
〈
研

究

論

文

５

〉

ハ
ー
ン
と
和
辻
哲
郎

―
―
両
者
の
日
本
理
解
―
―

ハ

ー

ン

と

隠

岐

島

体

験

―

隠
岐
島
に
初
め
て
足
を
踏
み
入
れ
た
外
国
人
―
―
そ
れ
は
英
国
人
教
師
、

ラ

フ

カ

デ

ィ
オ

・

ハ
ー

ン
で

あ

っ
た

。
当

時

（
明
治

二
十
五

年
）
日

本

人

の
間

で

す

ら

、

隠
岐

島

は

、

言

う

な

れ

ば

”
ｔｅ

ｒ
ｒ
ａ
　
ｉｎ
ｃ
ｏ
ｇ
ｎ
ｉｔａ
”
”

即

ち

″
知

ら

れ

ぬ
国

″

と
し

て

様

々

な
伝

説

が

一
般

に

流

布

し

て

い

た

が
、

こ

う

し

た
事

情

も

ハ

ー

ン

の
想

像
力

を
掻

き

立

て

こ

の

地

に

赴

か
し

め

た

一

つ

の
理

由

と

言

え

る
で

あ

ろ

う

。

し

か
し

、

ハ

ー

ン
は

単

な

る
紀

行

家

、

秘

境

探

検

者

で

は

な

か

っ

た
。

彼

は

後

で

述

べ
る
和

辻

同

様

、

自

ら

が
そ

れ

ま

で

馴

染

み

親

し

ん
で

来

た
世

界

と

は

凡

そ

趣

き

を
異

に
す

る

″
異

郷

″

と

遭

遇

し

た
と

き

、

彼

は

感

官

の

す

べ
て

を

駆

使

し

て

、

わ

け

て

も

視

覚

的

・

聴

覚

的

直

観

力

を

動

員

し

て

、

外

界

の
風

土

的

文

化

論

と
も

言

え

る

一
つ

の

統

合

的

イ

メ

ー

ジ
の

形

成

に

成

功

原
　
田
　
煕
　
史

し

た
の
で
あ
る
。

例
え

ば
、
彼
の
隠
岐
島
訪
問
は
、
取
り
も
直

さ
ず
彼

の

日

本

の

風
土
論

―
―
更
に
は
東
洋
の
風
土
論
及
び
日
本
美
構
造
論
の
展
開
の
た
め
の
重
要
な

足
掛
か
り
で
あ

っ
た

ば
か
り
で
な
く
、
彼
の
理
論
形
成

へ
の
信
念
を
深

め
た

貴
重
な
体
験
で
あ

っ
た
。
ハ
ー
ン
の
驚
歎
す

べ
き
隠
岐
群
島
航
海
日
記
（

和

辻
の
渡
欧
航
海
日
誌
の
縮
小

版
と
も
言
え
よ
う
）
は
、
彼

が
隠
岐
体
験
に
触

発
さ
れ
て
展
開

し
た
優

れ
た
日
本
風

土
論
で

あ
り
、

体
験
的
文
化
論
の
決
定

版

と
言

う
に
相
応
し

い
も
の
で
あ
る
。
彼
は
言

う
。

″
日
本

の
西
部

、
お
よ

び
中
部
地
方
の
風

景
美
は
ほ
か
の
地
方
の
そ
れ

と
少
し
違

っ
て
い

る
。
そ
れ
に
は
独
特

の
特
異
性

が
あ
る
。
…
…
人
の

目

を
悦

ば
す
色
は

い
ろ
い
ろ
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
翠
巒
の
色
（
＝

緑
色
）
で
も

な
い
し
、
陸
地
の
色
で
も
な
い
。
耕

さ
れ

た
平
野
、
稲
の

実

っ
た
広

び
ろ

と
し
た
野

づ
ら
が
、
暖
色
に
近
い
緑
を
見

せ
る
こ
と
は



あ

る

が

、

大
体

こ
の

国

の
「

自

然

」

の
基

調

社

、

ど
ち

ら

か

と

い

う

と

黒

っ

ぽ

い
色

だ
。

大

き

な
森

は

陰

鬱

な

色

を
し

て

い

る
し

、

草

の

色

も

淡

い

色

か

、
地

味

な
色

を
し

て

い

る
。

熱

帯

地

方
で

見

る
よ

う

な
、

あ

あ

い

う

烈

々

と
燃

え

て

い

る

よ

う

な

緑

は

、

こ

の
国

に
は

な

い

。

咲

き

ほ

こ

ろ

び

る
花

も
、

萠

え

で

る
草

木

の

ど

ん
み

ぴ
し

た
色

調

（
＝

う

れ

い

に

沈

ん
だ

色

）

と

照

り

映

え

て

、

み

ご

と

な

輝
き

を
放

つ
の

だ
。

公

園

と
庭

と
耕

地

の

ほ

か
は

、

こ

の

国

の

緑

の
色

は

妙

に

暖

か

み

と

柔

ら

か

み

に

欠

け
て

い

る
。

イ

ギ
リ

ス

の
芝

生

の
美

し

さ

を

な
し

て

い

る

よ

う

な

、

あ

あ
い

う

豊

か

な

緑

を
見

つ

け

た
い

と

願

っ
て

も

、

そ

れ

は
無

駄

で
あ

る
″
。

″
暗
が
り
″
の
日
本
―
―

日

本

の

自

然

の

色

彩

的

特

性

を

何

に

も

増

し

て

″
薄

闇

い

″
（
ｄ
ｕ
ｓ
ｋ
ｙ

）
と

裁
断
し
た
ハ
ー
ン
の
色
彩
論
的
風
土
論
は
、
片
や
″
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
雑
草

が

な
い

″

と
喝

破

し

た
和

辻

の

気

候

論

的

風

土

論

を
想

起

さ

せ

、

両

者

の

直

観

的

洞

察

力

の
豊

か

さ
を

比

較

・

類

推

せ

し

む

る

に
十

分

で

あ

る

。

ハ
ー

ン

は

こ

こ

で

日

本

の

自

然

が

″
暗

い

″

と

い

う

こ
と

、

そ

れ

が
地

中

海

や

ヨ

ー

ロ
ッ
パ
の
緑
が
も
つ
、
あ
の
特
有
の
″
ぬ
く
も
り
″
（
w
a
r
m
t
h
）
、
″
や
さ
し

さ

″
（
ｔｅ
ｎ
ｄ
ｅ
ｒ
ｎ
ｅ
ｓ
ｓ
）

を
欠

い

て

い

る
様

を
色

彩
論

的

対

比

に

よ

っ
て

特

徴
付

け

た

の
で

あ

る
。

日

本

の
自

然

の
原

風

景

が
正

に

″
暗

さ

″

に

あ

る

と

い

う

指

摘

は
、

も

し

″
風

土

″

が

単

な

る
気

候

や

環

境

で

は

な

く

、

精
神

に

刻

み

込

ま

れ

た
自

己

了

解

で

あ

る

と

す

る

和

辻

の

風

土

へ
の

基

本
理

念

に
従

え

ば

、

そ
れ
は
取
り
も
直
さ
ず
、
日
本

的
心
性

の

″根
源
的
暗
夜
性
″

の
指
摘

に
他

な
ら
な
い
。

日
本
的
心
性
の
根
源

的
暗
夜
性
１

恐
ら
く
こ
の
言
葉
ほ
ど
日
本
の
近
代

的
知
性

を
狼
狽
さ
せ
る
命
題
は
他

に
な
か
ろ
う
。
日
本
の
近
代
化
－

そ
れ

は
す

べ
か
ら
く
合
理
的
理
性
に
よ
る
呪

わ
れ
た
自
然
的
無
秩
序

の
部
分
、
即

ち
病

め
る
薄
明
の
部
分

の
排
斥
的
運
動

に
他

な
ら

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
勿

論
こ
う
し
た
近
代

化
の
唯
中
に
あ
っ
て

、
こ
れ
に
決
然
と
対
決
し
、
真
正

面

か
ら
対
抗
し
た
思
想
家
、
芸
術
家

が
皆

無
で
あ

っ
た
訳
で
は
な
い
。
民
俗
学

者
・
折
口
信
夫
も
ま
た
、
日
本

的
原
風
景

、
原
観
念
に
つ
い
て

の
文
字
通
り

の
理
解
者
で
あ
り
、
伝
統
的
心
性
の
真
の
継
承
者
で
あ
っ
た
。
折
口
は
日
本

的
心
性
の
原
型
を
古
代

に
求

め
、
古
代
人
の
心
の
生
活

の
中
心

が
宗
教
に
あ

り
、
そ
れ
故
神
々
と
の
め
く
る
め
く
邂
逅
の
恐
怖
と

喜

び

の

表
現
が

″
う

た
″
で
あ
る
こ
と
を
突
き
止

め
た
の
で
あ

る
。

彼
は
そ
の
歌
論
（
『
歌
の
円
寂

す
る
と
き
』
）
の
中
で
、

古
代
人
は

″
呪
う

べ
き
ほ
ど
の
孤
独
の
中
″
、
″
一
切

の
喜
び
慰
め
の
な
い
孤
独
″
の
中
で
―
―
即
ち
こ
の
古
代
特
有
の
寂
寥
感
の

中
か
ら

″
う
た
″
を
創
造
し
、
発
展

さ
せ
た
と
説
い
た
の
で
あ
る
。

折
口
は
、
日
本
人
に
あ
っ
て
は
、
と
り
わ
け
”
魂
″
の
存
在
を
重
視
し
、

そ
れ
の
至
高
の
表
出

と
表
現

を

″
ま
つ
り
″
と

″
う
た
″
に
見
出
し
た
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
故

そ
の
学
説
中
と
り
わ
け
注
目

に
値
す

る
理
論
の
多
ぐ
は
、

反
近
代

的
・
反
主
知
主
義
的
思
想

を
先
取
り
し
て

い
た
。
彼
は
先
ず
何
よ
り

も
心
の

″実
感
″
、

魂
の

″
高
揚
″
を
認
識
の
原
点

と
し
た
の
で

あ
る
が
、

わ
け
て
も
日
本
の
古
代
的
心
性
に
顕
著
な
"
呪
わ
れ
た
"
、
"
常
夜
的
"
"
お



ど
ろ
お
ど
ろ
し
さ
”
は
、
少

く
と
も
近
代

的
悟
性
認
識
の
近
づ
き
難
い
領
域

で
あ

っ
た
。
し
か
し
こ
う
し
た

″
霊
魂
″
の
問
題
を
深
く
追
求
せ
ん
と
す
る

と
き
、
そ
れ
は
単
な

る
分
析
的
、
対

象
的
構
造
化
に
よ

っ
て
は
十
分

把
握
し

き
れ
ぬ
信
仰

の
内
的
救
済
的
意
味
の
重
要
性

が
厳
存
す

る
の
で
あ
る
。
実
際

折
口
日
本
人
論
は
彼
の
民
族
の
魂
の

″
鼓
動
″
へ
の
深
い
共
感
、
そ
れ
故
乞

食
に
も
似

た
自
ら
の
旅
と
行
脚
に
よ

っ
て
は
じ
め
て
成
立
し
、
又
そ
れ
ら
に

よ
っ
て

支
え

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
で
先
に
見
た
和
辻
同
様
、
折
口
民
俗
学
と
ハ
ー
ン
の

日
本
風
土
論
間
の
驚
く

べ
き
方
法

論
的
類
似
性
に
気
付
く
で
あ
ろ
う
。
実
際

ハ
ー
ン
は
後
年
展
開
さ
れ
る
に
至
る
折
口
民
俗
学
に
先
駆
す
る
極
め
て

重
要

な
比

較
文
化

論
的
試
論
を
既

に
発
表

し
、
国

際
的
・
学
際
的
視
野
と
深

い
人

類
的
共
感
に
基

づ
い
て
学
問
的
成
果

に
十
分

貢
献
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
例

え
ば
折
口
に
於
け
る
純
粋
日
本
学
が
彼
の
″
沖
縄
体
験
″
に
よ
っ
て
初
め
て

確
実
な
も
の

と
な

っ
た
如
く
（
沖
縄

が
原
日
本
的
心
性

を
抽
出
す
る
に
極
め

て
好
都
合

な
地
域
で
あ

っ
た
の
は
、
そ
れ
が
本
土
の
如
く
仏
教
伝
来
に
よ
る

個
人
に
於
け
る
内
的
革
命
が
も
た
ら
さ
れ
ず
、
又
技
術
文
明
の
未
発
達
―
―

鉄
器
は
十
三
世
紀
ま
で
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
―
―
に
よ
っ
て
古
代
的
心
性
が

原

型
に
近
い
形
で
近
代
ま
で
維
持
さ
れ
て

い
た
）
、

ハ
ー
ン
に
於
け
る

日
本

学
の
基
盤
は
本
土
に
あ
っ
て

も
な
お

″
知
ら
れ
ざ
る
国

″
と
し
て
原
初

的
自

然
と
原

観
念

を
保
持
し
て
い
た
隠
岐

島
体
験

に
よ
っ
て

作
り
出

さ
れ
て

い
た

の
で
あ
る
。
か
く
し
て

両
者

は
、
片

や
本
土

の
自
然

に

″暗

く
、
陰
鬱

な
″

原
風

景
を
、
片
や
沖
縄
の
島
々
に

″
暗
き
常
世
″（

に
ら
い

か
な
い
）
と

″
魔

界
″
（
く
ろ
ま
た
の
神
）
を
鋭
い
直
観
に
よ
っ
て
洞
察
し
た
の
で
あ
る
。

ハ

ー

ン

の

日

本

論

―

ハ

ー

ン

の

日
本

風

土

論

は

興

味

尽

き

ぬ

テ

ー

マ

で
満

た

さ
れ

て

い

る

。

彼

は

日
本

的

風

景

を
特

徴

付

け

る
今

一
つ

の
要

素

と

し
て

″
大

気

″

を

挙

げ

て

い

る

。

こ

の

大
気

こ

そ

が
日

本

の

自

然

に

″
微

妙

な

、

ま

る
で

仙

郷

に
見

え

る

よ

う

な

、

い
う

に
い

わ

れ

ぬ
幽

玄

な

色

彩
″

を
与

え

て

い

る
の

で

あ

る

。

ハ

ー

ン
は

″
水

蒸

気

が
遠

景

を

化

か
す

″

と

さ
え

断

じ

て

、
次

の
如

く

述

べ

て

い

る
。

″
山

の
峯

を
百

い

ろ

の

青

と

灰

色

の

蠢

惑

の

な

か

に
ひ

た

し

、

あ

ら

わ

な

断

崖
を

紫
石

英

に
変

え

、
黄

玉

い

ろ

の
朝

ぼ
ら

け

に
妖

し

い

絖

を

の

べ
、

昼
は

地

平

線

を

消

し

て

光

の
海

を

ひ

ろ
げ

、

ま

た
夕

べ
に

は
黄

金

の

煙

を

た

な

び

か
せ

、
水

の

お

も

て

を

青

銅

色

に
染

め
て

、
落

日

を
怪

し

き

螺

鈿

の
紫

と
み

ど

り

に

縁

ど

る

。
″

日
本

の
自

然

の
魅

力

は

こ

の

風

景

の

″
背
景

性

″
（
Ｗ

 ｅ
ｌｔ
ｈ
ｉｎ
ｔｅ
ｒ
ｇ
ｒ
ｕ
ｎ
ｄ
 ）

に

あ

っ

た

の

で
あ

る
。

日

本

画

の

巨
匠

達

は

、

こ

う

し

た
自

然

の

背

景

の

魅

惑

の
感

じ

を

″
色

彩

で

と

ら
え

よ

う

と
試

み
″
、

奇

蹟

と
思

わ

れ

る
程

度

に

、

そ

の
描

写

に
成

功

し

た

の

で

あ

る

。

ハ
ー

ン

が
日

本

の

風

景

の
特

徴

を
前

景

よ
り

も

む
し

ろ
背

景

に

求

め

、

そ

こ
に
″
ふ
し
ぎ
で
、
粗
野
な
暗
い
美
し
さ
―
―
言
葉
で
は
到
底
言
え
ぬ
美
し

さ

″

が
あ

る

と
指

摘

し

た

こ

と

は

、
そ

れ

が
単

な

る
印

象

批

評

に

と

ど

ま

ら

ず

、

日

本

精

神

史

の

解

明

に
極

め

て
重

要

な
示

唆

を
与

え

て

く

れ

る

も

の

で



お
る
こ
と
は
論
を
持
た
な
い
。
わ
け
て
も
自
然
の
背
景
性
か
我
々
の
意
識
に

ふ
し
ぎ

な
魔
法

を
及

ぼ
し
、
美
的
対
象
で
は
あ
っ
て

も
、
そ
こ

に
粗
野
で
不

思
議

な
暗
夜
を
潜
め
て
い
る
と
す
る
彼
の
色
彩
論
的
風
土
論

は
、
後

述
す
る

和
辻

や
或
る
い
は
漱
石

や
直
哉
に
代

表
さ
れ
る
近
代

日
本
の
哲
学
的

、
文
学

的
知
性
の
創
造
の
秘
密
に
深

く
触
れ
合
う
も
の
で
あ
る
。
日
本
近
代

の
代
表

的
知
性
の
多
く

が
、
自
然
と
生
の
深
淵

を
介
し
て
自
我

そ
の
も
の
の
矛

盾
と

葛
藤
を
把
握
し
得
た
事
実
を
認
識
す
る
と
き
、
ハ
ー
ン
が
既
に
日
本
近
代
の

黎
明
期
に
於
て

、
そ
の
鋭
敏
で
グ
ロ
ー
バ
ル
な
批
評
意

識
を
介
し
て

、
日
本

的
自
然
の
根
源
的
暗

夜
性
を
通
し
て
の
み
顕
現
さ
れ
る
生
の
全
的
歓
喜

と
恐

怖

を
風
土
的
自
然
の
核
心
に
求
め
た
こ
と
は
正

し
く
驚

歎
に
値
す

る
も

の
で

あ
る
。

ハ
ー
ン
は
日
本
風
土

論
を
色
彩
論
か
ら
形

態
論
へ
と
更
に
展
開
し
て

ゆ
く
。

彼
は
日
本
的
風
景

の
美

し
さ
の

今

一
つ
の
秘
密

を
、
″
山
容

の

異
様

な
線
、

皺
や
凸
凹
の
多
い
、
峨

々
た
る
山
脈
の
輪
郭
″
に
あ
る
と
し
て

次
の
如

く
言

う
。

″
二
つ
の
山

塊
で
、
形

が
瓜
二
つ
と
い
う
の
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、

か
な

ら
ず
そ
の
一
つ
一
つ
が
、
独
自
の
変

っ
た
山
容
を
も
っ
て

い
る
。
か
な

り
の
標
高
を
も
っ
て
い
る
山
脈
で
、
ふ

っ
く
ら
と
し
た
柔
か
み
の
あ
る

線

を
も
っ
た
も
の
は
ほ
と

ん
ど
稀
で
、
大
体
の
特
徴
は
突
兀
と
し
て
い

る
点
だ
ろ
う
。

日
本

の
山

の
美
し

さ
は
、
や
っ
ぱ
り
「
不

揃

い

の

美

し
さ
」
だ
と
言
え

よ
う
″
。

西

洋
の
古
典
美
の
形

態
の
理

想
は
、
明
確
な
輪
郭
線
と
相
称
性
に
あ

っ
た

が
―
―
な
ぜ
な
ら
イ
デ
ア
の
世
界
は
、
こ
の
想
像
上
の
区
分
と
対
象
の
論
理

的
整
合
性
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
か
ら
―
―
ハ
ー
ン
は
日
本
的
美

の
形
態
の
理
想
を

″
非
相
称
性
″
に
認
め
、
そ
の
ソ

ー
ス
を
わ
れ
わ
れ
に
身

近

な
山
岳
の
奇
形

に
求

め
た
こ
と
は
卓
見

と
言
え

よ
う
。
実
際
日
本
の
山

々

の
異
形
と
異
相
は
、
不

定
位
か
つ
未

確
定

な
日
本
的
心
性
を
育
む
原
風
景

に

外
な
ら
な
い
。
日
本
美
の
形
態
的
秘
密
を
″
不
揃
い
″
に
認
め
た
ハ
ー
ン
の

形

態
論
は
、
更
に
進
ん
で
日
本
人

の
装

飾
的
遊
戯
性
、
無
作
為
的
意
匠
感
覚

等

々
を
解
く
た
め
の
優
れ
て
有
効
な
美
的
解
明
原
理
を
提
供
し
て

い
る
。

ハ
ー
ン
は
日
本
の
自
然

と
芸
術
を
関
係
づ
け
て
次
の
如
く
結
論
す
る
。

″
き

っ
と
こ
の
奇
怪
面

妖
な
「
自
然
」

が
日
本
人

に

お

け

る
「
不
揃

い
」
の
価
値
と
い
う
、
独

得
の
セ
ン
ス
を
吹
き
こ
ん
で

、
外
国

の
芸
術

か
ら
自
国
の
芸
術

を
截
然
と
区

別
さ
せ
て
い
る
「

構

図
」

と
い
う
唯

一
の
秘
術
を
教
え

た
も
の
に
ち
が
い
な
い
。
た
し
か
に
、
ひ
と
た
び
日

本

の
装
飾
美
術
の
美
と
意
義
を
感
得
す

る
と
、
誰
し
も
そ
れ
以

後
は
西

欧
の
そ
の
方
面

の
美
術
に
あ
き
た
ら
な
く
な
る
こ
と
は
ま
ち

が
い
な
い
。

日
本
美
を
知

っ
た
人

が
ほ
ん
と
う
に

学
ん
だ

こ

と
は
、
「
自
然
」
の
最

大
の
妙
味

は
「
不

揃
い
な
り
」
と
い
う
こ
と
に
尽
き

る
。
そ
し
て
お
そ

ら
く
は
、
人

生
と
仕
事

の
最
高
の
お
も
し
ろ
味
も
、
や
は
り
こ
の
「
不

揃
い
」
と
い
う
問

題
に
つ
い
て
、
大
い
に
価
値
あ
る
も
の
が
書
か
れ
は

し
な
い
だ
ろ
う
か
″。

ハ
ー
ン
は
こ
こ

に
至
り

、
自
然
の
形

姿
の
不
完
全
、
欠
損
、
欠
落
と
い
う

理
論
理
性

に
と
っ
て

は
む
し
ろ
否
定
的
要
素

を
、
却

っ
て
積
極
的
な
活
力
を



秘
め
た
契
機
と
し
て
止
揚
し
、
そ
こ
か
ら
独
自
の
「
構
図
の
美
学
」
―
―
例

え
ば
意
匠
、
取
り
合
わ
せ
、
趣
向
等
々
―
―
を
構
想
し
、
こ
れ
ら
の
美
意
識

を
や

が
て
「

精
神
の

構
図
（

＝
図

柄
）
」
と
し
て

の
「

即
」
の
理
念

へ
と
高

め
た
日
本
的
心
性
の
強
靭
か
つ
し
た
た
か
な
側
面

を
愬
え
鳥

瞰
す
る
に
至

る
。

仕
事
の
最
高
の

″面
白

味
″

と
し
て

の

″不

揃
い
″
的
空
間
表

象
と
は
、
正

し
く
禅
的
悟
ぴ
の
そ
れ
に
外

な
ら
な
い
。
ハ
ー
ン
が
期
待
し
て
止

ま
な
か
っ

た

″不

揃
い
″
に
関
す
る
価
値
あ
る
著
作
は
、
や
が
て

一
人

の
天
才

的
日
本

の
宗
教
家
に
よ

っ
て

し
た
た
め
ら
れ
、
西

欧
の
代
表

的
知
識
人

か
ら

も
熱
い

眼
差
し

を
注

が
れ
た
の
で
あ
る
。
鈴
木

大
拙
は
そ
の
著

『
禅
と
日
本
文
化
』

の
中
で
日
本
的
な
る
も
の
を
定
義
し
て

次
の
如

く
言

う
。

″
非
相
称
性
は
確
か
に
日
本
芸
術
の
特
徴
で
あ
り

、
そ
れ
は
不

均

整

や
軽
快
さ
や
親
近
感
（

＝
日
常
性

）

が
或

る
程
度
日
本
の
芸
術
作
品

の

特
徴
と

な
る
理
由
の
一

つ
で
あ
る
。
他
方

シ
ン
メ
ト
リ

ー
は
体
面

、
荘

重

、
感
銘

を
喚
起
し
、
そ
れ
は
論
理
的
形
式
主
義
や
抽
象
概
念
を
構
築

す

る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
。
日
本
人
は
し

ば
し
ば
知
力
や
思
考
力
に
欠
け

る
と
い
わ
れ
る
。

な
ぜ
な
ら
日
本
文
化
そ

の
も
の

が
全
く
知
力
を
通
し

て

育
く
ま
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
こ

う
し

た
認
識
は
、
或
る
意
味

で

日
本
人

が
不
均

整
を
好
む

と
い
う
こ

と
に
由
来
す

る
と
思
わ
れ

る
。

（
西

欧
的
）
知
性

は
も

っ
ぱ
ら
均
衡

を
追
求

し
、

他
方
日
本
人
は

そ
れ

を
無
視
し

、
不

均
整

な
る
も
の

に
強
く

あ
こ

が
れ

る
の
で
あ
る
。

不
均

整
、
非
相
称
性

、
一

角

様

式

、
欠

落

、
わ

び
・
さ
び
、
簡
潔
、

孤
高

等
々
が
日
本
の
文
化
、
芸
術

の
最

も
明
確

な
特
徴

を
作
り
上
げ
て

い

る

も

の

で

あ

る

。

そ

し

て

こ

れ

ら

は

禅

の

中

心

思

想

か

ら

発

し

て

居

り

、

そ

れ

は

″
一

即

多

・

多

即

一

″

（
ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｏ
ｎ
ｅ
　
ｉｎ

 

ｔ
ｈ
ｅ

　
Ｍ

ａ
ｎ
ｙ

ａ
ｎ
ｄ
　
ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｍ
ａ
ｎ
ｙ

　
ｉｎ
　
ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｏ
ｎ
ｅ
）
　
の

思

想

、

言

う

な

れ

ば

一

者

は

個

及

び

多

と

し

て

全

体

の

中

に

存

す

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

″
。

″
即

″

と

い

う

概

念

は

、

い

わ

ば

褝

哲

学

を

含

む

東

洋

思

想

の

中

心

を

な

す

も

の

と

し

て

大

拙

が

そ

の

解

明

と

啓

蒙

に

つ

と

め

て

来

た

も

の

で

あ

る

が

、

バ
ー

ン

が

日

本

人

を

介

し

て

探

り

当

て

た

″
不

揃

い

の

自

然

に

対

応

す

る

不

揃

い

の

美

学

″
、

″
欠

落

に

見

合

う

三

昧

的

遊

戯

性

″

こ

そ

、

や

が

て

日

本

の

思

想

家

自

身

の

手

に

よ

っ

て

自

覚

化

さ

れ

、

精

神

の

伝

統

と

し

て

提

示

さ

れ

る

に

及

ん

だ

の

で

あ

る

。

″
気

合

い

〃

の

美

学

―

翻
っ
て
和
辻
も
、
こ
う
し
た
単
な
る
自
然
環
境
で
は
な
く
、
精
神
構
造
の

中

に

刻

み

込

ま

れ

た

自

己

了

解

と

し

て

の

風

土

論

を

名

著

『

風

土

』

の

中

で

詳

し

く

展

開

し

て

い

る

が

、

彼

は

「

芸

術

の

風

土

的

性

格

」

と

題

す

る

章

で

、

″
西

洋

的

シ

ン

メ

ト

リ

ー

″

に

対

す

る

東

洋

的

秩

序

と

し

て

の

″
気

合

い

″

の

原

理

を

、

庭

園

芸

術

を

例

に

展

開

し

て

い

る

。

ハ

ー

ン

同

様

、

和

辻

も

又

、

い

わ

ゆ

る

芸

術

の

統

一

原

理

と

し

て

の

「

ま

と

ま

り

」

に

重

大

関

心

を

寄

せ

つ

つ

も

、

そ

の

ま

と

ま

り

が

果

し

て

″
規

則

的

な

も

の

″

だ

け

に

よ

っ
て

、

即

ち

「

つ

り

あ

い

」

が

単

に

シ
シ

メ

ト

リ

ー

や

比

例

の

み

で

得

ら

れ

る

か

ど

う

か

に

疑

念

を

抱

き

、

西

洋

美

学

の

形

式

原

理

に

強

く

働

き

か

け

る

合

理

主

義
を
批
判
す
る
。
か
く
し
て
ハ
ー
ン
に
お
け
る
日
本
独
自
の
"
不
揃
い
の
美



学
”
は
和
辻
に
あ
っ
て
は
、
わ
れ
わ
れ
の
感
情
に
訴
え
る
力
の
釣
り
合
い
と

し

て

の

″
気

合

い

の

美

学

”

へ

と

発

展

す

る

。

和

辻

は

″
無

秩

序

な

荒

れ

た

自

然

の

う

ち

か

ら

秩

序

や

ま

と

ま

り

を

作

り

出

す

と

い

う

努

力

が

、

日

本

人

を

し

て

造

園

術

に

つ

い

て

の

全

然

異

っ

た

原

理

を

見

い

だ

さ

し

め

た

″

と

し

て

、

彼

は

″
自

然

を

看

護

す

る

″

人

工

の

美

学

を

、

自

然

に

法

則

を

強

要

す

る

の

で

は

な

く

、

む

し

ろ

人

工

を

自

然

に

従

わ

し

め

る

″
呼

応

″

の

美

学

を

提

唱

す

る

。

和

辻

は

言

う

。

″
さ

て

か

く

し

て

で

き

あ

が

っ

た

庭

園

は

い

か

な

る

ま

と

ま

り

か

た

を

持

っ

て

い

る

で

あ

ろ

う

か

。

簡

単

な

も

の

に

な

る

と

、

そ

れ

は

た

だ

杉

苔

の

生

い

育

っ

た

平

面

に

一

本

の

松

、

あ

る

い

は

五

七

の

敷

き

石

が

あ

る

き

り

で

あ

る

。
（

た

と

え

ば

大

徳

寺

真

珠

庵

方

丈

の

庭

、

玄

関

先

、

桂

離

宮

の

玄

関

先

な

ど

。
）

そ

れ

は

統

一

す

べ

き

多

様

さ

を

持

た

な

い

、

従

っ

て

本

来

統

一

さ

れ

て

い

る

単

純

な

も

の

に

過

ぎ

ぬ

と

も

言

え

よ

う

。

し

か

し

こ

の

杉

苔

は

自

然

の

ま

ま

で

は

こ

の

よ

う

に

一

面

に

生

い

そ

ろ

う

こ

と

の

な

い

も

の

で

あ

る

。

そ

れ

は

た

だ

看

護

に

よ

っ

て

得

ら

れ

た

人

工

的

な

も

の

に

ほ

か

な

ら

ぬ

。

し

か

も

こ

の

よ

う

に

生

い

そ

ろ

う

た

杉

苔

は

刈

り

そ

ろ

え

ら

れ

た

芝

生

の

よ

う

な

単

純

な

平

面

で

は

な

い

。

下

か

ら

盛

り

上

が

っ

て

微

妙

に

起

伏

す

る

柔

ら

か

な

緑

で

あ

る

。

そ

の

起

伏

の

し

か

た

は

人

間

が

左

右

し

た

の

で

は

な

い

自

然

の

ま

ま

の

も

の

で

あ

る

が

、

し

か

し

人

間

は

こ

の

自

然

の

ま

ま

の

微

妙

な

起

伏

が

実

に

Ｉ
　

美

し

い

も

の

で

あ

る

こ

と

を

知

っ

て

、

そ

れ

を

看

護

に

よ

っ

て

作

り

出

し

た

の

で

あ

る

。

従

っ
て

こ

の

起

伏

す

る

柔

ら

か

い

緑

と

堅

い

敷

き

石

と
の
関
係
に
も
庭
作
り
は
非
常
な
注
意
を
払
っ
て
い
る
。
敷
き
石
の
面

の
刻
み
方
、
そ
の
形
、
そ
の
配
置
、
―
―
面
を
平
面
に
し
形
を
方
形
に

す

る
よ
う

な
こ

と
も
、
幾
何
学
的

な
シ
ン
メ
ト
リ

ー
と
し
て
統
一

を
得

る
た
め
で

は
な
く
、
苔
の
柔
ら
か
い
起
伏

に
対
す

る
対
照
の
た
め
で

あ

る
。
大
小
相
呼
応
し
て
参
差
と
散
ら

さ
れ

る
。
そ
れ
は
幾
何
学
的
な
比

例
に
お
い
て
で

は
な
く
、
我
々
の
感
情

に
訴
え

る
力

の
釣
り
合
い
に
お

い
て

、
い
わ
ぱ
気
合
い

に
お
い
て

統
一
さ
れ
て
い

る
。
ち

ょ
う
ど
人

と

人

と
の
間

に
「

気

が
合

う
」
と
同

じ
よ
う
に
、
苔
と
石

と
、
あ
る
い
は

石

と
石

と
の
間
に
、「

気
」

が
合

っ
て

い
る
の
で
あ
る
″。

絶
妙
と
も
見
え
る
和
辻
の
美
的
判
断

が
わ
れ
わ
れ
に
語
り
か
け
、
か
つ
訴

え
る
も
の
は
、
荒
々
し
く
無
秩
序
な
原
自
然
が
何
よ
り
も
必
要
と
す
る
も
の

―
―
そ
れ
は
人
間
的
な
″
い
つ
く
し
み
″
即
ち
人
間
に
よ
る
自
然
へ
の
″
看

護
″
の
働
き

か
け
で
あ

る
と
い
う
こ

と
で
あ

る
。
和
辻
は
人
倫
に
つ
い
て
、

そ
れ

が
人

と
人

と
の

″間
柄
″
、

関
係
性
で

あ
る
こ
と

を

力
説
し
て
止
ま

な

か
っ
た
が
、
彼
は
同
時
に
、
人
間
と
自
然
、
否
人
間
と
あ
ら
ゆ
る
存
在
物
と

の

″
い
つ
く
し
み
″
を
介
し
た
関
係
性
を
求
め
て
止

ま
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

我
々
を
取

り
巻
く
大
自

然
は
、
時
に
は
荒
々
し

く
、
時

に
は
無
秩
序
に
見
え

て

も
、
人
間
は
そ
れ
へ
の
支
配
者
で
は
な
く
保
護
者
で

あ
り
続

け
ね
ば
な
ら

な
い
。
狂
暴
な
る
自
然
は
又

か
弱
き

″
弱
者

″
で
あ
る
こ
と
を
我
々
は
忘

れ

が
ち
で
あ
る
。
二
十
世
紀
の
代
表
的
彫
刻
家
、
ヘ
ン
リ
ー
・
ム
ー
ア
は
、
自

ら
の
創
作
の
秘
密

を
明
か
し
て

、
外
的
形
式
と
内

的
形

式
を
説

い
て
い
る
。

ム
ー
ア
に
よ
れ
ば
彼
の
あ
ら
ゆ
る
造
形
は
こ
の
二

つ
の
原
理

を
内
蔵
し
、
母



な
る
形
式
（
外
的
形
式
）
は
そ
の
防
御
力
（
武
装
）
と
い
つ
く
し
み
に
よ

っ

て
子
な
る
形
式
（
=
内
な
る
形
式
）
た
る
内
容
（
臓
器
）
を
護
り
、
保
護
し

て
い

る
と
い
う
。
い
ま

ム
ー
ア
の
原
理
に
従
う
と
す
れ
ば
、
自

然
は
正

し
く

す

べ
て

を
開
い
て
、
母

な
る
も
の
に
訴
え
か
け
る
子
な
る
形

式
で
あ
り

、
母

な
る
も
の
と
は
看
護
と
配
慮
に
よ

っ
て
愛
す
る
も
の
を
い
た
わ
る
人

間
そ
の

も
の
な
の
で
あ
る
"
日
本
人
は
″
こ
の
自
然
の
ま
ま
の
微
妙
な
起
伏
が
実
に

美
し
い
も
の
で
あ
る
″
と
感
じ
た
と
き
、
そ
れ
を
い
た
わ
り

、
保
護
者

た
ら

ん
と
願

っ
た
の
で
あ
る
。
守
護
者
は
、
し
か
し
決
し
て
支
配
者

で
は
な
い
。

支
配
と
は
論
理
的
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
裁
断
（
選
別
）
に
よ
る
弱
者
へ
の
君
臨
で

あ
る
。

″
気
合

い
″
、
″呼

応
″
、
″関

係
″
を
力
説
す

る
と
き
、

和
辻

は
人
間

と
自

然
、

存
在

と
存
在

と
の

″コ
ミ

ュ
ー
ン
″
（
交
わ
り
）
そ
の

も
の

を
予

知
し
て

い
た
の
で
あ

る
。
そ
れ

は
利
害

や
支
配
関
係

を
越
え

た
正
し
く
生
命

的
連
帯

、
間

柄
的

″相
互

扶
助

の
関

係
″
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

支
配
的
原
理
か
ら
相
即
の
原
理
ヘ
―
―

既

に
見
た
如

く
、

ハ
ー
ン
も
又
、
″不

揃
い
の
自
然
″
、
″
不

揃
い
の
美
学
″

を
肯
定

す
る
こ

と
に
よ
っ
て

、
強
者
（

＝
論
理
）

の
弱
者
（

＝
自

然
）
へ
の

支
配
と
強
制
を
拒
否
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
西
洋
の
美
学
が
均
衡
の
中
に
も

何

か

″
一
定

の
均
斉
″

を
要

求
し
て
存
在
の
序

列

を
規
定

し
た
の
に
対
し

、

日
本

の
装

飾
的
図
柄

に
は
、
何

ら
均

斉
や
千
篇
一
律
の
も
の
は

な
い
。
否

そ

れ
を
殊
更
避

け
る
こ

と
に
よ

っ
て
、
日
本
人
は
対
立
物
の
相
即
性
を
認
識
し
、

″
た
ゆ
た
う
"
遊
戯
的
ピ
ジ
ョ
ン
を
創
造
し
得
た
の
で
あ
る
。
巧
ま
ず
し
て

妙
な
る
装

飾
的
精
巧

さ
は
、
正

に
仏
教

的
相
観

の
世
界

を
も
実
現
し
得
て

い

た
。
″
装

飾
と
は
正
し

く
魂
と
大
い
な
る
自

然
と
が

織
り

な
す
自
在
の

世
界

で

あ
り
、
人
間

が
装
飾

を
見
、
そ
れ
を
恭
々
し
く
扱
う
の
は
装
飾
も
人
間

を

見

、

人
間
を
守
ろ
う

と
し
て
い

る
こ

と
に
ほ
か

な

ら

な

い
″
。
（
岡
村
吉
右

衛
門
『
象
徴
の
美
』）
そ
れ
故
装

飾
を
可

能
と
し
機
能
さ
せ
る

空
間
と
は
、

支

配

と
服
従
を
規
定
す
る
虚
構
の
そ
れ
で

は
な
く
、
装
飾
と
人
間
と
が
心
の
交

歓

を
す
る
場

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ハ
ー
ン
は
装
飾
的
妙
を
日
本
の
襖

絵
に
見

出

す
が
、
そ
れ
は
正

し
く
和
辻
の

″
気
合

い
″
の
美
学
に
呼
応
す
る
存
在

の

交
感
・

照
応
の
世

界
で
あ

っ
た
。
ハ
ー
ン
は
記
述
す
る
。

″地

紙
の
色
は
、
品
の
い
い
た
ま

ご
色
で
、
そ
れ
に
あ
っ
さ
り

し
た
金

箔
が
―
―
仏
教
の
方
で
象
徴
に
な
っ
て
い
る
宝
珠
の
玉
が
、
お
互
に
、

き

ま
っ
た
正
確

な
間

隔
に
散
ら
し
て

な
い
の
で
あ
る
。
図
柄

そ
の
も
の

か
ら
し
て

が
、
妙
に
形

が
揃
っ
て
い

な
い
し
、
き
ち
ん
と
お
な
じ
正
確

な
並

べ
方
に
な
っ
て

い
る
も
の
、
あ
る
い
は
、
お
な
じ
釣
り
あ
い
に
お

か
れ
て

い
る
も
の
は
、
ふ
た
つ
と
見

あ
た
ら
な
い
。

片
方
の
玉

は
透
き

と
お

っ
て

、
片
方
の
は
透
き
と
お
っ
て
い
な
い
か
と
思
う
と
、
ふ
た
つ

と
も
透
き
と
お
っ
て
い
る
の

が
あ
り

、
逆
に
ふ
た
つ
と
も
透
き
と
お
っ

て

い
な
い
の
も
あ
る
。
そ
う
か
と
思
う
と
、
透
き
と
お
っ
て

い
る
方

が

形
が
大
き
い
か
と
思
う
と
、
透
き
と
お
ら
な
い
方
が
大
き
い
の
も
あ
り
、

な
か
に
は
、
ふ
た
つ
と
も
同

じ
大
き
さ
の
が
あ
っ
た
り

、
お
た
が
い

に

重

な
り
合

っ
て
い

た
り

、
あ
る
い
は
、
飛
び
は
な
れ
て

い
た
り
し
て
い

る
。
透
き

と
お
っ
て

い
な
い
の
が
、
左
手
に
あ
る
の
も
あ
れ

ぱ
、
反
対



に
右
手
に
あ
る
の
も
あ
り
、
か
と
思
う
と
、
透
き
と
お
っ
た
の
が
、
上

に
あ
る
の
も
あ
り
、
逆

に
下
に

な
っ
て
い
る
の
も
あ

る
″
。

空

間

（

劇

的
世

界
）

か

ら

時
間

（

聖

な

る

世

界
）

へ

‥

「
語
り
」
　
　
と
　
　
「
う
た
」
　
　
―
―

ハ
ー
ン
と
和
辻
の
日
本
理

解
に
於

け
る
共
通
項

が
片
や
空
間
的
自
然

を
介

し
て

の
自
己
了
解
と
し
て

の

″風
土

″
へ
の
並
々
な
ら
ぬ
関
心
で

あ
る
と
す

れ
ば
、
今
一
方
に
は
時
間
的
契
機
を
介
し
て

民
族
を
越
え

た
類
的
自
己
実
現

へ
の
道
を
準
備
し
、
外
な
る
痛
み
（

苦
難
）
と
内

な
る
祈
り
（
癒
や
し
）

に

よ

っ
て
、
人
類

の
救
済
的
可

能
性

を
約
束
し
得
た
こ
と
に
あ
ろ
う
。

既
に
見

た
如
く
、
両
者

が
優
れ
て
視
覚
的
・
空
間
的
存
在
感
覚
の
保
持
者

で
あ

っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
以

上
に
聴
覚
的
・
時
間

的（
＝

脱
身
体
的
）
感
覚

の
体
現
者
で
あ

っ
た
こ
と
を
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
。
否
両

者

を
通
じ
て
近
代

日
本
人

は
、
は
じ

め
て

″
音
楽
的
時
間
意
識
″

が
我
々
の

生
活

を
貫

き
、
生

命
の
劇

的
性
格
に
秩
序

を
与
え
（
こ

れ
を
通
常
我

々
は
リ

ズ
ム
と
称
す
る
）
、

他
方
そ
の
同
じ
生
命
意
識

が
外
界

と
の

占
有
的
連
関

を

す

べ
て
断

ち
切

り
、
た
だ
世
界
に
向

か
っ
て
自
己

の
無
条
件

的
仮
託
（
＝
祈

り
）
を
生
起
せ
し
む
る
と
き
、
人

は
わ
れ
知
ら
ず

″
う
た
う
″
こ
と
を
（
通

常
そ
れ
を
我
々
は
メ
ロ
デ
ィ
と
称
す
る
）
教
え

た
の
で
あ
る
。
実
際
我
々
人

間

は
生
命
意
識
の
相
反
す
る
二
重

の
構
造
契

機
（
リ

ズ
ム
と
メ
ロ
デ
ィ
）

を

介
し
て
の
み
、
真
に
超
越
的
領
域
へ
の
旅
立
ち
が
可

能
な
の
で
あ
る
。
こ

う

し
た
時
間
的
構
造
契
機
の
二
重
性
は
、
既
に
述
べ
た
空
間
的
構
造
契
機
と
し

て

の
外

的
・
内

的
形
式

と
照
応
す
る
で

あ
ろ
う
。

ハ
ー
ン
は
こ
う
し
た
音
楽
的
感
情
と
意
識
が
も
た
ら
す

個
人

を
越
え

た
無

限

の
霊
性

（
聖
性

）
に
つ
い
て
、
そ
の
著
作
の
至
る
所
で
言
及
し
て
い
る
。

彼
が
マ
ル
テ
ィ
ニ
ー
ク
島
滞
在
中
書
き

上

げ

た

唯
一
の
中
篇
小
説
『
ユ
ー

マ
』
は
、
白
人
と
黒
人

間
で
実
際
に
起
き

た
（
一
八
四
八
年
）
奴
隷
解
放
運
動

中
の
非
劇
的
エ

ピ
ソ

ー
ド
に
基

づ
く
人
類
的
愛
と
解
放
の
物
語
で
あ
る
が
、

こ
の
物
語
に
一
貫
し
て

流
れ
る
通
奏
低
音
は
白
人
の
被
害
者
で
す
ら
あ
る
一

黒
人
少
女
の
主
家
の
愛
児
へ
の
無
償
の
愛

と
自
己
犠
牲
へ
の
賛
歌
で
あ

る
。

少

女
の
真
実
、
気
高
さ
、
献
身

的
情
熱

は
ハ
ー
ン
が
愛
し
た
ロ
マ
ン
的
作
曲

家
リ
ヒ

ヤ
ル
ト
・
ワ

ー
グ
ナ
ー
の

″愛
″

と

″
救
済
″
の
動
機
に
も
似
て
、

聖
母
の
如
く
清
ら
か
な
彼
女

の

″
う
た
″

に
よ

っ
て
現
実
化
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
猛
火
の
恐
怖
に
も
拘
わ
ら
ず
、
″
心

を
定

め
た
″
ユ
ー
マ
（
黒
人
少
女
）

の
内

に
去
来
す

る
も

の
ｉ

そ
れ
は
正

し
く
全
世
界

へ
の
自
己
の
無
条
件
的

仮
託
で
あ
り
、
わ
れ
知
ら
ず
口
ず
さ
ま
れ
た
″
う
た
″
を
介
し
て
の
祈
り
で

あ
っ
た
。

ハ
ー
ン
は
む
し
ろ
淡

々
た
る
調
子
で
破
局
を
物
語

る
が
、
こ
こ
に

は
″
確
か
に
傾
聴
の
人
″
ハ
ー
ン
が
厳
存
し
た
。

″
ユ

ー
マ
は
窓

ぎ
わ
に
じ
っ
と
し
た
ま
ま
で
あ

っ
た
。
そ
の
毅
然
と
し

た
顔
に
は
、
今
は
も
う
憎
し
み

も
恐
れ
も

な
か
っ
た
。
…
…
そ
の
時
、

突
然
彼
女
の
う
し
ろ
に
パ
ッ
と
火
が
燃
え
あ
が
り
、
あ
た
り
が
明
る
く

輝

い
た
。

そ
の
光
を
背
に
し
て
立
つ
背
の
高
い
彼
女

の
姿

は
、

ガ
ブ
リ
エ

ル
が

港
の
礼

拝
堂
で
見

た
こ
と
の
あ
る
、
金
色
の
壁
を
背
に
し
て

立
つ

ノ
ー



ト
ル
・
ダ
ム
・
ド
ユ
・
ポ
ン
・
ボ
ー
ル
の
像
に
そ
っ
く
り
で
あ
っ
た
。

…
…
同

時
に
ド
・
ド
・
ド
と
物
の
崩
れ
落
ち
る
、
遠
雷
の
よ
う
な
音

が

し
た
…
…
ユ

ー
マ
は
落
着
い

た
や
さ
し
い
声
で
「

心
配
し

な
い
で
大
丈

夫

よ
」
と
な
だ

め
な

が
ら
小

声
で
な
に
か
呟
き
つ
つ
、
抱
き
か
か
え

た

腕
の
な
か
で
、
し
ず

か
に
少
女
を
揺

っ
て

や

っ
た
。
－

ま

る
で
子
守

唄
で

も
歌

い
な
が
ら
し
ず
か
に
寝
か
し
つ
け
る
よ
う
な
、
泰
然
自
若
た

る
様
子
で

あ
っ
た
。

そ
れ

を
じ
っ
と
見
守

っ
て
来

た
ガ
ブ
リ

エ
ル
の
目

に
、
こ
の
時

ほ
ど
ユ

ー
マ
が
美
し
く
見
え

た
こ

と
は
な
か
っ
た
″
。

ハ
ー
ン
は
こ
の
ユ

ー
マ
の
形
姿
に
、
祈
り
・
う

た
う
人
間

の
本
来
的
原
身

振
り
を
認

め
ん
と
し
て
い

る
が
、
彼
は
更
に
積
極
的
に

″
音
楽
″
そ
の
も
の

に
つ
い
て

語
り
、
も
し
人
間

が

″
神
の
似
姿
″
と
説
か
れ
る
な
ら
人
間
の
一

生

も

″
神
の
奏
で
る
音
楽
″
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
ぬ
と
し
て

、
神
と
神
の
聞
き

給

う
音
楽
に
つ
い
て

次
の
如
く
言

う
。

″
人
間
の
一
生
は
、
神
の
奏
で
た
も
う
音
楽
だ
と
、
何
か
に
言
わ
れ
て

い
る
。
―
―
人
の
世
の
涙
の
声
も
、
笑
い
の
声
も
、
歌
も
、
叫
び
も
、

祈
り

の
声
も

、
は
た
ま
た
、
こ
の
世

の
歓
喜

、
絶
望

の
た
ま

ぎ
る
声
も
、

こ

と
ご
と
く
み

な
、
一
糸
乱
れ
ぬ
序
破
急
の
諧
音

と
し
て

の
み
聞

か
れ

る
。

さ
れ
ば
、
神
は
人
間

の
悲
哀
の
調

べ
を
と

が
め
よ

う
な
ど
、
み
じ

ん
も

思
い
抱

い
て

は
居

ら
れ

ぬ
。
叱
り
直
せ

ば
、
妙

な
る
調

べ
を
ぶ
ち

こ

わ
す

か
ら
で

あ
る
。
悲
哀
の
調

べ
な
き
組
曲

な
ど

お
そ
ら
く
神
の
耳

に
は
、
耐
え

難
き
不

協
和
音
と
し
て
し
か
鳴
り
響
か
ぬ
で
あ
ろ
う
。
″

聖
な
る
も
の
は
深
淵
の

た
だ
中
に
於
て

、
自
己
を
顕
現
す

る
。
絶
望
が
絶

望
に
徹
し
、
涙
が
枯
れ
尽
き
た
と
き
、
聖
な
る
も
の
は
そ
の
姿
を
示
現
す

る
。
音
楽

が
聖
な
る
も
の
の

″
こ
と
づ
て
″
で
あ
る

と
す
る
時
、
そ
の
法
悦

は

″
一
切
の
矛
盾
・
対
立

を
も
包
摂
す

る
、
人
間
世
間

の
悲
・
喜
・
哀
・
楽

の

総
和
″
に
外
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、

和
辻
も
又

″
音
の
芸
術
″
で
は
な
く

″
音
楽
″
或

る

い

は

″
う
た
う
″
こ
と
の
本
質

的
な
意
味
を
は
じ

め
て

紹
介
し
た

啓
蒙
的
美
学
者

で
あ
っ
た
。
和
辻

の
音

楽
論

を
最
も
特
徼
づ
け
て

い
る
著

作
は
彼

が
晩
年
に

記
し

た
『
歌
舞
伎

と
操
り
浄

瑠
璃
』

等
で
あ
ろ
う
。
和
辻

は
我
国
伝
統
芸
術

の
典
型

た
る

歌
舞
伎

が
、

と
も
す
れ
ば

人
間
精

神
の
苦
悩
の

表
現
に
於
て

″
普

遍
人
間
的

な
根
拠

を
示
す
こ
と
を
怠
り

、

い
た
ず
ら

に

様
式
的
誇
張
に

走

っ
て
感
情
表
現
の
完
全
な
外
化
を
欠

く
故
、
特
殊

な
苦
悩
や
心
情
の
表

現

は
む
し
ろ
空
虚
で
醜
悪
で
あ
る
″
と
断
じ

な
が
ら
も
（
劇
的
普
遍
感
情
の
欠

如

）
、
他

方
、
″
わ
ず
か
の
自
己
統
御
に
よ

っ
て
そ
の
世
界
に
参
入

し
、
そ

の

美

を
享
受
し

う
る
″
（

美
的
・
音
楽
的
普
遍
感
情
の
成
立
）
と
指
摘

し

て
い

る
こ

と
は
注
目

に
値
す

る
。
和
辻
は
言
う
。

″
し
か
し
我

々
は
こ

の
劇

に
お
い
て

、
そ
の
戯
曲
的
要

素
へ
の
注
意

を

遮
断
し
去
っ
た
時
に
、
一
つ
の
美
し
い
夢
幻
境
へ
誘
い
入
れ
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
我

々
は
も
は
や
劇
中
の
人
物

の
「
人
格
的
行
為
」

を
見
る
を

要

し
な
い
。
永
い
伝
統
を
負
っ
た
舞
台
装
置

や
役
者

の
衣
裳
の
装
飾
的

絵
画
的
効
果
。
同

じ
く
永
い
伝
統
に
よ

っ
て
訓
練
さ
れ
た
役
者
の
彫
刻

的
及
び
舞
踊
的
効
果
、
及
び
そ
の
微

妙
な
せ
り
ふ
回
し
の
音

楽
的
効
果
。

我
々
は
こ
こ
に
純
粋
の
劇
を
区
別
す

べ
き
別
種
の
劇

を
見
い
だ
す

の
で



お
る
。
こ
の
劇
に
お
い
て
歔
曲
は
た
だ
絵
画
的
彫
刻
的
舞
踊
的
及
び
音

楽

的

効
果

に
都

合

よ
き

輪

か

く

で

あ
り

さ
え

す

れ

ば

よ
い

。

こ

こ

に

作

り

出

さ

れ

る
美

は

た
だ

形

と
線

と
色

と

の
交

錯

、
そ

の
動

き

の

微

妙

な

リ

ズ

ム

、
そ

れ

に
伴

う

旋

律

的

な
声

音

な

ど

に
直

接

に

基

づ
く

の

で

あ

っ
て

、

こ

れ

ら

の

動

作

に

現

わ

さ
れ

る
倫

理

的

意

味

に

基

づ

く

の

で

は

な
い

″
。

ほ

ぼ
五

十

年

近

く

前

に

書

か

れ

た

和

辻

の

歌

舞

伎

論

は

、

近

代

リ

ア

リ

ズ

ム
の

唯

中

に

あ

り

な

が
ら

、

伝

統

芸

術

へ

の
確

か

な
視

座

と

把

握

に

お

い

て

現

代

の
全

体

芸

術

論

或

る

い

は

身

体

的

パ
フ

ォ

ー

マ

ン

ス
論

す

ら

先

取

り

し

て

い

る
。

然

ら

ば
和

辻

が
歌

舞

伎

に

於

て

体

験

し

た
こ

の

種

の

夢

幻

的

で

一

種

不

可

思

議

な
美

と

は

、

一

体

如

何

な

る

も

の

で

あ

ろ

う

。

彼

は

言

う

。

″
と

こ

ろ
で

こ

れ

ら

の

演

劇

に

お
い

て

舞

台

上

に

作

り

出

さ

れ

て

く

る

世

界

、

即

ち

想

像

力

に

よ

っ
て

作

り

上

げ

ら

れ

た
世

界

に

は

、

一

種

独

得

な

、
不

思

議

な
印

象

が
あ

る
。

そ

れ

は

た

だ

現
実

の
世

界

を
芸

術

的

に
再

現

し

た
に

と
ど

ま

ら

ず

、

何

か
現

実

と
異

っ

た
も

の
、

と
い

っ
て

単

に
非

現
実

的

あ

る
い

は

夢

幻

的

で

あ

る

の

で

は

な

く

、
む

し

ろ
現

実

よ

り

も

強

い
存

在

を
持

っ

た

も

の

を
作

り

出

し
て

い

る

よ
う

に

見

え

る

そ
う
い
う
意
味
で
エ
キ
ゾ
ー
テ
ィ
ィ
ク
な
（
外
か
ら
来
た
も
の
ら
し

い
）

珍

し

さ
や

、

超

地

上

的

な
輝

か
し

さ

が

、

そ
こ

に
感

ぜ

ら

れ

る
の

で
あ

る
″
。
・

和

辻

が
繰

り

返

し

述

べ
た

こ

の

種

の

″
不

思

議

な

印

象

″

を

重

視

し

、

こ

れ

を
論

じ

て

和

辻
研

究

に
新

生

面

を

開

い

た

の

は

坂

部

恵
氏

で

あ

る

が

、
氏

は

そ

こ

に

宗

教

人

・

和

辻

の

側

面

を

強

調

し

て

止

ま

な

い

。

実

際

こ

の

″
現

実

よ

り

も

強

い

存

在

と

の

邂

逅

″

と

は

、
正

し

く

Ｒ

・

オ

ッ

ト

ー
（

宗

教

学

者

）

の

説

く

″
ヌ

ミ

ノ

ー

ゼ

体

験

″

に

外

な

ら

な

い

。

そ

れ

は

人

間

に

於

け
る
″
被
造
者
感
情
″
（
ｋ
ｒ
ｅ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
ｇ
ｅ
ｆ
ｕ
ｈ
ｌ
）
"
優
越
的
な
恐
れ
″
（
ｔ
ｒ
ｅ
ｍ
ｅ
ｎ
ｄ
ａ

ｍ
ａ
ｊ
ｅ
ｓ
ｔ
ａ
ｓ
）
、
そ
し
て
″
魅
す
る
も
の
″
（
D
ａ
ｓ
　
Ｆ
ａ
ｓ
ｃ
ｉ
ｎ
ａ
ｎ
ｓ
）
等
か
ら
成
る

複

合

的

聖

な

る

感

情

で

あ

る

。

和

辻

は

こ

う

し

た

ヌ

ミ

ノ

ー

ゼ

体

験

が

い

わ

ゆ
る
日
本
的
″
メ
ロ
ド
ラ
マ
″
（
旋
律
＋
劇
）
た
る
″
浄
瑠
璃
節
″
の
発
達

に

よ

っ

て

は

じ

め

て

可

能

と

な

っ
た

こ

と

を

指

摘

し

、

彼

は

日

本

音

楽

本

来

の

伝

統

的

″
語

り

″

が

も

つ

叙

事

的

性

格

に

抒

情

的

性

格

、

即

ち

″
う

た

う

″

と

い

う

歌

謡

的

要

素

が

″
強

度

に

注

入

さ

れ

て

″
、

音

楽

的

表

現

様

式

に

″
一

大

革

命

″

が

も

た

ら

さ

れ

た

こ

と

を

力

説

す

る

。
浄

瑠

璃

は

か

つ

て

の

″
語

り

″
（
劇

的

内

容

）

か

ら

″
魂

の

音

楽

″

を

吐

露

す

る

″
う

た

″

と

″
し

ぐ

さ

″

へ

と

展

開

し

た

が

、

こ

の

″
う

た

い

″

″
ふ

る

ま

う

″

こ

と

こ

そ

人

間

に

と

っ

て

著

し

く

宗

教

的

で

あ

り

、

根

源

的

な

″
原

身

振

り

″

た

る

こ

と

そ

れ

故

純

粋

で

″
自

発

的

な

″

魂

の

内

な

る

声

は

紛

れ

も

な

く

人

間

が

世

界

に

向

か

っ

て

な

せ

る

無

条

件

の

帰

依

、

即

ち

″
祈

り

″

で

あ

る

こ

と

を

和

辻

は

発

見

し

た

。

彼

は

浄

瑠

璃

中

、

特

に

″
離

別

″

を

テ

ー

マ

に

し

た

作

品

、

例

え

ば

「

恋

女

房

染

分

手

綱

」

な

ど

に

少

年

以

来

強

く

惹

か

れ

て

い

た

が

、

そ

れ

は

こ

う

し

た

作

品

に

於

て

か

の

″
不

思

議

な

印

象

″
、

″
現

実

よ

り

も

強

い

存

在

″

（

＝

ヌ

ミ

ノ

ー

ゼ

体

験

）

を

深

く

感

得

し

て

い

た

か

ら

で

あ

ろ

う

。

母

と

は

知
り
つ
つ
、
生
き
な
が
ら
の
離
別
を
迫
ら
れ
る
有
名
な
″
子
別
れ
の
場
″
で
、



三

吉

（

馬

子

）

が

泣

き

つ

つ

も

わ

れ

知

ら

ず

″
う

た

う

″

（

″
坂

は

て

る

て

る

、

鈴

鹿

は

く

も

る

、

あ

い

の

土

山

雨

が

降

る

″
）

と

き

、

突

如

光

が

射

し

込

み

、

こ

れ

ま

で

少

年

に

は

非

情

で

お

ぼ

ろ

げ

で

し

か

な

か

っ

た

何

物

か

が

自

ら

も

我

が

身

を

引

き

裂

き

、

少

年

の

た

め

に

共

に

″
う

た

っ

て

い

る

″

こ

と

に

気

付

く

の

で

あ

る

。

泣

き

ぬ

れ

た

″
わ

ら

べ

″

は

今

や

″
超

地

上

的

な

輝

き

″

に

包

ま

れ

る

″
童

子

″

と

化

し

た

が

、

そ

れ

は

か

つ

て

ハ

ー

ン

が

見

知

ら

ぬ

少

女

や

瞽

女

か

ら

聰

き

分

け

た

″
人

類

の

記

憶

″

と

救

済

の

調

べ

の

体

験

と

同

一

の

も

の

で

あ

る

。

（

１

）
　

薄

暗

い

。

陰

鬱

な

。

こ

れ

は

た

そ

が

れ

を

連

想

さ

せ

る

形

容

詞

。

（

２

）
　

小

泉

八

雲

『

日

本

瞥

見

記

』

下

、

平

井

呈

一

訳

、

恒

文

社

、

一

九

七

五

年

、

二

九

一

一

二

頁

。

（

３

）
　

同

書

、

二

九

二

上

二

頁

。

（

４

）
　

同

書

、

二

九

四

頁

。

（

５

）
　

同

書

、

二

九

四

頁

。

（

６

）

Ｄ

ａ
ｉ
ｓ
ｅ
ｔ
ｚ

　
Ｔ

．
　
Ｓ
ｕ
ｚ
ｕ

ｋ
ｉ
；
　

Ｚ
ｅ
ｎ

　
ａ
ｎ

ｄ

　
Ｊ
ａ
ｐ

ａ
ｎ

ｅ
ｓ
ｅ

　
Ｃ

ｕ
ｌ
ｔｕ

ｒ
ｅ

，
　
Ｐ
ｒ
ｉ
ｎ
ｃ
ｅ
ｔ
ｏ
ｎ

，

１
９
７
０

，
　
ｐ

．
　
２
８

．

（

７

）
　

和

辻

哲

郎

「

風

土

」

和

辻

哲

郎

全

集

、

八

巻

、

岩

波

書

店

、

一

九

六

二

年

、

一

八

九

頁

。

（

８

）
　

同

書

、

一

八

九

一

一

九

〇

頁

。

（

９

）
　

小

泉

八

雲

『

東

の

国

か

ら

・

心

』

平

井

呈

一

訳

、

恒

文

社

、

一

九

七

五

年

、

一

三

五

―

六

頁

。

’
（
1
0
）
　
小
泉
八
雲
『
ユ
ー
マ
―
―
西
イ
ン
ド
の
奴
隷
の
物
語
』
平
井
呈
一
訳
、
恒
文

社

、

一

九

六

七

年

、

四

三

八

－

九

頁

。

（
1
1

）
　

小

泉

八

雲

『

日

本

雑

記

他

』

平

井

呈

一

訳

、

恒

文

社

、

一

九

七

五

年

、

一

八

二

上

二

頁

。

（
1
2
）
　
和
辻
哲
郎
「
日
本
精
神
史
研
究
」
和
辻
哲
郎
全
集
ヽ
四
巻
ヽ
岩
波
書
店
ヽ
｝

九
六
二
年

、
二
五
七
一

八
頁
。

（
1
3）
　
和
辻
哲
郎
「
歌
舞
伎
と
操
り
浄
瑠
璃
」
和
辻
哲
郎
全

集
、
一
六
巻
、
三
頁
。

（
1
4）
　
坂

部
恵

『
和
辻
哲
郎
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
。

（
1
5）
　
Ｒ

・
オ
ッ
ト

ー
『
聖
な

る
も
の
』
山

谷
省

吾
訳
、
岩
波
書

店
、
一
九
六
八
年

。

（

は
ら

だ

・

ひ

ろ
し

、

比

較

文

化

、
法

政

大

学

教

授

）
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