
、

て
行
く
う
ち

に
.
彼

の
美
意
識

の
中

に
、
私

の
や

る
べ
き

テ
ー

マ
を
見

い
だ
し

た

の
で
あ

る
。

業
平
集

に
お
け

る
美
意
識
と

の
出
合

い
は
ブ

ル
ト
ン
と

ナ
ジ

ャ
の
磁
極
的
出

合

い
そ

の
も

の
の
よ
う

に
、
私

に
困
惑
め

い
た
心
地
よ
さ
を
味
あ
わ
せ
た
。
業

平

集

に
み
た
そ
れ
は
、
私

個
人
に
お
け
る
貧
弱
な
美
的
体
験

の
中

に
も
確
実

に

一
歩
ず

つ
位
置
づ

け
ら
れ

て
い

っ
た

の
だ
。
そ

の
美

意
識
と
は
、
は
ず
さ
れ
た

場

で

の
多

く

の
体

験
か
ら
生
じ
た
も

っ
と
も
人
間
的
感
性

の
出
合

い
で
あ
る
。

一
つ
に
概
念

を
否
定

し
破
壊
す
る
空
間
的
作
用

で
、
と

ま
ど

い
の
中

に
、
も
ろ

く
美

し
く
輝

く
生
命

を
も

つ
も

の
で
あ
る
ー

す
な
わ
ち
こ
こ
で

の
概
念

の
否

定
と

は
デ

ュ
シ
ヤ

ン
の
レ
デ

ィ
メ
イ
ド
的

イ

メ
ー
ジ
と

い
う
よ
り
世
俗
を
超
越

し
た
と

い
う
方

に
近
い
。
又

、
破
壊
と

は
ダ
ダ
的

イ

メ
ー
ジ
で
は
な

く
、
ど

ま

ど

い
の
中

か
ら
生
じ

る
シ

ャ
ー
プ
な
も

の
と
言
う

べ
き
だ

ろ
う

か
「

世
俗
を

超
越
し
た
美
的
世
界

に
純
粋
な
も

の
を
求

め

つ
づ
け

て
生

き
よ
う
と

し
た
業
平

は
す
べ

て
を
愛

に
み
た
。

そ
れ

は
永
遠
な

る
美
的
な

る
存
在

で
あ

る
。
し

か
も

い
の
ち

自
ら

の
滅
び

の
美
学

で
も
あ

る
。
わ

ず

か
な
生

に
た
く
す
極
限
的

姿

は

美

し

.
い
。
滅
び
行
か

ん
と
す

る
美
を

一
瞬

に
と
ら
え
、
自
ら
同
化
せ

ん
と
す

る
者

に

と

っ
て
の
対
象
は
永
遠
な

る
も

の
で
あ

る
。
そ

の
頃

の
私

は
、
そ
れ
と
同
じ
も

の
を
谷
崎

の

「
春
琴
抄
」

三
島

の

「
金
閣
寺
」

の
中

に
み
た
。

二

つ
の
作
品
と

業
平
集
を
比
較
し
結
び

つ
け

一
人

よ
が
り
な
卒
論
を
書
き
進

め
て
い
た
折
か
ら

三
島

の
死
が
報
じ
ら
れ
た
。
三
島

の
思
想
と
は
無
関
係

に
、
す
く
な
か
ら
ず
動

揺

し

て
い
た
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
金
閣
寺
が
炎
上
し
、
く
ず
れ
落

ち
た

の
だ

っ

齟
た
。過

ぎ
去

り
し
時

を
は
ろ
け

く
思
う
な
り
業
平
集
を

く
く
り
に
し
日
々

〈
芭

蕉

の

俳

論
V

ー

不
易
流
行
に
つ
い
て
ー

箜
二
回
卒
業

柳
井

民
子

卒
論
を
書

い
て
か
ら
、
早
く
も

二
年
が
経

よ
う
と
し

て
い
る
。
提
出
間
際

の

せ

っ
ぱ

つ
ま

っ
た
苦
し

み
も
忘
れ
か
け
、
あ

の
当
時

の
あ
が
き

に
も
似
た
状
態

が
懐
し
く
思

い
だ
さ
れ

る
昨
今

で
あ

る
。

私

は
、
卒
論

に
芭
蕉
を
選
ん
だ
。
理
由
は
、
生
涯
を
旅
に
過
ご
す
と

い

っ
た

常
人

で
は
真
似

の
出
来

な

い
芭
蕉

の
存
在
が
、
日
本
文
学

史

の
中

で
最
も
自
分

か
ら
遠

い
存

在

に
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
私

に
と

っ
て
芭
蕉
は
、

モ
ノ
ク

ロ

ー

ム
の
世

界

で
あ
り
、
色
彩

の
感

じ
ら
れ
る
世

界

で
は
な
か

っ
た
。
も
し
、
こ

こ
で
芭
蕉

と

の
、

つ
な
が

り
を
も
た
な
か

っ
た
ら
お
ら
そ
く

一
生
読
ま
な

い
で

終

っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
と

思

っ
た
◎
私

に
と

っ
て
最

も
遠

い
存

在
を
最

も
近
い
存

在
に
し
た
い
、
こ
ん
な
気
持
を
契
機

に
題
目
を

「
芭
蕉

の
俳
論
i
不

易
流
行

に

つ
い
て
ー
」
と
決

め
、
準
備

に
と

り
か
か

っ
た
。

ま
ず
最
初

に
、
芭

蕉
研
究

の
べ
ー

ス
と

し
て
、
小
宮
豊
隆

の

『
芭
蕉

の
研
究
』
を
読
む

よ
う

に
、

と

の
こ
と

で
読

み
始

め
た
が

、
著
者

の
芭
蕉

に
対
す

る
の
め
り
込
む

よ
う
な
傾

倒
ぶ

り
と

、
著
者

の
人
格
を
彷
彿
と
感
℃
さ

せ
る
文
章

に
圧
倒
さ

れ
て
、
読

み

終

え
た
後

、
強
度

の
虚
脱
感
を
味

わ

っ
た
。
し

か
し
論
文

の
提
出

日
も
決

め
ら

れ

て
い
る
の
で
、

い

つ
ま

で
も
そ

の
中

に
浸

っ
て
い
る
わ
け

に
は

い
か
な

い
。

そ

こ
で
何
を
も

っ
て
芭
蕉
と
か
か
わ
り
あ
お
う
か
と
考
え
た
が
結
局
、
上
記

σ

題
目

に
.決
め
た
。
不
易
流
行
と
は
、
芭
蕉
俳
諧

の
根
本
理
念

で
あ
り
、

こ
れ
を

理
解
す
る

こ
と
な
し
に
芭
蕉
芸
術

の
本
質

に
迫
る

こ
と
は
出
来

な

い
と
思
え
た

か
ら

で
あ
る
。
・芭
蕉
は

"
古

人

の
求
め
た
る
と

こ
ろ

の
も

の
"
を
不
易
と
名
づ

」

「
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け
、

そ
れ
を
求

め
て
、
日

々
新
た

に
し

て
、
日
々
新
た
な

る
世
界
を
創
造

し

つ

つ
生
活
す

る
こ
と
を
流
行
と
名
づ

け
た
。

っ
ま
り
時
代

の
移
り
変

わ
り
に
影
響

さ

れ
ず

、
安
定

し
た
恒
常
性
が
不
易

で
あ
り
、
そ
の
時

そ
の
時

に
お
け
る
新

し

み
を
創

造
し
て
ゆ
く
こ
と
が
流

行
で
あ
る
。
瞬

間
瞬

間

の
新
し
み
は
、
即

消
え

て
ゆ
く
も

の
で
永

遠
性

を
も
た
な

い
。
永

遠
性

を
含
む
不
易

で
あ

っ
て
、
永

遠

性

に
連
な
る
流

行
で
な
く

て
は
な
ら
な

い
。
不
易
と
流
行
は
、

一
見
矛
盾

し

て

い
・る
よ
う

に
み
え
る
が
、
俳
諧
文
芸

の
本
質
を
静
と
動

の
異
な

っ
た
視
点
か
ら

見

て
い
る
こ
と

に
他
な

ら
な

い
。

し
か
し

「
芭
蕉

の
俳
論
」
と
銘
う

っ
た
も

の
の
芭
蕉
は
、

一
冊

の
俳
論
書
も

書

ぎ
残
し

て
は

い
な

い
。
句
作
者

の
心
構
え
と
か
、
句
を

つ
《
る
際

の
精
神
構

造
な

る
も

の
を
解
説
し

て
い

っ
た
ら
俳
諧

の
生
命

で
あ

る
新

し
み
が
得

ら
れ
な

・く
な

っ
て
し
ま
う

こ
と

は
、
芭

蕉
自
身
が

一
番

よ
く
知

っ
て
い
た
は
ず

で
あ
る
。

そ

れ
で
も
折

に
ふ
れ
不
易
流
行
と

は
、
い
か
な

る
も
の
か
を
説

い
た
。
土
芳

や
去
来

の
俳
論
書
を
見

る
こ
と

に
よ

っ
て
、
又
芭
蕉
自
身

の
書

い
た
も

の
の
中

か
ら
～
書
簡

の
中

か
ら
、
さ

ら
に
彼

の
作

風

の
変
遷

、

つ
ま
り
芸
境

の
変
遷

を

み
る
こ
と

に
よ
り
推
察
出
来

る
。
貞

門
か
ら
談
林

へ
、
さ
ら

に
蕉
風

へ
、
又
そ

の
中

で
も

『
冬

の
日
』

の
風
狂

の
世
界
か
ら

『
猿
蓑
』

の
、
わ
び

・
さ
び

.
し

を
り

の
世

界

へ
と
展
開
し

て
い

っ
た
。
そ
し

て
最
後

に

、『
炭
俵
』

に
お

い
て
、

か
る
み

の
境
地
を
説
く

に
至
る
。
芭
蕉

に
と

っ
て
俳
諧
と
は
、
お
か
し

み
の
表

現

で
は
な
く

て
自
ら

の
魂

の
感
動

の
表
現

で
あ

っ
た
。
芭
蕉

は
、
自
然
を
人
間

と
対
立
す
る
も

の
と
し

て
で
は
な
く

鴨
入
間
と
調
和
す

る
も

の
と
し

て
と

ら
え

た
。
そ
し

て
自
然
と
融
合
す
る

こ
と

に
よ
り

、
具
体
的

に
は
旅
を
続
け

る
こ
と

に
よ

っ
て
自
己
変
革
を
試

み
た
。
近
世
と

い
う
時
代

の
中

で

一
所
不
住

の
生
涯

を
お
く

っ
た
芭
蕉
は
一、
庶
民
層

の
中

に
真
実
を

発
見
し
、
美

を
み

い
だ
し
た

の

で
あ
る
。

私

の
申

で
、
涸

れ
た
イ

メ
ー
ジ
で
し
か
な

か

っ
た
芭

蕉
像

に
、
ど

れ
だ

け
血

を

か
よ
わ
せ
得

た
か
。
資
料
を
読
解

す
る
こ
と

に
お
い
て
ハ
何
度

も
消
化
不
良

を

お
こ
し
た
軌
し

て
、
そ

の
点

に

つ
い
て
は
心
も
と
な

い
。
が
、卒
論

を
書

き
終

え
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
又
ゼ

ミ
旅

行
を
す
る

こ
と

に
よ

っ
て
私

の
イ

メ
ー
ジ

の

中

で
い
く
ら
か
は
、
生
き
生
き
と
し
た
芭
蕉
像

に
な

っ
た

よ
う
な
気
が
す

る
。

四
泊
五
日

の
予
定

で
伊
賀
上
野
を
ふ
り
だ
し

に
、
芭
蕉
記
念
館

で
館
長
さ

ん

自
ら

の
説
明
を
う
け
た

こ
と
、
石
山
寺

の
近
く

の
宿

で
、
八
人

で
歌
仙
を
ま

い

た

こ
と

、
み
の
虫
庵

で
の
老
婆

の
呪
文
を
唱

え
る
よ
う
な
調
子

の
説
明
を
聞

い

た

こ
と
等

は
、
い
ま
だ

に
忘

れ
ら
れ
な

い
。
幻
住
庵
跡
を
訪

れ
た
時
な
ど

、
蚊

が
多

く
て
困

っ
た
が

、
石
碑

に
書

い
て
あ
る
芭
蕉

の
句
を
読

ま
な

ぐ
て
は
、
こ

こ
を
動

か
な

い
等
と
先
生

に
言

わ
れ
、
皆
が

足
踏

み
を

し
な
が

ら
ど

う
に
か
読

ん
だ
記
憶

も
懐

し

い
。

ゼ

ミ
で

の
出
合

い
に
、

こ
と
よ
せ

て
名
称

を

"
連
衆
会

"
と
し
、
毎
年

十
月

十
日

に
会
合

を
も

っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
み
か
ん
狩
り
に
行

っ
た
り
、
食
事

を

し
た
り
し

て
お
互

い
の
人
間
と
し

て
の
変
遷

の
過
程
を
確
か
め
あ

っ
て
い
る
。

こ
れ
を
書

い
て
い
る
最
中

に
悲
し

い
知
ら
せ
を
受
け
た
。
か
ね

て
病
気
療
養
中

で
あ

っ
た
、
ゼ

ミ
の
仲
間

の
鈴
木

ふ
み
子
さ

ん
の
訃
報

で
あ

る
。
謹

ん
で
哀
悼

の
意
を
表

し
た
い
と
思

う
。

八
王

朝

の

音

楽
〉

ー

源
氏
物
語
と
枕
草
子
を
め
ぐ

っ
て
ー

第
四
回
卒
業

稲
葉

優
子

大
学

か
ら

「卒

業
論

文

の
思

い
出

」
を
書
く
よ
う
依
頼

を
う
け
、
正
直

い

っ

て
と
て
も
困

っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。

こ
の
三
月
に
大
学
を
卒
業
し
、
四
月
か
ら
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