
〈
研

究

論
文

１
〉

真
理

へ
の
回
帰
と
自
然

―
心
敬
と
ア
イ
ヒ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
詩
論
―

一
　

問

題

の

所

在

宗
教
と
芸
術
が
異

な
る
領
域
で

あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ

を
つ
き

つ
め
よ
う
と
す

れ
ば
両

立
は
難
し
い
、
と
い
う
二
者
択
一

的
な
観
点
は
、
古
今
洋
の
東
西
を

問
わ
ず

、
珍
し

い
も

の
で

は
な
い
。
「
宗
教
を

煩
わ
し

い
だ
け
の
、

芸
術
の

進
展

を
阻
む
足

か
せ

と
見
て

、
芸
術
全
体
を
宗
教
か
ら
解
放
し
、
宗
教
と
芸

術
の

間
に
存

在
す

る
内

面

的
な

関
係

を
否

定

し

よ

う
と

す

る

人

々
が

い

る
。
」
こ
の
ア
イ

ヒ
ェ
ン
ド

ル
フ
の
言
葉
は
、
そ

う
し
た
宗

教
と
芸

術
の
関

係
を
め
ぐ

る
議
論
の
歴

史
を

端
的
に
示
す

も
の

に
ほ

か
な

ら
な

い
。

ア
イ

ヒ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
言

う
宗
教

と
は
、
こ
の
場

合
、
敬

虔
な
キ
リ
ス
ト
教
信
仰

を
指
す
が
、
和

歌
の
世
界

に
お
い
て
も

、
仏
道

か
歌

道
か
と

い
う
選

一
の
前

提
に
は
、
二
者

の
対

立
が
あ

っ
た
。
そ

の
克
服

は
、
平

安
期
以

降
中
世
を
通

じ
て
、
歌
人

だ
ち
の
課
題
で
あ

り
、

歌
才

に
優
れ
た
僧

は
、

仏
道
に
専
念
で

菅
　
　
　

基
久
子

き
て

い
な
い
と
い
う
理
由
で
非

難
の
対
象
と
も
な

っ
た
。
そ
の
よ
う
な
非
難

を
は
ね
返

す
べ
き

論
理
と
な
っ
た
の
が
、
歌
道
を
仏
道
の
助

縁
、
ま

た
一
端

と
す
る
考
え

方
で

あ
る
。

無
住
道
暁
の

『
沙
石

集
』
に
は
、
そ
の
論
理
が
積
極
的
に
展
開
さ
れ
て
い

る
。
無
住
は
、
釈
教
歌
と
神
仏
へ
の
祈
願
の
歌
お
よ
び
精
神
の
集
中
を
促
す

歌
を
、
仏
道
の
助
縁
、
ま
た
仏
道
の
一
端
と
な
る
歌
と
し
て

承
認
し
、
そ
う

で

な
い
歌
と
区

別
し
た
。
歌
詠
と
仏
行
の
対
立
は
、
両
者
の
専
心
性
に
お
い

て

止
揚
さ
れ
た
。
だ
が
、
そ
こ
で

は
芸
術
性
は
考
慮
さ
れ
ず
、
和

歌
と
は
何

か
が
問

わ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
芸
術
性
の
迫
究
は
、
信
仰
の
深
化
と
重

な
る
も

の
で

は
な

か
っ
た
。
無
住
は
、
『
古
今
著
聞
集
』
や

『
十

訓
抄
』

に

歌
徳
の
例
と
し
て

掲
げ
ら
れ
た
和
泉
式
部
の
歌
を
宗
教
的

観
点
か
ら
否
定
し

た
。
そ

れ
は
、
芸
術
性
の
追
究
と
宗
教
性
の
追
究
が
対

立
す

る
可
能
性
を
示

し
て

い
る
。
裏
返

せ
ば
、
芸
術
が
宗
教
を
離
れ
る
と
き
、
芸
術

は
単
に
芸
術



で

あ
る
と
い
う
意
味
で

の
純
粋
性

を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
は
、
先

に
掲
げ
た
ア
イ
ヒ
エ
ン
ド
ル
フ
の
言
葉
の
中
の
芸
術
観
に
直
結
す
る
。

仏
道
と
歌
道
で
言
え

ば
、
宗

教
と
芸
術
の
直
接
的
な
結
合
は
、
宗
教
的
世

界

の
表
現
形
態
の
う
ち
に
継
続
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
場
合
、
詩
歌
は
一
表

現
形
式
に
過
ぎ
な
か

っ
た
。
密
教
的
理
解
に
よ

っ
て
和
歌
を
陀
羅
尼
と
み
な

す
無
住
に
し
て
も
、
陀
羅
尼
と
和
歌
の
等
質
性
は
単
に
宗
教
性
に
の
み
求
め

ら
れ
、
そ
の
宗
教
性
が
芸
術
性
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
結

局
、
表
現
方
法
と
し
て
の
詩
歌
形
式
の
有
用
性
は
評
価
さ
れ
て
も
、
あ
く
ま

で
も
多
く
の
表
現
方
法

の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
認
識
か
ら
、
な
ぜ
詩
歌
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
議
論
、
詩
歌
の
存
在
意
義
と
か
か
わ

っ
て

詩
歌
と
宗
教
を
理
論
的
に
結
び
つ
け
る
営
み
は
、
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
こ
な

か

っ
た
と
言

っ
て
よ
い
。
そ
れ
で
は
、
詩
歌
と
宗
教
の
本
質
的
な
一
致

は
あ

り
え
な

い
の
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
注
目
し
た
い

の
が

、
室
町

後
期
の
天
台

系
の
僧
侶

心
敬

（
１４
０
６
-

１４
７
５
）
と
、
ド
イ
ツ
後
期

ロ
マ

ン
派

の
詩
人

ア
イ
ヒ

ェ
ン
ド
ル

フ
（
１７
８
８
-

１８
５
６
）
で
あ

る
。
心
敬
と

ア
イ

ヒ
エ
ン
ド
ル
フ
は
、

か
た
や
天

台
密
教

、
か

た
や

カ
ト
リ

シ
ズ
人
と
、
宗
教

的
背
景

は
異

な
る
が

、
と
も

に
、
真

理
世
界

へ
の
回
帰

を
目
的
と
す

る
詩
論

を
展

開
し
て
い
る
。

そ
こ
に
、
宗
教
と
芸
術

の
本
質

的
関
連

を
見

る
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う

な
観

点
か
ら

、
心
敬
と

ア
イ

ヒ
ェ
ン
ド
ル
フ
に
見
ら
れ
る
、

自
然
に
対

す
る

把
捉

と
静
か
さ
に
対
す

る
価
値

意
識
の
類
似
に
目
を
向
け
、
両

者
の
比
較
を

行

い
た
い
と
思

う
。

二
　

心

敬

に

お

け

る

自
然

と
静

か
さ

の

認

識

心
敬
は
、
静
寂
な
環
境
で
の
自
然
界
と
の
詩
的
対
峙
を
、
た
と
え

ば
次
の

よ
う
に
歌

っ
て
い
る
。

散
る
花
の
音
き
く
ほ
ど
の
み
山
か
な
（
『
芝
草
句
内
発
句
』
）

桜

の
花
の
散
る

音
が
聞
こ
え

る
ほ
ど

の
静
寂
。

そ
の
静

か
な
場

と

は
「
み

山
」
で
あ
る
。
こ
の
句
は
、
静
寂
と
と
も
に
、
静
寂
を
享
受
し
て
い
る
人
物

を
も
提
示
し
て
い
る
。
彼

は
孤
独
感
や
不

安
に
苛
ま
れ
て

は
い
な

い
。
山
の

静

か
さ
や
人
気
の
な
さ
ゆ
え
の
孤
独
は
、
散
る
花

に
象
徴
さ
れ
る
自
然
の
音

を
聞
く
行
為
に
、
プ
ラ

ス
の
も
の
と
し
て
結
び
つ
け
ら
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
、

同
じ
「
み
や
ま
」
の
孤
独
や
静

か
さ
を
う
た
っ
た
も

の
で
も
、
人
恋
し
さ
を

テ

ー
マ
に
し
た
場
合
に
は
孤
独
が
不
安
や
人
の
い
な
い
寂
し
さ
と
直
結
し
て

い
る
の
と
対
照
的
で
あ
る
。
孤
独
を
よ
し
と
す
る
人
物

は
、
次
の
よ
う

に
描

か
れ
る
。ひ

と
り
す
み
か
に
な
る
ゝ
山
陰

友
よ
り
も

草
木

を
み

る
は
し
づ
か
に
て
（
『
心
玉

集
』
）

前
句
は
山
中
の
独

り
住
ま
い
が
す
で
に
長
い
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
付
け

句

は
そ
の
独
り
住
ま
い
の
人
物
が
立

っ
て

い
る
境
地
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、

人
と
接
す
る
よ
り
も
草
木

と
接
す
る
こ
と
を
よ
し
と
す
る
境
地
で
あ
る
。
人

と
の
隔
絶
と
草
木

と
の
親
近
は
一
体
で
あ
り
、
そ
こ
に
存
在
す
る
価
値
を
示

し
て
い
る
の
が
、
「
し
づ
か
」
と
い
う
語
で

あ
る
。
「
し
づ

か
」
と

い
う
語
は
、

次
の
よ
う
に
も
使
わ
れ
て

い
る
。



し
づ
け
き
水
を
友
と
こ
そ
す
れ

今
は
世
を
山
の
し
づ
く
や
か
た
る
ら
ん
（
『
心
玉
集

』
）

静
か
な
水
を
わ
が
友
と
す

る
こ
と
だ
、
と

い
う
前

句
で

は
、
「
こ
そ
」

を
使

う
こ

と
に
よ

っ
て
、
静
か
な
水
と
の
親
近

性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
誰
も
訪

ね
て

こ
な
い
山
中
の
静
か
な
住
処
。
聞

こ
え

る
の
は
、
か
す
か
に
聞

こ
え
て

く
る
水
の
滴

り
の
音
だ
け
で
あ

る
。
こ
れ
ら

の
句
に
は
、
草
木
や
水
を
友
と

す

る
静

か
な
山

中
の
生
活
と
俗
世
界
と

の
対
比

が
明

確
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

心
敬

の
「
山
」
と

「
水
」

に
見
ら
れ

る
、
俗
世
界

と
対
比

的
な
存
在
と

い

う
意
味
が
、
も

っ
と
も
よ
く
表
れ
て
い
る
の

は
次
の

句
だ
ろ

う
。

山
ふ
か
し
心
に
お
つ
る
秋
の
水

山
閑
の
秋
の
水
の
冷
々
と
し
た
る
に
心
を
す
ま
し
侍
れ
ば
、
む
ね
の

う
ち
と
水
と
ひ
と
し
く
清
々
た
り
と
い
へ
り
。

（
『
芝
草
句
内
岩
橋
上
』
）

「
山

ふ
か
し
」
は
山
中
の
閑
寂
な
空
間

を
強
調
す
る
表
現
で
あ
る
。
俗
世
界

と
の
隔
絶
を
強
調
し
つ
つ
、
自
分
の
心
を
み

つ
め
る
観
心
の
実
践
と
、
水
の

無
上

の
清
ら

か
さ
を
結
び
つ
け

る
こ
と

に
よ

っ
て
、
澄
浄
性
を
み
ご
と
に
明

示
し
え
て

い
る
。
自

註
に
は
、

一
切

の
縁
を

去
っ
て
、
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
心

を
獲
得
し

た
と
き
、
心
と
水
と
が
等
質

に
な

る
と
言

わ
れ
て

い
る
。

こ
の
よ
う
な
自
然
界

に
対
す
る
認
識
及
び
表
現

に
は
、
安
然

（
８
４
１
-？
）

の
影
響
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

五

大
の
響

は
当
体
に
是
れ
真
言
也
。
故
に
真
言
の
人
は
直

に
風
声
・
水

音
を
聞
き

て
即
ち
是

れ
法
身

の
声
な
り

と
知

る
。
（
中
略
）
諸

趣
万

物

の
音
声

は
、
若
し
実
義
を
知
ら
ざ
れ

ば
皆

な
真
言

に
非
ず
。

（
安
然

『
真
言
宗
教
時
義
』
原
漢
文
）

こ
の
安
然
の
解
釈
は
、
基
本
的
に
は
空
海

の
『
声
字
実
相
義
』

を
ふ
ま
え
て

い
る
が
、
五
大
の
響
き
を
音
声
一
般
で
説
く

に
と
ど
ま
ら
ず
、
具
体
例
と
し

て

、
風
の
声
と
水
の
音
を
取
り
上
げ
て

い
る
の
で
あ
る
。

さ
て

、
心
敬
の
句
に
、
風
を
詠
ん
だ
、
次
の
よ
う
な
句
が
あ

る
。

言
の
葉
に
さ
む
き

色
そ
ふ
風
も
が
な
（
『
芝
草
句
内
岩
橋
上
』
）

「
さ
む

し
」

と
い
う
語

は
、
心
敬
の
場

合
特
別

な
意
味

を
持

っ
て
い
る
。

極

度

に
清
ら

か
な
も

の
に
つ
い
て

使
わ
れ
る
言
葉
で

、
純
然
た
る
寒
気
の
他
に

は
、
風
・

水
・
水
音
・
滝
・
月

・
露
・
雪

に
し

か
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
つ

ま
り
、
一
句
の
意

は
「
歌
う
言
葉

に
、
徹
底
し
た
清
ら
か
さ
を
添
え

る
、
風

が
ほ
し

い
も
の
だ
」
と
い
う
の
で
あ

る
。
こ
の
風
の
清
ら
か
さ
が
何
を
意
味

す
る

か
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ

う
。

心
敬

は
、
静
け
さ
の
中
で
、
修
行

に
よ

っ
て
錬
磨
さ
れ
た
心
に
働
き
か
け

て
く
る
、
真
理
の
表
象
で

あ
る
自
然
界
の
音
に
耳
を
傾
け
る
こ
と

を
求
め
る
。

真
理
の
発
出
を
選
択
さ
れ
た
詩
語
で
表
し
た
も
の
が
真
の
歌
と
な

る
。
そ
の

時
、
歌
詠
は
真
言
行

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
心
敬
の
求
め
る
静
寂

は
無
音
で

は

な
く
、
人
界
の
音
が
な
い
こ
と
、
人
界
を
離
れ
て

自
然
界

の
音
や
存
在
の
み

と
向
き

合
っ
て

い
る
こ
と
を
言
う
。
そ
れ
は
法
身

の
世
界
、
自
性
清
浄
涅
槃

の
世
界

に
直
結
し
て

い
る
。

心
敬

は
、
連
歌

の
道
に
つ
い
て

次
の
よ

う
に
述

べ
て
い
る
。

此
道

は
、

い
か
ば
か
り
も
無
常

述
懐
を

心
こ
と
葉
の
も
と
ゝ
し
て
、
あ
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は
れ
ふ
か
く
は
か
な
き
事
を
い
ひ
か
は
し
、
い
か
な
る
ゑ
び
す
鬼
の
ま

す
ら
男
の
心
を
も
や
は
ら
げ
、
は
か
な
き
此
世
の
こ
と

は
り
を
も
す

ゝ

め
侍
べ
き
に
、
適
あ
へ
る
此
席
に
だ
に
、
色
に
ふ
け
り
名
に
め
で
ゝ

千
代
よ
ろ
づ
代
鶴
亀
な
ど

い
ひ
あ
へ
ら
ん

は
、
う

た
て
し

く
や
。

か
く

い
は
ひ
侍

る
と
て
、

い
づ

れ
の
人

か
百
と
せ

た
れ

の
人

か
千

と
せ
を
へ

た
る
。
（
『
さ
ゝ
め
ご
と
』

末
）

連

歌
は
、
無
常
を
表
現
し
、
無
常
の
理
の
覚

知
を
促
す
わ
ざ
で

あ
る
か
ら
、

連
歌
の
会
席
に
お
け

る
美
的
追
究
や
名
声
の
希
求
、
長
寿
の
言
祝
ぎ
合
い
は

愚
行

だ
と
い
う
。
こ
の
場
合
の
「
無
常
」
は
、
目
前
の
は
か
な
い
現
象
を
言

い
、
そ
れ
を
芸
術
的
に
表
現
す
る
わ
ざ
が
連
歌
で

あ
る
、
と
も
と
れ
る
が
、

仏
法
に
も
敗
壊
の
無
常
と
て
此
身
の
や
ぶ
れ
う
せ
ん
事
を
ば
二
乗
も
悟

り
知
り
侍
れ
ど
も
、
念
々
の
無
常
と
て

物
ご
と
の
う
へ

に
忘
れ
ざ
る
は
、

菩
薩
の
く
ら
ゐ
也
。
さ
れ
ば
念

々
歳
々
の
修
行
の
歌
人
、
九
牛
が
一
毛

な
る
べ
く
哉
。
（
『
さ
ゝ
め
ご
と
』
末
）

と

い
う
記
述

に
従
え

ば
、

た
だ
目
前

の
は
か
な
い
現

象
を
は
か
な
い
と
嘆
じ

る
こ

と
で

は
な
い
。

普
遍

の
真
理
と
し
て

の
無
常

理
を
表
現
し
続
け
る
こ
と

が
連
歌
の
道
と
考
え
ら
れ
て

い
た
と
言
え

よ
う
。

三
　

ア

イ

ヒ

ェ

ン
ド

ル

フ

に
お

け

る

自

然

と

静

か
さ

の

認

識

ア
イ

ヒ
ェ
ン
ド

ル
フ
は
、
自
然
科
学
へ
の
興
味
や

探
求
が
浸
透

し
、
一
方

で
、
文
学
で

は
ギ
リ

シ
ャ
神
話
や
自
然
崇
拝
が
再
興

さ
れ

る
時
代

に
あ
っ
て

、

そ

れ

ら

を

断

固

と

し

て

拒

否

し

、

人

間

の

理

性

の

帰

着

点

を

神

の

国

に

求

め

続

け

た

。

テ

ィ

ー

ク

や

ン

ヴ

ァ

ー

リ

ス

に

見

ら

れ

る

鉱

物

学

に

関

す

る

知

識

や

興

味

が

示

す

よ

う

に

、

科

学

や

知

的

領

域

へ

の

興

味

は

ド

イ

ツ

・

ロ

マ

ン

派

の

作

家

た

ち

を

も

強

く

捉

え

た

し

、

反

対

に

見

え

て

こ

れ

と

同

根

の

現

象

だ

が

、

大

い

な

る

自

然

の

力

に

捉

え

ら

れ

た

作

家

た

ち

も

い

た

。

ブ

レ

ン

タ

ー

ン

は

自

然

が

持

つ

超

越

的

力

を

ｈ
ｅ
ｉｌ
ｉｇ

と

讃

美

し

て

い

る

。

し

か

し

、

ア

イ

ヒ

ェ

ン

ド

ル

フ

の

作

品

に

は

、

そ

う

し

た

知

的

興

味

も

自

然

そ

の

も

の

の

力

の

偉

大

さ

も

、

一

貫

し

て

描

か

れ

て

い

な

い

。

換

言

す

れ

ば

、

彼

の

自

然

観

で

は

、

自

然

と

人

間

は

帰

着

点

と

は

な

っ
て

い

な

い

。

ア

イ

ヒ

ェ

ン

ド

ル

フ

の

詩

に

は

、

い

つ

も

同

じ

よ

う

な

風

景

が

登

場

す

る

と

よ

く

言

わ

れ

る

。

確

か

に

彼

の

作

品

の

多

く

に

お

い

て

、

森

は

ざ

わ

め

き

、

小

夜

啼

鳥

が

う

た

い

、

昼

は

む

し

暑

く

、

森

に

囲

ま

れ

た

城

は

ひ

っ

そ

り

と

し

て

い

る

。

な

か

で

も

森

の

ざ

わ

め

き

は

、

ア

イ

ヒ

ェ

ン

ド

ル

フ

の

詩

の

中

で

頻

出

す

る

。

そ

れ

は

、

彼

の

詩

に

お

い

て

、

森

の

ざ

わ

め

き

が

不

可

欠

の

存

在

で

あ

る

こ

と

を

示

す

も

の

だ

ろ

う

。

そ

こ

に

は

、

何

ら

か

の

意

図

が

働

い

て

い

る

と

考

え

ら

れ

る

。

ア

イ

ヒ

ェ

ン

ド

ル

フ

は

、

静

寂

な

環

境

を

俗

世

界

と

対

比

的

に

捉

え

て

い

る

。

例

え

ば

、

彼

の

詩

Ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｅ
ｉｎ

ｓ
ｉｅ

ｄ
ｌｅ

ｒ

で

は

、

独

り

住

む

者

は

世

界

と

隔

絶

し

て

お

り

、

訪

ね

て

く

る

の

は

夜

だ

け

で

あ

る

。Ｄ
ｉｅ
　
Ｊａ
ｈ
ｒ
ｅ
　
w
ｉｅ
　
ｄ
ｉｅ
　
Ｗ

ｏ
ｌ
ｋ
ｅ
ｎ
　
ｇ
ｅ
ｈ
ｎ

／

年

月

は

雲

の

よ

う

に

流

れ

去

り

Ｕ
ｎ
ｄ
　
ｌ
ａ
ｓ
ｓ
ｅ
ｎ
　
ｍ
ｉ
ｃ
ｈ
　
ｈ
ｉ
ｅ
ｒ
　
ｅ
ｉ
ｎ
ｓ
a
m
　
ｓ
ｔ
ｅ
ｈ
ｎ
,
／
私
は
こ
こ
に
独
り
と



り

残

さ

れ

て

佇

む

、

Ｄ
ｉｅ
　
Ｗ
ｅ
ｌｔ
　
ｈ
ａ
ｔ
　ｍ

ｉｃ
ｈ
　ｖ
ｅ
ｒ
ｇ
ｅ
ｓ
ｓ
ｅ
ｎ

，
／

世

界

は

私

を

忘

れ

去

っ

た

、

Ｄ
ａ
　
ｔｒ
ａ
ｔ
ｓ
ｔ
　
ｄ
ｕ

　
w
ｕ
ｎ
ｄ
ｅ
ｒ
ｂ
ａ
ｒ
　ｚ
ｕ

　
m
iｒ

，
／

す

る

と

お

ま

え

は

不

思

議

に

私

の

と

こ

ろ

に

寄

っ

て

き

た

、

Ｗ

ｅ
ｎ
ｎ

　
ｉｃ
ｈ
　
ｂ
ｅ
ｉｍ

　
Ｗ

ａ
ｌ
ｄ
ｅ
ｓ
ｒ
ａ
ｕ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
　
ｈ
ｉｅ
ｒ
／

私

が

こ

こ

森

の

さ

や

ぎ

の

も

と

で

G
ｅ
ｄ
ａ
ｎ
ｋ
ｅ
ｎ
ｖ
ｏ
ｌ
l
　
ｇ
ｅ
ｓ
ｅ
ｓ
ｓ
ｅ
ｎ
．
／
瞑
想
に
耽
っ
て
い
る
と
い
つ
も
。

ｏ

Ｔ
ｒ
ｏ
ｓ
ｔ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　Ｗ

ｅ
ｌｔ

，　
ｄ
ｕ

　ｓ
ｔ
ｉ
ｌｌｅ
　
Ｎ
ａ
ｃ
ｈ
ｔ
!
／

お

お

世

界

の

慰

め

、

静

か

な

夜

よ

！

Ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｔ
ａ
ｇ
　
ｈ
ａ
ｔ
　ｍ

ｉｃ
ｈ
　ｓ
ｏ
　
m
ｕ
ｄ
　ｇ
ｅ
ｍ

ａ
ｃ
ｈ
ｔ

，
／

昼

は

私

を

疲

れ

果

て

さ

せ

た

、

Ｄ
ａ
ｓ
　
w
ｅ
ｉｔｅ
　
Ｍ
ｅ
ｅ
ｒ
　
ｓ
ｃ
ｈ
ｏ
ｎ
　
ｄ
ｕ
ｎ
ｋ
ｅ
ｌｔ

，
／

広

々

と

し

た

海

は

す

で

に

暗

い

、

Ｌ
ａ
ｔｉ
　ａ
ｕ
ｓ
ｒ
ｕ
ｈ
ｎ
　
ｍ

ｉｃ
ｈ
　ｖ
ｏ
ｎ

　
Ｌ
ｕ
ｓ
ｔ
　ｕ
ｎ
ａ

　
Ｎ
ｏ
ｔ

，
／

私

を

喜

び

と

苦

悩

か

ら

（
解

放

し

て

）

休

ら

わ

せ

て

お

く

れ

Ｂ
ｉｓ
　
ｄ
ａ
ｆｉ
　
ｄ
ａ
ｓ
　ｅ
w

，ｇ
ｅ
　
Ｍ
ｏ
ｒ
ｇ
ｅ
ｎ
ｒ
ｏ
ｔ
／

永

遠

の

朝

焼

け

が

Ｄ
ｅ
ｎ
　
ｓ
ｔ
ｉ
ｌｌｅ
ｎ
　
Ｗ

ａ
ｌ
ｄ
　
ｄ
ｕ
ｒ
ｃ
ｈ
ｆｕ
ｎ

ｋ
ｅ
ｌｔ
.
／

静

か

な

森

に

煌

め

き

わ

た

る
ま
で
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
D
ｅ
ｒ
　
Ｅ
ｉ
ｎ
ｓ
ｉ
ｅ
ｄ
ｌ
ｅ
ｒ
）

世

界

か

ら

離

れ

て

瞑

想

に

耽

る

彼

の

在

処

は

、

ｂ
ｅ
ｉｍ

　
Ｗ
ａ
ｌｄ
ｅ
ｓ
ｒ
ａ
ｕ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ

（
森

の

さ

や

ぎ

の

も

と

）
、

つ

ま

り

木

々

の

さ

や

ぎ

だ

け

が

聞

こ

え

る

森

の

中

で

あ

る

。

彼

は

夜

を

待

っ

て

い

る

が

、

そ

の

理

由

は

、

喜

び

や

苦

悩

と

直

結

し

た

昼

の

持

つ

象

徴

的

意

味

に

あ

る

。

彼

が

解

放

さ

れ

た

い

と

願

っ

て

い

る

「

喜

び

と

苦

悩

」

は

一

対

の

存

在

で

あ

り

、

人

生

の

象

徴

で

あ

る

と

言

っ

て

よ

い

だ

ろ

う

。

こ

の

詩

は

〈
静

か

さ

〉

と

〈
夜

〉

と

〈
森

〉

の

三

者

の

結

合

が

特

徴

的

だ

が

、

こ

こ

で

の

静

か

さ

は

無

音

を

言

う

の

で

は

な

い

。

森

の

さ

や

ぎ

は

身

近

な

も

の

と

し

て

捉

え

ら

れ

て

い

る

か

ら

で

あ

る

。

森

の

音

は

必

要

な

音

で

あ

り

、

喜

び

や

苦

悩

に

満

ち

た

、

森

の

外

の

世

界

と

隔

絶

し

て

い

る

こ

と

が

、

静

か

さ

の

条

件

に

な

っ
て

い

る

。

つ

ま

り

、

夜

の

森

の

存

在

意

義

は

俗

世

界

と

対

照

的

な

環

境

と

い

う

点

に

あ

り

、

そ

の

属

性

が

ｓ
ｔ
ｉ
ｌｌ
（
静

か

な

）

と

い

う

言

葉

で

表

さ

れ

て

い

る

。

こ

の

よ

う

な

表

現

は

、

苦

悩

と

歓

喜

に

満

ち

た

旅

、

す

な

わ

ち

人

生

か

ら

解

放

さ

れ

よ

う

と

す

る

と

こ

ろ

を

歌

っ

た
I
m

　Ａ

ｂｅ
ｎ
ｄ
ｒ
ｏ
ｔ
に

も

見

ら

れ

る

。

Ｗ

ｉｒ
　ｓ
ｉｎ
ｄ
　
ｄ
ｕ
ｒ
ｃ
ｈ
　
Ｎ
ｏ
ｔ
　ｕ
ｎ
ｄ
　
Ｆ
ｒ
ｅ
ｕ
ｄ
ｅ

／

私

た

ち

は

苦

悩

と

歓

喜

の

中

を

Ｇ
ｅ
ｇ
ａ
ｎ
ｇ
ｅ
ｎ

　
Ｈ
ａ
ｎ
ｄ
　
ｉｎ
　
Ｈ
ａ
ｎ
ｄ

，
／

手

を

携

え

て

行

っ

た

、

Ｖ
ｏ
ｍ

　
Ｗ

ａ
ｎ
ｄ
ｅ
ｒ
ｎ
　ｒ
ｕ
ｈ
ｎ

　
w
ｉｒ
　
ｂ
ｅ
ｉ
ｄ
ｅ

／

さ

す

ら

い

か

ら

我

ら

二

人

は

憩

う

Ｎ
ｕ
ｎ
　
ｌｉ
ｂ
ｅ
r
a
l　ｓ
ｔ
ｉ
ｌｌｅ
ｎ

　
Ｌ
ａ
ｎ
ｄ

．
／

今

や

遙

け

き

静

か

な

国

に

。

（
第

２

、

第
３

節

略
）

ｏ
w
ｅ
ｉ
ｔ
ｅ
ｒ
，
　
ｓ
ｔ
ｉ
ｌ
ｌ
ｅ
ｒ
　
Ｆ
ｒ
ｉ
ｅ
ｄ
ｅ
！
／
お
お
大
い
な
る
静
か
な
る
安
ら
ぎ
!

Ｓ
ｏ
　
ｔ
ｉｅ
ｆ
　
i
m
　
Ａ

ｂ
ｅ
ｎ
ｄ
ｒ
ｏ
ｔ
／

夕

焼

け

の

底

深

く

に

Ｗ

ｉｅ
　ｓ
ｉｎ
ｄ
　
w

ｉｒ
　
w
ａ
ｎ
ｄ
ｅ
ｒ
m

ｕ
ｄ
ｅ
　―

／

ど

れ

ほ

ど

か

私

た

ち

は

彷

徨

い

疲
れ
て
―



I
s
t
　
d
a
s
 
e
t
w
a
｀
d
e
r
 
T
ｏ
ｔ
?
／
こ
れ
が
あ
る
い
は
死
と
い
う
も
の
か
？

（
I
m

　Ａ
ｂ
ｅ
ｎ
ｄ
ｒ
ｏ
ｔ
）

こ

こ

で

は

、

静

け

さ

は

喜

び

や

苦

悩

の

対

極

に

あ

っ

て

安

ら

ぎ

と

結

合

し

て

い

る

。

こ

れ

は

、

先

の

Ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｅ
ｉｎ
ｓ
ｉｅ
ｄ
ｌｅ
ｒ

の

表

現

と

重

な

る

。

た

だ

し

、

Ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｅ
ｉｎ
ｓ
ｉｅ
ｄ
ｌｅ
ｒ

で

は

、

静

か

な

夜

は

、

喜

び

と

苦

悩

か

ら

解

放

し

休

息

を

与

え

る

も

の

と

し

て

捉

え

ら

れ

て

お

り

、

絶

対

的

・

永

続

的

な

も

の

で

は

な

い

。

絶

対

的

・

永

続

的

な

安

息

は

「
永

遠

の

朝

焼

け

」

と

い

う

表

現

で

提

示

さ

れ

て

い

る

。

こ

れ

は

彼

岸

を

意

味

す

る

。
「
永

遠

の

朝

焼

け

」

を

待

つ

静

か

な

夜

の

森

は

、

神

の

国

の

到

来

を

待

つ

特

別

の

場

所

と

な

る

の

で

あ

る

。

静

か

な

夜

が

も

た

ら

す

の

は

ａ
ｕ
ｓ
ｒ
ｕ
ｈ
ｎ

（

一

時

的

な

休

息

を

与

え

る

こ

と

）

で

あ

る

。

そ

れ

は

永

遠

の

朝

が

訪

れ

る

ま

で

求

め

ら

れ

る

。

と

こ

ろ

が

、

I
m

　Ａ
ｂ
ｅ
ｎ
ｄ
ｒ
ｏ
ｔ
で

は

夜

の

訪

れ

を

待

ち

望

ん

で

い

な

い

。

さ

す

ら

い

を

終

え

た

人

物

は

す

で

に

、

Ｎ
ｕ
ｎ
　
ｕ
ｂ
ｅ
ｒ
m

　
ｓ
ｔ
ｉｌ
ｌｅ
ｎ

　
Ｌ
ａ
ｎ
ｄ

（
今

や

遙

け

き

静

か

な

国

に

）

い

て

、
ｏ
w

ｅ
ｉｔｅ
ｒ

，
　ｓ
ｔ
ｉ
ｌｌｅ
ｒ
　
Ｆ
ｒ
ｉｅ
ｄ
ｅ
！
（
お

お

大

い

な

る

静

か

な

る

安

ら

ぎ

！

）

と

感

動

し

て

い

る

。
「
大

い

な

る

、

静

か

な

る

安

ら

ぎ

」

は

絶

対

的

な

安

息

を

言

う

。

静

か

な

黄

昏

の

中

で

。

よ

り

広

々

と

し

た

。

静

か

な

安

ら

ぎ

が

訪

れ

る

。

環

境

の

静

け

さ

と

心

の

静

け

さ

が

一

体

と

な

り

、

そ

こ

に

成

就

す

る

絶

対

の

安

ら

ぎ

は

死

の

予

感

と

な

る

。

こ

の

Ｆ
ｒ
ｉｅ
ｄ
ｅ

Ｒ
ｕ
ｈ
ｅ

よ

り

絶

対

性

が

強

い

こ

と

は

言

う

ま

で

も

な

い

。

つ

ま

り

、

こ

の

Ｆ
ｒ
ｉｅ
ｄ
ｅ

は

、

夜

毎

に

も

た

ら

さ

れ

る

休

息

が

も

は

や

不

要

で

あ

る

こ

と

を

示

し

て

い

る

。

そ

こ

に

使

わ

れ

て

い

る

の

が

ｓ
ｔ
ｉ
ｌｌｅ
ｒ

で

あ

る

。

こ

の

場

合

の

ｓ
ｔ
ｉ
ｌｌ
は

一

般

的

な

静

寂

で

は

な

く

、

安

ら

ぎ

が

聖

な

る

も

の

で

あ

る

こ

と
を
表
す
も

の
と
言
え
よ
う
。
そ
こ
に
不
安
は
全
く
な
い
。
神
に
直
結
し
た

魂
の
不

安
の
な
さ
が
、
こ
の
詩
の
核
に
あ
る
と
言
っ
て
よ

い
と
思
う
。

ア
イ

ヒ

エ
ン
ド
ル

フ
の
散
文
作
品
を
見
る
と
、
誘
惑

に
負
け
る
者
と
誘
惑

を
逃
れ

る
者
と
が
。
明
瞭

に
描
き
分
け
ら

れ
て
い
る
。
「
晴
れ
わ
た

っ
た
安

息
日
の
朝
、
遠
く
の
聖
堂
の
鐘
の
音
が
山
々
を
こ
え
て
、
ま
る
で
私
の
胸
の

な
か
に
、
と

っ
く

に
消
え
去

っ
た
あ
の
子
供
の
頃
の
、
古

い
静
か
な
神
の
国

を
探
し

て
い
る
か
の
よ
う

に
ひ
び
く
」
時
。
ウ
バ
ル
ド
は
「
心
の
底
か
ら
慄

か
ず

に
は
い
ら
れ
な

い
」
（
『
秋
の
妖
惑
』）
し
、
安
息

日
に
や
す
ら
ぐ

フ
ロ
ー

リ
オ
は
、
ド
ナ
ー
テ

ィ
が
、
「
安
息

日
の
や
す
ら

ぎ
に
つ
つ
ま
れ

た
野

辺
を

見
遣

り

な

が
ら
、

人

し

れ

ず

身

ぶ

る

い
し

て

い

る
」

の

を

見

る
（
『
大

理
石
像
』
）。
つ
ま
り
、
誘
惑

に
囚

わ
れ
て

い
る
者

に
と

っ
て
は
、
安
息

日
の

や
す
ら
ぎ
が
身
震

い
の
も
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
お
の

の
き
は
、
一
人
の

人
物

に
お
い
て
も
描
き

分
け
ら

れ
て

い
る
。
『
誘

拐
』
で
は
、
デ

ィ
ア
ナ
の

魔
性

は
ガ
ス
ト
ソ
を
お
の
の

か
せ
る
が
、
そ
の
誘
惑
者

の
衣
を
脱

い
だ
と
き
、

デ
ィ
ア
ナ
自
身
も
自
分

の
魔
性

に
お
の
の
く
。
そ
し
て

そ
の
帰
結
と
し
て
修

道
院
に
入
る
。
他
に
も

お
の

の
き
の
例
を
挙
げ
る
と
、

神
よ
！
　

悔
恨

の
あ
つ
き
心

に

現
世
の
あ
や
な
す

姿

漂
い
き

た
り
て
祈
り

さ
ま
た
ぐ

今
し
も
四

方
の
森

さ
わ
ぎ

そ
の
ざ
わ
め
き

に
わ
れ

は
お
の

の
く
（
『
秋
の
妖
惑
』
）

こ
の
場
合
、
現
世

の
誘
惑

の
中
で
、
森

の
立
て
る
音
に
お
の
の
い
て

い
る
。



と

す

れ

ば

、

森

の

ざ

わ

め

き

に

は

、

安

息

日

の

鐘

の

音

や

安

息

日

の

安

ら

ぎ

と

同

質

の

作

用

が

あ

る

こ

と

に

な

る

。

Ｓ
ｃ
ｈ
w
ｅ
ｉｇ
ｔ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｍ
ｅ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
　
ｌａ
ｕ
ｔｅ
　
Ｌ
ｕ
ｓ
ｔ
：
／

人

の

騒

が

し

い

喜

び

が

沈

黙

す

る

と

Ｒ
ａ
ｕ
ｓ
ｃ
ｈ
ｔ
　
ｄ
ｉｅ
　
Ｅ
ｒ
ｄ
ｅ
　
w
ｉｅ
　
ｉｎ

　
Ｔ
ｒ
ａ
ｕ
ｍ
ｅ
ｎ

／

大

地

が

音

を

た

て

る

夢

の

中

に

い

る

か

の

よ

う

に

Ｗ
ｕ
ｎ
ｄ
ｅ
ｒ
ｂａ
ｒ
　
m
i
ｔ
　ａ
ｌｉｅ
ｎ

　
Ｂ
ａ
ｕ
ｍ

ｅ
ｎ

，
／

不

思

議

に

も

あ

ら

ゆ

る

木

々

を

つ

か

っ
て

、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
Ｄ
ｅ
ｒ
　Ａ
ｂｅ
ｎ
ｄ
）

現

世

的

な

も

の

は

騒

が

し

い

喜

び

に

、

超

俗

的

な

も

の

は

樹

木

の

さ

や

ぎ

に

、

そ

れ

ぞ

れ

象

徴

さ

れ

、

前

者

が

沈

黙

す

る

と

、

後

者

が

聞

こ

え

る

と

さ

れ

る

。

木

々

の

さ

や

ぎ

に

は

意

味

が

あ

る

の

で

あ

る

。

森

の

ざ

わ

め

き

が

、

静

か

な

庭

園

を

越

え

、

四

方

八

方

か

ら

わ

き

上

が

っ

て

き

た

の

で

、

彼

女

は

胸

が

い

っ

ぱ

い

に

な

っ

た

。

神

よ

、

こ

ん

な

に

長

い

間

、

私

は

い

っ

た

い

ど

こ

に

い

た

の

で

し

ょ

う

！
　

彼

女

は

思

っ

た

。

あ

あ

、

こ

の

美

し

い

寂

寥

の

す

ば

ら

し

さ

、

お

ま

え

は

何

と

涼

し

く

、

遙

け

く

、

厳

粛

な

こ

と

か

。

お

ま

え

の

前

に

世

間

は

消

え

う

せ

、
（
『
誘

拐

』
）

つ

ま

り

、

木

々

の

さ

や

ぎ

、

森

の

ざ

わ

め

き

は

、

神

を

讃

え

。

神

の

国

を

喚

起

し

、

魔

性

に

捉

え

ら

れ

て

い

る

も

の

を

お

の

の

か

せ

る

と

い

う

性

質

を

与

え

ら

れ

て

い

る

。

こ

れ

は

、

詩

人

の

歌

声

も

同

じ

で

あ

る

。

い

よ

い

よ

力

づ

よ

く

ひ

び

き

は

じ

め

た

歌

声

に

、

彼

女

が

み

る

み

る

蒼

ざ

め

て

、

つ

い

に

は

消

え

ゆ

く

夕

映

え

の

よ

う

に

、

そ

こ

に

星

さ

な

が

ら

に
ま
た

た
い
て

い
た
瞳
孔
さ
え
も

が
、
し
ず

ん
で
ゆ
く

か
に
み
え

る
、

そ
れ
を
ま

の
あ
た
り
に
し
た
と
き

に
、
彼

は
、
死

ぬ
ほ
ど
の
戦
慄
に
お

そ

わ
れ

た
。
（
『
大
理
石
像
』）

「

い
よ

い
よ
力

づ
よ
く
ひ
び
き
は
じ
め
た
歌
声
」
と

は
、
詩
人
の
歌
声
で

あ

る
。
こ
の
時
、
詩
人

は
何
の
誘
惑
に
も
囚

わ
れ
て

お
ら
ず
、
幻
も
見
て
い
な

か

っ
た
。

た
だ
、
敬
虔
な
歌
を
歌
っ
て

い
た
の
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
魔

の

手

は
そ

の
歌
声

に
青
ざ

め
、
誘
惑
に
囚

わ
れ
て

い
た
若
者

は
、
歌
声
に
よ
っ

て
我
に
返

る
。
こ

こ
に
、
安
息
日
の
静
け

さ
や
安
ら
ぎ
と
森
の
さ
や
ぎ
と
詩

人
の
歌
声

の
等
質
性
が
明
ら
か
だ
ろ
う
。

四
　

真

理

へ

の

回
帰

と

詩

歌

心
敬
も
ア
イ

ヒ
エ
ン
ド
ル
フ
も
、
自
然
界
の
音

に
耳
を
傾
け
る
と
こ
ろ

に

人
間
の
あ

る
べ
き

営
み
を
見
て

い
る
。
自

然
界

の
音

は
、
心
敬
の
場
合
は
法

界
へ
、

ア
イ

ヒ
エ
ン
ド
ル
フ
の
場
合
は
神
の
国

へ
と
誘
う
力
を
持
つ
。
自
然

界
の
音
は
、
い
わ
ば
言
葉
で
あ
り
。
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
。
そ
の
価
値
は
、

真
理
世
界

を
指
し
示
す
点

に
お
い
て

、
詩
歌
の
そ
れ
と
等
質
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
て

い
る
。

す
べ
て

の
音
が

悟
れ
ば
真
言
な
ら
、
詩
歌
に
限
ら
ず
、
音
を
出
す
器
楽
も

意
味
が
あ
り
そ

う
だ
が
、
心
敬
は
管
絃

の
道
を
仏
道
の
障
り
に
な
る
と
し
て

退
け
る
。

歌
だ
け

が
仏
道
と
本
質

的
に
合
致
す

る
と

い
う

の
で
あ
る
。
ア
イ

ヒ
ェ
ン
ド
ル
フ
は
、
刻
ま
れ
た
像
を
、
詩

歌
や
自
然
の
音

の
対
極
に
置
い
て
。

否
定
的
な
位
置
を
与
え
て
い
る
。
そ
の
理

由
は
そ
れ
ぞ
れ

に
考
え
ら
れ
る
が
、



ひ
と
つ
の
共
通
点
と
し
て
、
人
為

の
否
定
が
認
め
ら
れ
る
。
人
間
が
陥

る
誘

惑
は
、
人
間
に
あ
る

い
は
人
間
の
つ
く
り
出
し
た
も
の
に
、
絶
対
性
を
見

い

だ
そ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
無
常
理
は
そ
れ
を
否
定
す
る
。

人
な
き
鐘
の
風

に
な
る
こ
ゑ
（
『
心
玉
集
』
）

風
の
中
で
鐘
が
鳴
る
。
そ
の
風
と
鐘

の
声
の

メ
ッ

セ
ー
ジ

に
耳
を
傾
け
よ
、

と
心
敬

は
言
う
。

ア
イ

ヒ
ェ
ン
ド

ル
フ
は
誠
実
な
詩
や
歌
を
、
心
敬

は
無
常
を
忘
れ

な
い
歌

を
、
そ
れ
ぞ
れ
人
間

の
立
ち
返

る
べ
き
本
性

に
具
わ
る
天
然
自
然

の
真

の
言

葉
と
し
て
、
自
然
界
の
音
と
と
も

に
位
置
づ
け
た
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え

に
、

人
間
が
立
ち
返
る
べ
き
地
点
を
示
す
宗
教
と
不
可
分
の
存
在
で
あ

る
と
考
え

た
。
真
理
を
指
し
て
そ
の
瞬
間
の
み
存
在
す
る
形
態
と
し
て
の
詩
歌
が
求

め

ら
れ
た
と
き
、
連
歌
と
い
う
形
式
が
、
ま
た
理
想
像
と
し
て
の
中
世
の
詩
人

が
、
そ
れ
ぞ
れ
択
び
と
ら
れ

た
の
で

は
な

い
か
。
ア
イ

ヒ
ェ
ン
ド
ル

フ
は
、

芸
術
の
精
神
性
を
重

ん
じ
、
芸
術

は
本
来
神
の
真
理
を
天
啓

に
よ

っ
て
表
す

入
れ
物
で
あ

る
と
す

る
。

心
敬

は
仏

道
な
き
歌
道
は
も
ち
ろ

ん
、

歌
道

な
き

仏
道
も
、
人
間
と
し
て
不
十
分
で

あ
る
と
し
て
、
両
者
の
兼
備
を
主
張
す

る
。

人
間

の
本
質
を
見
極

め
、
到

達
す

べ
き
高
み

に
向

か
お
う
と
す

る
、
ま
た
他

者
を
し
て
向

か
わ
せ

よ
う
と
す
る
、
そ
こ

に
。
彼
ら

の
詩

歌
の
目

的
が
あ
る
。

そ
し
て

そ
の
際

に
、
風
や

水
や
木

々
と
い
っ
た
自
然
界
の
存
在
を

、
詩
人

と

重
ね

合
わ
せ
て
本
質

的
一

致
を
見
る
の
で

あ
る
。
ど
ち
ら

の
作
品

に
も
、
人

気

の
な
い
静
け

さ
が
好

ん
で

う
た
わ
れ
て

い
る
が
、

そ
の
静

か
さ
が
、
自

然

の
音
と

の
接

点
の
前
提
で

あ
り
、
真
理
世
界

に
直
結
す

る
も

の
で

あ
る
こ
と

は

、

彼

ら

の

詩

歌

が

描

き

出

そ

う

と

し

て

い

る

地

平

の

在

処

を

明

示

し

て

い

る

。こ

の

よ

う

に

見

て

く

る

と

、

彼

ら

の

詩

論

は

、

異

な

る

思

想

的

背

景

を

持

ち

な

が

ら

、

宗

教

活

動

と

し

て

の

詩

歌

の

意

義

を

時

空

を

超

え

て

共

有

し

て

い

る

と

言

え

そ

う

で

あ

る

。

彼

ら

の

論

は

、

詩

人

・

歌

人

を

覚

醒

と

結

び

つ

け

、

自

然

界

と

こ

と

ば

を

媒

介

と

し

た

法

身

仏

ま

た

神

と

の

関

係

の

深

化

・

強

化

を

は

か

り

、

詩

歌

に

真

理

へ

の

回

帰

性

を

見

い

だ

す

も

の

で

あ

り

、

そ

の

意

味

に

お

い

て

、

詩

歌

に

真

理

世

界

と

直

結

し

た

、

い

わ

ば

聖

性

を

付

与

す

る

も

の

と

言

っ

て

よ

い

と

思

う

。
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ａ
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Ｍ

． 　

１
９
９

０
,
　
Ｓ
.
　

３

４
９
.

（

２

）
　

横

山

重

編

「

心

敬

作

品

集

」

角

川

書

店

、

一

九

七

二

年

、

一

三

頁

。

（
３
）
　
人
恋
し
さ
を
テ
ー
マ
に
し
た
歌
で
は
、
孤
独
は
不
安
と
密
接
で
あ
り
、
静
か

さ

は

孤

独

感

や

不

安

感

を

増

し

、

か

き

た

て

る

も

の

と

な

る

。

（

４

）

『

心

敬

作

品

集

』

六

五

頁

。

（

５

）

『

心

敬

作

品

集

』

六

二

頁

。

（

６

）
　

湯

浅

清

『

さ

ゝ

め

ご

と

の

研

究

校

文

篇

』

風

間

書

房

、

一

九

八

六

年

、

二

九

八

頁

。

（

７

）
　

大

正

新

脩

大

蔵

経

七

五

、

四

二

二

頁

。

（

８

）

『

さ

ゝ

め

ご

と

の

研

究

校

文

篇

』

三

〇

四

頁

。

（
９
）
　
国
会
図
書
館
本
『
さ
ゝ
め
ご
と
末
』
二
一
丁
表
。

（

1 0

）
　

国

会

図

書

館

本

『

さ

ゝ

め

ご

と

末

』

三

六

丁

表

。

（

1
1
）
　
Ｈ
ｅ
ｉ
ｌ
`
ｇ
ｅ
　
Ｎ
ａ
ｃ
ｈ
ｔ
，
　
ｈ
ｅ
ｉ
l
'
ｇ
ｅ
　
Ｎ
ａ
ｃ
ｈ
ｔ
！
　
…
…
 
ｉ
ｎ
:
　
Ｃ
.
　
Ｂ
ｒ
ｅ
ｎ
ｔ
ａ
ｎ
ｏ
,
　
Ｇ
ｅ
ｄ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｅ
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ｒ
ｚ
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ｌｕ

ｎ

ｇ

ｅ
ｎ
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ｅ
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ｇ

ｅ
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ｉ
ｔ
ｅ
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ｕ

．
 

ｈ

ｅ
ｒ
ａ
ｕ

ｓ
ｇ

ｅ

ｇ

ｅ

ｂ
ｅ

ｎ

Ｈ
ａ
ｎ
ｓ
-
ｂ
ｅ
ｏ
ｒ
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Ｗ
ｅ
ｒ
ｎ
ｅ
ｒ
,
 
Ｗ
ｉ
ｓ
ｓ
ｅ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｆ
ｔ
l
i
ｃ
ｈ
ｅ
 
Ｂ
ｕ
ｃ
ｈ
ｇ
ｅ
ｓ
ｅ
ｌ
ｌ
ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｆ
ｔ
;

D
ａ
ｒ
m
ｓ
ｔ
ａ
ｄ
ｔ

，

Ｓ

．

２
３

８
.

（

12
）
　
E
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
ｄ
ｏ
ｒ
ｆ
F
ｓ
　
Ｗ
ｅ
ｒ
ｋ
ｅ
　
ｉ
ｎ
　
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
ｍ
　
Ｂ
ａ
ｎ
ｄ
.
　
Ａ
ｕ
ｆ
ｂ
ａ
ｕ
-
Ｖ
ｅ
ｒ
ｌ
ａ
ｇ
；
　
Ｂ
ｅ
ｒ
ｌ
ｉ
ｎ

ｕ

．
　
Ｗ

ｅ

ｉｍ

ａ

ｒ
,
　

１
９
８

０
,
　
Ｓ

．
　

１

１
７
.

（

1 3

）
　

Ｅ

ｉｃ

ｈ
ｅ
ｎ

ｄ
ｏ

ｒ

ｆ
ｆ
ｓ

　
Ｗ

ｅ
ｒ

ｋ

ｅ

　
ｉ
ｎ

　
ｅ

ｉ
ｎ
ｅ

ｍ

　
Ｂ

ａ

ｎ

ｄ
,
　
Ｓ
.
　

１
３

７

．

（
1
4

）
　

ド

イ

ツ

ロ

マ

ン

派

全

集

六

『

ア

イ

ヒ

ェ

ン

ド

ル

フ

』

国

書

刊

行

会

、

一

九

八

七

年

（

以

下

全

集

六

と

略

）

、

二

六

頁

（

渡

辺

洋

子

訳

）
。

（

1 5

）
　

全

集

六

、

六

二

頁

（

平

野

嘉

彦

訳

）
。

（

1 6

）
　

全

集

六

、

一

一

頁

（

渡

辺

洋

子

訳

）
。

（

1 7

）
　

Ｊ
ｏ

ｓ
ｅ

ｐ

ｈ

　

ｖ

ｏ

ｎ

　

Ｅ

ｉｃ

ｈ
ｅ

ｎ

ｄ
ｏ

ｒ
ｆ
ｆ
,
　

Ｗ

ｅ
ｒ

ｋ
ｅ

．
　

Ｂ
.

 

１
,
　

Ｗ

ｉ
ｎ

ｋ

ｌｅ

ｒ

　

Ｖ

ｅ

ｒ

ｌａ
ｇ

；

Ｍ

ｉ
ｉｎ

ｃ

ｈ
ｅ

ｎ
.

　
Ｓ

．　

６
９

．

（

1 8

）
　

全

集

六

、

二

五

〇

頁

（

渡

辺

洋

子

訳

）
。

（

1 9

）
　

全

集

六

、

八

二

頁

。

（
2
0

）
　

『

作

品

集

』

、

六

一

頁

。

（
2
1

）
　

Ｄ

ｅ
ｒ

　

ｄ
ｅ
ｕ

ｔ
ｓ
ｃ

ｈ
ｅ

　
Ｒ

ｏ
ｍ

ａ

ｎ

　
ｄ
ｅ
ｓ

　
ａ

ｃ
ｈ

ｔｚ

ｅ

ｈ
ｎ

ｔ
ｅ
ｎ

　
Ｊ
ａ

ｈ
ｒ

ｈ
ｕ

ｎ

ｄ
ｅ
ｒ

ｔ
ｓ

　

ｉｎ

　

ｓ
ｅ

ｉ
ｎ

ｅ
ｍ

Ｖ

ｅ
ｒ

ｈ

ｄ

ｌ
ｔ
ｎ

ｉ
ｓ

　
ｚ
ｕ
m

　

Ｃ

ｈ
ｒ

ｉ
ｓ

ｔｅ

ｎ

ｔ
ｕ
m
.

　

ｉ
ｎ

：
　
Ｊ
ｏ
ｓ

ｅ
ｐ

ｈ

　
ｖ
ｏ

ｎ

　

Ｅ

ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ

ｄ
ｏ

ｒ
ｆ
ｆ

　
Ｗ

ｅ
ｒ

ｋ
ｅ

「

Ｂ

．

６

．

Ｄ

Ｋ

Ｖ
.

　
Ｓ

．
　
６

２
８

．

（

2
2
）
『
芝
草
』
跋
文
、
『
所
々
返
答
』
、
『
さ
ゝ
め
ご
と
の
研
究
校
文
篇
』
、
四
二
四

頁

、

五

一

七

頁

。

（
す
が
・
き
く
こ
、
比
較
宗
教
表
現
論
、

宮

城

学

院

女

子

大

学

非

常

勤

講

師

）
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