合

　

で
は
次

に
詩
歌

は
ど
う

か
。

い
た
る
と

こ
ろ
に
無

限
が
あ
る
か
ら
、
極
少
も

極
大

も
無

限
を
含
む
。
短
歌

は
三

一
文
字

、
俳
譜

は

一
七
文

字
。

日
本

の
洗
練

さ
れ
た
詩
型

は
短

い
。
長

い
時

間
よ
り

一
層
多
く
を
含

む
短

い
時

間
を
実
現
す

る
と

い
う
。
最
古

の
も

の
は
、
七
世
紀
後

半
と

八
世
紀
前

半

の
万
葉
集

で
あ
る
。

三

つ
の
型
は
、
長

歌
、
旋
頭
歌
、
短
歌

で
あ
る
が
、
短
歌
は
反
歌

で
あ
り
、
長
歌

の
末
尾
句

の
よ
う

な
も

の
だ

っ
た
。
九
世
紀
初
頭

に
は
今

様
歌

が
出
る
が
、
俳
譜

の
起
源

は
新

し
く

一
六
世
紀

で
あ

る
。
俳
譜

は
短
歌

の
最
初

の
テ
ル
セ
だ

っ

た

か
ら
発
句

と
呼

ば

れ
た

。
長
歌

か
ら
短
歌

、
短
歌
か
ら
俳
譜

が
独
立

し
発
達
し
た

こ
と
は
、
短
詩
形
創
造

へ
の
美
的

要
求
を
示
す
と
考
え

がる
。
短
歌

と
俳
譜

は
日
本

の
も

っ
と
も
洗
練
さ
れ
た
姿

を
代
表

し
て

い
る
。
そ

れ
以
外

に
、
長
歌
と
そ

の
近
代
詩
形

が
生
成
し

て

い
る
と
す

る
。

　
第

二
に
対

称
的
な
形

は
固
定
的

で
有

限

の
感
を
有
す

る
。
無
限

の
表
現

は
非

対
称
的

か

つ
流
動
的
な
姿

に
お

い
て
実
現

さ
れ

る
と

い
う

。

こ
れ
ゆ
え
五
音

七
音

で
形

成
さ
れ

る
。
長
歌
と
今
様
歌

は
こ

の
韻
律

に
よ

っ
て

い
る
が
、
短
歌

や
俳
譜

は
そ

の
絆

が
緩

め
ら

れ
、
独
立
性
と

自
由

を
得

て

い
る
。
俳
譜

は
第

三
項

で
撹
乱
す

る
。
中

間
部

七
音

は
、
最
初

の
五
音

に
続
く

働
き
を
保
持

し
な
が
ら
、
同
時

に
終

わ
り

の
五

音

に
先
行
し

て

い
る
。
中
間
部

は
緩

や
か
に
進

み
、

一
転

、
続

く
五
音

へ
と
飛

ぶ
よ
う

な
調

子
を
も

つ
。
俳
譜

の
律
動
的
旋
律

の
際

立

つ
美

は
、

こ
の
変
化
す

る
流
動

性
、
魅
惑
的

な
粋

に
あ

る
、
と
彼

は
考

え

る
。
非
対
称
的

で
流
動

的
な
形

に
よ

っ
て
、
可
測
的
な
時

間
か
ら

の
解

脱

の
理
念

が
実
現
さ
れ
る
と
す

る
。

　

次

に
第

三

に
、
詩

で
は
、

さ
ら
に
予
料

に
お

い
て
、
時
間

に
先
行
す

る
暗
示

的
表
現

に
よ

っ
て
、
無
限

の
躍
動

と
力
動

的
本
性
が
表
現
さ

れ
ね
ば
な

ら
な

い
と

い
う
。
す

べ
て
を
表

現
し

て
は
な
ら
な

い
、
説
明

し

て
は
な
ら
な

い
。
本
質
的
な
線

の
み
、
後

は
想
像
力

の
生

動
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

遊
び

に
ゆ
だ

ね

る
の
だ
と
す

る
。
詩

人
と
は
沈

黙
を
守

る
人
。
沈
黙

は
雄
弁

以
上

に
雄
弁

で
あ

る
。
多

く

は
名
詞
と
形
容

詞

の
み

で
動
詞
が

六
七
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な

い

。

畳

韻

と

漢

字

で

贅

沢

な

豪

華

さ

、

墨

色

の

見

事

さ

を

も

つ
と

い

う

。

数

刷

毛

に

よ

る

絵

で

あ

り

、

そ

れ

は

計

り

知

れ

な

い

広

が

り

を

も

つ

、

と

考

え

る

。

　

詩

の

主

題

に

つ

い

て

付

記

し

、

宗

教

的

道

徳

的

な

深

遠

と

同

時

に

「
恋

す

る

プ

シ

ュ

ケ

」

に

つ

い

て

言

及

す

る

。

古

今

和

歌

集

や

新

古

今

和

歌

集

に

お

い

て

の

分

類

か

ら

も

そ

れ

は

見

ら

れ

る

と

い

う

。

第

四

に

汎

神

論

的

な

思

想

、

す

な

わ

ち

、

全

体

の

本

質

は

ひ

と

つ

で

あ

る

と

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

い

う

理

念

の

表

現

が

あ

る

と

い
う

。

第

五

に

、

白

と

淡

色

の

好

み

、

そ

し

て

単

純

さ

へ

の

嗜

好

が

あ

る

。

無

限

は

単

純

な

も

の

で

あ

り

、

多

様

性

を

含

み

か

つ
越

え

て

い

る

と

す

る

。

第

六

に

は

、

絵

画

同

様

、

事

物

の

否

定

的

側

面

は

、

理

想

主

義

的

汎

神

論

的

な

詩

に

肯

定

的

位

置

　

　

　

　

　

　

ワけ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　ヨ

　

　

　

　

　

　

ヨ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ

を

見

出

す

と

い

う

。

生

の

不

協

和

音

を

尊

重

し

、

そ

れ

を

旋

律

の

調

和

の

創

造

と

為

す

と

い

う

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

あ

　

最

後

七

番

目

に

、

循

環

す

る

時

間

の

理

念

の

現

れ

が

見

ら

れ

る

と

す

る

。

現

実

で

は

な

い

の

に

実

在

的

、

抽

象

で

は

な

い

の

に

観

念

的

と

し

て

、

現

在

と

過

去

の

う

ち

に

同

時

に

よ

み

が

え

る

時

、

平

常

は

隠

さ

れ

て

い

る

永

遠

の

本

質

が

開

放

さ

れ

、

真

の

自

己

が

目

覚

め

る

。

時

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ら
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヨ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ

問

の

秩

序

か

ら

解

放

さ

れ

た

一
瞬

、

解

放

さ

れ

た

自

己

が

、

わ

れ

わ

れ

の

内

に

創

造

さ

れ

る

。

無

限

が

充

実

し

た

現

在

の

時

が

あ

る

。

こ

こ

　

　

　

　

　

　

ガ

か

ら

偶

然

の

問

題

と

循

環

す

る

時

の

問

題

が

省

察

さ

れ

る

。

五

音
楽

の
場
合

　
日
本

の
音
楽

に

つ
い
て
は
、
抽
象
的

な
仕
方

で
語
り

に
く

い
と

い
う

理
由

で
、
日
本
音
楽

に
近

い
西
洋

の
旋
律

に

つ
い
て
見

て

い
る
。
好

例
と
し

て
ド
ビ

ユ
ッ
シ
ー
を
挙

げ
る
。
た
と
え

ば

「
子
供

の
領
分
」

な
ど

は
、
全

く
日
本

の
旋
律

で
あ
り
、
三
味
線

と
踊

り
を
想
う
と

い
う

。

「亜
麻
色

の
髪

の
乙
女
」
も
、
旋
律

の
自
由
進
行
と

不
完
全

の
完
全

の
点

で
日
本
的
だ
と

い
う

。
さ
さ

や
く

よ
う

に
演
奏
さ

れ
る
と

い
う
。
加

え

て
ド
ビ

ユ
ッ
シ
ー

は
日
本
美
術

の
愛
好

家

で
も
あ

る

こ
と
を
指

摘
す
る
。
彼

の
仕
事
部
屋

に
は
北
斎

の
色
刷
版
画

が
あ
り
、

そ

の
大
波

か



　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ら

、

「
海

」

の
作

曲

の

問

、

イ

ン

ス

ピ

レ

ー

シ

ョ

ン
を

受

け

た

と

い
う

。

ラ

ヴ

ェ

ル

の
水

の
戯

れ

も

、

琴

の

よ

う

で
あ

る

と

す

る

。

基

本

的

性

格

は

何

だ

ろ

う

か

。

型

に

は

ま

っ
た

時

間

か

ら

解

放

す

る

努

力

で

あ

る

と

考

え

る

。

「
各

瞬

間

に

お

い

て
音

楽

が

ま

っ
た

く

完

全

で

」
、

か

つ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヨ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る

「
接

近

し

た

部

分

の

す

べ

て

が

代

る

代

る

や

っ
て

く

る

」

流

動

性

が

あ

る

と

い
う

。
他

方

、

音

の
乱

舞

を

消

す

単

純

性

を

挙

げ

る

。

「
沈

黙

に
包

　

　

　

　

　

　

　

む

み

込

ま

れ

た

簡

潔

さ

」
、

こ

れ

は

日

本

音

楽

の
特

徴

で

あ

る

が

、

さ

ら

に

日

本

芸

術

全

般

の
特

徴

で

あ

る

と

彼

は

考

え

る

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

フ

ラ

ン

ス

の

評

者

に

よ

る

「
三

味

線

音

楽

は

荘

漠

と

し

た

無

限

定

の
移

ろ

い

や

す

い
も

の

を

有

し

て

い

る

」

や

「
曙

光

が

あ

る

だ

け

、

昼

光

が

な

い
」

と

い

っ
た

言

葉

を

興

味

深

い
指

摘

と

し

て

挙

げ

る

。

あ

る

い

は

、

日

本

の

旅

行

の
思

い
出

と

し

て

、

日

本

の
小

曲

に

「
ペ

レ

ア

ス

と

メ

リ

ザ

ン

ド

」

の

ゴ

ロ

ー

の

テ

ー

マ
を

想

う

と

か

、

三

味

線

音

楽

は

郷

愁

的

で

繊

細

で

日

本

の

す

べ

て

を

想

う

、

と

語

る

人

物

の

例

も

　

　

ヨ
　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　る

　

　

　
　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　ロ

挙

げ

る

。

ま

た

別

の
旅

行

者

は

、

歌

い

な

が

ら

、

日

本

の
歌

の
優

雅

さ

と

比

べ

れ

ば

自

国

の
歌

と

旋

律

が

粗

野

に
感

じ

ら

れ

た

と

語

っ
た

が

、

日

本

音

楽

の
美

と

巧

致

を

見

た

こ

の

ベ

ル

ン

ハ

ル

ト

・
ケ

レ

ル

マ

ン

は

、

ド

ビ

ユ

ッ
シ

ー

の

対

極

、

ワ

グ

ナ

ー

と

同

国

の

ド

イ

ッ

人

で

あ

る

こ

と

を

九

鬼

は

強

調

す

る

。

　

可

測

的

時

間

か

ら

の

解

放

と

、

多

様

性

全

体

が

消

え

る

単

純

性

と

い
う

二
重

の

性

格

を

も

つ
音

楽

を

、

汎

神

論

的

神

秘

主

義

の
表

現

力

豊

か

な

芸

術

様

式

と

見

る

。

印

象

主

義

は

軽

率

に

扱

わ

れ

て

い

る

の

で

は

な

い

か

と

考

え

る

。

そ

れ

は

印

象

を

受

動

的

に

受

け

取

る

機

械

で

は

な

い
、

自

発

性

は

眠

っ
て

い
な

い
。

北

斎

の

波

は

、

印

象

主

義

と

同

時

に

表

現

主

義

の

例

で

あ

る

と

い
う

。

英

知

的

世

界

の
形

式

、

同

時

に

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

お

感

性

的

世

界

の
形

式

で

あ

る

と

す

る

。

瞬

間

の
印

象

は

、

魂

の
奥

底

か

ら

来

た

永

遠

の
神

秘

の
声

の
表

現

で

あ

る

、

と

見

る

の

で

あ

る

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

あ

　

以

上

、

日

本

芸

術

一
般

の
優

れ

た

特

徴

は

、

客

観

的

観

点

か

ら

見

て

、

無

限

の

表

現

と

言

え

る

、

と

す

る

。

造

形

芸

術

に

お

け

る

空

間

か

ら

の

解

脱

、

詩

と

音

楽

に

お

け

る

時

間

か

ら

の

解

脱

。

で

は

主

観

的

機

能

は

い

か

な

る

も

の

か

。

精

神

生

活

の
要

素

と

し

て
無

限

と

い
か

な

る

関

係

が

あ

る

か

。

精

神

生

活

の
活

動

の

場

面

は

時

間

で

あ

り

、

こ

の
時

間

を

解

脱

し

よ

う

と

す

る

。

永

遠

を

、

真

善

美

を

求

め

る

。

芸

術

六
九



七
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の
機
能
は
、
停

い
瞬

間

の
不
滅

化

で
は
な
く
、

永
遠

の
創

造

に
あ

る
。
永

遠

の
無
限
、
美
を
芸
術
家

は
把
握
す

る
と
考
え

る
。
そ
れ

に
よ

つ

て
人
間
存
在

の
教

師
た
り
う

る
。
時

間
か
ら

の
解
脱

を
教
え
、
美

に
ほ
か
な
ら
な

い
永
遠

に
お

い
て
生
き

る

こ
と

を
教
え

る
。
し
か
し
自
己

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
れ

の
理
念

を
強
引

に
教
え

る
無

能

な
教
師

で
は
な

い
。
暗
示

の
価
値

、
想
像
力

の
強
さ
を
信

じ

て

い
る
、
能

動
的
自
発
性
を
喚
起

す

る

の
だ

、

と

い
う
。
そ

の
教
え

は
、

鑑
賞
者

に
視
点

を
示

し
、
道

を
開
く

の
み

で
あ
る
。
鑑
賞
者

に
眩
惑
を
与
え

る
だ

け
、
仕
事

は
残
さ
れ
た
ま
ま

で

あ

る
と
す

る
。
芸

術

に
よ
る
時
間

か
ら

の
解
脱

は

二
度
あ
る
、
と
九
鬼

は
考
え

る
。
す
な

わ
ち

、
無

限
を
創

造
す

る
芸
術
家

に
お

い
て
、
そ

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　

し
て
、
観

照
に
よ

っ
て
創
造

に
参
加
す

る
鑑
賞
者
に
お

い
て
で
あ
る
。

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　

ゆ

　
象
徴
主
義

の
理
論
家

シ

ュ
ア
レ
ス

の
思
考

に
対
し

て
九
鬼

は
疑

問
視
す

る
。

シ

ュ
ア
レ

ス
は
、

『西
洋

の
俳
譜
』
序
文

に
お

い
て
、
俳
譜

の

偉
大

な
美

的
価
値
を
述

べ
な

が
ら
、
し
か
し
、

日
本

の
芸
術
全

体

の
内
容

に
関
し

て
、
そ
れ
は
修

い

一
瞬

の
事
物

に
執
着
す

る
が
、
無

限
と

永
遠

へ
の
憧

憬
を
知

ら
な

い
と
す

る
。
西
洋

で
は
永
遠

に
生
き

る
た
め

に
生
き

る
、
持
続

が
問
題

で
あ
り
、
形
而
上
学

が
生
ま

れ
、
数
学

が

生

ま
れ
た
。

日
本

の
芸
術

は
自
分

た
ち

の
芸
術
と

は
正
反
対

で
あ
り
、
す

べ
て
が
空

間
的

で
あ

っ
て
内
的

で
な

い
、
と

い
う

。
し
か
し
こ
れ

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　

　

に
は
根

拠
が
な
く
、
誤

っ
て

い
る
、
と
九
鬼

は
考
え

る
。
無

限
と
永
遠

は
心

の
中
、
思
考

の
中

に
あ

る
。
内
的
芸
術

は
、
無
限
と
永

遠
を
客

体

化
す

る
。
非
物
質
性

が
浸
透

し

て
お
り

、
外
的

な
も

の
を

退
け

る
。

こ
れ
が
わ
か
ら
な
け
れ
ば

日
本

の
芸
術
を

理
解

で
き
な

い
だ

ろ
う
と

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

の

述

べ
る
。
無

限
と
永

遠

の
、
有

限

で
束

の
間

の
象

徴
と
し

て
、

日
本
芸
術

の
題
材

や
事

物

は
理
解

さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
と
語

る
。

で
は
、

フ

ラ
ン
ス
象
徴
主
義
と
触

れ
合
う
思
想

は
ど

こ
か
。

皿
　

フ
ラ
ン
ス
象
徴
主
義

　
右
記
の
講
演
原
稿
の
注
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
象
徴
詩
と

日
本

の
内

的
芸
術

へ
の
関
心
を
九
鬼

は
記
し

て

い
る
が
、
前
述

の
九
鬼

の
思
索



を
眺

め
な

が
ら
、
確

か
に
、

フ
ラ
ン
ス
象
徴

詩
を
学

ぶ
側

か
ら
見

れ
ば
、
実

際
そ

の
思
考

の
近
似
性

に
驚
か
さ
れ
る
と

こ
ろ
が
あ

っ
た
。
厳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

お

密
な
比
較
検
討
と
な

る
と
、
慎
重
を
期
す

べ
き
問
題
が
す
ぐ
想
起

さ
れ
る
が
、

こ
こ
で
は
、
顕
著
な
類
似
性
を

可
能

な
範
囲

で
検
討
し
た

い
。

本
稿

の
注
な
ど

に
お

い
て
折

々
触

れ
て
き
た
も

の
を
も
振
り
返

り
な
が
ら
、
対
照

で
き
な

い
だ

ろ
う

か
。

　

九
鬼

が
例

証
と

し
て
挙

げ

て

い
る

の
は
、
日
本
、
及

び

フ
ラ

ン
ス
を
中
心

に

ヨ
ー

ロ

ッ
パ

の
多

く

の
作
家

た
ち

で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
、

九
鬼
自
身

が
名
を
挙
げ

る

フ
ラ
ン
ス
人
作

家

に
限

っ
て
考
え

て
み
た

い
。

フ
ラ

ン
ス
人

の
な
か

で
も
、
特

に
重
要
な
点

で
挙
げ
ら

れ
て

い
る

と
考
え
ら
れ

る
人
物

、
さ
ら

に
、
本
稿

の
関
係

で
重
要
と
判
断
し
た
数
人

の
人
物
に
絞

っ
て
、
以
下
検

討
し
た

い
。

一　

ボ

ー
ド

レ
ー
ル
の
世
界

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

　

九
鬼

の
全

体
的
思
索

に
お

い
て
、
ボ
ー
ド

レ
ー
ル
は
顕
著
な
位
置
付

け
を
も

つ
人
物
と

し
て
挙
げ

ら
れ
る
だ

ろ
う

。
九
鬼

は
、
西
洋
中
世

哲

学

に
お
け

る
信
仰

・
理
性

の
問
題
を
探
究
し
な

が
ら
、
精
神

的
霊
的
な
境
域

に
お

い
て
官
能

の
世
界

に
も
心
を
惹

か
れ
た
と

い
う

。
九
鬼

は
、
江
戸
末
期

の
デ
カ
ダ

ン
ス
、
ダ

ン
デ
ィ
ズ

ム
、

い
わ

ば
、

ボ
ー
ド

レ
ー
ル

の
モ
デ

ル

ニ
テ
と
響

き
合
う

気
質
を
も

つ
と

い
う

。
そ
れ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ロ

自

ら
如
実

に
示
す
よ
う

な
九
鬼

の
句

を
見

よ
う
。

「
悪

の
華
」

と

「実
践
理
性
批
判
」
と
が
せ
せ
ら
笑

へ
り
肩
を
な
ら
べ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

お

た
ま
し

ひ
を
見

つ
め
て
額

に
お

の
れ
か
ら

「
時
代
錯
誤
」
と
焼
印

お
す

こ

れ

は
、

『巴

里

心

景

』

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

め

に
収

め

ら

れ

た

二
首

で
あ

る
。

「悪

の
華
」

と

「実
践

理
性
批
判
」

の
二
作
品
は
、
「
九
鬼

の
精
神
と
思
索

の
振
幅

七

一



七
二

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

め

の
両

極

端

を
象

徴

し

て

い
る
」

よ
う

に

思

わ

れ

る

と

い
う

。
後

者

は

、

九
鬼

滞

在

中

の
第

一
次

大

戦

下

の

ヨ
ー

ロ

ッ
パ

で
、

ド
イ

ツ
中

心

に

新

カ

ン
ト

学

派

の
勢

力

が
残

る
な

か

、

哲

学

に
新

し

い
息

吹

を
吹

き

込

も

う

と

す

る
新

興
勢

力

の
兆

し

が

見

え

る
時

期

の
学

び

に

か
か

わ

る

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
お

と

い
う

。

一
九

二

二
年
-

二
三
年

、

九

鬼

は
新

カ

ン
ト

学

派

を

学

び

、

そ

の
後

現
象

学

を

学

び

、

ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー

ら

の
指

導

を

受

け

て

い
る

。

つ
ま

り

九

鬼

は

ド

イ

ツ

の
新

旧

世

代

の

カ

ン
ト
読

解

を
知

っ
て

い
る

。

九

鬼

に
と

っ
て

カ

ン
ト

は

哲

学

的

思

索

の
模

範

だ

っ
た
と

い
う

。

カ

ン
ト

の

『純

粋

理

性

批

判

』

は

、

厳

格

主

義

の
道

徳

を

示

し

て

い
る

。

一
方

、

『悪

の
華
』

は

、

前
者

の
七

〇
年

後

、

一
八

五
七
年

、

ボ

ー

ド

レ

ー

ル
に

よ

る

モ

デ

ル

ニ
テ

の
書

で
あ

る
。

そ

れ

は

九
鬼

の
感

覚

と

思

考

に
影

響

を

与

え

た

の
だ

ろ

う

。

ボ

ー

ド

レ

ー

ル

の
巴
里

で
、

一
九

二

四
年

以
後

、

詩

歌

に
心

を

動

か

す

。
ボ

ー

ド

レ

ー

ル
と

そ

の

『パ

リ

の
憂

馨
』

に
象

徴

さ

れ

る

サ

ン
ボ

リ

ス

ム

の
詩

と
詩

論

に
触

発

さ

れ

、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

お

自

分

自

身

詩

作

し

、

『巴

里

心

景

』

と

し

て
、

日
本

に
書

き

送

る

が

、

そ

れ

は
後

の

『
「
い
き

」

の
構

造

』

に
繋

る
と

い
う

。

こ

こ

に

日
本

の

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

美

意

識

を

省

察

し

た

で
も

あ

ろ
う

。

前

者

の
句

は

、

ボ

ー
ド

レ

ー

ル
と

カ

ン
ト

に
共

に

魅

か

れ

つ

つ
、

ど

ち

ら

に
も

徹

し
切

れ
ず

に
自

ら
笑

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

う

し

か
な

い
、

と

い
う

九

鬼

の
心

だ

ろ
う

か

。

　

後

者

の
句

に

つ
い

て
。

一
八

世
紀

後

半

、

理

性

の
頂

点

で
思

索

し

た

カ

ン
ト

と

、

一
九

世

紀

半

ば

す

ぎ

、

ロ

マ
ン
主

義

の
後

、
象

徴

主

義

と

モ

デ

ル

ニ
ス
ム
を

拓

い
た

ボ

ー

ド

レ

ー

ル
を

比

べ

る

の
は

、

時

代

錯

誤

で
あ

る

。

さ

ら

に
は

高

等

官

僚

を

父

に

し

な

が

ら

、
哲

学

を

思
索

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

お

す

る

、

あ

る

い
は
高

等

遊

民

の
歌

の
日

々
を

送

る
と

い
う

こ
と

に
対

す

る
時

代
錯

誤

の
思

い
も

あ

る
だ

ろ
う

。

し

か

し

こ

こ
に

は

、

母

の
恋

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

人

で
あ

り

父
親

役

で
も

あ

っ
た
岡

倉

天

心

の
個

人

主
義

の
強

さ

も
見

う

け

ら

れ

る
と
言

わ
れ

る
。

　

既

述

の
よ

う

に
、

九

鬼

は
帰

国

間

近

、

一
九

二

八
年

八
月

、

パ

リ

近

郊

ポ

ン
ト

ニ
ー

で

「東

洋

に
お

け

る

時

間

の
観

念

と

時

間

の
反

復

」

「
日
本

芸

術

に

お

け

る

『無

限
』

の
表

現

」

と

題

し

て

フ

ラ

ン
ス
語

で
講

演

を

し

た

。

ニ
ー

チ

ェ
の
永

遠

回
帰

と

イ

ン
ド

の
時

間
観

念

を

挙

げ

　

　

　

　

　

　

　

　

お

肯

定

的

に

論

じ

て

い
る
。

一
九

二

九
年

一
月

帰

国

、

そ

の
後

、

死

ま

で

の

一
〇
年

あ

ま

り

、
時

間

の
問

題

、

詩

や
押

韻

を

中

心

と

す

る
文

学



文
芸

の
問
題
、
そ
し

て
両
者

の
交

点
と

い
え
る
よ
う
な
偶
然
性

の
問
題

に

つ
い
て
思
索
し
た
。

一
九

三
五
年
、

『偶
然

性

の
問
題
』

が
刊
行

さ

れ

る
が
、

そ
れ

は
、
時
間

の
問
題

と
平
行

し
た

ラ
イ

フ

・
ワ
ー
ク
だ

っ
た
と

い
う

。
時
間

や
偶
然

の
哲
学
的
問
題
を
ま

さ
に
導

き
出
す
文
学

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　

お

が
重
要

な
要
素

を
な
し

て

い
た

の
だ

ろ
う

。
時
間

や
偶
然

の
問
題
も
文

学
か
ら
発
想

の
源
を
得

て

い
る
と
言
わ

れ
る

こ
と

が
納

得

で
き

る
。

音
韻
上

の

一
致

、
す
な

わ
ち
偶
然
性

が
、
文
学

の
う
ち

に
芸
術
的

に
生

か
さ
れ
て

い
る
、
と
九
鬼
は
考
え

る
が
、

こ
れ
に
関
し

て
は
、
九
鬼

の
関
心
事

、
押
韻

の
源

の
思
考
と
し

て
、

ヴ

ァ
レ
リ
ー
が
挙
げ
ら
れ
て

い
る
。

ニ
　

ヴ

ァ
レ
リ

ー

の
思

考

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

げ

　

ヴ

ァ
レ

リ

ー

は

ひ
と

つ
の
語

と

他

の
語

と

の
間

に

「
双

子

の
微

笑

」

(qoO
μ
同一円O
oo
』d8
PO
Ò
×
)

が
あ

る
と

歌

い
、

類

似

性

の
偶

然
的

な
響

き

合

い
を

双

子
相

互

間

の
関
係

に
比

し

て

い
る
。

　

九

鬼

が

「
日

本

詩

の
押

韻

」

の
最

初

に

エ
ピ

グ

ラ

フ
と

し

て
挙

げ

る

の
は
、

そ

の

「双

子

」

の
詩

句

で
あ

る
。

語
と
語
と
の
間
の
音
韻
上
の

Qo
9
ロ
ニ

0
口
O
O
器

O
昌
傷
O
ロ
昌
δ
吻

〉

<
o
。。
。。
2

葺

o
ω
冒

ヨ
⑦
鎚

き

駿

日
…
9

血
0
°ね
魯
ヨ
δ
。゚

ρ
三

げ
噌
自

o
N
冨

§

=

Φ
・゚
§
o
侍。。
欄国

巳

く
9
ひ蔓

七
三



七
四

　

ヴ

ァ
レ
リ
ー
は
、

マ
ラ
ル
メ
の
詩
的
思
考

に
共
感
し
、
詩
を
感
性
と
知
性

の
総
合

的
あ
り
方
と
し

て
追
及
し
、
押
韻

の
も

つ
美
的
効
果

に

　
　
　
　

　
　
　

　

つ
い
て
論

じ

て

い
る
。

こ
れ

に
導

か
れ
る
よ
う

に
し

て
、
九
鬼

は
膨
大

な

「
日
本
詩

の
押
韻
」

の
論
を
実
証
的

に
展

開
し

て
ゆ
く

。
押
韻

に

つ
い
て
は
九
鬼
自

身

の
関
心
か
ら
詩
作
を
試

み
、

パ
リ
か
ら
も
、

『明
星
』

に
送

っ
て

い
た
が
、
掲
載

は
さ
れ
な
か

っ
た
。
九
鬼

に
と

っ
て
、

押
韻
は
、
時

間
、
反
復
、
偶
然

の
出
会

い
、
水

平
と
垂
直

の
交
錯

の
関
係

の
ひ
と

つ
の
モ
デ
ル
と
し

て
、
重
要
な
問
題

で
あ

っ
た
だ

ろ
う
。

　
九
鬼

は
、
押
韻
を
、
詩

に
欠
か

せ
な

い
も

の
と
す

る
。
大
正

昭
和

の
日
本

の
新
体

詩
が
、
押
韻
無
視

の
自
由
律

へ
赴
く

の
は
耐
え
が
た
か

っ
た
。

日
本
詩

の
押
韻

の
必
然
性

に

つ
い
て
繰
り
返
し
述

べ
て

い
る
。
押

韻
問
題
、
詩

の
問
題
を
、
文
学

の
問

題

の
必
須

の
こ
と
と
し

て

い

る
。
死
後
直
後

の
出
版

の

『文
芸
論

』

で
も
、

「
日
本
詩

の
押
韻
」
は
、
多
く

の
具
体

例
を
揃
え
、
精
細
な
展
開
を
示
し
て
、
五
分

の
三
の
量

を
も
占

め
た
。

　
文
学

の
問
題
は
、

こ

の
よ
う

に
時

間
、
偶

然

の
問
題
と
深
く

か
か
わ
り
、
九
鬼

の
大
き
な

関
心
事

で
あ

っ
た
。

一
九
三

三
年
、
京
都
大
学

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

れ

文
学
部

で

の

「
文
学
概

論
」

の
講
義

は
、
秀

れ
た

日
本
近
代

の
文
学
論

で
あ
り
、
綿

密
な
絵
図

の
よ
う

な
構
成

を
と

っ
て

い
る
と

い
う

。
文

学

の
小
宇
宙

構
造

、
時

間
的
性
格

、
リ
ズ

ム
論
、
永
遠

の
今

、
観
念
性

、
重
層
的

に
包
括
す

る
文
学

の
時
間

の
特
殊
性
、
小
説
な
ど
、
ジ

ャ

ン
ル
を

具
体
的

に
仔
細

に
検
討

し

て

い
る
。
「
永
遠

の
今

」
、
無

限

の
深
み

の
現
在

・
顕
現

と
し

て
の
詩

に
、
文
学

・
芸
術

の
成
果
を
見

て

い

る
。
壮
大
な
構
築

の
論

で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
重

要
な
問
題
意

識
、
押
韻

に
関
し

て
、
理
論

的
思
索

的
側
面

か
ら

、
ヴ

ァ
レ
リ

ー
の
詩
句

を
筆

頭

に
置
き
注
目
し
、
導
き

の

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

り

源
と
し
て

い
る
の
で
あ

っ
た
。

三

　
ヴ

ェ
ル
レ

ー

ヌ
の
詩



　

で
・
ほ
、
詩

の
よ
り
具
体
的
な
面

か
ら
は
ど
う

だ

ろ
う

か
。
ヴ

ェ
ル
レ
ー

ヌ
の
詩

の
流
動
性

、
単
純

性
が
指
摘
さ
れ

て

い
る
。
そ

し
て
、

そ

れ
に
、
見
倉
う

よ
う

な
、
詩

で
あ
り
詩
論

で
あ
る
、
そ

の
詩
篇

「
詩
法
」

に
留
意

し

て
い
る
。

こ
れ
は
、
理
論
を
好
ま
な

い
ヴ

ェ
ル
レ
ー

ヌ
が
、

象
徴
附
圭
義

の
理
論
家
シ

ャ
ル
ル

・
モ
リ

ス
に
捧
げ
た
詩
論

の
詩
と
言
え
る
も

の
で
あ
り
、
象
徴
主
義

の
根
本
的
主
張
を
表
明
す

る
よ
う
な
詩

で

　
　
　
　
　

れ

あ
る

。
「詩

法
」

に
は
、
曖
昧

さ
、
非
対
称
性
、
流
動
性
、
単
純
性

が
、

そ

の
詩
篇
自
体

に
お

い
て
現
れ

て

い
る
と
思
わ
れ
る
。

一
見
押
韻

に

反
対

ナ
る
よ
う
な
詩
句
も
、
押
韻

の
横
暴

に
対
し

て

い
る
も

の
で
あ
り
、

こ

の
詩
自
体

に
も
う

か
が
わ

れ
る
彼
自
身

の
繊
細

な
内
部
韻

ま

で

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

見

れ

げ
-
詩

の
押
韻

の
重

要
性

、
音

楽

性

へ
の
傾
倒

は
明

ら

か

で
あ

為
。

二
節

を

挙

げ

よ
う

。

詩
法

　

　
(〉
コ
℃
。
⑩且

器

)

何

よ
り
も
音
楽
を

そ

の
た
め

に
奇
数
脚
を

空

気
に
あ
わ
く
細
か
く
溶
け

何

も

の
も
重
く
留
ま

ら
な

い

雄

弁

を

と

ら

え

、
く

び

り
殺

せ

。

ま

た

つ
い
で
に

「郵

韻

」

を

た
し

な

め

よ

。

七
五



七
六

さ
も

な
く
ば
そ
れ
は

つ
け
あ
が
る
。

　

前
者

、
第

一
詩
節
は
、
特

に
、
非
対
称
性

、
流

動
性

、
非
固
定
性

の
重
要
性
を

示
し
、
空
気

に
溶
け
込

む
よ
う

な
曖
昧
さ
を
望
む
彼

の
姿

勢

が
見

ら
れ
る
だ

ろ
う
。
ま

た
後
者
、
第
六
詩
節

で
は
、
脚
韻

の
ゆ
き
す
ぎ

た
横
暴

を
戒

め
る
意
思

が
明
確
だ

ろ
う

。
そ
れ
が
脚
韻

を
捨

て

よ
と

い
う
意
味

で
な

い
こ
と

は
、
彼
自
身

の
詩
作
か
ら
も
、
ま
た
何

よ
り

こ
の
詩
自
体
か
ら
も
明
白

で
あ

る
。

　

そ

の
繊
細

で
情
緒
的
な
詩

篇

が
日
本
人

に
も
感
覚
的

に
好
ま

れ
、

よ
く
翻
訳

さ
れ
た
理
由
も

推
察

で
き

る
。
印
象

派
風
と
も
言
わ
れ
る
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
だ

の
詩

の
タ

ッ
チ
は
、
印
象
派

モ
ネ

に
も
比
肩

さ
れ
る
も

の
で
あ
り
、
九
鬼

の
取
り

上
げ
た
ド
ビ

ユ
ッ
シ
ー
に
も

通
じ
る
性
質

で
あ

っ
た
。

で

は
そ

の
ド
ビ

ユ
ッ
シ
ー

の
音

楽

、
印
象
派

・
象
徴
派
と
呼
ば
れ
る
音
楽

に

つ
い
て
は
ど
う
だ

ろ
う

か
。

四
　
象
徴
主
義

ド
ビ

ュ
ッ
シ

ー
と
日
本

の
芸
術

　

ド
ビ

ユ
ッ
シ
ー

の
音
楽
を

九
鬼
は
、
日
本
的
な
も

の
と

し

て
第

一
に
挙
げ
、
そ

の
流
動
性
、
単
純

性
、

ほ

の
か
な
音

の
動
き
を
指
摘
し
た
。

九
鬼

は
、
何
人
か

の
フ
ラ
ン

ヌ
人

の
評
者
を
挙
げ

て
そ
れ
を
確
認
し

よ
う
と
し
た
。
対

極
的

な

ワ
ー
グ
ナ
ー

の
国

の
人
、
ド
イ

ッ
人
ま

で
が
、

そ

の
繊
細
優
美

さ

に
聞
き
惚

れ
る
様
を
、
日
本

の
音
楽
と

比
較
す

れ
ば

西
洋

の
音
楽

の
粗
野
を
感

じ
さ
せ
ら
れ
る
と

い
う
言
葉
ま

で
示
し

て
、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

れ

論

証

と

し

て
伝

え

た

。

ド

ビ

ユ
ッ

シ
ー

が
音

楽

に

東

洋

を

取

り

込

ん
だ

と

い
う

話

も

記

さ

れ

て

い
る

。

ド

ビ

ュ

ッ
シ
ー
自

身

の
言

葉

か

ら

も

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

お

そ

れ

ら

は

明

ら

か

に
で
き

る

。
ド

ビ

ュ

ッ
シ

ー
自

ら

、

同

様

の
東

洋

世

界

の
音

に

つ

い
て
述

べ

て

い
る

。

ま

た

今

や
ジ

ャ
ン

ケ

レ
ヴ

ィ

ッ
チ

が

、

ま

さ

に
そ

う

し

た
性

質
ハ
、
無

か
ら

無

へ
の
空

気

の
流

動

の
よ
う

な

彼

の
音
楽

の
性

質

に

つ

い
て
論

じ

て

い
る
。

そ

し

て
そ

こ

に
、

ド

ビ

ユ

ッ
シ

ー
自

身

か

ら
、

ま

・た

、
シ

ャ
ン

ケ

レ

ヴ

ィ

ッ
チ

か

ら
も

、

マ
ラ

ル

メ

の

コ
扇
の
詩

」

が

浮

上

し

、

ま

さ

に
詩

人

マ
ラ

ル

メ
と

の
緊

密



な
創
造

世
界

の
関
連

が
示
さ
れ

て

い
る
こ
と

に
注

目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
九
鬼
自
身
、
　

「
ペ
レ
ア
ス
と

メ
リ
ザ

ン
ド
」

の
ほ
か
、

マ
ラ

ル
メ

の
詩

の
前
奏

曲

で
あ
る

「
牧
神

の
午
後

へ
の
前
奏
曲
」

に
言
及
し

て
い
る
。

　

ド
ビ

ュ
ッ
シ
ー

の
作

品
に

マ
ラ
ル
メ
と

の
重
要
な

関
連

が
見

出
さ
れ

る

の
は
、
九
鬼

が

マ
ラ
ル
メ
自
身
を

大
き
く
取
り
上
げ

て

い
な

い
と

こ
ろ
か
ら
す

る
と
、

マ
ラ
ル
メ
を
深
く
崇
拝

し
、

そ

の
論

に
も
影

響
を
受

け
た
ヴ

ァ
レ
リ
ー
を
挙
げ

な
が
ら

マ
ラ
ル
メ
自
身

に
こ
と

さ
ら
触

れ
な

い
こ
と
と
も
相

侯

っ
て
、

よ
け

い
に
興
味
深

い
。

マ
ラ
ル
メ

の
考
察

に
赴
く
前

に
、
九
鬼
自
身

の
論

理

の
展
開
と
し

て
、
否
定
的

に
指

摘

し
て

い
る
シ

ュ
ア
レ
ス
に

つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た

い
。

五
　

シ

ュ
ア
レ

ス
の
日
本
芸
術

に
対
す
る
誤
解

　
九
鬼

は
、

シ

ュ
ア
レ
ス
の
日
本

の
芸
術

に
対
す

る
誤
解

を
指

摘
し
た
。

シ

ュ
ア
レ

ス
は

『
西
洋

の
俳
譜
』

に
お

い
て
、
西
洋

の
詩
と

似

て

い
る
よ
う

で
、

似

て

い
な

い
点
を
、
思
想
的

レ
ベ
ル
で
論
じ
た
。
九
鬼

に
と

っ
て
も
、
日
本
詩

に
対
す

る
誤
解

は
日
本

の
芸
術
全
般

の
誤
解

に
繋

が

る
重
要

な

こ
と
だ

っ
た
だ

ろ
う
。

シ

ュ
ア
レ
ス
は
、

日
本

の
芸
術

に
は
表

層

の
繊
細
だ
け
が
あ

っ
て
、
思
考
と
科
学

の
深
み
が
な

い

　
　

お

と

い
う

。

や
は
り
象

徴
主
義

の
理
論
家
と

言
う

べ
き
シ

ュ
ア
レ
ス

の
こ

の
言
葉

は
示
唆

深

い
。
性
質

に
相
通
じ

る
と

こ
ろ
は
あ
る
が
、
思
想

的

理
解

や
交
流

は
な

い
と

い
う

こ
と
な

の
だ
ろ
う

か
。
シ

ュ
ア
レ

ス
が
、

ボ
ー
ド

レ
ー

ル
、
そ
し

て
彼
を
師
と
す

る
象
徴
主
義

の
詩

人
た
ち

に
共
鳴

し
て

い
た

こ
と
を
思
え
ば
不
思
議

で
は
あ

る
。
お
そ
ら
く
異
な

る
局
面
に
対
峙
し

て

い
た

の
だ

ろ
う

。

　

九
鬼

が

マ
ラ
ル
メ
を
、
同

じ
く
象
徴
主
義

の
思
想
家
理
論
家

と

い
う

べ
き

マ
ラ
ル
メ
を
取
り
上
げ
な

か

っ
た

こ
と

と
微
妙

な
関
係

は
な

い

だ

ろ
う

か
。
九
鬼

の
側
も
、

フ
ラ
ン
ス
の
詩
と
思
索

に
、
異
な

る
も

の
を
見
た

の
で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。
お

そ
ら
く
表

現
上

の
違
和
感
だ

ろ

う

か
。
九
鬼

が

マ
ラ
ル
メ
を
注

に
お

い
て
挙
げ
、
首
肯

し

て

い
る

の
は
、
叙
述

が
問
題

で
は
な

い
、
喚
起

す

る

こ
と
が
重
要

だ
、
と

い
う

、

七
七



七
八

基
本
的
要
件
と

は

い
え
、
そ

の
思
考
だ
け

で
あ
る
。

で
は
、

マ
ラ
ル
メ
と

の
思
索
上

の
類
似
性
を
振
り
返
り
た

い
。

六
　

思
想
的
詩
人

マ
ラ
ル
メ

　
叙
述

で
は
な
く
、
暗
示
と
喚
起

が
問
題

で
あ

る
こ
と
、

こ
れ
は
確

か
に

マ
ラ
ル
メ
が
繰
り
返
し
語

っ
た

マ
ラ
ル
メ
の
中
心
的
思
考

で
あ

る
。

す

べ
て
を
語

ら
な

い
こ
と
、
鑑
賞
者

に
ゆ
だ

ね
る

こ
と
も

同
様

で
あ

る
。

マ
ラ
ル

メ
は
ま
さ

に
厳
格

で
あ
り

な
が
ら
、
感
性

の
人

で
あ

る
。

マ
ラ

ル
メ
は
、

ま
た
、
線

的

で
あ

る
詩

の
あ
り
方

に
宇
宙
全
体

の
音
楽
性

と
し

て
意

味
を
見
出

し

て

い
た
。
宇
宙

の
感
覚

と
音
楽

の
感

覚
、

そ
し
て
無

の
感
覚
は
顕
著
な

彼

の
性
質

で
あ

っ
た
。
語
れ
な

い
と

い
う

こ
と

を
語

る
こ
と
、
無
を
浮

上
さ
せ
る

こ
と

、
そ
れ
が
彼

の
課
題

で

あ

っ
た
。
そ
し

て
、
偶
然
性

に

つ
い
て

の
問
題
は

『椴
子

一
擁
』

に
見
ら
れ
る
よ
う

に
、

マ
ラ
ル
メ
の
終
生

の
問
題
で
も
あ

っ
た
。

　

こ

の
意
味

で
、
九
鬼

の
著
作

に
登
場

は
少
な

い
が
、

一
番

の
性
質

の
似
通

い
を
感
じ

さ
せ

る
。

で
は
な
ぜ
、

登
場

が
少
な

い
の
か
。
言
葉

の
相
異

、
互

い
の
厳
密

さ
が
阻
む
も

の
で
は
な

い
だ

ろ
う
か
。
理
論
家

で
あ

り
詩
人

で
も
あ

る
九
鬼

と
、
詩

入

で
あ
り
理
論
家

で
も
あ
る

マ

ラ
ル
メ
に
は
、
同
様

の
厳
密

さ
が
あ

り
な
が
ら
、

そ
の
厳
密
さ

ゆ
え

に
九
鬼

か
ら
語
り
え
な

い
も

の
が
あ

っ
た

の
で
は
な

い
だ

ろ
う
か
。
ま

た
表

現
、
表
現
方
法

の
相
違

が
あ

る
。
言
語

の
違

い
も
あ

っ
て
も

た
ら
さ
れ

る
表
現

の
違

い
、
そ
し

て
出
自

の
違

い
に
よ
る
表
現
方
法

の
違

い
に
、
少

し

の
ず

れ
も

気

に
な

っ
て
語
れ
な

か

っ
た

の
で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。
言
語

に
よ
る
思
考

と
思
考

の
表
現
、
詩

の
意
識
と
詩

の
表

現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

り

の
間
に
あ

る
、

ま
た
言
語
自

体

の
相

違

に
あ

る
、
人
間

の
創

造

の
問

題
に
関
わ

る
、
微
妙

な
ず

れ
が
問
題
と
な

る
よ
う
な
気

が
す

る
。
今
後

の
課
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

お
わ
り

に



　

以
上
、
例
証

こ
そ
目
立

た
な

い
が
、
か
な
り
本
質
的
な
と

こ
ろ
で
九
鬼
と

フ
ラ
ン
ス
象
徴
主
義

、
と
り

わ
け
そ

の
中
心
人
物
と

い
う

べ
き

詩
人

マ
ラ
ル
メ
の
思
索

は
関
連
す

る
と
言
え

る
だ

ろ
う
。
例
証

の
少

な

い
理
由

と
し

て
、

マ
ラ
ル
メ
の
言
葉

が
、
そ

の
思
想

の
厳
密
さ

に
見

合

っ
た
詩
文

と
し

て
晦
渋
あ

る

い
は
曖
昧

に
過
ぎ

て
読

み
に
く

か

っ
た
と

こ
ろ
が
あ

る
の
か
も

し
れ
な

い
。
詩
論

に
触

れ
ら
れ

て

い
な

い
の

も
気

に
な
る
。
詩
人

の
中
心

的
大
作

、
そ

れ
も
遇
然
性
を

テ
ー

マ
と
す

る
作

品

に
触

れ
ら
れ
て
な

い
の
も

不
思
議

で
あ
る
。
し
か
し
、
も
と

も

と
象

徴
主
義

の
系
譜
と

し

て
の
ボ

ー
ド

レ
ー

ル
、

ヴ

ェ
ル
レ
ー

ヌ
、
ヴ

ァ
レ
リ

ー

の
三
人

に
対
し

て
も
部
分
的
概
括
的

で
あ
り
、
さ

ほ
ど

具
体

的

で
は
な

か

っ
た

。
具
体
的

な

の
は

日
本

の
詩
歌

に
対

し

て
で
あ
る
。

つ
ま
り
九
鬼

に
あ

っ
て
、
日
本

の
詩
歌

に
関
心
が
深
く
、
西
洋

の
詩

や
詩
論

は
、
比
較
対

照
的

に
、
あ
く
ま

で
自
分
自
身

の
論
理
展

開

の
た
め
に
、
そ

の
滋
養

と
し

て
学

び
た
か

っ
た

の
で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
あ

る

い
は
む

し
ろ
、
美
術

の
場

合

に
多

く
当

て
は
ま

る
論
理

の
明
快

さ
を

思
え
ば
、

よ
り
、

言
語
上

の
困
難
、
言
語

の
相
違
を
思
わ

せ
ら

れ
る
。

そ
こ
に
は
比
較
文
化

の
困
難

の

一
端

が
垣
間
見
え

る
。
そ
う

し
た
こ
と

へ
の
自
覚
も
思

わ
れ
る
。

　

最
後

の
講
演

で

の
、
日
本

の
芸
術
、
文
化

が
語

ら
れ
る

一
方
的

な
熱
意

に
お

い
て
も
、
立
場

状
況
も
あ
る
だ

ろ
う

が
、
そ

れ
が
う
か

が
え

る
と

い
え
な

い
だ
ろ
う

か
。
九
鬼

は
西
洋

の
思
想

、
文
芸

、
芸
術

、
文
化

か
ら

多
く
を
学

び
取

っ
た
。
そ
し

て
日
本
を
振
り
返
り
、
あ
く
ま

で
日
本

に
生
き

た
よ
う

な
気

が
す

る
。
そ

の
際

、

マ
ラ
ル
メ
は
確

か
に
九
鬼

に
与
え

る
と

こ
ろ
が
あ
り
、
そ

の
哲
学
と
詩

の
、
融
合
的
あ
り

方

そ

の
も

の
こ
そ
は
、
も

つ
と
も

九
鬼

に
近

い
の
で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

い
わ
ば

フ
ラ

ン
ス
象
徴

主
義
者

た
ち
、
ボ

ー
ド

レ
ー
ル

の
情
感

に

あ

る
ダ
ン
デ
ィ
ズ

ム
と

モ
デ
ル

ニ
テ
、

ヴ

ァ
レ
リ
ー

の
理
論

に
あ
る
厳
格

な
意
識
、

ヴ

ェ
ル
レ
ー

ヌ
の
単
純
さ
流
動
性

の
感
覚
、
そ

の
よ
う

な
性
質
、、
表
現

を
含

み
す

べ
て
を
併

せ
も

っ
た
よ
う

な

マ
ラ
ル
メ
の
姿

が
、
九
鬼
を
通

じ

て
見

え

る
。
ボ
ー
ド

レ
ー
ル

の
弟
子
と
し

て
、
象

徴
主
義

の
詩
人

た
ち

、
と
り
わ
け
ヴ

ェ
ル
レ
ー

ヌ
を

シ

ュ
ア
レ

ス
が
賛
美

す

る
な
ら
、

シ

ュ
ア
レ
ス
自
身

を
越
え
た
と

こ
ろ
に
、

日
本
と

の

七
九



八
〇

関

わ

り

に

お

い
て
、

な

い
だ

ろ
う

か

。

九
鬼

と

フ
ラ

ン
ス
象
徴
主
義

は
、
詩
と
思
索

の
世
界

に
お
け
る
文

化
的
異
母
兄
弟
と
言
え

る
よ
う

な
点
が
あ
る

の
で
は

1注3 26 5　 48 7

こ
の
と
き
、
先

の

『文
芸
論
』
中

の

「
芸
術
と
生
活

の
融
合
」

「
日
本
詩

の
押
韻
」

に

つ
い
て
、
様

々
な
点

が
確

認
で
き

る
だ

ろ
う
。
同

書

に
収

め
ら

れ
た
敷
術
的
な

「
風
流

に
関
す

る

一
考
察
」

「
情
緒

の
系

図
」

に

つ
い
て
は
、
本
論

の
主
旨

に
即
し
て
暗
示

さ
れ
る
。

こ
れ

に
関
し

て
は
、

『九
鬼
周
造
全
集
』
第

四
巻

の
解
題
参

照
。

直
接

的
対
応

の
記
述

の
困
難
が
あ
り
、
本
文

の
展
開
上
、
適
宜
本
文

や
注

で
記
し

て
ゆ
く

こ
と

に
な
る
。

以

下
、
著
者

の
極

め
て
精
確
緻

密
な
論
理
展

開
と
語
彙

使
用

に
鑑

み
て
、

い
ち

い
ち

引
用

の
印

は
付
さ
な

い
が
、
著
者
自
身

の
論
旨
展

開

の
語
彙

・
表

現
を
借
用
さ
せ

て

い
た
だ

か
ざ

る
を
え
な
か

っ
た
こ
と
を
お
こ
と
わ
り
せ
ね
ば
な
ら
な

い
。

自

然
科
学

の
扱
う
抽
象
的
時
間

は
点

と
し
て

の
現
在

で
あ
る
。

こ
の
色
彩

の
連
続
性

は

マ
ラ
ル
メ
の
詩
学
を
、
ま

さ
に
表
現
自
体
と
し

て
思
わ
せ
る
。

ア
ク
セ

ン
ト
を
考
慮
し

て
い
な

い
点

で
、
日
本

の
詩

と

フ
ラ
ン

ス
の
詩

は
共
通
し

て
い
る
、
と

い
う
。

日
本

の
詩

の
こ
う

し
た
観
点

か

ら

の
研
究
と

し

て
、
0
8
お
o。。
切
8
昌
8
`
㌔

o
登

ミ
§
§
書

恥
ミ
ト
§
讐

禽

無
ミ
薦
㌣
禽

㌔
寄
さ
ミ
ミ
㊥
①
こ
ミ
§
ミ
馬§
」

Φ
ω
α
は
有
益

で
あ

る
。

入
れ
子

の
よ
う

に
重
複
作
用
が
無
限

に
続
け
ら

れ
る
と
考
え

て
い
る
。

風
景
画

に
顕
著

で
あ
る
と
す

る
。



914 13　　12　 　11　　1016 1518 1719

空

間
芸

術

と
し

て
の
絵
巻
物

か
ら
空
間
時

間
芸
術
と

し

て

の
映

画

へ
の
距
離

は
近

い
。
映
画

と
文
学

は
、

緊
密
な
内

的
関
係

に
立

つ
、

と
加
え

る
。

プ

ル
ー

ス
ト
を
挙
げ

て
例
証
す

る
。

孔
子

の
思
考

の
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ

の
場
合
拝
情
詩
を
指
す
と

い
う
。

自
然
科
学

の
時
間
、
数
学
と

の
比
較
が
述

べ
ら
れ
て

い
る
。

『九
鬼

周
造
全
集
』
第

一
巻
参

照
。

こ
れ
に

つ
い
て
は
、
全
集
付
録

の
坂

本
賢
三
訳
を
参
照
さ

せ

て
い
た
だ

き
、
訳
語
等
を
使
用

さ
せ

て

い
た
だ

い
た
。
田
中
久
文
編

「
日
本
的
性
格
」

『九
鬼
周
造

エ
ッ
セ
ン
ス
』

一
五
ニ
ー

一
七

一
頁
参
照
。
拙
著

『
こ
と
ば
と

イ

マ
1
ジ

ュ
の
交
歓
』
第
四
部
参
照
。

岡
倉

天
心

『東
洋

の
理
想
』

二
頁
。

荘

子
が
蝶

に
な

っ
た
夢
を
見

た

の
か
、
蝶
が
荘
子

に
な

っ
た
夢
を
見

た

の
か
と

い
う
逸
話

は
有
名

で
あ

る
。
千
葉
宗
雄

『荘
子
寓
話

選
』

五
〇
頁
参

照
。

彼

は
、

単
に
日
本

の
芸
術

は
、
女

や
風
景
を
描

い
た
版
画
、
茶
道

具
等

で
は
な

い
。
真

に
偉
大

な
芸
術
は
知
ら
れ

て
い
な

い
、
と
語

る
。

こ

れ

は
端

的

に

マ
ラ

ル
メ

の
芸

術
的

遠

近

法

を

思

わ

せ

る
。

((目
冨

同選

同o
隆

。
巳
。。一。。
き
α
口
q
o
§
a

ζ
碧
o計

一◎。
刈
O
詳

b
o
§
§
§
跨

勲
母
魯
§

恥

さ

§

§

こ

も

℃
絢
①
尚
8
　

拙
著

『
マ
ラ

ル

メ

の
詩

学

』

一
〇

〇
1

一
〇

一
頁

等

参

照

。

《
O
o
ξ

o
。。三
〇
目

母
σ
母
巴
N。>>
の
語

を

使

っ
て

い
る

が
、

斬

新

な

構

成

は
ジ

ャ
ポ

ニ
ス
ム

の
ひ
と

つ
の
大

き

な

影

響

力

と

し

て
知

ら

れ

て

い

る

。

八

一
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部
分
的
配
置

、
描
写

に

つ
い
て
も
前
注
に
同
じ
。

暗
示

の
価
値

に

つ
い
て
は
、
ま

さ
に

マ
ラ
ル
メ
の
思
考

そ

の
も

の
で
あ
る
。

線

の
価
値

に
関
し
て
も
ジ

ャ
ポ

ニ
ス
ム
の
影
響
力

の
重
要

な
要
素

で
あ
る
。
同
時

に

マ
ラ
ル
メ
の
詩
的
関
心
事

で
も
あ

る
。

馬

が
紙
面
か
ら
逃
げ
出
す
と

い
う
話
が
記
さ
れ
て

い
る
。

水
墨
画

の
例
で
あ

る
。

藤

田
嗣
治
に
お
け

る
日
本
的
特
色

に

つ
い
て
指
摘
し

て

い
る
。

線

の
思
想
、
"無
限

へ
の
希
求
、
虚

の
思
索

も

マ
ラ
ル
メ
を
如
実

に
想
起
さ
せ
る
。
前
掲
拙
著

『
マ
ラ
ル
メ
の
詩
学
』
特

に
第

一
部
参
照

。

ヴ

ェ
ル
レ
ー

ヌ
の
短
詩
を
思
わ

せ
る
。

こ
れ
は
ま
さ
し
く

マ
ラ
ル
メ

の
思
考

に
ほ
か
な
ら
な

い
。

沈
黙

の
価
値

に

つ
い
て
も

マ
ラ
ル
メ

の
主
張

や

マ
ラ
ル
メ

ベ
の
評
価
を
思
わ
せ
る
。
前
掲
拙
著
第

一
部
参

照
。

芭
蕉

の
例
が
挙
げ

ら
れ
て

い
る
。

芭
蕉

の
俳
譜

の
根
底

に
あ

る
宇
宙
的
共
感
を
思
わ
せ
る
例
が
挙
げ
ら

れ
る
が
、
こ
れ
も

マ
ラ
ル
メ
の
思
考
そ
の
も

の
と

い
う

べ
き
だ
ろ
う

。

マ
ラ

ル
メ
の
詩
的
思
考
、
あ

る

い
は
詩
作

の
真
逆

・
裏
返
し

で
あ
る
。

詳

細
は
別
稿

に
せ
ざ

る
を
得

な

い
が
、

マ
ラ
ル
メ
、
ボ

ー
ド

レ
ー

ル
に
通

じ
る
思
想

で
あ
る
。

芭

蕉
が
例

に
挙
げ
ら
れ

て

い
る
。

マ
ラ
ル
メ
も
同
様

で
あ

る
。

プ

ル
ー

ス
ト

の

「
失
わ
れ
た
と
き
」
と

「見
出
さ
れ
た
と
き
」

の
思
考

が
例
証
さ
れ

て

い
る
。

蝉
丸
が
例
に
挙
げ
ら
れ

て

い
る
。

八
二
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マ
ラ
ル
メ

の
問
題

で
も
あ

る
。

こ
れ
に

つ
い
て
は
、

マ
ラ
ル
メ
と

の
関
係
か
ら
論
じ
た
。
前
掲
拙
著
第
四
部
第

二
章
参
照

同
前

。

こ
う
し
た
点

に
お
け

る
ド
ビ

ユ
ッ
シ
ー

の
思
索

と

マ
ラ
ル
メ
の
思
索

の
共
鳴

は
、
あ

る

い
は
、
前

者
が
受

け
た
後
者

の
影
響

に

つ
い
て

は
、
平
島
正
郎

が
詳
細

に
論
究
す

る
と

こ
ろ
で
あ

る
。
前
掲
拙
著
同
所
参

照
。

ロ
マ
ン

・
ロ
ラ

ン
の
証
言
を
挙
げ

て

い
る
。

ア
ル
ベ
ー

ル

・
メ
ー

マ
ン
の
証
言
と
し
て
引

い
て
い
る
。

(
『日
本

の
演
劇
』
)

シ

ャ
ル
ル

・
ヴ

イ
ル
ド

ラ

ッ
ク
の
言
葉
を
引

い
て
い
る
。

(
『日
本
旅
行

か
ら
』
)

ド
ビ

ユ
ッ
シ
ー
自
身

の
、
ガ

ム
ラ
ン
に
対
す
る
証
言

が
想
起

さ
れ
る
。
前
掲
拙
著

同
所
参
照
。

ジ

ャ
ポ

ニ
ス
ム
に

つ
い
て
前
掲
拙
著
特
に
第

二
部
参

照
。

マ
ラ
ル
メ

の
目
指
し
た
と

こ
ろ
が
思
わ
れ
る
。

マ
ラ
ル
メ

の
同
様

の
思
想

に

つ
い
て
前
掲
拙
著
第

一
部
参

照
。

同
前
。

〉
目
慧

。。
ロ
碧
貫

ミ

㍗
さ

ミ

、O
。
良
§
§

O
冨
N
ζ
巴
聾

①
ピ
o
°。"α。
P

℃
碧
β

一⑩
O
°。
の
序

論

参

照

。
拙

著

『
こ
と

ば
と

イ

マ
ー
ジ

ュ
の
交

歓
』

第

四
部

参

照

。

九

鬼

は
紀

貫
之

も

例

に
挙

げ

て

い
る
。

モ
ネ

、

ド

ニ
、

永

徳

、

応

挙

や

、

ベ

ル
グ

ソ

ン
、

ゴ

ッ
ホ
、

北

斎

、

雪

舟

、

の
線

や
色

に

つ

い
て
、

ま

た

形

而

上

学

的

遠
近

法

か

ら

装

八
三
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飾

的
遠
近
法

に

つ
い
て
論

じ

て

い
る
が
、
極

め

て
興
味
深

い
。
対
称
性

の
不
在

の
点

で
は
、
詩

に
お
け
る

ア
レ
ク

ス
サ

ン
ド

ラ
ン
、

ア

ン
ジ

ャ
ン
プ

マ
ン
に

つ
い
て
も
語

っ
て
い
る
。
田
中
久
文

『九
鬼
周
造
　
偶
然
と
自
然
』

一
九
九
ー

二
四
三
頁
参
照
。

プ

ル
ー
ス
ト

の
記
憶

の
理
論
は
し
ば

し
ば
挙
げ
ら

れ
て

い
る
。

坂

部
恵

編

『九
鬼
周
造
　

偶
然
性

の
問
題

・
文
芸
論
』
解
説
部

三
三

ニ
ー

三
三
八
頁
参

照
。

前

掲
書

に
、
永
井
荷
風
、
萩
原
朔
太
郎
、
折

口
信
夫

に
見

ら
れ
る
も

の
だ

っ
た
と
説
明
さ
れ
て

い
る
。

こ
の
後

に
続
く
句

は
、
「時

に
ま
た
ズ

ア
ラ
ト

ゥ
ス
ト

ラ
の
教

へ
た
る

の
ど
け
き
笑

ひ
内
よ
り
ぞ
湧
く
」

で
あ

る
。

初
出
は

『明
星
』
誌

(
一
九

二
五
ー

二
六
年
)
。
匿
名

で
掲
載
さ
れ
て

い
る
。

坂
部
前

掲
書
三
三
四
頁
参

照
。

ハ
イ

デ

ッ
ガ
ー

の

「存
在
と
時
間
」

は

一
九

二
七
年
、

『
カ
ン
ト
と
形
而
上
学

の
問
題
』
は

一
九

二
九
年

の
出
版
。

坂
部
恵

『不
在

の
歌
』

四
五
-

七
〇
頁
参

照
。

大
東
俊

一

『九
鬼

周
造
と

日
本
文
化

論
』

一
四
-

三

一
頁
参

照
。

こ
う
し
た
境
地

に
生
き
た
日
本
人
は

い
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
、
と
坂
部

は
言
う
。
前
掲

『九
鬼
周
造

偶
然
性

の
問
題

・
文
芸
論
』
三
三

七
頁
参

照
。

連
句
最
後

の

ニ
ー
チ

ェ
の
登
場

に
関
し

て
、
考
察

さ
れ
て

い
る
。
同
所

三
一二
八
頁
。

菅
野

昭
正
編

「
岡
倉

覚
三
氏

の
思

い
出
」

『九
鬼
周
造
随
筆
集
』

一
七
九
ー

一
八
六
頁
、
解
説
参
照
。

ニ
ー
チ

ェ
へ
の
共
感
、
肯
定

の
笑

い
が
想
起

さ
れ
る
。

西

田
幾
多
郎

は
九
鬼
を
時
間

の
論
文

ひ
と

つ
で
京

都
大
学

の
講
師

に
推
奨

し
た
と

い
う
。

八
四
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磯
谷
孝

「
偶
然
性

と
言
語
」

『九
鬼
周
造

の
世
界
』
七
八
ー

=

四
頁
参

照
。

詩
篇
((〉
霞
o
お
》
の
第

二
詩
節

の
最
初

の
四
行

で
あ
る
。
寄
巳
く
9
憲
§

臼
ミ
、題

9

§

§
題

ト
や
崔
ド

主

に

マ
ラ
ル
メ
論

と
し
て
、
前
掲
書

(署

曾゚
り
ーコ
O
)
参
照
。

漱

石

の
文
学
論
と
並
ぶ
も

の
で
あ
る
と

い
う
。
坂
部
前
掲
解
説
部
参
照
。

第

二
次

大
戦
後
、

マ
チ
ネ

・
ポ

エ
テ
ィ

ッ
ク

の
よ
う

に
、
日
本
語

に
よ

る
詩

の
押
韻

の
重
視
と

、
日
本
語
と
そ

の
内
面

の
律
動

の
問
題

は
終
わ

っ
て

い
な

い
、
と
坂
部
は
言
う
。

(前
掲
所
)

「詩
法
」

の
第

一
節
と
第
六
節

の
み
を
、
本
論

に
即
し

て
挙
げ

る
。
貯
三

<
〇
二
鉱
ロ
p
臼
ミ
、
題
、
鼠
譜
建
$

6
U
ミ
ミ
⑪、禽
b
寒

6。
b。
孚
ω
悼
刈
.

前
掲
拙
著

『
マ
ラ
ル
メ
の
詩
学
』

第

二
部
第

二
章

参
照
。

同
所
。

前

掲
拙
著
第

三
部
第

二
章
参
照
。

同
所
。

〉
口
臼
Φ
曽

霞
貫

あ̂
旨

匡
串

困
餌

門
、d
一§

o
部
目
9
莫

9
0
二
〇
需

捧

℃
。
Φ
日
o
ユ
巳

巷

。
⇔
>>"
ぎ

悼ドさ

ミ

、O
ら
亀
§

ミ

序

論

参

照

。

ロ
チ

の

理

解

も

想

起

さ
れ
る
。
拙
著

『
こ
と
ば
と

イ

マ
ー
ジ

ュ
の
交
歓
』
第
三
部
第

二
章
参
照
。

本
論

で
は
、

マ
ラ
ル
メ

の
登
場

の
少
な

さ
も
考
え

て
、
探
究
を

こ

の
程
度

に
と

ど
め
、
九
鬼

の
本

文

に
即

し

て
、

マ
ラ

ル
メ
側
か
ら

、

多

く
注
記

で
示
す

こ
と

に
せ
ざ

る
を
え
な

か

っ
た
。
な
お
、　

『般
子

一
郷
』

に
対
し
て
は
、
田
辺
元
に
よ
る
理
論
的
研
究
が
あ

る
。

前

述

の
よ
う

に
、
九
鬼

に
よ

る
、

モ
ネ
、

モ
ー
リ

ス

・
ド

ニ
、

ゴ

ッ
ホ
、
北
斎
等

へ
の
的
確

な
言

及
に
は
、
と
り
わ
け
驚
か

さ
れ

る
と

こ
ろ
が
少
な
く
な
か

っ
た
。
な

お
本

稿

で
は
、
詩
学
上
、
多
局

面
か
ら
極
め

て
示
唆
的
な
理
論

の
展

開
を
九
鬼

に
見

た
が
、
現
段
階

で

八
五



八
六

は
、
九
鬼

に

つ
い
て
、
論
点

を
九
鬼

自
身

の
語
彙
表
現

に
よ

っ
て
の
み
要
約
的

に
整

理
す

る
こ
と
し

か
力

が
及
ば
な
か

っ
た
。

具
体
的
な
研
究
は
今
後

の
課
題

に
し
た

い
。

詳
細
な

参

考

書

目

九
鬼
周
造

『九
鬼
周
造
全
集
』
第

一
巻
、
第
四
巻
、
岩
波
書
店
、

一
九

八

一

菅

野
昭
正
編

『九
鬼
周
造
随
筆
集
』
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
五

坂
部
恵
編

『九
鬼

周
造
偶
然
性

の
問
題

・
文
芸
論
』
京
都
哲
学
選
書
第

五
巻
、
燈
影
社
、

二
〇
〇
〇

坂
部
恵

・
藤
田
正
勝

・
鷲

田
清

一
編

『九
鬼
周
造

の
世
界
』

ミ
ネ

ル
ヴ

ァ
書
房
、

二
〇
〇

一

坂
部
恵

『不
在

の
歌
　

九
鬼
周

造

の
世

界
』

T
B
S
ブ
リ
タ

ニ
カ
、

一
九
九
〇

田
中
久
文

『九
鬼

周
造
　
偶
然

と
自
然
』

ぺ
り

か
ん
社
、

一
九
九

二

田
中
久
文
編

『九
鬼

周
造

エ
ッ
セ

ン
ス
』

こ
ぶ
し
書
房

、
二
〇
〇

一

田
辺
元

『
マ
ラ
ル
メ
覚
書
』
筑

摩
書

房
、

一
九

六

一

大
東
俊

一

『九
鬼
周
造
と
日
本
文
化
論
』
梓
出
版
社
、

一
九
九
六

岡
倉
天
心

『東
洋

の
理
想
』
創
元
社
、

一
九

四

一

千
葉
宗

雄

『荘
子
寓
話
選
』
竹

井
出
版
、

一
九

八
八

〆



宗
像
表

子

『
マ
ラ
ル
メ
の
詩
学
』
勤
草
書
房
、

一
九
九
九

宗
像
衣

子

『こ
と
ば
と
イ

マ
ー
ジ

ュ
の
交
歓
』
人
文
書
院
、

二
〇
〇
五

ア
ン
ド

レ

・
シ

ュ
ア
レ
ス

『ド
ビ

ュ
ッ
シ
ー
に
就

い
て
』
清
水

脩
訳

、
地
平
社
、

一
九

四
三

9

ユ
唱
聾
9
団
き

ご

b

。
§

ミ
§

嵜
善

魯
§

巴
§

、ミ

ミ
こ

ゆ
三

N
o
計
ち

①
◎。
°

9

巨

o
ωoコ
$
乱

o巨

β

臼

ミ
§

9

§

ミ

題

ト

9

目
旨

母
α
」
Φ
録

O
§

町q
。
㊧

。
8
・
碧
㌔

。
碧

ミ

起
§

ミ
題

ミ
冒

ミ

馬恩

ミ
§
鷺

§

°.
頴
き
ミ
ミ

塁

ミ

ミ

§

§

㌧
一
り
ω
㎝
・

Ω

窪
窟

σ
Q
ε

。゚°・ざ

ミ
q
§

§
、
O

象
ぎ

ミ
§

壁
禽

鳳ミ

貴

9

ロ
巨

四a
」

㊤
刈
H

≦

巴
冒

岸
冒
爵

象

く
ぎ
戸

奪

く
尉
馬
§

ミ
ミ

§

議

§

ミ
§

ミ

恥
§

b
S
§
§

望

8
目

尋

o
」
Φ
O
°。
°

。。
尋

冨

身

Z
註

薗§

ρ
臼
ミ
§

9

§

ミ
題

ト
9

霞
日
舘
α
」

㊤
り
。゚
°

ぎ

寒

ω
琶

貫

ミ

㍗
さ

悼.亀
、0
8
§

§

9

・N
ζ
9。
ユ
馨

g

・
ω帥αq
。
㌔

巴

ω」

8
°。
°

男
呈

く
芸

曇

§

ミ

題

9

毒

隷
、題

ト
O
㊤
旨
§

昼

ち
α
刈
゜

知
国
巳

く

〇
二
国
ぎ
ρ

臼

ミ
ミ

題

、
o
優
ミ
ミ
馬
吻
6
σ
ミ
魅
隷
器
隔
゜
O
巴
=
日
震
ユ
.
一
ゆ
爵

゜

八
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