
〈
研

究

論

文

２

〉

Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
の
歴
史
感
覚
と
芭
蕉
の
不
易
流
行

伊
　
藤
　
幸
　
子

序

一
九

一
九

年

に
書

か

れ

た

『
伝
統

と

個
人

の
才

能

』

は

、

Ｔ

・
Ｓ

・

エ
リ

オ

ッ

ト

の
数

あ

る

論

著

の
中

で

も
特

に

名
高

い

も

の

の

一

つ

で

あ

る

が

、

こ

の
佳

編

を

一
躍

有

名

に

し

た

も

の

は

、

此
処

に
披

瀝

さ

れ

て

い
る

彼

の

伝

統

観

と

、

そ

れ

を

成

立

せ

し

め

て

い

る

「
歴

史

感

覚

」
（
ｈ
ｉｓ
ｔｏ
ｒ
ｉｃ
ａ
ｌ
　ｓ
ｅ
ｎ
ｓ
ｅ
）

の
規

定

で

あ

っ
た

。

彼

の

考

え

る
伝

統

と

は
、

ま
ず

自

国

イ

ギ

リ

ス
の

文

学

の
歴

史

、

そ

し

て

さ

ら

に

範

囲

を

広

げ

て
、

ホ

メ

ロ
ス

、

ヴ

ェ
ル

ギ

リ

ウ

ス

以

来

の
汎

ヨ

ー

ロ
ッ

パ

的
文

学

伝
統

を

貫

い
て

脈

々

と

流

れ

続

け

て

い

る
歴

史

の
本

流

と

で

も

言

う

べ
き

も

の
で

あ

る
。

こ

の

伝
統

に

連

な

る

た

め

に

は

、

当

然

の

こ

と

な

が

ら

伝

統

の
何

た

る

か

を
し

っ

か
り

わ
き

ま
え

て

い

な
け

れ

ば

な

ら

な

い
。

そ

の

た

め

に

必
要

不

可

欠

な

も

の
が

「
歴

史

感

覚

」

な

の

で

あ

る

。

正

当

な

伝

統

観

を
身

に

つ
け

る

た

め

の
要

諦

と

言

う

べ
き

こ

の

「
歴

史

感
覚
」

と
は
、

エ
リ
オ
ッ
ト
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
過
去
を
過
去
と
し
て

捉

え

る
ば

か
り
で

な
く
、
現
在
の
過
去
性
を
も
同

時
に
捕
捉
す

る
能
力
で
あ
る
。

詩

人
は
自

分
の
属

す
る
時
代
の
子
で
あ
る
と
同
時
に
、
自

国
の
文
学
伝
統
が

自

ら
の
血
の
中

に
脈
々
と
流
れ
て

い
る
こ
と
を
自
覚
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

ま
た
、
他
人
の
作
品
を
評
価
す
る
際
に
も
、
こ
の
正

し
い
伝
統
観

の
上
に
立

っ
て
的
確
な
批
評
を
す
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
文

学
の
歴
史
に
現

わ
れ
て

く
る
時
間
的
な
る
も
の
と
永
遠
な
る
も
の
、
お
よ
び
こ
の
両
者
の
関

係
の
明

確
な
認

識
を

エ
リ
オ
ッ
卜
は
「
歴
史
感
覚
」
と
呼

び
、
こ
の
自
覚
こ

そ
が
詩
人

を
真
に
伝
統
的
た
ら
し
め
る
と
同
時
に
、
か
え

っ
て
そ
の
時
代
性

を
鮮
や

か
に
浮
き

上
が
ら
せ
る
と
述
べ
て
い
る
。

エ
リ
オ
ッ
ト
の
こ
の
「
歴
史
感
覚
」
は
、
伊
賀
蕉
門

の
俊
英
服
部
土
芳

に

よ

っ
て
紹

介
さ
れ
て
い
る
芭
蕉
の
風
雅
論
、
即
ち
不
易
流
行
思
想
を
思
い
起

こ

さ
せ

る
。
『
三
冊
子
』

の
中
の
「
赤
隻
子
」

の
冒
頭

で
、
土
芳

は
師

の
風

行流易不の蕉芭と覚感史歴のトツオリエＳＴ



雅
論
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て

い
る
。

師
の
風
雅

に
萬
代
不
易

有
。
一

時
の
變
化
有
。

こ
の
二
つ
に
究
り
、

基
本
一
つ
也
。

そ
の

Ｉ
と
い
ふ
は
風

雅
の
誠
也
。
不
易

を
知
ら
ざ
れ
ば

實

に
し
れ
る

に
あ
ら

ず
。
不
易
と

い
ふ

は
、
新

古

に
よ
ら

ず
、

變
化

流
行

に
も

か
か
わ
ら
ず

、
誠
に
よ
く
立
た
る
す

が
た
也
。
代
々
の
歌
人

の
歌
を
み

る
に
、
代

々
其
變
化

あ
り
。
ま
た
、
新

古
に
も
わ
た
ら
ず
、

今
見

る
所
む

か
し
み
し

に
不

替
、
哀
成
る
う
た
多
し
、
是
ま
ず
不
易
と

心
得
べ
し
。

土
芳

に
よ
れ
ば
、
「
不
易
」

と
は
造
化

、
即
ち
宇
宙

の
根
本

的
構
造

原
理

を
し

っ
か
り
わ
き
ま
え

た
上
で

創
造

さ
れ
た
作
品

が
自
ず

か
ら
備
え

て
い
る

古
典
的
価
値
の
謂

い
で
あ
り

、
そ
の
よ
う
な
作
品

は
、
時
代

の
差
、
作
風
の

差

に
関

わ
り
な
く
、

い
つ
の
時
代

に
も
人
の
心
を
打
つ
万

古
不

変
の
人
間
の

真
情

を
湛
え
て

い
る
。

ま
た
、
「
千

變
萬
化
す

る
物
は
自

然
の
理
也
」

と
続

け
て

、
芭
蕉

の
謂

う
変
化

流
行
と
は
、
時
代

の
好
み

、
は
や
り
廃
り
の
あ
る

風
俗

な
ど
で

は
な
く

、
自
然

の
理
に
適

っ
た
時
間
的
変

化
、
例
え
ば
、
人
間

の
生
の
は
か
な
さ
、
栄
枯
盛
衰
、
時
間
に
よ
る
破
壊
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
万

物
流
転

の
相
と
言

う
べ
き
も

の
で

あ
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
て

い
る
。

「
風

雅
の
誠
」
と

は
、
造

化
の
さ
ら
に
奥
に
あ
る
根
本
的
純
粋
原
理

（
造

化

の
本

体
）
で
あ

る
。
こ
の
究
極
的
位
相
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
一
切
の
存

在

は
、
永
遠

の
相
と

、
時
間

の
相
と
を
併
せ
持

っ
て

い
る
。
時
間
論
的
に
言

え

ば

、

風

雅

の

誠

と

は

、

永

遠

と

時
間

と

の
接

点

と

し

て

の

「
瞬
間

」
で

あ

る
。

エ
リ

オ

ッ

ト

の
伝

統

観

と

対

照

さ

せ

て
み

る
な

ら

ば

、

不
易

と

は
彼

の

い

わ
ゆ

る

永

遠

な

る

も

の

（
ｔ
ｈ
ｅ
　
ｔ
ｉｍ
ｅ
ｌｅ
ｓ
ｓ
）
、

変

化

流

行

と

は

時

間

的

な

る
も

の

（
ｔ
ｈ
ｅ
　ｔ
ｅ
ｍ
ｐ
ｏ
ｒ
ａ
ｌ
）

で

あ

り

、

不

易

と

流

行

と

を

統

一

す

る

風

雅

の
誠
は
ま
さ
し
く
"
ｔ
ｈ
ｅ
　
ｔ
ｉ
ｍ
ｅ
ｌ
ｅ
ｓ
ｓ
"
と
"
t
h
e
 
t
ｍ
ｐ
ｏ
ｒ
ａ
ｌ
"
の
統
合
と
彼

が

呼

ぶ

も

の

に
当

た

っ
て

い

る
。

そ

し

て

、
こ

れ

ら

の

関

係

を

把

握

す

る
能

力

が
"

ｈ
ｉｓ
ｔｏ
ｒ
ｉｃ
ａ
ｌ
　ｓ
ｅ
ｎ
ｓ
ｅ
”

で

あ

る

と

い

う

こ

と

に
な

る

。

エ

リ

オ

ッ

ト

は

こ

の

永

遠

と

時

間

と

の
統

合

を

さ

ら

に

厳
密

に

「
永

遠

と

時

間

と

の
交

差

点

」

と

規

定

し

、

こ

の

瞬

間

を
特

に

「
静

止

点

」
（
ｔ
ｈ
ｅ
　
ｓ
ｔ
ｉｌ
ｌ
　ｐ
ｏ
ｉｎ
ｔ
）

と

名

付

け

、

彼

の

作

品

、

特

に

『
四

つ

の

四
重

奏

』

に
お

い

て

、

ひ

た

す
ら

こ

の

絶

対

点

の

追

究

を

行

っ
た

。

こ

れ

は

ま

さ

に
芭

蕉

の

、
「
物

の

み

へ

た

る

光

、

い

ま

だ

心

に

き

へ

ざ

る
中

に
い
ひ

と
む

べ

し

」

と

い

う

言
葉

に

表
れ

て

い
る

永

遠

と

時

間

と

が

交

差

す

る

一
瞬

と
同

じ

で

あ

る

。

そ

こ

で

こ

の
両

者

の

「
瞬

間

」

へ

の

関

わ

り

方

を

さ

ら

に
詳

ら

か

に
す

る

た

め
に

、

風

雅

に
随

順

す

る

詩

人

が

詩

歌

の
伝

統

を

踏

ま

え

つ

つ
古

人

の
足

跡

を

辿

る

と

い

う
形

を

取

っ
て

い
る

『
お
く

の

ほ
そ

道

』

と

、
自

己

の
実

存

的

立

脚

点

を

確

認

し

よ

う

と

す

る
詩

人

が

、

自

ら

の
歴

史

感

覚

を
触

発

す

る

地

点

を

求

め
て
歴

史

の
中

を

探

り

歩

く

と

い
う

構

成

を

持

つ

『
四

つ

の
四

重

奏

』

と

を

比

較
す

る

こ

と

に
よ

っ
て

、

両

者

が

そ

の
目

指
す

も

の
を

い

か

に
追

究

し

、

発

見

し

て

い

る

か
を

明

ら

か

に
し

た

い
と

思

う

。

で

は
ま

ず

エ
リ

オ

ッ
ト

か

ら

は

じ

め



Ｉ

Ｆ
ｏ
ｕ
ｒ
　
Ｑ
ｕ
ａ
ｒ
ｔｅ
ｔｓ

は
そ

の

題

名

の

通

り

、

四

つ

の

四

重

奏

曲

を

も

っ
て

構

成

さ

れ

た
四

部

作
で

あ

る
。

全

体

の

主

題

は
静

止

点

の

考
察

で

あ

る
。

五

楽

章

か
ら

成

る
そ

れ

ぞ
れ

の
楽

曲

に
は

、

こ
の

主
題

が

考

察

さ

れ

た
場

所

の

名

を
取

っ
て

、

バ

ー

ン

ト

・

ノ

ー

ト

ン
、

イ

ー

ス

ト

・

コ

ウ

カ

ー

、

ザ
　

ド

ラ

イ

・

サ

ル

ヴ

ェ

イ

ジ

ズ
、

リ

ト

ル

・

ギ

デ

ィ

ン

グ
と

い

う
題

が
付

い
て

い

る
。

第

一
曲

の

バ

ー

ン

ト

・

ノ

ー

ト

ン

は
、

イ

ン

グ

ラ

ン

ド
南

西

部

、

グ

ロ

ス

タ

ー

ジ
ャ

ー

に
あ

る
古

い
荘

園

の

名

で

あ

る
が

、

一
七

四

一
年

に
火

災

に

よ

っ
て

消

失

し

て

以

来

、

人

が

住

ま

な

か

っ

た
の

で

現

在

は
廃

墟

と

化

し

て

い

る
。

エ
リ

オ

ッ

ト
は

一
九

三

四

年

以

来

し

ば

し

ば

こ

こ

を
訪

れ

る
機

会

が

あ

り

、

第

一
曲

の

舞

台

と

し

て

こ

の

荘

園

を

選

ん

だ

の

で

あ

っ

た
。

主

人

公

の

詩

人

は

、
そ

れ

ま
で

究

極

の

真

理

の

啓

示

を

求

め
て

模

索

を

重

ね
て

い

た

が

、
こ

こ
で

初

め
て

そ

の
啓

示

の

瞬

間

を

体

験

す

る
。

荒

れ

た
庭

の
薔

薇

園

の

傍

に
空

の
水

溜

め
が

あ

っ

た
が

、

そ

の

乾

い

た
四

角

の

プ

ー

ル

を
眺

め
て

い

る
と

、

突

然

そ

こ

に
水

の

よ

う

な

光

が

充

ち

て

、

そ

の
光

の

中

か
ら

一
輪

の

蓮

の

花

が

音

も

な
く

咲

き

出

し

て

き

た
。

輝

く

水

の

面

に

は
、

詩

人

自

身

の

姿

と

、

真

理

の

啓

示

を

求

め

な

が

ら

も

空

し

く

取

り

逃

が
し

た
過

去

の

さ

ま

ざ

ま

の

場

面

が

、

少

し

の

違

和

も

な

く

重

な

り

合

い

、

完

全

な

調

和

を

成

し

て

映

し

出

さ

れ

て

い

た
。

真

理

探

究

に

費

や

さ

れ

た

詩

人

の

失

わ
れ

た
時

の

す

べ

て

が

此

処

に
喚

び

出

さ

れ

て

永

遠

の

光

の

下

に

結

集

し

、

そ

の

光

の

中

心

か

ら

、

究

極

の

真

理

が

、

天
上

的

至

福

を

象

徴

す

る
蓮

の

花

の

姿

で

開

示

さ

れ

る

と

い

う

、

得

も

言

わ

れ

ぬ

神

秘

的

瞬

間

が

此

処

に

現

成

し

た

の

で

あ

る

。

こ

れ

は

ま

さ

し

く

日

常

的

時

間

の

中

に

永

遠

の

光

が

挿

し

入

っ

た

瞬

間

で

あ

り

、

他

な

ら

ぬ

静

止

点

の

体

験

の

成

就

で

あ

る

。

此

の

時

詩

人

は

時

間

の

軛

か

ら

完

全

に

解

き

放

た

れ

、

過

去

の

不

発

に

終

わ

っ

た

同

様

の

経

験

が

す

べ

て

同

時

に

実

現

さ

れ

、

過

去

と

現

在

と

は

完

き

一

致

を

見

、

彼

我

の

区

別

も

消

え

て

彼

自

身

が

蓮

の

花

そ

の

も

の

と

化

し

た

か

の

如

く

で

あ

る

。

こ

の

第

一

曲

で

は

、

も

う

一

つ

、

シ

ヴ

ァ

神

の

イ

メ

ー

ジ

に

托

し

て

静

止

点

の

形

而

上

学

的

説

明

が

成

さ

れ

て

い

る

。

永

遠

と

時

間

と

の

交

差

点

と

い

う

基

本

的

性

格

を

持

っ

た

静

止

点

が

、

此

処

で

は

、

絶

え

ず

目

ま

ぐ

る

し

く

変

化

す

る

現

象

界

の

中

心

を

成

す

静

止

し

た

一

点

で

あ

る

と

説

明

さ

れ

て

い

る

。

し

か

し

そ

の

静

止

は

固

定

し

て

動

か

な

い

と

い

う

こ

と

で

は

な

く

、

廻

っ

て

い

る

独

楽

の

心

棒

の

よ

う

に

、

運

動

を

支

え

る

と

同

時

に

無

限

の

運

動

を

自

己

の

内

部

に

吸

収

し

て

、

一

見

、

不

動

と

見

え

る

ほ

ど

に

張

り

詰

め

た

均
衡
を
保
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
此
処
に
、
"
Ｔ
ｈ
ｅ
ｒ
ｅ
　
w
ｏ
ｕ
ｌ
ｄ

ｂ
ｅ
　
ｎ
ｏ
　
ｄ
ａ
ｎ
ｃ
ｅ
,
　
ａ
ｎ
ｄ
　
ｔ
ｈ
ｅ
ｒ
ｅ
　
ｉ
ｓ
　
ｏ
ｎ
ｌ
ｙ
　
ｔ
ｈ
ｅ
　
ｄ
ａ
ｎ
ｃ
ｅ
．
"
と
い
う
言
葉
が
出

て

来

る

が

、

こ

の

ダ

ン

ス

は

、

ヒ

ン

ズ

ー

教

の

シ

ヴ

ァ

神

の

舞

踏

を

指

す

。

こ

れ
は
宇

宙
に
お
け

る
あ
ら
ゆ
る
運
動
の
根
源
を
表
し

、
こ
の
舞
踏
の
行
わ

れ

る
場

は
宇

宙
の
中

心
で
あ
る
と
い
う
。

シ
ヴ
ァ
神
の
舞
踏
が
、
変
転
極
ま

り

な
い
現
象
界
の
聖

な
る
統
一
原
理
で

あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

シ
ヴ
ァ
神
こ

そ

エ
リ
オ
ッ
ト
の
考
え
る
静
止

点
を
体
現
す

る
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ

う
。

第
一
曲

に
お
い
て
静
止
点
の
根
本

的
認
識

に
達
し

た
詩
人
は
、
そ
れ
に
続

く
三
つ
の
楽
曲
で
、
そ
の
よ
う
な
瞬
間

を
体
験
で
き

る
歴
史
上
の
地
点
を
訪

行流易不の蕉芭と覚感史歴のト
ッ

オリＩＳＴＩ１
″
Ｄ



れ
な
が
ら
、
時
間
と
永
遠

に
つ

い
て

の
考
察
を
深

め
て

い
く
こ
と

に
な
る
。

第
二
曲
の
イ

ー
ス
ト
・
コ
ウ
カ
ー
は
サ
マ
セ
ッ
ト

ジ
ャ
ー

に
あ
る
村
落
で
、

エ
リ
オ

ッ
ト
の
祖
先

が
一
六
六
七

年
ア

メ
リ
カ
に
移
住
す
る
ま
で
住
ん
で

い

た
所
で
あ

る
。
詩

人
が
村
の
中
心
に
立
つ
古
い
教
会
の
庭

に
佇
ん
で
、
蒼
古

た
る
い
ち
い
の
木

立
を
眺
め
つ
つ
瞑
想
に
耽
っ
て

い
る
と
、
彼
の
耳

に
村
人

た
ち
が
踊

っ
て

い
る
囃
の
音
楽
と
ス
テ
ッ
プ
の
音
が
聞
こ
え
て

く
る
。
こ

れ

は
男
女

が
手
を
取

り
合

っ
て
踊
る
和
合
の
踊
り
で
、
今
が
人
間
と
動
物

た
ち

の
結
婚
の
季
節
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て

い
た
。
今
彼
の
目
前

に
あ
り
あ
り

と

浮
か
び
上
が

っ
た
光
景
を
目

に
し
て

い
る
と
、
古
来
こ

う
し
て
跡

絶
え

る
こ

と
な
く
繰
り
返
さ
れ
て
き

た
人
間
の
営
み
こ
そ
歴
史
を
形

造
る
も

の
な
の
で

あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
の
人

々
が
経
験
す
る
さ
ま
ざ
ま
の
局
面

が
織

り
成
す
人
間

模
様
こ
そ
、
歴
史
と

い
う
絵
巻
の

モ
チ

ー
フ
と
言

う
べ
き
基
本

的
パ
タ
ー
ン

で

あ
り
、
し

か
も
そ

の
図
柄

が
宇
宙
の
秩
序

に
正
し
く
対

応
す

る
も
の
で

あ

る
こ
と
が
理
解

さ
れ
る
の
で

あ
っ
た
。

ご
く
普
通

の
人

々
の
日
々
の
暮
ら
し
の
繰
り
返

し
と
積
み
重
ね
が
歴
史
を

形
造

る
と

い
う
思

想
は
、
そ
の
後
エ
リ
オ
ッ
ト
の
内
部
で

次
第

に
深
ま

っ
て

い
く
。
第
三
曲

の
ザ
　

ド
ラ
イ
・
サ
ル
ヴ
ェ
イ
ジ
ズ
は
、
こ
れ
は
ア

メ
リ

カ

の
マ
サ
チ
ュ
ー

セ

。
ツ
州
北
東
部
、

ケ
イ
プ
・
ア
ン
の
沖
合

い
に
あ
る
岩
礁

群

の
名
で

あ
る
。

ケ
イ
ブ
・
ア

ン
は

エ
リ
オ
ッ
ト
家
の
先
祖
の
一
人
ア

ン
ド

ル
ー
・
エ
リ
オ
ッ
ト
が
、
一
七
世
紀
半
ば
に
先

の
イ
ー

ス
ト
・

コ
ウ

カ
ー
か

ら

移
住
し
た
土
地
で
あ
る
。
此
処
に

エ
リ
オ
ッ
ト
家
の
別
荘
が
あ

っ
て
、

エ

リ
オ
ッ
ト
が
子

供
の
頃
、
毎
年
夏
に
な
る
と
、
ミ
ズ
ー
リ
州
、

セ
ン
ト
・

ル

イ
ス

か
ら
此
処
へ
避
暑

に
出

か
け
て

い
た
思

い
出
深

い
所
で
あ
る
。
此
処
で

詩
人
は
目
前

に
広
が

る
海
を
前
に
し
つ
つ

、
悠
久
の
時
の
流
れ
や
、
測
り
知

れ
な

い
自
然
の
力
を
感
じ

さ
せ
る
海
や
川
と
対
照

さ
せ
て
、
人
間
の
運
命
の

移
ろ

い
易

さ
、
苦
難

の
体
験
や
死
に
よ
っ
て
思

い
知
ら

さ
れ

る
生
の
は
か
な

さ
、
そ
れ

に
伴
う
喜

怒
哀
楽

の
有
様
等
を
浮
き
彫

り
に
し

な
が
ら
、
し
か
し

そ

の
生

の
は
か
な
さ
、
移
ろ

い
易
さ
こ
そ
、
雄
大
な
時
の
流
れ
に
呑
み
込
ま

れ

る
こ
と

に
よ
っ
て

、
結
局

は
宇
宙
の
原
理
そ
の
も
の
に
繋
が
っ
て

い
く
の

だ

と
う
た
っ
て

い
る
。

第
四
曲

の
リ
ト
ル
・
ギ
デ
ィ
ン
グ
は
、

ハ
ン
テ
ィ

ン
ト
ン

ジ
ャ
ー
に
あ
る

小

さ
な
村

の
名
で

あ
る
。
此
処
は
、
一
七
世
紀
初
頭

、
国
教
会
の
共
同
生
活

団

の
あ
っ
た
所
で

あ
る
。
こ
の
生
活
団
は
、
一
六
二
五

年
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ

に
学
ん
だ

二
コ
ラ
ス
・
フ
ェ
ラ
ー
と

い
う
聖
職
者
が
創
始
し
た
も
の
で
、
彼

と

一
緒
に
家
族
や
親
類
達
、
後
に
は
志
を
同
じ
く
す
る
人
々
も
加

わ
っ
て
、

一

六
四

六
年
に

ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
に
よ

っ
て
解
散
さ
せ
ら
れ
る
ま
で

、
此
処
で

晴

耕
雨
読
の
敬
虔
な
信
仰
生
活
を
送
っ
た
。

エ
リ

オ
ッ
ト
が
実
在
の
根
源
の

探
究
を
テ

ー
マ
に
し
た
こ
の
長
詩
の
最
後

の
場
面
と
し
て
こ
の
地
を
選

ん
だ

の
は
、
此
処
が
、
真
の
祈
り
を
捧
げ
る
の
に
ふ
さ
わ
し

い
場
所
で

あ
る
か
ら

で
あ
る
。
真
の
祈
り
と

は
悟
性
の
働
き
を
超
越
し

た
も

の
で
、
見
解
、
願
望
、

意
志
と

い
っ
た
心

の
働
き

は

Ｉ
切
捨
て

、
己

を
空
し

ゅ
う
し
て
跪
き
、
真

理

の
声

に
耳
を
傾
け

る
こ
と
で
あ
る
。
人
は
静
止

点
に
触
れ

た
時
は
勿
論
、
静

止
点
を
求

め
よ
う
と
す

る
際

に
も
、
己
を
無
に
す

る
こ
の
祈
り

に
徹
し
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。

エ
リ
オ
ッ
ト
は
究
極
的
真
理
探
究
の
長

い
努
力
の
末
に
、



漸
く
今
、
こ
の
境
地
に
達
し

た
の
で

あ
る
。
い
や
、
彼
は
さ
ら
に
そ
の
先

ま

で

進
ん
で

さ
え

い
る
。
今
自
分

が
立
っ
て
い
る
場
所
で

い
つ
何
時
で
も
祈
り

の
態
勢

に
入
れ
る
な
ら

ば
。
そ
の
場
所

は
、
実
は
も
う
何
処
で

も
構
わ
な
い

の
だ
。
歴
史
上

の
地
点
が
何
処
で
あ
ろ

う
と
、
す
べ
て

永
遠
に
繋
が
っ
て

い

る
こ
と
が
解
っ
た
者
に
は
、
静
止

点
は
今
、
此

処
に
、
常
に
現

前
し
て

い
る

の
で

あ
る
。

現
在

の
一
刻
一

刻
が

、
常

に
究
極
的

真
理
に
触
れ
る
べ
き
一

瞬
で

あ
る
と

い
う
エ
リ
オ
ッ
ト
の
認
識

は
、
一
度
至

高
の
叡
智
を
得
た
ら
再

び
現
実

に
立

ち
帰
り

、
日
常
生
活

の
中
で
高
次

の
生

を
実
現

し
て

い
く
と
い
う
、
真
理

探

究
者
の
最

高
の
境
涯

に
彼
も

ま
た
到
達

し
た

こ
と
を
示

し
て

い
る
。
「
高

く

心
を
悟
り
て
俗

に
歸
る
べ
し
」
と

い
う
芭
蕉
の
教
え

に
、
こ
の
時
期
の

エ
リ

オ
ッ
ト
な
ら
ば
恐
ら
く
衷
心

か
ら
共
鳴
し

た
で

あ
ろ
う
。
超
越
的
認
識
を
求

め
れ
ば
求

め
る
ほ
ど
、
地
上
的
時
間
と

、
そ
れ

に
縛
ら
れ

た
人
間

の
懸
命

な

生
き
様

が
、
こ
の
上
な
く
大
切
な
、

い
と

お
し

い
も
の
に
思
わ
れ
て
く

る
と

い
う
ア
イ

ロ
ニ
カ
ル
な
事
態
を
、
我

々
は
こ
の
詩

全
体

の
構
成
と
、
そ
こ

に

盛
り
込
ま

れ
た
思
想
の
展
開
に
、
ま
ざ
ま
ざ
と
見
て
取

る
こ
と
が
で
き
る

の

で
あ
る
。

芭
蕉
を
芭
蕉
た
ら
し
め
て
い
る
独
自
の
作
風
を
我
々
は
蕉
風
と
呼
ん
で

い

る
が
、
こ
の
蕉
風
の
基
本
的
創
造
原
理
が
不
易
流
行
思
想
で
あ
る
。
芭
蕉
は

こ
の
思
想
を
、
禅
、
華
厳
哲
学
、
老
荘
思
想
等
を
包
摂
す
る
こ
と
に
よ

っ
て

成
立
し
た

「
宋
学
」
と
い
う
哲
学
思

想
に
親
し
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
第

に

自
ら
の
裡

に
育
ん
で

い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
宋
学
的
世
界
観

は
、

『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
旅
に
お

い
て
実

感
と
し
て
捉
え

ら
れ
、
確
認

さ
れ
、

そ
の
後
、
詩
情
溢
れ
る
紀
行
文

と
い
う
形
で
結
晶
す
る
。
作
品

そ
の
も

の
を

取

り
上
げ
る
前
に
、
蕉
風

の
成
長
発
展

の
課

程
を
ご
く
簡
略
に
紹

介
し
て
お

き
た

い
。

芭
蕉
が
関
わ
っ
た
伝
統
に
は
二
本

の
大
き
な
柱
が
あ
り
、
一

つ
は
唐
宋
の

詩
人
達
に
繋
が
る
漢
詩
文

の
伝
統
、
も
う
一
つ
は
、
日
本
の
詩

歌
、
特

に
漂

泊
の
歌
人
と
呼
ば
れ
る
業
平

、
能
因

、
西
行
、
宗
祗
等
に
代
表

さ
れ
る
旅
の

詩
人
の
伝
統
で
あ

る
。
芭
蕉

は
延
宝

八
年
（
一
六
八
〇
年
）、
三
七
歳

の
時
に
、

江
戸
出
府
以

来
数
年

に
し
て
漸
く
確
立
し
た
俳
諧
宗
匠
と
し
て
の
地
位
を
捨

て

て
、
深
川

の
芭
蕉
庵

に
退
隠
す
る
。
こ
の
時
期
が
一
応
蕉
風
の
誕
生
期
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。

草
庵

に
入

っ
た
最
初
の
頃
は
、
同
じ
よ
う

に
世
俗
を
去

っ
て
閑
雅
を
楽
し

ん
だ
杜
甫
や
蘇
東
披
等
、
唐
宋
の
脱
俗
の
詩
人
達
の
生
き

方

に
共
鳴
し
、
作
品

の
上

に
も
彼
等
の
影
響
が
濃
厚

に
、
そ
れ
も
か
な
り
観

念

的
な
形

で
表
れ

て
い
る
。
「
櫓
声
波

を
打

っ
て
腸
氷

る
夜

や
涙
」
、
「
氷

苦

く

偃
鼠
が
咽

を
う

る
ほ
せ
り
」
は
こ
の
時
期
の
作
で
あ

る
。
し
か
し
こ
の
頃

既

に
彼

の
裡

に
は
、
蕉
風
の
も
う
一
本
の
柱
を
成
す
風
狂
の
旅
へ
の
衝
動

が

萌

し
て
い

た
。

こ

の
傾

向

は
貞
享
元

年

（
一
六
八
四
年
）、
四

一
歳

の
時

の

『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
と
い
う
上
方

へ
の
旅

に
お

い
て
、

か
な
り

は

っ
き
り
と

し

た
形
で
表
れ
て
く
る
。
芭
蕉

は
こ
の
紀
行
文

を
、
「
野

ざ
ら

し
を
心

に
風

の
し
む
身

か
な
」
と
い
う
旅

立
ち
の
句
に
よ

っ
て
書
き
出
し
て

い
る
が
、
こ

行流易不の蕉芭と覚感史歴のトツオリエＳＴＱ

り

ｒ

Ｄ



の
一
種
悲
愴
な
緊
張
感
は
旅
が
進
む
に
つ
れ
て
徐

々
に
影

を
潜

め
て

い
き
、

そ
れ
と
同
時
に
漢
詩
文
の
伝
統
へ
の
全
面
的
な
寄
り

か
か
り
の
傾
向
も
薄
れ

て

く
る
。
大
垣

に
着
く
頃

に
は
「
死

に
も
せ
ぬ
旅
寝
の
果
て
よ
秋

の
暮
」
と

い
う
、
何

か
ほ

っ
と
安
堵
し

た
よ
う
な

気
分

の

句

に
変

わ
り
、

さ
ら

に
、

「
狂
句
木
枯
ら
し
の
身

は
竹
斎

に
似
た

る
か
な
」
と

、
狂

句

に
耽
溺

し
て
尾

羽

打
枯
ら
し
た
竹
斎
と

い
う
人
物
に
、
我
が
身
を

な
ぞ
ら
え
て
笑

い
の

め
す

余
裕
さ
え
出
て
き
て

い
る
。
こ
の
旅
か
ら
三
年
後

に
や

は
り
上
方

へ
向
け
て

行

っ
た

『
笈
の
小
文
』
の
旅
に
な
る
と
、
こ
の
風
狂
の
気
分

は
一
段
と
熟
し

た
模
様
で
、
旅
立
ち
の
句
も
「
旅
人
と
我
が
名
呼
ば
れ

ん
初
し
ぐ

れ
」
と
、

風

狂
の
旅
人
の
境
涯

に
悠

々
と
腰
を
据
え
た
心
境

を
窺

わ
せ
る
も

の
に
な

っ

て

い
る
。
こ
の
時
既

に
芭
蕉
は
、
漢
詩
文
の
呪
縛

か
ら
完

全
に
脱
却
し
て

い

た
と
お
ぼ
し
い
。
こ
の
旅
で
は
花
の
吉
野

か
ら
須
磨
、
明
石
へ
と
、
歴
史
上

名
高
い
歌
枕
の
地
を
訪
れ
た
こ
と
も
あ

っ
て
、
日
本
の
詩

歌
の
伝
統

に
繋
が

る
風
狂
の
境
地

に
楽

々
と
遊
ぶ
だ
け
の
柔
軟
さ
を
身

に
つ
け

、
そ

の
上

に
、

現
実
の
風
物
の
背
後

に
歴
史
的
な
も
の
、
時
間
的

な
も

の
を
透
視
す

る
態
度

さ
え
表
れ
て
き
て

い
る
。
日
本
の
風
土
の
中

に
詩

歌
の
伝
統
や
歴

史
を
探
り

、

そ
の
対
象
と
一
如

に
な
っ
て
、
永
劫
の
時

の
流

れ
に
自

ら
を
溶
融
さ
せ

る
と

い
う
こ
の
手
法

は
、
次

の
『
お
く
の
ほ
そ
道
』

の
旅
で

一
層
成
熟

し
た
形
で

開
花
す
る

の
で
あ

る
。

さ
て

、
芭
蕉

が

『
お
く
の

ほ
そ
道
』

の
旅

に
出

か
け

た
の

は
元

禄
二
年

（
一
六
八
九
年
）
の
春
か
ら
秋
に
か
け
て

の
こ
と
で
、

彼
は
こ

の
時
四

六
歳
で

あ

っ
た
。
こ
の
旅

は
、
先
の
二
つ
の
旅

に
よ

っ
て

い
よ

い
よ
高

ま

っ
て
き

た

漂
泊
へ
の
渇
望
と
詩
人
と
し
て
の
使
命
感
に
促
さ
れ
て

、
北
国
の
厳
し
い
風

土

の
中

に
刻
み
付
け
ら
れ

た
漂
泊
の
歌
人
達
の
足
跡
を
辿
り
、
日
本
の
詩
歌

の

伝
統

に
繋
が
ろ

う
と
す

る
自
ら
の
立
場
を
よ
り
確
実
な
も

の
に
す
る
た
め

に
企
て
ら

れ
た
も

の
で
あ

っ
た
。
足

か
け
六

ヶ
月
、
通
し
て

六
百
里
を
歩
い

た
こ
の
長

旅
の
中

か
ら
、
彼

の
伝
統
と
歴
史
へ
の
関
わ
り
方
が
最
も
よ
く
窺

わ
れ
る
場

所
を
二

つ
挙
げ
て
み
ょ
う
。
旅
立
ち
の
不
安
や
緊
張
も
薄
れ
て
、

足
取

り
も

思
い
な
し
か
弾
ん
で
き
た
の
は
、
古
来
、
歌
枕
と
し
て
名
高

い
白

河

の
関
に
か
か
る
頃
で

あ
っ
た
。
此
処

に
足
を
留
め
て
旅
の
感
懐
を
詠
ん
だ

人

々
も
多

く
、
東
北

に
お
け

る
和
歌
の
伝
統
の
重
要

な
拠
点
と
も
言
う
べ
き

所
で

あ
る
。
中
で

も
西
行

の
「
白
河
の
関
屋
を
月
の
も
る
か
げ
は
人
の
心
を

と

ど
む
な

り
け
り
」

や
、
能
因
の
「
都
を
ば
霞
と
と
も
に
立
ち
し

か
ど
秋
風

ぞ

ふ
く
白
河

の
関
」

は
有
名
で
あ
る
。
芭
蕉
は
こ
の
二
人
の
歌
は
も
と
よ
り
、

こ

の
関
を

訪
れ
た
他
の
歌
人
達
の
歌

か
ら
も
あ
ま
た
の
言
葉
を
引
き
、
彼
等

が

詠
じ
た
旅
の
感

懐
を
自
ら

の
も
の
と
し
て
噛
み
し
め
つ
つ
、
今
眼
前

に
見

る
こ
の
関

の
、
卯

の
花
が
雪

と
紛
う
ば

か
り

に
咲
き
こ
ぼ
れ
た
風
情
を
、
降

り

積
も
る
時
間
の
重
み
に
堪
え
て
生
き
続
け

る
永
遠
な
る
姿
と
し
て
、
感
動

溢

れ
る
筆
を
も
っ
て

美
し
く
描
き
出
し
て

い
る
。
自
然
の
推
移
に
即
し
て
四

季

折
々
に
そ
の
姿
を
変
え

な
が
ら
、
変
転
極
ま
り
な

い
人
々
の
歴
史

を
、
流

れ
の
中
の
一
個
の
石

の
よ
う
に
じ

っ
と
見
守

っ
て
き
た
関
の
姿
を
描

い
た
こ

の
一
章
は
、
芭
蕉

の
永
遠
と
時
間
と

の
関
係

の
把
握
を
巧
ま
ず
し
て
明
ら

か

に
す
る
と
共
に
、
和
歌
の
伝
統
へ
の
彼

の
傾

倒
を
語

っ
て
余
す
と
こ
ろ

が
な

い
。



歴
史
と
文

学
伝
統
へ
の
関
わ
り
方
が
こ
れ
に
劣
ら
ず
よ
く
窺
わ
れ
る
の

は
、

平
泉
で
の
経
験
を
述
べ
た
一
章
で
あ
る
。
藤
原
秀
衡
に
至
る
奥
州
藤
原
氏
三

代
が
栄
華
を
極
め
、
贅
の
限
り
を
尽
く
し
た
居
館
が
今
や
跡
形
も
な
く
、
近

く
の
小
山
の
み
を
残
し
て

一
面
の
田
野
と
化
し
、
高
館
の
義
経
居
館
跡
で

は
、

悲
運
の
大
将
を
守

っ
て
此
処
に
立
て
籠

っ
た
義
臣
の
一
党
が
こ
と

ご
と
く
破

れ
去

っ
た
古
戦
場

に
、
茫
々
た
る
夏
草
が
生
い
繁

っ
て
い
る
の
を
目
の
あ

た

り

に
し
て

、
芭
蕉

は
杜
甫
の
有
名
な
「
春
望
」

に
う
た
わ
れ
た
戦
乱
の
情
景

を
此
処
に
重
ね
合
わ
せ
、
「
国
破

れ
で

山
河

あ
り
、
城
春

に
し
て
草

青
み

た

り
」
と
、
そ
ぞ
ろ

往
時
の
こ
と
が
偲
ば
れ
て
涙
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
な

い
。

こ
の
時
の
句
が
「
夏

草
や
兵
ど
も
が
夢
の
跡
」
で
あ
り
、
光
堂
（
金
色
堂
）

で

、
建
物

が
風
雨

に
曝
さ
れ
て
崩
壊
す
べ
き
と
こ
ろ
を
、
套
堂
を
も

っ
て
覆

っ
た
こ
と
に
よ
っ
て

朽
ち
果
て

も
せ
ず

残
っ
て

い
る
さ
ま
を
詠

ん
だ
、
「
五

月
雨
の
降
り
残
し
て

や
光
堂
」
と
共
に
、
詩
人
が
此
処
で
も
ま
た
、
万
物
流

転
の
相
の
中
に
永
遠
に
生
き
続
け
て

い
る
も
の
を
見
て
、
大

い
な

る
感
動

に

揺
す
ぶ
ら
れ
た
こ
と
を
伝
え
て

い
る
。
白
河
の
関
で
は
専
ら
日
本

の
詩
歌

の

伝
統
に
浸

っ
て
い
た
彼
は
、
此
処
で
は
夏
草
に
覆
わ
れ
た
古
戦
場

の
光
景

か

ら
、
ご
く
自
然
に
古
代
中
国
の
戦
乱
期
を
生
き
た
杜
甫
の
詩
を
思

い
出
し
て

い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
芭
蕉
の
漢
詩
人
へ
の
傾
倒
が
や
は
り
並

々
な
ら

ぬ
も

の
で
あ
る
こ
と
を
物
語
る
と
同
時

に
、
観
念
的
な
硬
さ
が
取
れ
た
今
こ
そ

、

自
由
自
在
に
こ
の
伝
統
に
遊
ぶ
だ
け
の
、
柔
軟
な
精
神
が
生
き
生
き
と
働

い

て
い
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
、
こ
の
二
つ
の
例
を
見

た
だ
け

で
も
、
こ
の
最
後

の
紀
行
で

は
、
漢
詩
文
と
和
歌
と
い
う
二
つ
の
伝
統
が

、

芭
蕉
の
裡
で
ま
こ
と

に
よ
く
融
合
さ
れ
、
芳
醇
な
味
わ

い
を
湛
え
る
ま
で

に

熟
成
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
判
る
。
こ
の
旅
を
終
え
た
後
の
芭
蕉
は
、
此
処
で

体
得
し
た
不
易
流
行
思
想
を
、
旺
盛
な
創
造
活
動
の
な

か
で
目
覚
ま
し
く
実

践
し
て
い
く
。
作
風

は
、
初

期
の
観
念
性
、

抽
象

性
を
遥

か
に
離
れ
、
「
初

し
ぐ
れ
猿
も
小
蓑
を

ほ
し
げ
な
り
」
と
い
う
こ

の
時
期
の
一
句

に
も
窺
わ
れ

る
よ
う
に
、
自
然
の
風
物
を
も
っ
て
■
さ
せ
る
句
境
か
ら
、

さ
ら

に
進
ん
で
、
身
近
な
生
活
の
あ
り
の
ま
ま

を
懐

か
し
く
言

い
取

る
と
い

う
「
軽
み
」
の
精
神
へ
と
転
じ
て
い
く
。
こ
れ

は
ま
さ
し
く
、

エ
リ
オ
ッ
ト

も
到
達
し
た
「
高
く
心
を
悟
り
て
俗
に
歸
る
べ
し
」
の
実
践
に
他
な
ら
ず
、

『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
旅
が
彼
に
も
た
ら

し
た
最

大
の
成
果

と
言

っ
て
よ

い

で
あ
ろ
う
。

結
　

語

さ
て
、
こ
こ
で

エ
リ
オ
ッ
ト
と
芭
蕉
の
旅
に
見
ら
れ

る
伝
統
と
歴
史
へ
の

関
与

に
お

い
て
、
両
者

に
共
通
す
る
も
の
を
挙

げ
て
結
語

に
代
え
た
い
。
ま

ず
第
一
は
、
あ
る
歴
史
的
地
点
に
立

っ
て
、
過
去
の
時
間
の
中
か
ら
語
り
か

け
て
く
る
古
人
の
声

を
聴
き
取
ろ
う
と
す
る
態

度
で
あ

る
。
第
二
は
、
現
在

の
一
瞬
を
平
面
的

な
時
間
上
の
一
点
と
し
て

捉
え
る
の
で

は
な
く
、
そ
の
背

後

に
大

い
な

る
歴
史

の
流
れ
を
見
よ
う
と
す

る
姿
勢
で
あ
る
。
第
三
は
、
自

国

の
文
学
お
よ
び
そ
れ
が
属
す
る
文
化
圏
の
伝
統

に
関
与
す
る
際
の
前
提
と

し
て
、
風
雅
、
歴
史
感
覚
と

い
う
時
間
論
的
認
識
を
措
定
し
て
い
る
こ
と
で

あ

る
。
し

か
も
両
者
共

に
、
自
ら
の
歴
史
感
覚

の
中
核

に
、
風
雅
の
誠
、
あ

行流易不の蕉芭と覚感史歴のトッオリェＳＴ



る
い
は
静
止

点
と
呼

ぶ
と
こ

ろ
の
、
永
遠
と
時
間
の
交
差
す
る
瞬
間
を
据
え

て

い
る
。
共
通
点
の
最
後
は
、
永
遠
と
時
間
と
を
統
一
す
る
究
極
の
一
点
の

追

究
、
即
ち
、
時
間
の
軛
か
ら
脱
し
て
精
神
の
自
由
を
獲
得
し
よ
う
と
す

る

試

み
が
、
皮
肉
に
も
、
日
常
的
時
間
に
縛
ら
れ
た
人
間
の
造
り
出
す
歴
史
こ

そ
が
、
宇
宙
の
恒
常
原
理
に
繋
が
る
の
だ
と

い
う
認
識

に
彼
等
を
導

い
て

い

る
と

い
う
こ
と
で

あ
る
。
彼

等
の
真
理

探
究

の
道

程
は
、
共

に
「
高

悟
帰

俗
」
の
精
神
の
実
現
に
他
な
ら
な
か

っ
た
と
言
え

る
で
あ
ろ
う
。

（

―

）
　

服

部

土

芳

『

三

冊

子

』

、

芭

蕉

全

集

第

七

巻

、

東

京

、

富

士

見

書

房

、

平

成

元

年

、

一

七

三

頁

。

（

２

）
　

尾

形

仂

『

芭

蕉

の

世

界

』

、

東

京

、

講

談

社

、

一

九

九

一

年

、

二

八

五

頁

。

（

３

）
　

服

部

、

前

掲

書

、

一

七

八

頁

。

（
４
）
　
Ｓ
ｒ
ｉ
,
　
Ｐ
.
　
Ｓ
.
,
　
Ｔ
.
　
Ｓ
.
　
Ｅ
ｌ
ｉ
ｏ
ｔ
,
　
V
ｅ
ｄ
ａ
ｎ
ｔ
ａ
　
ａ
ｎ
ｄ
　
Ｂ
ｕ
ｄ
ｄ
ｈ
ｉ
ｓ
m
,
　
Ｖ
ａ
ｎ
ｃ
ｏ
ｕ
ｖ
ｅ
ｒ
,

Ｕ
ｎ
ｉ
ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｉ
ｔ
ｙ
　
ｏ
ｆ
　
Ｂ
r
i
ｔ
ｉ
ｓ
ｈ
　
Ｃ
ｏ
ｌ
ｕ
ｍ
ｂ
ｉ
ａ
　
ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
,
　
１
９
８
５
,
　
ｐ
.
 
９
８
.

（

い

と

う

・

さ

ち

こ

、

英

文

学

・

比

較

思

想

、

北

里

大

学

教

授

）
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