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研

究

論
文

５

〉

能
　
　

の
　
　

美
　
　

学

―

「
却
来
華
」
の
比
較
思
想
的
意
味
―

高
　
須
　
裕
　
三

（
一
）
　
ま
え
が
き

「

能

の

美

学

」

と

い
う

分

不

相

応

の

大

風

呂

敷

を
掲

げ

て

面

映

ゆ

い

限

り

で

あ

る

が

、
比

較

思

想

的

背

景

と

の

関

連

を
意

識

し

て

い

る

の
で

、

こ

の

よ

う

な

題

目

と

な

っ
て

し
ま

っ

た
次

第

を

ま

ず

御

諒

恕
願

い

た

い
。

つ

ぎ

に

「
美

学

」

に

つ

い
て

で

あ

る

が

、

こ

の

複

雑

な

概

念

を
敢

え

て

題

目

に

含

め

た

こ

と

に

つ

い

て

は
、

一

つ

に

は

今

日

の
欧

米

（
こ

と

に
フ

ラ

ン

ス
）

に

お

け

る

日

本

の
古

典

ブ

ー

ム
の

現

象

に
着

目

し

た
こ

と

と
、

い

ま

一

つ

に

は
、

根

底

に

お

い

て

日

本

古

典

ブ

ー

ム
現

象

と
関

連

す

る

の
で

あ

る

が

、

美
学

概

論

に

お
け

る

「
比

較

美
学

」
（
ｅ
ｓ
ｔ
ｈ
ｅ
ｔ
ｉｑ
ｕ
ｅ
　ｃ
ｏ
ｍ
ｐ
ａ
ｒ
ｅ
ｅ
）

と

い
う

現

代

の

新

し

い

潮

流

を

意
識

し

て

い

る
こ

と

を
挙

げ

て
、

こ

の
面

で

も

諸

賢

の

御

諒

解

を

願

っ
て

お

き

た

い

。

「

比

較

美

学

」

と
い

う

潮

流

に

つ
い

て

は

、

そ

の
主

唱

者

と

さ
れ

る
Ｅ

・

学美の能
冖
ａ

只

）

ス
リ
オ

が
『

諸
芸
術

の
対
応
』

の
中
で
、
建
築
・
舞
踊
・
音
楽
等
々
の
諸
芸

術

の
諸
側
面

の
比
較

を
試
み

た
こ
と

が
ま
ず
想
起
さ
れ
る
。

そ
の
段

階
の
次
元
で

は
、

ま
だ
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
東
西

思
想
の
比
較
と

い
う
次
元

に
は
段
差

が
あ
っ
た
。

し

か
し
「

比
較
」
の
道
を
拡
充
推
進
す
れ
ば
、
東
西
比
較
の
次
元
に
も
踏

入

る
順

序
と
な
る
の
は
当
然
で
、
理
論
は
、
前
記
西
欧
の
日
本
古
典
ブ
ー
ム

な
ど
の
具
体
的
現
象

と
相
互
に
因
と
な
り
果

と
な
り
あ

っ
て
、
今
日
、
東
西

比
較

へ
の
道

が
開
拓

さ
れ
つ
つ
あ
る
、
と
見

る
べ
き
で

あ
ろ
う
。

こ

と
に
ス
リ

オ
は
、
前
記
著
作
の
中
で
、
芸
術

を
ぱ
『
無
あ
る
い
は
混
沌

と
し
た
存
在
か
ら
、
完
全
で
独
自
な
具
体
的
存
在
に
も
た
ら
そ
う
と
す
る
方

向
づ
け
ら
れ
動
機

づ
け
ら
れ
た
弁
証
法
的
な
創
造
的
活
動
』
と
規
定
し
、
さ

ら
に
芸
術
諸

作
品

の
構
造

を
、
つ
ぎ
の
四
段

階
の
存

在
層
に
分
け
た
。
す
な

わ
ち
(
a
)
芸
術
が
単
な
る
物
質
と
し
て
存
在
す
る
物
理
的
存
在
。
(
b
)
「
現
象
」



と
し
て
の
存
在
、
(
c
)
精
神
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
内
容
的
存
在
、
(
d
)
表
象
に

現

れ
る
顕
現
の
背
後
に

ひ
そ
む
漠
然

と
し
た
理

念
的
世
界
と
し
て
の
超
越
的

存

在
、
の
四

層
で
あ

る
。

こ
と
に
(
d
)
に
至
っ
て
は
、
も
は
や
東
洋
な
い
し
は
日
本
の
芸
術
を
無
視
し

て
通
る
こ
と
は
で
き

な
い
し
、
そ
の
結
果
は
東
西

の
比
較
思
想
の
次
元
に
ま

で
美
学
研
究

が
開
拓

さ
れ
て
く

る
は

ず
で

あ
る
。

け
れ

ど
も
東
西

の
比
較
思
想
、
こ

と
に
日
本

に
焦
点

の
一
つ
を
据
え
た
研

究
で

は
、
今

日
の
所
、
日
本
の
学
者

の
労
作

に
俟
つ
こ
と

が
多
い
の
は
、
い

う
ま
で

も
な
い
状
況
で

あ
る
。

日
本

の
美
学
者

の
労
作
の
代
表
例

と
し
て
、
大
西

克
礼
博
士
の
場

合
、
そ

の
基
本

的
立
場

と
し
て
、
次

の
よ
う
な
記
述

が
冒
頭

に
あ
る
。

従
来
主
と
し
て
西

洋
に
お
い
て
発
達

し
て
き
た
美
学
思
想
を
充
分
に

咀
嚼
し
、
現
代

に
お
け
る
斯
学

の
最

高
水
準
に
立
っ
て
美
学
史
上
の
諸

学
説
に
徹
底
的
批
判
を
加
へ
る
と
と
も
に
、
特
に
東
洋
の
美
意
識
と
こ

れ
に
も

と
づ
く
芸
術
の
特
性
を
か
へ
り
み
て
、
こ

の
観
点

か
ら
西
洋
的

一
面
性

を
も
つ

と
思
は
れ
る
既
往
の
美
学

を
補
正
拡
充

し
、

か
く
し
て

独
自

の
純
正

な
美
学
体
系

を
建
設
す

る
こ

と
に
あ
つ
た
。
西

洋
の
美
学

を
ふ
ま
え

つ
つ
、
あ
ら

た
に
「

日
本
人

と
し
て

の
立
場

か
ら
」
こ
の
学

を
組
織
す

る
こ

と
が
自
分
の
素
志
で

あ
る
と
は
、
過

日
も
先

生
み
づ
か

ら
私
に
語
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ

の
よ

う

な
東

西

統

一

の
立

場

に

お
い

て

、

大

西

博

士

は

、
美

的

な

る
も

の

（
ｄ
ａ
ｓ
　
Ａ
ｅ
ｓ
ｔ
ｈ
ｅ
ｔ
ｉｓ
ｃ
ｈ
ｅ
）

の

「

美

的

範

疇

論

」

と

し

て
、

そ

れ

を

「
基

本

的
」
と
「
派
生
的
」
と
に
大
別
し
．
「
崇
高
」
（
ｄ
ａ
ｓ
　
Ｅ
ｒ
ｈ
ａ
ｂ
ｅ
ｎ
ｅ
）
　
・
「
美
」

（
狭
義
の
美
、
ｄ
ａ
ｓ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｏ
ｎ
ｅ
）
　
・
　
「
フ
モ
ー
ル
」
（
Ｈ
ｕ
m
o
ｒ
　
ユ
ー
モ
ア
）
の

三

つ

を

「

基

本

的

美

的

範

疇

」

と

し

、

そ

れ

が

西

洋

的

方

向

に

派

生

す

れ

ば

、

「
悲
壮
」
（
ｄ
ａ
ｓ
　
Ｔ
ｒ
ａ
ｇ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
）
　
・
　
「
優
婉
」
（
G
r
a
z
i
e
)
・
「
滑
稽
」
（
ｄ
ａ
ｓ
　
Ｋ
ｏ
-

m
i
s
c
h
e
)
の
諸
形
が
現
れ
、
日
本
的
方
向
に
派
生
す
れ
ば
、
「
幽
玄
」
・
「
あ

は
れ
」
・
「

さ
び
」

の
諸
概
念

が
現
れ
る
、
と
説
か
れ
る
。

そ
こ
に
見
事
な
比
較
思
想
的
思
索
の
跡
を
わ
れ
わ
れ
は
読
み
取

る
と
と
も

に
、
幽
玄
な
ど
の
日
本
的
美
学
へ
の
探
求
の
位
置
づ
け
を
覚
ら
さ
れ
る
の
で

あ
る
。（

な
お
西
洋
的
「

滑
稽
」
と
日
本
的
「

わ
び
・
さ
び
」
と

が

対
比

さ

れ
る
か
の

ご
と
き
大
西
学
説
に
異
議
の
向
き
も
あ

る
か
も
し
れ
な
い

が
、
茶

道

の
「

わ

び

」
、

俳

諧

の

「

さ
び

」

は

、

精

神

の

最

高

の

自

由
性

保

持

の

線

で

、

西

洋

の

コ

ミ

ッ

ク
的

な
も

の

に

対

応

す

る

旨

を

大

西

博

士

は
説

か

れ

る

。
）

（
二
）
　
日
本
的
風
土
の
特
徴

(
1
)
　
四
季
の
変
化
―
―
螺
旋
状
サ
イ
ク
ル
史
観

日
本
文

化
の
根
底
を
な
す
日
本
的
風
土

の
特
徴

は
何
か
。

第

一
に
は
、
春
・
夏

・
秋
・
冬
の
四
季

の
変
化

が
正
確

に
訪
れ
、
し
か
も

各

季
が
ほ
ぼ
三
ヶ
月
ず
つ
の
均

衡
し
た
期
間
で

あ
る
こ

と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
「
移
ろ
ひ
」
は
、
仏
語
に
「
転
法
輪
」
と
い
う
概
念
が
あ
る

が
、
時
間
の
経
過
や
、
人
の
一
生
や
、
歴
史
の
展
開
を
ば
、
車
輪
を
転
ず
る

よ
う
に
、
螺
旋
状
の
サ
イ
ク
ル
の
よ
う
な
軌
道

を
描
く
も
の
と
し
て
理
解
す

る
の
を
自
然
な
ら
し
め
て
い
る
の
で

あ
る
。
（
図
１
参
照
）



ち
な
み
に
日
本
哲
学
の
源
流
を
求
め
て
遡
れ
ば
、
道
元
（
一
二
〇
〇
～
一
二

五
三
）
の
泉
に
つ
き
当

る
と
い
え

よ
う
。

道
元
の
主
著
『
正

法
眼
蔵
』
の
第

三

論
文
「
現

成
公
案

」
は
、
ま
さ
に
日
本
的
思
惟
の
宝
庫
で
あ

る
が
、
そ
の

中

に
は
彼

の
す
ぐ

れ
た
歴
史
観
と
生
死

の
哲
学

と
が
珠
玉

の
よ
う
に
散
り

ば

め
ら
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、

生
の
死
に
な

る
と
い
は

ざ
る
は
、

仏
法

の
さ
だ
ま
れ
る
な
ら
ひ
な
り
。

こ
の
ゆ

ゑ
に
不
生

と
い
ふ
。
死

の
生
に
な
ら
ざ
る
、
法

輪
の

さ
だ
ま
れ

る
仏
転

な
り
、
こ

の
ゆ
ゑ
に
不

滅
と
い
ふ
。
生
も
一
時
の
く
ら

ゐ
な
り
。

死

も
一
時
の
く
ら

ゐ
な
り
。
た
と

へ
ば
冬
と
春
と
の

ご
と
し
、
冬

の
春

と
な
る
と
お
も
は
ず
、春

の
夏
と
な
る
と
い
は
ぬ
な
り
。（
傍
点
は
引
用
者
）

四

季
の
「
移

ろ
ひ
」
と
い
う
日
本
的
特
徴

が
、
道
元

を
し
て
。
右

の
よ
う

な
す

ぐ
れ
た
歴
史
哲
学

を
自
覚
す
る
に
至
ら

し
め
た
の
で

あ
ろ
う
。
そ

し
て

傍

点

の

箇

所

の

「

法

輪

」

と
は

、
「

真

理

の
輪

」
、
「

法

性

」
、
「

本
当

の

真

理
」
、

な
ど
の
意
味
で

あ
ろ

う
。

『
和
漢

朗
詠
集
』

巻
下
「

無
常
」
の

部
に
宋
之

問
の
句
と
し
て
著
名
な

年
々
歳
々
花

相
似
た
り
、
歳
々
年

年
人
同

じ
か
ら
ず

が
あ

る
。
『
新
潮
日
本
古
典

集

成
』
版

の
校
注
者
、
大
曽
根
章
介
氏
の
訳
注
で

は
、
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
。

「

年
々
花
は
色
も
変

ら
ず
同

じ
よ

う
に
咲

く
が
、
人

と
な
る
と
そ
う
で
は
な
く
、
去
年
見
た
人

が
今
年
は

亡
く
な
っ
た
り
も
す
る
し
、
毎
年
同
じ

と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
」

「

人
生
の
無
常
を
詠
ん
だ
秀
句
と
し
て
古
来
有
名
で
あ

る
」

こ
こ
で
大
切

な
こ

と
は
、
花
に
つ
い
て
も
「

相
似
た
り
」
で
相
似
形

の
軌

跡

を
描

い
て
い

る
の
で
あ

っ
て
、
同
一
と
は
認
識
し
て

い
な
い
の
で

あ
る
。

す

な
わ
ち
、
人

ほ
ど
顕
著
で

は
な
く

と
も
、
花
の
樹

も
一

本
一

本
に
つ
い
て

み
れ
ば
、
若
年

か
ら

老
年
へ
の
「
移

ろ
ひ
」
の
生
涯
を
サ
イ
ク
ル
状

に
転
じ

て
い
る
の
で

あ
る
。

か
く
て
「

諸
行
無
常
・
盛
者
必
衰
」
の
理

は
、
単
に
仏
教
的
諦
観
と
い
う

よ
り
も
、
生
命
哲
学
的
・
歴
史
哲
学

的
真
理

な
の
で
あ

る
。

（
２
）
　
多
雨
の
気
象
―
―
植
物
文
化
の
国

第
二
の
特
徴
と
し
て
日
本
列
島
の
多
雨
性

が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
統
計
上
、

欧
米

に
比

べ
て
日
本

の
国
土
は
ほ

ぼ
三
倍
の
降
雨
量

に
恵
ま
れ
て
い

る
。
こ

れ
は
正
面

に
太
平
洋

と
い
う
広
大
な
海
面
を
擁
し
て
、

そ
こ

か
ら
大
量

の
水

蒸

気
が
蒸
発

し
て

空
中

に
漂

い
、
し

か
も
日
本
列
島
の
背
骨

を
な
す
山

脈
が

走

る
の
で
、
季
節
風

な
ど
の
影
響

に
よ
っ
て
降
雨
し
易
い
か
ら
で
あ
る
。

雨

の
国

と
い
う
こ
と
は
、

植
物
繁
茂
の
国
で
あ
り
、
植
物
文

化
の
国

で
あ

る
。
図
式

的
に
概
略

化
す

れ
ば
、
日
本
の
「

植
物
文
化
」
に
対
し
て
、
欧
米

は
「
動
物
文

化
」
と
い
え

よ
う
し
、
日
本

の
「

木
の
文
化
」
に
対
し
て
、
欧

米

は
「
石

の
文
化

」
と
も
類

型
化
で

き
る
か
も
し
れ
な
い
。
衣

・
食
・
住
と

い
う
文
化

の
基
礎

の
面

に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
比
較
は
一
応
首
肯
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
。
（

た
だ
し
欧
州

と
い
っ
て

も
北
欧
諸
国
な
ど
は
「

森
と
湖

」
の
国

″匹8
7



で

あ
る
し
、
と
く
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
、
植
物
の
国
と
い

わ
れ

る
の
に
ふ

さ

わ
し
く
、
植
物
学
の
学
祖
は
同

国
の
リ

ン
ネ
で

あ
る
し
。
ま
た
こ

ん
に
ち

の

ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
福
祉
政
策

が
国
民
の
全
部

に
持

た
せ
よ

う
と
し
て
い
る
田
舎

別

荘
は
木

造
の
小

屋
風
で
あ
る
。
）

雨

は
過
度
に
な
れ
ば
洪
水
の
禍
を
も
た
ら
し
も
す
る

が
。
普
通
の
適
度

な

ら

ば
慈
雨
と
し
て
仰

が
れ

る
。
こ
と
に
日
照
り
続

き
の
あ
と
の
雨

は
、
植
物

を
生
き
返
ら
せ
て
生
命
再

生
産
の
本
来
の
軌
道

に
の
せ

る
。
共

に
転
法
輪

の

軌
道
に
の

る
も
の
と
し
て
、
人
と
植
物
と
は
同
根
で

あ
り
、
兄
弟

な
の
で

あ

り

、
そ
こ
で
「

草
木
国
土
悉
皆
成
仏
」

の
境
地

に
達
す

る
の
で

あ

る
。（

ち

な
み
に
こ
の
句
は
、
世
阿
弥
作
「
鵺
」
「
杜
若
」
そ
の
他
の
作
品
に
も
見
ら

れ

る
。
中

世
の
日
本
的
世
界
観
の
一
つ
と
い
え
よ

う
し
、
能
の
思
想
の
底

に

も
脈
打
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。）

雨

は
植
物
に
対
し
て
恵
み
の
慈
雨
た

る
の
み

な
ら
ず
、
人
に
対
し
て
も
戸

外

の
重
労
働
に
救
い
の
手

を
差
し
の

べ
る
。
農
耕

に
疲
れ

を
覚
え

る
頃
、
サ

ー

ツ
と
時
雨
れ
て
く
れ

ば
、
人
は
大
樹

の
蔭
に
身

を
寄
せ
て
、
し

ば
し
憩

の

機

に
恵
ま
れ
る
。

さ
ら
に
そ
の
間

を
活
用

し
て
俳

句
芸
術

の
世
界

に
心

を
趣

か
せ
れ

ば
、
そ
こ
に
四
季
の
自
然
の
新
鮮

な
感
覚

を
表
現
す
る
日
本
的

生
活

文

化
の
粋

が
作
り
だ
さ
れ

る
。

さ
ら
に
、
降
雨
の
効
果
は
、
と
か
く
人

が
走
り
や
す
い
陽
の
世
界
に
対

し

て

、
陰
の
世
界
の
、
根
拠
的
重
要

性
を
悟
ら
せ

る
。
仏
語

に
「
真
光
は
耀

か

ず
」
と
い
う
。
万

物
を
包
む
真
の
光
は
、
陽

よ

り

も

陰
に
近
寄
っ
た
「
寂

光
」
の
世
界
で
あ
る
。（

東
山

魁
夷
画

伯
の
代
表
作
の
一
つ
「

白

夜

光
」
を

想
起
さ
れ
た
い
。
）

徒
然
草
も
そ
の
第
一
三
七
段
で

花
は
さ
か
り
に
、
月
は
く
ま
な

き
を
の
み
、
見
る
も
の
か
は
。
雨

に
む
か
ひ
て
月
を
恋
ひ
、
た
れ
こ

め
て
春
の
ゆ
く
へ
知
ら
ぬ
も
、
な

ほ
あ
は
れ
に
情
け
ふ
か
し
…
…
。

こ
う
い
う
「
不
耀
」
の
セ
ン
ス
は
、

日
本
の
中
世
文
化
の
中
心
線
と
も
い
え

Ｑ

）

只

）

よ
う
。

徒
然
草
は
一
三
二
四
頃
～
三
一
年
頃
に
書
か
れ
た
と
さ
れ
る
が
、
作
者
吉

田
兼
好
の
死
後
十
三
年
目
、
一
三
六
三
年
に
天
才
・
世
阿
弥
が
生
ま
れ
、
や

が
て
「
夢
幻
能
」
と
い
う
陰
の
文
化
の
舞
台
芸
術
を
創
造
す
る
の
で
あ
る
。

略
言
し
て
、
日
本
の
み
な
ら
ず
、
西

欧
で
も
中
世

は
陰
の
文
化
の
サ
イ
ク

ル
に
相
当
す
る
期
間
と
い
え
よ
う
。
歴
史
を
古
代
・
中
世
・
近
代
・
現
代
の

時
代
区
分
と
し
、
前
に
触
れ
た
よ
う
に
。
螺
旋
状
サ

イ
ク
ル
の
軌
道

を
描
く

も
の
と
す
れ

ば
、
図
２
の
よ
う
に
、
「

現
代

」
は
「
中

世
」

と
同
じ
側

の
景

観
と

な
る
。
現
代
は
中
世
と
同
様
に
陰
の
文

化
の
時
代

で
あ
る
ゆ
え

に
、
こ

ん
に
ち
世
阿
弥
の
美
学
が
復
活
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

(
3
)
　
稲
の
栽
培
―
―
「
見
え
な
い
世
界
」
の
重
視

古
代
日
本
人
の
主
な
生
業
は
農
耕
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。
も
と
よ
り
日

本
列
島
の
考
古
学
的
研
究
に
よ
れ

ば
北
方
・
西
方
（

朝
鮮
半

島
及

び
華
南
地



方

）
・

南

洋

の

お
お

む

ね

三

方

（

な

い

し

は

四

ル

ー

ト
）

か

ら

異

る
民

種

の

移

住

と
混

血

と

が

あ

り

、

北

方

系

は

狩

猟

や

遊

牧

の

生

業

を
も

た
ら

し

た

と

い

わ

れ

る
。

け

れ

ど

も

そ

の

る
つ

ぼ
の

中

で

、

結

局

、

日

本

人

の

生

活

の
代

表

的

な

生

業

と

し

て

定

着

し

た
も

の

と

い

え

ば
、

そ

れ

は

農

耕

と

い
え

る

で

あ

ろ

う
。

そ

の
農

耕

は

、

た
と

い

人

が
苗

を
植

え

る
と

い

う

人

工

的

条

件

に

よ

っ

て

媒

介

さ

れ

る
と

は

い

え

、

根

拠

と

し
て

の

大

地

か
ら

生

成

し
、

稔

っ

た

と

い

う

相

を

呈

す

る
（

傍
点
の

概
念
は
ヘ
ー
ゲ

ル
「

大
論
理
学
」

の
意
味
に
従
う
）
。
そ

の

大

地

の
「

見

え

な

い

世

界

」

に

は

、

地

中

の

栄

養

分

も

、

太

陽

の

光

線

も
、

気

温

の
適

切

さ

も

、
雨

の

湿

潤

さ
も

、

そ

の

ほ

か

神

仏

の

恵

み

と
総

称

さ
れ

る

生

命

の
「

気

」

が

含

ま

れ

て

い

る
。

こ

う
い

う
農

耕

を

主

産

業

と

し

て

き

た

日

本

の

民

種

は

、

食

糧

生

産

を

ば
、

人

の

労
働

を

原
因

と

し

、

穀

物

の

稔

り

を

結

果

と

す

る

、

見

え

る
現

象

界

で

横
つ
な
ぎ
に
因
果
づ
け
る
科
学
的
態
度
な
い
し
は
経
済
学
的
態
度
よ
り
も
、

人

の

勤

労

と

い

う

「

見

え

る
現

象

界

」

と
、

大

地

の
恵

み

と

い

う

「
見

え

な

い

本

質

界

」

と

を
表

裏

に

相
即

さ

せ

て

考

え

る

、

な

い

し

は

思

惟

す

る

哲

学

的

・

芸

術

的

な

い

し

は

宗

教

的

態

度

の

方

に
重

点

を
置

き

が
ち

で

あ

る
。

そ

れ

ゆ

え

日

本

の

場

合

は

、

古

代

に

お

い

て

生
活

経

済

が

、

す

な

わ

ち

宗

教

的

習

俗

や

日

常

的

芸

術

と

な

る
傾

向

が
強

い

の
で

あ

っ

た

。

ち
な
み
に
「
考
」
の
字
は
、
一
と
い
う
「
見
え
る
世
界
」
で
横
に
結
ぶ
因
果
的

態
度
と
、
■
（
こ
れ
は
シ
ャ
ベ
ル
を
大
地
の
「
見
え
な
い
世
界
」
に
掘
下
げ
る
形
）

と
い
う
本
質
直
観
的
態
度
と
、
こ
の
二
つ
の
次
元
の
相
即
的
理
解
を
示
す
■
の
字

が
中
心
で
あ
り
、
そ
の
上
に
老
練
の
含
意
を
示
す
■
を
の
せ
た
も
の
で
あ
る
。
こ

う
見
れ
ば
、
「
考
え
る
」
と
は
、
本
来
、
裏
表
相
即
の
弁
証
法
的
態
度
な
の
で
あ

る
。

つ
ぎ
に
思
惟
の
「
惟
」
の
字
は
、
鳥
を
示
す
隹
を
、
心
を
示
す
「
り
っ
し
ん
べ

ん
」
に
添
え
た
も
の
で
あ
る
。
鳥
は
地
上
界
と
天

上
界
と
を
往
復
す
る
ゆ
え
に
、

む

か
し

、
神
の
使
者
と
し
て
崇
め
ら

れ
た

が
、
そ
れ
は
現
象
界
と
本
質
界
、
あ
る

い
は
世
俗
界
と
理
想
界
と
を
結

ぶ
宗
教
的
態
度
の
具
現
者
で
も
あ
る
。
そ
こ
に
た

だ
の
「

思
う
」
よ
り
も
「

思
惟
」
す

る
こ
と
の
深
い

意
味
が
あ

る
。（

京
都
広
隆

寺
の
弥
勒
菩
薩

が
「

半
跏
思
惟

像
」

の
形
を
と

っ
て

い
る
こ
と
に
注

目

さ

れ

た

い
。
）

他

方

、

ド

イ

ツ

、

イ

ギ
リ

ス

な

ど

を
中

心

と
す

る

ヨ

ー

ロ

ッ

パ
諸

国

の

伝

統

的

生

業

は

牧

畜

で

あ

っ
た

。

牧
畜

を
主

産

業

と
す

る

場

合

、

家

畜

が

生

ま

れ

る

と

い

う

現

象

は

、

目

に
見

え

る
世

界

で

の

雌

雄

の

交

尾

と

い

う

条

件

が

原

因

と

な

っ

て

、

や

が
て
出

産

と
い

う
結

果

と

な
る

。

つ

ま

り

平
面

的
因

果

関
係

で

、
世

の

中

の

説

明

が

つ

く
。

そ

こ

で

西

欧

文

化

は

科

学

的

で

あ

り
、

舞

台

芸

術

も

写

実

的

で

あ
り

、

肉

体

美

の
示

威

が

あ
り

、

感

情

の
表

現

も

直

接

的

と
な

る
。

結

局

、
「

見

え

る

世

界

」

に

重
点

が

置

か

れ
、

陽

性

で

、
外

向

き

で

、

感

覚

的

な
面

が
優

先

す

る

。

こ

の
よ

う

に
住

民

大
衆

の
生

業

の

あ

り

方

に

基

づ

い

て
、

西

欧
文

化

は
、

陽

性

で

あ
り

、
動

物

的
文

化

で
あ

る

と

概
言

で

き

よ

う

し
、

そ

れ

と
対

照

的

に

日

本

文

化

は
、

陰

性
で

、

植

物

的

文

化

で

あ

る

と

略

言

で

き

よ

う
。

し
か
し
な
が
ら
(
1
)
に
述
べ
た
よ
う
に
、
日
本
文
化
の
基
本
線
と
し
て
の
螺

旋

状

サ

イ

ク

ル

の

軌

跡

は
、

例
え

ば
冬

か

ら

ま

た

春

へ

の

転

位

の

よ

う

に
、

裏

・
表

。

陰

・
陽

な

ど
の
二

つ

の
世

界

を

、

あ

た

か

も

縄

を
糾

う

よ

う

に
、

″皿Ｑ

″

只

）



媒
介
・
転
入
す
る
の
で
あ

る
。

日
本
の
美
学
の
本
質
は
、
こ

の
弁

証
法

的
な
法

輪
の
仏
転

に
あ
る

（
傍
点

の
概
念
は
既
出
の
道
元
「
現
成
公
案
」
に
よ
る
）
。

さ
き
に
い］い
で
記
し

た
大
西
克
礼

博
士
の
、
日
本

型
の
美

の
三
範

疇
と
し
て

の
、
「
幽
玄
」
・
「
あ
は
れ
」
・
「

さ
び
」
の
諸
概
念
が
、
何

れ
も
写
実
の
世
界
を

去
り
、
内
的
・
間
接
的
・
本
質
的
世
界

へ
の
傾
斜

・
沈

潜
を
特
徴
と
し
て
挙

げ
て
い

る
の
に
対
し
、
世
阿
弥

の
美
学

は
、
観
客

に
対

し
「
見

え
る
世
界
」

と
し
て
の
舞
台
の
上
で
の
勝
負
で

あ
り
、
そ
の
美
学
の

シ
ン
ボ

ル

と

し

て

「
花
」

を
挙

げ
て
い

る
構
え

は
、

ま
さ
に
日
本
型

と
西
欧

型
と
を
螺
旋
状
に

止
揚
し
つ
つ
あ
る
も
の
と
い
え

よ
う
か
。

と
も
あ
れ
、
上
記
の
よ

う
な
日
本
風
土

の
基
本
線

の
三

つ
の
流

れ
は
、
相

倚
り
相
合
し
て
、
能
の
文
化

を
結
実

し
、
そ
こ
に
世
阿
弥
の
美
の
「
花

」
を

咲

か
せ
た
の
で
あ

る
。

(
三
）
　
「
却
来
華
」
の
用
例
と
そ
の
意
味

（
１
）
　
世
阿
弥
の
生
涯
と
「
却
来
華
」

さ
き
に
日
本
的
風
土

の
特

徴
の
第
一
と
し
て
、
四

季
の
正

確
な
移
り
変
り

を
挙
げ
、

そ
れ
に
基

づ
い
て

の
螺
旋
状
サ
イ
ク
ル
の
歴
史
観
を
、
日
本
文
化

の
基
調
と
し
て
記
し
た
が
、
世
阿
弥
の
一
生
も
、
ま
こ
と
に
不
思
議
に
も
、

そ
の
サ
イ
ク
ル
通
り

の
浮

き
沈
み
で
あ

っ
た
。

す

な
わ
ち
彼
の
四

六
歳

ま
で
（

将
軍
足
利
義
満
の
治
世
）
は
、
春
か
ら
夏

へ
の
陽
の
当

た
る
順
風
満
帆

の
時
期
、
そ
れ
以
後
六
六
歳

ま
で
（

将
軍
義
持

の
政

治
）

は
、
秋

か
ら
冬
に
向
け
陽

は
弱
り
沈
潜
深
化
の
時
期
、
そ
し
て
六

六
歳
以

後
七

九
歳

ま
で
（
偏
執
狂
・
義

教
将
軍
位
）
は
、
厳
冬
・
逆
境

の
時

期
で
あ

っ
た
。

そ
し
て
義
教

が
暗

殺
さ
れ
、
将
軍
義
勝
の
時
に
、
世
阿
弥

は
八
〇
歳

の
老

体
で

佐
渡
配
流

を
許

さ
れ
て
都
へ
還
り
、
漸
く
雪
解
け

を
迎
え

た
か
の
願
望

も
束
の
間
、
翌
年
八
一
歳
で
死
去
の
運
命
を
辿
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
具
合

で
、
四
季
の
陽
・
陰
の
変
化
の
サ
イ
ク

ル
そ
の
ま
ま
の

人

生
で
あ
っ
た
。

世

阿
弥
の
厳

冬
・
逆
境
の
時
期
は
、
足
利
義
教
の
将
軍
就
任
と
と
も
に
始

ま
っ
た
。
義
教

は
、

音
阿
弥
（
世
阿
弥
の
弟
四
郎
の
子
、
元
重
）
を
偏
愛
し
、
世

阿
弥

の
既
得

の
地

位
を
つ
ぎ
つ
ぎ
に
剥

奪
し
て
こ
れ
を
音
阿
弥
に
与

え
た
り
、

世
阿

弥
・
元

雅
父
子

の
仙
洞
御
所
へ
の
出
仕

を
禁
止
し
た
り
し
た
。

さ
ら
に
世
阿

弥
の
上
に
身
内
の
不

幸
が
相
次
い
だ
。
す
な
わ
ち
六
八
歳
の

と
き
、
次
男
元

能
は
出
家
し
て
し
ま
い
、
ま
た
七
〇
歳
の
年
に
、
後
継
者
た

る
長
男
元
雅
は
客
死

し
た
。

元

雅
の
才
能
を
愛
惜
す
る
父
・
世
阿
弥
の
悲
嘆
の
表
情

は
、
「
夢
跡
一
紙
」

と
題
す
る
追
悼
文
と
し
て
遣

さ
れ
て
い
る
。

さ
る
に
て
も
善
春
（
元
雅
の
諱
か
）
、
子

な
が
ら

も
類

な
き
達
人

と
し

て
…
…
善
春
又
祖
父
に
も
越
え
た
る
堪
能
と
見
え

し
ほ

ど
に
…
…
道
の

秘
伝
・
奥
義
こ
と

ご
と
く
記
し
伝
へ
つ
る
数
々
、
一
炊

の
夢

と
成

て
…

・：
道
の
破
滅
の
時
節
当
来
し
、
由
な
き
老
命
残
て
、
目

前
の
境
涯

に
か

ゝ
る
折
節

を
見

る
事
、
悲
し
む
に
堪
え

ず
。
あ
は
れ
な

る
哉
。
…
…



こ
の
悲
境

の
底

に
あ
っ
て
、
世
阿
弥

は
、
最
後

の
秘
伝
・
奥
義
を
文

章
に

託
そ
う

と
し
て
「
却

来
華
」
を
書
い
た
。
そ

れ
に
い
わ
く
。

元
雅
早
世
す

る
に
よ
て
、
当

流
の
道

絶
え

て
、
一
座
す
で
に
破
滅
し

ぬ
。
…

…
や
る
方
な
き
二
跡
の
芸

道
…
…
た
と
ひ
他
人

な
り
と
も
、
其

人

あ
ら

ば
、
此

一
跡
を
も
預
け
置
く
べ
け
れ
ど
も
…
…

こ

れ
は
却
来
風
と
て
、
四
十
以

後
、
一
語
に
（
一
期
に
の
意
味
）
一
度

抑
、

却
来
風
の
曲
と
云

、
無
上
妙
体
の
秘
伝
也
。
「

望
二
却
来
一
、
却

来
不
急
」
と
云
え
り
。
…
…

し
か
し
、

そ
の
あ
と
「

却
来
華
」
に
関
す
る
解
説

と
思

わ
れ
る
文

章
は
見

出
し
難
く
、
別
の
事
柄
の
記
述
が
続
き
、
「
深
秘
々
々
」
で
結
ば
れ
て
い
る
。

そ
こ

で
以
下

に
お
い
て
、
一
つ
は
日
本
文
化
の
底
流
を
基

と
し
て
、
一
つ

は
世

阿
弥
の
思
想
体
系
の
弁
証
法
的
構
造
を
足
場

と

し

て
、
「
却
来

華
」

の

内
容

に
迫
っ
て
み
た
い
と
思
う
次
第
で
あ

る
。

（
２
）
　
伝
書
と
謡
曲
の
中
の
「
却
来
」
の
意
味

そ
こ
で
世
阿
弥
の

伝
書

の
中
で
用

い
ら
れ
て

い
る
「
却

来
」
の
用

例
を
探

せ
ば
、
前
記
「

却
来
華
」

の
箇
所
以
外

で

は

、「

九
位
」
の
中

に
一

か
所

あ

る
。世

阿
弥
の
美
学
の
特
色

の
一
つ
は
、
発
展
段
階
説

を
と
っ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。

そ
し
て
そ
れ

を
貫
く
原
理
は
、
さ
き
に
も
触

れ
た
よ
う
に
、
螺

旋
状

サ
イ

ク
ル
の
法

輪
・
仏
転
史
観
で
あ

る
。

い
づ
れ
の
花
か
散
ら
で
残
る
べ
き
。
散
る
ゆ
え
に
よ
り
て
、
咲
く
頃

あ
れ

ば
、

珍
ら
し
き
な
り
。
能
も
住
す
る
と
こ
ろ
な
き
を
、
ま
づ
花
と

知

る
べ
し
（
風
姿
花
伝
。
第
七
別
紙
口
伝
）

す

な
わ
ち
、

自
然
も
、
こ
の
世
の
中

も
、
万

物
は
流
転
し
、
螺
旋
状

に
サ

イ

ク
ル
の
軌
跡

を
描
く
。
そ
の
動
き
に
即
し
て
い
く
と
こ
ろ
に

、
人
の
生
命

も
あ
り

、
美
学
も
あ
る
と
世
阿
弥

は
理
解

し
て

い

る
。「
住
す
る
と
こ
ろ
な

し
」
と
い
う
の
は
停
滞
し
て
自

然
の
動
き

に
遅

れ
て
落
伍
す
る
こ
と
の
な
い

状

態
で
あ
る
。
活
き
活
き
と
し
た
姿
こ
そ
美
の
本
質

な
の
で
あ
り
、
そ
の
姿

を
「

花
」
と
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
さ
き
に
引
用
し
た
道
元

の
史
観

に
「
生

も
「

時

の
位
な
り
、
死

も

一
時
の
位
な
り
」
と
い
う
句
が
あ
っ
た
。
発
展
段

階
と
い
っ
て
も
、
螺
旋
状

サ
イ
ク
ル
史
観

に
お
い
て
は
、
石
段
の
よ

う
な
階
段

が
下

か
ら
上
に
向
っ
て

伸
び
て
い
る
の
で
は
な
い
。
Ａ

の
位

、
Ｂ

の
位

が
住
す

る
こ
と
な
く
融
通
転

位
す
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
螺
旋
状

に
「
却
り
来

る
」

の
で
あ

る
。
世
阿
弥

が
修
道
の
発
展
軌
道

を
表
す
の
に
「

九
位
」
と
称

し
た
そ
の
哲
学
的
素
養
に

は
敬
服
せ

ざ
る
を
得

な
い
。

自
然
の
サ
イ
ク
ル
は
、
た
と
え
ば
朝
―
昼
に
対
し
て
、
タ
―
夜
の
よ
う
に
、

ま
た
春
―
夏
に
対
し
て
秋
―
冬
の
よ
う
に
、
陽
・
陰
の
サ
イ
ク
ル
を
流
転
す

る
。
そ
れ

を
世
阿
弥

は
「
男
時
・
女
時
」
と
表
現
し
て

い

る
。「
時
の
間
に

も
、
男
時
・
女
時

と
て
あ
る

べ
し
。
い
か
に
す

れ
ど
も
、
能

に
も
、
よ
き
時

あ
れ

ば
、
必
ず
悪
き
こ
と
ま
た
あ
る
べ
し
…
…
」
（
別
紙
口
伝
第
七
条
）
ま
さ
に

陽
・
陰
の
弁
証
法
で
あ

る
。
ま
こ
と
に
彼

は
美
学

者
で
あ
る
と
同
時
に
哲
学

者
で
も
あ
っ
た
。
そ
こ
で
三
と
い
う
数
字

に
ち
な
ん
だ
三

・
三
の
九
位
と
い

学美の能
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う
弁

証
法

構
造
を
示

す
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「

幽
玄
」

を
体
系
的

に
「

九

位

」
と
し
て
分

析
し
、
同

時
に
そ
れ

が
修
道
の
軌
跡
と
な

る
と
説
く
。

そ
の
九
つ
の
位

は
、

こ
の
よ
う
に
ま

ず
分
類

し
た
の
ち
、
世
阿
弥

は
そ
の
修
習

の
順

序
に
つ
い

て
、
次
の
よ
う
に
指
示
す

る
。

さ
て
、
下

三
位
者
、
遊
楽

の
急
流
、
次
第

に
分
て
。

さ
し
て
習
道
の

大
事
も
な
し
。
但
、
此
中
三
位
よ
り
上
三
花
に
至
り
て
、
安
位

妙
花

を

得
て
、
さ
て
却
来
し
て
、
下
一
心
位
の
風
に
も
遊
通
し
て
、
其
態
を
な
せ

ば
、
和
風
の
曲
体
と
も

な
る
べ
し
。

つ
ま
り
、
先
ず
中
級
よ
り
始

め
。
や

が
て
上
級
に
上
り
、

そ
の
奥
義

を
き

わ
め
た
の
ち
に
、
下

級
に
降
り
て
く

る
（
却
り
来
る
）
と
い

う
順
序

を
指
示

し
て
い
る
。

そ
の
意
味
は
、
鬼
と
か
荒
ら
く
れ
の
よ
う
な
役
を
、
未

熟

な
者

が
演
じ
て

は
能

の
美

を
ぶ
ち
こ
わ
し
て
し
ま
う
ゆ
え
、
中
位
、
上
三
花
と
進

ん
で
能
の

本
質

を
体
得

し
た
達
人

だ
け

が
荒
ら
く
れ
役
を
こ
な
し
う
る
と
い
う
趣
旨
で

あ
ろ
う
。

こ

の
教
え

の
「

却
来
」
の
道
順

を
図
に
す
れ
ば
図
３
の
如
く
で
あ
ろ
う
。

つ

ぎ
に
謡
曲
の
文
章

に
現
れ
る
却
来
に
つ
い
て

探
っ
て

み
る
と
、「

歌
占
」

ほ

か
「
箙
」
「
当
麻
」
「
六
代
」

に

あ

る
。

「

歌
占
」
は
「

五
音
」
に
「

元
雅
曲
」
と
あ

り
、
作
曲
者
は
元
雅

な
の
だ

が
、
作
詞
者
も

同
人

と
推
測

さ
れ
て
い

る
。
筋
書
は
あ
る
神

職

が
旅

の
途
中
急
死
し

た
が
三
日
後
に
蘇
生

し
、
歌
占
を
渡
世
と
し
て
諸
国
を
流
浪
す
る

話
で

あ
る
が
、
あ
の
世

か
ら
生
き
帰

っ
て
き

た
と
い
う
箇
所

で
、「

却
来
」
の
語
が

使

わ

れ
て
い

る
。
す

な
わ
ち

…
…
ま

た
蘇
命

路
に
却
来
し
て
、
ふ
た
た
び
こ
こ
に
蘇
生
の
寿
命
の

…
…
と
い
う
用

例
で
あ
る
。

こ
こ
で
「

却
来
」
の
語
義

を
考
え
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。
こ
れ
は
「

却

り
来
る
」
の
意
味
で
は

あ
る
が
、「

却
り
」
は
「
帰
り

」
と
全
く
同
じ

な

の

で
は
な
い
。

「
帰

る
」
と
い
う
の
は
、
同
じ
平
面

で
も
と
の
地
点

に
帰
着
す
る
こ
と
で
、

例
え

ば
、
学

校
に
行
き
、
学
校

か
ら
帰

る
、
よ

う
な
場
合
で
あ

る
。
そ
れ
に

比

べ
て
「
却

る
」
と
い
う
の
は
、
次
元

の
異

る
世
界

に
行
き
、
そ
こ

か
ら
も

と
の
次
元

に
か
え

る
場

合
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
前
記
の
よ
う

に
、
世
阿
弥

が
「
…

…
上

三
花
に
至

り
で
、
…
…
さ
て
却
来

し
て
、
下
三
位
の
風
に
も
遊

通
し
て
…
…
」

と
こ
の
字
を
用

い
た
の
は
ま
こ
と
に
正

し
い
。
ま
た
元

雅
が
。

あ
の
世
か
ら
こ
の
世
に
生
き
か
え
る
と
い
う
ケ
ー
ス
と
し
て
、
「
…
…
ま
た



蘇
命
路
に
却
来
し
て
…
…
」

と
こ
の
字

を
用

い
た
こ
と
も
ま
こ
と
に
正

し
い
。

世
阿
弥
も
元

雅
も
、
陽
・
陰

の
サ
イ

ク
ル
弁

証
法

を
よ
く
理
解
し
て
い
る
こ

と
は
流
石

だ
と
敬

服
に
耐
え

な
い
。

同
様
に
「
華
」
は
「
花
」
と
は
次
元
が
異
る
の
で
あ
る
。
目
に
見
え
る
世

界
で

直
接
的
に
見
る
花
は
「

花
」
な
の
で
あ

る
が
、
「

見
渡
せ

ば
花
も
紅
葉

も
な
か
り
け
り
…
…
」
と
い
う
よ
う
な
「

さ
び
」
の
世
界
で
「

冷
え

に
冷
え

た
り
」
と
止
揚

さ
れ
て
、
や

が
て
ま

た
こ
の
俗
界

の
花

を
見

る
と
き
、
そ
れ

は
華
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う

な
位
を
図
解
す
れ

ば
図
４
の

ご
と
く
で

あ
る
。

（
四
）
　
世
阿
弥
作
「
忠
度
」
に
見
ら
れ
る

「

却

来

華
」
の

思

想

父
・
観
阿
弥

の
訓
え

を
祖
述

し
た
『
風
姿

花
伝
』
に
「

能
の
本
を
書
く
事
、

こ

の
道

の
命

な
り

」
と
（
第
六
花
修
云
）
。

ま
た
曰
く
、

修
羅
―
―
こ
れ
又
、

一
体
の
物
な
り
。
よ
く

す
れ

ど
も
、
面
白
き
所

稀
な
り
。
さ
の
み
に
は

す
ま
じ
き
也
。
但
、
源

平
な
ど
の
名
の
あ
る
人

の
事
を
、
花
鳥
風
月
に

作
り
寄
せ
て
、
能
よ
け

れ
ば
、
何

よ
り

も
ま
た
面

白
し
。
是
、
こ
と
に
花
や
か
な
る
所
あ
り

た

し
。
…
…
（
第
二
物
学
条
々
）

父

の
訓
え
に
遵
い
つ
つ
、

さ
ら
に
自
己
の
美
学
で
作
品
全
体
を
包
ん
だ
感

の
あ
る
「

忠
度
」
は
、
世
阿
弥

の
名
作
中
の
名

作
で

あ
ろ
う
。
自
ら
も
「

通

盛
・
忠
度
・
義
経
三
番
、
修
羅

懸
り

に
よ
き
能

な
り
。
此
の
う
ち
忠
度
、

上

花
か
」

と
自
信
の
程

を
言
い
遺

し
て
い
る
。

こ
の
作
品
の
主
題
は
、「
平
忠
度

が
文
武
二
道

に
優
れ
て

い
た
こ
と

の

賛

美
。
類
型
か
ら
見
れ
ば
修
羅
物
だ
が
、
修
羅
の
妄
執
を
描
か
ず
に
、
歌
道
へ

の
執
着

か
ら
来

る
迷
妄
に
切

り
か
え

…
…
桜
を
重
用

し
て
…
…
」
「

花
」
の

美
学

の
極
意

を
示
し
て
い
る
。

し

か
も
、「
却
来
華
」
の
弁
証
法

が
よ
く
生
か
さ
れ
た
構
造
で
あ
る

と

こ

ろ
に
注
目
し

た
い
。

ま

ず
次
第

の
囃
子
で
旅
僧
の
姿
の
ワ

キ
・
ワ

キ
ツ

レ
が
登
場
。
正
面

先
に

向

か
い
あ
っ
て
〔
次
第
〕
を
謡
う
。
ワ
キ
は
藤
原
俊
成
（
平
安
末
期
、
千
載
集

の
撰
者
）
の
家
臣

で
、

俊
成
死

後
、

出
家
、
西

国
行
脚
に
出
て
い
る
。
そ
し

て
〔
次
第
〕

で
旅
僧

の
心
境

を
口
ず
さ
む
。
す
な
わ
ち
。

「
花
を
も
憂
し
と
捨
つ

る
身
の
、
花

を
も
憂
し
と
捨
つ
る
身
の
、
月
に

も
雲
は
厭
は
じ
」

此

の
世
の
美
が
「
花
」
で
象
徴
さ
れ

る
の
に
対
し
、
出
家
僧

の
心
も
身
も
、

花

を
否

定
し
て
「
幽
玄
」
の
世
界
へ
。
「
陽
」
の
世
界
を
離
脱

し

て
「

陰
」

の
世
界

へ
の
旋
入

で
あ
る
。
冒
頭

を
こ
の
句
で
喝
破
す
る
と
こ

ろ
、
ま
こ
と

に
劇

的
で
あ
る
。
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さ
ら

に
、

そ
の
「

陰
」
の
世
界
に
咲
く
運
命
の
一
木
の
桜
、

そ
の
淋

し
い

情
景

が
詠
じ
ら
れ

る
。

「

げ
に
や
須
磨
の
浦
、
余
の
所
に
や
変
は

る
ら

ん
。

そ
れ
花

に
辛
き
は
、

嶺
の
嵐
や
山
颪
の
、
音
を
こ
そ
厭
ひ
し
に
、
須
磨

の
若
木

の
桜
は
、

海

す

こ
し
だ
に
も
隔
て
ね

ば
、
通
ふ
浦
風
に
、
山
の
桜

も
散

る
も
の
を
」

そ
の
あ
と
、

忠
度
の
亡
霊
が
現
れ
て
、
自
分
の
歌

が
千
載
集

に
撰
ぱ
れ
た

の

に
、
平

家
の
一
門
は
勅
勘
の
身
ゆ
え

に
「

よ
み
人
し
ら

ず
」

と
記

さ
れ
た

こ

と
へ
の
妄

執
を
語
り
、
さ
ら
に
自
分

の
戦
死

の
様
子
を
演
じ
て
見
せ

る
。

そ
し
て
藤
原

俊
成
と
縁
の
深

い
旅
僧
に
遭
遇
し
た
こ
と

を
喜

び
、

「

お
ん
身
こ

の
花

の
、
蔭
に
立
ち
寄
り
給

ひ
し
を
、
か
く
物
語
り
申

さ

ん
と
て
、

日
を
暮
ら
し
留

め
し
な
り

、
今

は
疑
ひ
よ
も
あ
ら
じ
、
花
は

根

に
帰

る
な
り
、

わ
が
跡
弔

ひ
て
賜

び
給

へ
、
木

蔭

を
旅
の
宿
と
せ

ぱ
、

花
こ

そ
主

な
り
け
れ
」

と

結

ん

で

い

る

。

冒
頭
で
「
花
を
も
憂
し
と
捨
つ
る
」
立
場
に
立
ち
、
幽
玄
―
―
さ
び
の

「

陰

」

の

世

界

を

通

っ

て

、

最

後

に

ま

た

却

来

し

て

、

「

花

こ

そ

主

」
、

と

止

揚
す
る
の
で
あ
る
。

さ

ら

に

「

花

は

根

に

帰

る

」

と

い

う

の

は

、

散

る

花

も

、

死

ぬ

人

も

、

時

の

移

ろ

ひ

、

歴

史

の

興

亡

の

螺

旋

状

サ

イ

ク

ル

を

描

く

「

法

輪

の

仏

転

」

（

道

元

）

の

軌

跡

の

真

理

を

ば

優

雅

に

説

い

た

も

の

で

あ

り

、
「

却

来

華

」

の

中

心

思

想

な

の

で

あ

ろ

う

。

か

く

て

却

来

的

に

再

び

有

形

の

世

界

に

帰

（

却

）

り

、

観

客

の

感

覚

に

訴

え

ん

と

す

る

と

こ

ろ

、

日

本

と

西

欧

と

の

美

学

は

融

通

す

る

に

至

り

、

そ

こ

に

西

欧

に

お

け

る

能

ブ

ー

ム

の

根

源

が

見

出

さ

れ

る

の

で

あ

ろ

う

。

（
1
）
　
例
え
ば
小
沢
正
夫
訳
・
編
『
フ
ラ
ン
ス
の
日
本
古
典
研
究
』
べ
り
か
ん
社
、

昭

和

六

〇

年

刊

。

な

お

一

九

八

八

年

、

パ

リ

に

新

設

の

オ

ル

セ

ー

美

術

館

で

、

か
つ
て
な
い
規
模
の
「
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
展
」
が
開
催
さ
れ
る
予
定
。

（
２
）
Ｅ
ｔ
ｉ
ｅ
ｎ
ｎ
ｅ
　
Ｓ
ｏ
ｕ
ｒ
ｉ
ａ
ｕ
；
　
Ｌ
ａ
　
ｃ
ｏ
ｒ
ｒ
ｅ
ｓ
ｐ
ｏ
ｎ
ｄ
ａ
ｎ
ｃ
ｅ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
ａ
ｒ
ｔ
ｓ
,
　
１
９
４
７
．

（

３

）
　

佐

々

木

勇

稿

「

美

学

」

（
『

美

学

事

典

』

増

補

版

）

弘

文

堂

、

昭

和

三

六

年

刊

一
三
一
～
一
三
ハ
ペ
ー
ジ
。

（
４
）
　
木
褄
瑞
枝
稿
「
フ
ラ
ン
ス
の
美
学
」
（
同
右
『
美
学
事
典
』
）
一
〇
二
～
一
一

一

ペ

ー

ジ

。

（

５

）
　

大

西

克

礼

『

美

学

』

上

巻

、

弘

文

堂

、

昭

和

三

四

年

刊

の

中

の

竹

内

敏

雄

稿

「

序

に

か

へ

て

」

三

ペ

ー

ジ

。

（

６

）
　

大

西

克

礼

『

美

学

』

下

巻

、

弘

文

堂

、

昭

和

三

五

年

刊

、

と

く

に

五

九

～

六

〇

ペ

ー

ジ

。

（

７

）
　

同

右

下

巻

、

五

〇

八

～

五

一

〇

ペ

ー

ジ

。

（

８

）
　

中

村

元

『

仏

教

語

大

辞

典

』

下

巻

二

一
三

九

ペ

ー

ジ
〔

法

輪

〕
。

（
９
）
　
大
曽
根
章
介
校
注
「
和
漢
朗
詠
集
」
（
新
潮
日
本
古
典
集
成
）
新
潮
社
、
昭

和

五

八

年

刊

、

二

九

五

ペ

ー

ジ

。

（
１
０
）
　
『
現
代
日
本
の
美
術
５
　
東
山
魁
夷
』
集
英
社
刊
、
昭
和
四
九
年
刊
、
一
一

九

ペ

ー

ジ

。

（
1
1
）
　
表
章
編
・
注
『
世
阿
弥
・
禅
竹
』
日
本
思
想
大
系
、
岩
波
書
店
、
二
四
六
～

二
四
八
ペ
ー
ジ
。
補
注
四
九
三
～
四
九
四
ペ
ー
ジ
。

（
1
2
）
　
同
右
、
一
七
六
～
一
七
七
ペ
ー
ジ
。

（
1
3
）
　

「

見

渡

せ

ば

花

も

紅

葉

も

な

か

り

け

り

浦

の

苫

屋

の

秋

の

夕

暮

」
　
（

藤

原

定

家

、

新

古

今

四

・

秋

三

六

三

）

（
1
4
）
　
「
今
の
増
阿
雛
、
…
…
尺
八
の
能
に
、
尺
八
一
手
吹
き
鳴
ら
ひ
て
。
か
く

く

と

謡

ひ

、

様

も

な

く

さ

と

入

、

冷

え

に

冷

え

た

り

。
」

（
『

世

阿

弥

・

禅

竹

』



（
前
掲
書
）
二
六
ニ

ペ
ー
ジ
。

（
1
5
）
　
同
右
、
四
七
ペ
ー
ジ
、
二
四
～
二
五
ペ
ー
ジ
。

（
1
6）
　
同
右

、
二
八
六

ペ
ー
ジ
（
申
楽
談
儀

）
。

（
1
7）
　
横
道
萬
里
雄
・
表
章
校
注
「
謡
曲
集
上
」

日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店

。

二
四

一
ペ
ー
ジ
。

（
1
8
）
　
同
右
、
二
四
二
～
二
四
八
ペ
ー
ジ
。

本

稿
執
筆
に
際
し

参
考
に
し

た
文
献
（
前
記
引
用

文
献
の
ほ
か
に
）

芸
能
史
研
究
会
編
『
比
較
芸
能
論
―
―
日
本
と
世
界
の
芸
能
―
―
』
平
凡
社
、
昭
和

四

六
年
刊
。

中
村
格
編
『
世
阿
弥
伝
書
用
語

索
引
』
笠
間
書
院
。
昭
和
六
〇

年
刊
。

大
谷
篤
蔵
編
『
謡
曲
二
百
五
十

番
集
索
引

』
赤
尾
照
文
堂
、
昭
和
五
三
年
刊
。

西

野
春
雄
「

世
阿
弥
・
幽
玄

の
思

想
」
別
冊
太
陽
『
能
』
平

凡
社
。

昭
和
五
三
年
刊
。

”
　
　
「

世
阿
弥
・
晩
年

の
能
」
『
文
学
』
昭

和
四

九
年
五
月
号
。

西
　

一
祥

『
世
阿
弥
－

人
と

芸
術
』
桜
楓
社
、
昭
和
六
〇

年
刊
。

″
　

『
世
阿
弥
研
究

』
桜

楓
社

、
昭
和
五
一
年
刊
。

金
春
国
雄
『
能
へ
の
誘
い
』
淡
交
社
、
昭
和
五
五
年
刊
。

″
　

『
続
・
能
へ
の
誘
い
』
淡
交
社
、
昭
和
五
九
年
刊
。

八
嶌
正
治
「
世
阿
弥
の
『
却
来
』
の
実
体
に

つ
い
て
」

『
中
世
文

学
第
二
十

九
号

』

中
世
文
学
会
、
昭
和
五

九
年
刊
。

″
　
「
世
阿

弥
最
晩
年
の
作
風

」
『
謡

曲
・
狂
言
』
日
本
文
学
研
究
資
料

叢
書
、

有
精
堂
、
昭
和
五
六
年
刊
。

″
　

『
世
阿
弥
の
能
と
芸
論
』
三

弥
井

書
店
、
昭
和
六
〇

年
刊
。

（
た
か
す
・
ゆ
う
ぞ
う
、
経
済
・
社
会
・
文
化
史
、
日
本
大
学
教
授
）

学美の能19
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