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「
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は

し

が
き

　

小
稿
は

、

〈

奥
〉

を

キ
ー

ワ

ー

ド

と

し

た

日
本
人
の

「

住
ま
い

感
覚
」

の

研
究
の
一

環
と

し
て

位
置
づ

け
ら

れ
る

。

　

こ

れ

ま

で

の

と
こ

ろ
、

〈

奥
〉

は
、

自
ら
の

立

ち
位
置
か

ら

し
か

見
る

こ

と

が

で

き

ず
、

求
め

よ

う
と

し
て

も
〈

奥
〉

は
、

す
る

り
と

そ
の

ま

た

奥
（

向
こ

う
）

へ

と

移
る
こ

と

に

な

り
、

〈

奥
〉

へ

の

到

達
は

永
遠

の

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1）

願
望

に

な

ら

ざ
る

を

え
な
い

こ

と

が

検
証
で

き
た

。

つ

ま
り

〈

奥
〉

は
、

「

も
の
」

と
し

て

見
え

る

こ

と

は

な
い

が
、

「

こ

と
」

と

し

て

は

感
受
し

う
る

と
い

う
パ

ラ

ド
ッ

ク
ス

を

内
包
し

て

い

る
。

し

か

し
こ

れ

を
「

見

え
る
」

の
一

種
と

し

て

と

ら

え
る

こ

と

も

可

能
で

あ
ろ

う
。

　

と
こ

ろ

で

「

冥

−
顕
」

世
界
像
に

つ

い

て

若
干
説
明
を
し
て

お

き
た

い
。

「

顕

界
」

と

は

明
る

い

世
界
つ

ま
り
我
々

の

生

き

て

い

る

日

常
・

現

実
の

世
界
で

あ

り、

そ
れ

を
超
え
た

非
日

常
・

非
現
実
の

世
界
を

「

冥

界
」

と

呼
び

、

字
義
通

り

暗
い

世

界
と

す
る

。

平

易
に

は

「

こ

の

世
」

と

「

あ
の

世
」

と

も
い

え
よ

う
。

池
見
澄
隆
氏
は

、

顕
界
の

人
々

に
と
っ

て
、

冥
界
か

ら

の
一

方
的
被
透
視
性
が
そ
の

特
徴
で

あ
る
と

し
、

「

み

え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
（
2

）

な
い

ー
み

ら

れ
る
」

と
い

う
齟
齬
性
を

基
本

構
造
と

さ
れ
る

。

　
『

十
訓

抄
』

（

建
長
四

年
・

編

者
不
詳

）

の

成
立

し

た

中
世
と

は
、

こ

の

「

冥
界
」

の

イ

メ

ー
ジ

が

最
大
限
に

膨

ら
ん
だ

時
代
な
の

で

あ
る

。

　
さ

て
、

「

見
る
」

と

は
、

目
に

よ
っ

て

物
の

外
見
・

内
容
な
ど

を
知
る

こ

と

で

あ
る

。

こ

の

「

見
る
」

あ
る
い

は

「

見
え

る
」

は

と

も
に

、

今

日
で

も
日

常
的
に

使
用

し

て

い

る

言
葉
で

あ

り
、

そ

の

生

理
的
行

為
と

し
て

意
味
す
る

と
こ

ろ

は

さ
ほ

ど

大
き
く
は

変
わ
っ

て

い

な
い

。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

3）

　

ま
ず
「

見
る
」

（
「

見
え
る
」）

の

語
義
を

概
観
し
て

お

く
。

 
目
に

よ
っ

て

物
の

外
見

、

内
容
な
ど

を
知
る

こ

と
で

あ
り

、

ま
た、

そ
れ

を

　
も
と
に

し

て

考
え
た

り
判
断
し
た

り
す
る

こ

と
。

 
物
事
を

経
験
し

た
り

、

物
事
や

人
に

対
し
て

身
を

も
っ

て

働
き
か

け
た

り
す

　
る
こ

と
。

 
ま
た
「

見
え

る
」

は、

「

見
る
」

の

自
発
の

形
と

さ

れ、

受
身
・

可

能
の

意

　
に

も
用
い

ら
れ

る
。

こ

こ

で

は

見
ら
れ

る

側
で

あ
る

「

対

象
」

と
、

見
る

側
の

「

主

体
」
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と
の

関

係
に
つ

い

て

確
認
を

し
て

お

き
た
い

。

 
に

お
い

て

は

生
理

的

　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ

　
　

へ

な
意
味
と
し

て

光
と

視
力
に

依
存
し

た

肉
眼
と

も
位
置
づ

け
ら

れ
、

見

る

た

め

に

は

対
象
と

主

体
と

の

間
に

は
一

定
の

距
離
が
設

定
さ

れ

な
け

　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ

　　
へ

れ

ば
な

ら

な
い

。

 
で

は
い

わ

ば

心
眼

と

も

と

ら

え
ら
れ

、

そ
こ

で

は

対

象
と
主

体
と
の

距
離
は

問
題
に

な

ら

な
い

、

あ
る
い

は
、

な

く
な
っ

て

い

て

も

可
能
で

あ

り
、

距
離
と

い

う
問
題

を

超
え
て

い

る

と

考
え
ら

れ
る

。

そ

し

て

 
に

な
る

と
、

対
象
は

同

じ

よ

う
に

存

在
す
る

の

で

あ

る

が
、

主

体
ー
性
が

希
薄
に

な
っ

て

い

る

の

で

あ
る

。

一

　
「

目

−
見
る
」

（

見
え
る
）

に

つ

い

て

　
「

目

−
見
る
」

と
い

う
関
係
性
は

、

古
代
か

ら
現
代
ま

で

基

本
的
に

変

わ
っ

て

い

な
い

。

こ

れ

は

『

十
訓
抄
』

に

お
い

て

も
う
か

が

え
る

。

　

ま

ず、

書
写
山
の

性
空
上

人
が

夢
告
に

よ
っ

て
、

神

崎
の

遊

女
の

女

主
人
を
見
る

場
面
を

と

り
あ
げ
る

。

〔

三

ノ

十
五
〕

感
涙
お
さ
へ

が
た

く
し
て

、

眼

を
開
き
て

見
れ

ば、

ま

た
も
と

の

ご

と

く
、

女
人
の

姿
と

な
り
て
、

周
防
室

積
の

詞
を
出
す

。

眼
を

閉
つ

る

時

は、

ま
た

菩
薩
の

形
と

現
じ

て
、

法
門

を
演
べ

給
ふ

。

（

一

四
一

頁
）

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
ヘ

　

ヘ

　
　

ヘ

　

ヘ

　

へ

　

眼
を

開
け
た

時
は
（
現
実
の
）

女
人
と
し

て

見
え
て
い

る
の

で

あ
る

が
、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
ヘ
　
　

ヘ

　
　

へ

い

っ

た

ん

眼
を

閉
じ

れ

ば

菩
薩
の

姿
と

し

て

現
れ

る

と

書
か

れ
て

お

り、

い

わ

ゆ

る

権
者
の

化
作
と

位
置
づ

け

て

い

る
。

開
眼
時
に

は
、

日

常
的
な

肉

眼
視
と

し
て

対
象
を

見
る

こ

と

に

な

る

が
、

閉
眼
時
に

は
こ

『

十
訓
抄
』

に
お

け
る

「

見
る
」

と

い

う
こ

と

（

川
　
本
）

ち

ら
か

ら
の

心

眼
に

対
し
て

、

冥
衆
（

対
象
）

が

見
る
こ

と

を
許
諾
し
た

と

も
と

ら

え
ら
れ

よ

う
。

上

人
と

さ
れ

、

い

わ

ば

俗
人
を

超
越
し

た
人

が

見
る

、

開
眼

ー
顕
界
／
閉

眼

−
冥
界
と
い

う
関
係
に

注
目
し
て

お

く
。

　

次
い

で

視
覚
と

全

身
的
体
験
の

類
話
と
し

て
、

比

叡
山
の

西
塔
に

住

む

僧
に

助
け
ら
れ
た

天

狗
の

報
恩
譚
を
取
り
上
げ
る

。

〔

一

ノ

七
〕

「

こ

こ

に
て

目
を
ふ

さ

ぎ
て

居
給
へ

。

仏
の

説
法
の

御
声
の

聞
え
む

時、

目
を
ば

あ

け
給
へ

。

た

だ
し

、

あ
な
か

し
こ
、

た

ふ

と
し

と
お

ぼ

す
な

。

信
だ
に

お
こ

し

給
は
ば
、

お
の

れ

が
た
め

悪
し
か
ら

む
」

と
い

ひ

て
、

山
の

峰

の

方
へ

登
り
ぬ

。

　
と
ば

か
り
し

て、

法
の

御
声
聞
ゆ
れ
ば

、

目
を

見
あ
け
た
る
に

、

山
は

霊
山

と
な

り、

地
は

紺
瑠
璃
と

な
り
て

、

木
は

七
重
宝
樹
と

な
り
て

、

釈
迦

如
来

、

獅
子
座
の

上

に

お
は
し

ま

す
。

（
三

九
〜
四

〇
頁）

　
こ

こ

で

も
目

（

眼
）

の

開
／
閉
と

、

見
る

こ

と
と
の

関
係
性
が

書
か
れ

て

い

る
。

説
法
の

声
が

聞
え
て

き
た
の

で
、

天

狗
の

言
う
通
り
に

目
を

開
け
て

み

る

と
、

そ

こ

は

ま
さ
し

く
霊

鷲
山

で

あ
っ

た
。

た
だ
し
こ

こ

で

の

眼
を
開

け
る

と

は
、

生
理

的
な

そ

れ

と

は

異
な
り

、

法
の

御

声
を

き
っ

か

け
に

し

て

心
眼
に

移
っ

た

と

解
釈
し

う
る

。

つ

ま

り
開
眼

し
つ

つ

も
さ

き
の

語
義
に

あ
っ

た

 
の

意
味
に

移
っ

た
の

で

あ
る

。

　
こ

の

現
象
は

、

限
定
さ
れ

た

条
件
下
で

の

こ

と

で

は

あ

る

が
、

開
膕

ー
冥
界
と
い

う
新
た

な

関
係
が

生

じ

て

い

る

こ

と

が

み

て

と

れ

る
。

こ

こ

に
お
い

て

「

目
−
見
る
」

関
係
の

ダ

イ

ナ
ミ

ズ

ム

が
指
摘
で

き
よ

う
。

一 145一
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『
十
訓
抄
』

に
お

け
る

「

見
る
」

と
い

う
こ

と

（

川
　
本
）

二

　
「

良
秀

「

よ

じ

り
不
動
」

」

説
話
に
つ

い

て

次
に

「

良
秀

「

よ

じ

り
不
動
」

」

に

つ

い

て

検

討
を

加
え
る

。

〔
六
ノ

三

十
五
〕

絵
仏
師
良
秀
と
い

ふ

僧
あ
り
け
り
。

（

中

略
）

火、

は

や
わ
が

家
に

移
り
て

、

煙
、

炎
、

く
ゆ

り
け
る

を

見
て

、

お
ほ

か
た

さ
り

げ
な
げ
に
て

な
が

め

け
れ
ば

、

知
音
ど

も−
と
ぶ

ら
ひ

け
れ
ど

も
、

さ
わ

が
ざ

り
け
り
。

「

い

か
に

」

と

見
れ
ば

、

む
か
へ

に

立

ち
て

、

家
の

焼
く
る

を

見
て
、

う
ち
う
な
づ

き
、

う
ち

う
な
づ

き
し
て

、

時
時
笑
ひ

て、

「

あ
は

れ、

し
つ

る

所
得
か

な
。

年
ご

ろ

わ

ろ

く

書
き
け
る

も
の

か

な
」

と
い

ふ

時
、

と
ぶ

ら

ひ

来
た

る

者
ど

も
、

「

こ

は
い

か

に
。

か

く
て

は

あ
さ

ま
し

き
こ

と

か
な

。

も
の

の

つ

き
給
へ

る
か
」

と
い

へ

ば、

「

何
条、

も
の

の

つ

く
べ

き
ぞ

。

年
ご

ろ

不

動
尊
の

火
炎

を
悪

し
く

書
き
け
る

な

り
。

は

や
、

見

取
り
た

り
。

こ

れ
こ

そ
は

所
得
よ

。

こ

の

道
を
立
て

て
、

世
に

あ
ら
む
に

は
、

仏
を
だ

に
よ

く
書
き

奉
ら
ば

、

百
千
の

家
も
出
で

来

た

り
な
む
ず
る

も
の

を
。

我
党
こ

そ

さ
せ

る

能
を

も
お

は
せ

ね

ば
、

物
を

惜
し
み

給
へ

」

と

い

ひ

て
、

あ
ざ
わ

ら
ひ
て

立
て

り
け

り
。

そ
の

の

ち
に

や、

良
秀
が
「

よ

ち
り
不
動
」

と
て、

人
々

め

で

あ
へ

り
け
り
。

（
二

七
一

〜
二

七．
一

頁
）

　

気
遣
っ

て

駆
け
つ

け
て

き
た

知
人

友
人
か

ら

見
れ

ば
、

当
の

良
秀
が

見
つ

め

て
い

る

の

は
、

彼
の

家
が

燃

え

る

そ

の

炎
で

あ
る

。

し

か

し
、

そ
こ

で

良
秀
自
身
は

何
を
見
て

い

た
の

か
と
い

う
こ

と
に

な
ろ

う
。

　

自
分
の

家
が

燃
え
て

い

る

火

事
場

と

は

ま
さ
し

く
尋
常
で

は

な
い

場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

、

、

（

4
）

所
（

時
−

空
）

と

し
て

、

こ

の

世
に

お
け
る
一

種
の

異
界
と

し

て

と

ら

え

う
る

。

そ
こ

に

お
い

て

半
ば

笑

う
よ

う
に

そ
の

火
を

見
つ

め

る

良

秀
の

行
状
は
、

「

も
の

の，
づ −
ぎ
給，
へ

る
か
凵

と
、

周
り
か

ら

す
れ
ば

、

も
は

や

気
が
ふ

れ

た

と

し

か

受
取
れ
な
い

の

で

あ
る

。

し

か

し
本
人

に

と
っ

て

は
、

「

見
る

こ

と
」

は

ま
さ
し

く

燃
え
さ

か
る

炎
の

直
中
に

自
ら

が

没
入

し
、

そ

の

只
中
で

不
動
尊
の

火
炎
（
本
質
と
い

っ

て

も
よ
い

で

あ
ろ

う
）

に

炙
ら
れ

て
い

た

の

で

あ
る

。

さ

ら

に

い

え
ば
、

自
ら

が
燃
え

て

い

た

と

考
え
て

も
よ
い

で

あ
ろ

う
。

そ
れ

故
に

「

は

や
、

見

劉
」

と
一

気
呵
成
の

表
現
に

な
っ

た

も
の

と

し

て

と

ら

え
た

い
。

　

見
つ

め

る

対
象
は

、

す
で

に

「

異
界
」

と

し

て

と

ら
え
ら

れ
、

顕

界

で

の

常
識
を
超
え

た

と

こ

ろ

に

あ
る

。

眼

を

見
開
い

た

状
態
で

は

あ

る

が
、

そ
れ
は

も
は

や

肉
眼
を

超
え
た

も
の

、

つ

ま

り
心
眼
と

し

て
と

ら

え

う
る

。

さ

ら
に

は
、

火

炎
の

本
質
を

凝
視

す
る

彼
の

ま
な
ざ
し

は

そ

れ

を
も
超
え
た

「

第
三

の

眼
」

と

し
て

も
考
え
ら
れ
る

。

　

再
度

、

冥
顕

−
世
界
像
の

観
点
か

ら

み

て

お

き
た

い
。

良

秀
が

対

峙

す
る

自
宅
の

燃
え

盛
る

火

炎

↑
異
界）

と

自
身
と

の

関
係
は

、

火

炎

（

11

異
界）

か

ら

の

ま
な
ざ
し
を
ま
さ

し

く
全

身
で

受
け
と
め

て

い

る
こ

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　

ヘ

　

ヘ
　

へ

と

が

読
み

取
れ

る
。

こ

こ

に

も
「

見
え
な
い

ー
み

ら

れ
る
」

と

い

う
基

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

ヘ

　
　

ヘ

　
　

へ

本
図
式
は

生
き

て

い

る
。

し

か

し

そ
れ

が

「

見

え
る

ー
み
ら

れ

る
」

に

な
っ

た

と
き

、

絵
仏

師
良
秀
も
ま
た

「

異

界
」

の

人
と
な
っ

た

と
い

え

る

の

で

は

な
い

か
。

さ

き
に

も
注
目

し

た

「

目

−
見
る
」

関
係
の

、

固

定
的
で

は

な
い

ダ
イ

ナ

ミ
ッ

ク

な
変
動
が

あ

ら

た

め
て

見
て

と

れ

よ

う
。

こ

の

基
本
図

式
の

変
動
の

証
左
と

し

て
、

良
秀
が

吐

露
す
る

言
葉
「

見

ー
取
り
た

り
」

を
解
釈
し

た
い

の

で

あ
る

。
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む

す
び

　
『

十
訓
抄
』

の

説
話
を

素
材
に

、

目
（

眼∀

と
「

見
る
」

と

の

関

係
に

つ

い

て

次
の

こ

と

が

確
認
で

き
た

。

光
と

視

力
を
前
提
と

す
る

現

代
の

知
見
か
ら

す
れ

ば

自

明
の

こ

と

で

あ
ろ

う
が

、

し

か
し

、

そ

こ

に
と

ど

ま

る

こ

と

な

く
さ
ら
に

大
き
な
広
が

り
と

し

て

「

目
−

見
る
」

の

関

係

が

語
ら
れ

て

い

る

の

で

あ
る

。

い

わ

ば
、

る

「

こ

と
」

と
が

分

離
さ

れ

る

以
前
の

、

さ

れ

て
い

る

と

考
え
ら

れ
る
の

で

あ
る

。

　

夢
告
は

、

当
時
の

人
々

に

と
っ

て

は
、

見
え
る

「

も
の
」

と
、

見
え

始
原
的
〈

見
え

る
〉

が

表
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ひ

と
つ

の

現
実
で

あ
り

、

ま

さ
し
く
事
実
と

し
て

と
ら

え
て
い

た

と

受
取
れ

る
。

そ
こ

で

の

「

見
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　

　
ヘ

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
ヘ

　
　
へ

は

単
な

る

見
え
る

も
の

の

み

で

は

な

く
、

見
え
る

こ

と

と

し

て

も
と

ら

え
う
る

で

あ
ろ

う
。

「

見
る
」

の

語
義
か

ら
は

、

生

理

的
な
肉
眼
視

、

全

身
的

体
験
と
し

て

の

心

眼
視

、

そ
し

て

さ

ら

に

は

第
三

の

眼
と

し

て

の

「

見
る
」

も
予
感
で

き
た

。

そ
れ

は
、

当
時
の

人
々

が

も
っ

て

い

た

で

あ

ろ

う
「

冥

i
顕
」

世

界
イ

メ

ー

ジ

と

無

縁
で

は

な
い

。

良

秀
の

「

見

ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　

　
ヘ

　
　

ヘ
　
　

へ

取
る
」

と
い

う
言
葉
か

ら

も
「

見
え
な
い

ー
み

ら

れ
る
」

と
い

う
ま
な

ざ
し
の

非
対
称
性
と

い

う
基
本
図

式
と

と

も
に

、

劉
列

界

個
現
象
と

し

て

　
　
　
　
　
　
　
ヘ

　

　
ヘ
　
　

へ

と

ら

え

う
る

「

見
え
る

ー
み

ら

れ

る
」

へ

の

移
行
と
い

う
ダ

イ
ナ
ミ

ズ

ム

が

検
証
で

き
た

の

で

は
な
い

か
。

　

多
田
一

臣
氏
の

、

古
代
に

お

け
る

「

対
象
が

「

見
え
る
」

の

は
、

こ

ち
ら
の

「

見
る
」

意
志
を

対
象
が

受
け
入
れ

た
か
ら

に
ほ

か

な
ら

な
い

。

」

『

十
訓

抄
』

に
お

け
る

「

見
る
」

と
い

う
こ

と

（
川
　
本）

（

一

八

頁
）

と
い

う
指
摘
は

、

こ

こ

で

い

う
「

も
の
」

と
「

こ

と
」

、

つ

ま

り
対
象
と

主

体
と

の

近

接
・

複
合
・

合
致
に

つ

な
が
っ

て
い

く
の

で

は

な
い

だ

ろ

う
か

。

そ

こ

に

現
れ
る

向
こ

う
側
の

世
界
像
（
冥
界
・

冥

衆
）

に
、

中
世
的
な
時
代
の

特
徴
が

う
か

が
え

る
の

で

あ
る

。

1
　
拙
稿

ズ
奥
〉

の

精
神

史
的
考
察
ll
・

『

讃
岐
典
侍
日
記
』

（

下
巻）

に
お
け

　
る
時
間
・

空
間

1
」

『

佛
教
大
学
大
学

院
紀
要』

第
四
〇
号、

二

〇
一

二

年
。

2
　
池

見
澄
隆
編
『

冥
顕
論
　
　
日
本
人
の

精
神
史
　
　
』

法
蔵
館

、

二

〇
一

二

　
年

。

「

顕

界
」

お

よ

び
「

冥

界
」

と
い

う
言
葉
の

使
用
に

つ

い

て

は

右
記
池

　
見
澄
隆
「

序
に

か
え
て
」

に

拠
っ

て

い

る
。

3
　
『

日

本
国
語
大
辞
典

第
二

版
』

小
学
館

。

4
　
「

異
界
」

に

つ

い

て

も
前
掲
注
2
に

拠
り

、

冥
界
と

顕
界
と

の

オ
ー

バ

ー

　
ラ

ッ

プ
し

た

部
位
と
し
、

〈

奥
〉

を
例
と

す
る、

よ

り
具
体
的
な

顕
界
に

お

　
け
る

冥
界
へ

の

チ
ャ

ン

ネ
ル

と

し
て

と

ら
え
て

い

る
。

〈

参
考
文
献
〉

池
見
澄
隆
『
慚
愧
の

精

神
史
』

（
思
文
閣
出
版、

二

〇

〇
四

年
）

中
西
進

『

万
葉

集
原
論

柿
本
人

麻
呂
』

（

講
談
社、

一

九
九
五

年）

多
田
一

臣
『

古
代
文
学
の

世
界
像
』

（
岩
波
書
店、

二

〇

＝
二

年）

本
文
の

引
用
は

次
に
よ
っ

て

い

る
。

（
傍
線
は、

引
用
者
に
よ

る
。

）

浅
見
和
彦
校
注
・

訳

『

十
訓
抄
』

新
編
日

本
古
典
文

学
全

集
、

小
学
館

〈

キ
ー

ワ

ー

ド
〉

奥、

冥
顕
論

、

異
界

、

見
る

、

『

十
訓
抄
』

　
　
（

佛
教
大
学
研
究
員）
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