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神
話
的
世
界
と

菩
薩

本
居
宣

長
の

「

真
心
」

論
を

手
が

か

り

に
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〈

論
文
要
旨
〉
　
こ

の

論
文
の

狙
い

は
、

日

本
の

神
話
的
世
界
の

中
に
、

仏

教
が
ど

の

よ

う
な
径
路
を

経
て

入
り
込
み、

ど

の

よ

う
な

形
で

定
着
し

た
の

　
か

を

明
ら
か

に

す
る

こ

と

に

あ
る

。

　
　
神
仏
習
合
と

い

う
現
象
に

つ

い

て

の

従
来
の

研

究
は

、

教
義
や
制

度
の

側
面
に

重

点
が

置
か

れ
が
ち

で
、

信

仰
者
の

内
面
の

問
題
と

し

て

本
質
を
探

　
究
し

た

研
究
は

数
少
な

い
。

本
論
文
は、

人
間
精

神
の

最
深
部、

す
な
わ
ち

意
識
と

実
在
と

の

関
係
に

お

い

て
、

神
と

仏
の

結
合
が

何
を

意
味
し

て

い

　
た
の

か

を
考
察
す
る

。

　
　
日
本
神
話
に

登

場
す
る

理
想
的
人
間
は、

神
と

交
わ
る

人
々

で

あ
る

。

彼
ら
に

共
通
す
る

特
徴
は、

激
し
い

感
情
（

こ

れ

は

和
歌
を

詠
む

能
力
に

対

　
応
す
る
）

と
、

生
へ

の

執
着
（
死
へ

の

恐

怖
）

で

あ
る

。

本
居
宣
長
は、

こ

の

特
徴
を

「

真
心
」

と
い

う
概
念
で

あ
ら

わ

し

た
。

仏
教
は、

神
話
的
人

　
問
の

内
面
を、

新
た

な

知
に

よ
っ

て

捉
え

直
し
、

彼
ら
の

内
面
の

あ
る

部
分
を

深
め
、

ま
た

あ
る

部
分
の

不
足
を

補
う
も

の

と

し
て

登

場
し

た
。

そ
の

　
こ

と

に

よ
っ

て

仏
教
は

、

神
を

信
仰
す
る

精
神
に

と

っ

て

不
可
欠
な
も
の

と

し

て、

日

本
に

定
着
し
た

も
の

と

考
え

ら
れ

る
。

〈

キ
ー

ワ

ー
ド
〉

　
物
の

あ
わ
れ、

本
居
宣

長
、

真
心、

神
話
的
世
界、

菩

薩

「

物
の

あ
は

れ
」

と

仏
道
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B

　

海
外
の

聖
職

者
の

事
情
が

ど

う
で

あ
る
か

は

知
ら
ぬ

が
、

わ
が

国
に

お

い

て

は
、

僧
侶
が

恋
の

歌
を

詠
む

の

は

特
に

不
思
議
な

こ

と

　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　
　
　

99

と

は

思
わ

れ
て

い

な

か
っ

た

し
、

そ

の

例
も

古
来
枚
挙
に

い

と

ま
が

な
い

。

の

み

な
ら

ず
、

そ

う
し
た

僧
侶
の

恋
歌
の

中
に

は
、

西

行
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の

例
を

あ
げ
る

ま

で

も

な

く、

名
歌
と

し

て

人
口

に

膾
炙
し
て
い

る

も
の

が

数
多
く
あ
る

。

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

 

　

本

居
宣

長
は
、

そ
の

歌
論
（

「

排
蘆

小
船
』

三

三
・

『

石
上

私
淑
言
』

巻
ニ

ー
七

四）

の

中
で

、

恋
愛
を

禁
止

さ

れ

て

い

る

僧
侶
の

恋
の

歌

が
・

は

ば
か

ら

れ
る

ど
こ

ろ

か
・

人
々

に

賞
美
す
ら
さ

れ
て

い

る

の

は

な
ぜ

で

あ
る
か

と

問
い
・

そ
れ

に

つ

い

て

次
の

よ

う
に

述
べ

て

剛

い

る
。

　

ま
ず

第
一

に
、

仏

教
と

歌
道
と

は
、

そ

も
そ
も

価
値
基
準
を

異
に

す
る

「

す
ち
こ

と

な

る
」

道
で

あ

る
。

歌
は

た
だ

「

物
の

あ
は

れ

を
む
ね

と

し

て
、

心
に

お

も

ひ

あ

ま

る

事
は
い

か

に

も

く
よ

み

い

つ

る

道
」

で

あ
る

。

仏

教
で

善
と

さ

れ

悪
と

さ

れ

て

い

る

こ

と

は
、

歌
の

善
悪
と

は

無
関
係
な

の

で

あ

り、

歌
道
に

お

い

て

は
、

歌
と

し

て

の

善
し
悪
し

だ

け

が

問
題
と

な

る
。

　

第
二

に
、

僧
侶
で

あ
る

か

ら

と
い

っ

て
、

別
に

仏
・

菩
薩
の

変
化
で

あ
る

わ

け

で

は

な
い

。

彼
ら
も
、

根
は

俗
人
と

同
じ

く
「

入

情
」

を

備
え
た

人
で

あ
る

。

「

花

紅
葉
」

を
美
し
い

と

思
い

、

「

よ

き

女
」

の

色

気
に

は

心
を

動
か

さ

れ

る
、

そ

う
い

う

人
情
に

お

い

て

は

凡
夫
と

変
わ

る

こ

と

は

な

い
。

た

だ

表
向
き
の

行
い

に

は

そ

れ

を

出
さ

な
い

よ

う
、

「

し

ひ

て

し

の

び
つ

〉

し

む
」

で
い

る

だ

け

な

の

で

あ
る

。

　

そ

し

て

第
三

に
、

だ
か

ら

こ

そ
、

古
来
僧
侶
の

恋
の

歌
は

、

俗
人
の

歌

以
上

に

「

あ
は

れ
」

深
い

名
歌
が

多
い

の

だ
、

と

宣

長
は
い

う
。

　

　

人

と

あ
る

中
に

も

殊
に

ほ

う
し
は

妻
も

も

た

ら
ず
、

こ

の

欲
を

つ

ね

に
つ

ン

し

む

物
に

て
、

い

よ

く
心
に

は
思
ひ

の

む

す
ぼ
〉

　

　

る
べ

き

事
な

れ

ば
、

俗
よ

り

も
ま

さ

り
て

恋
の

歌
は

お

ほ

く

あ
は

れ

に

い

で

く
べ

き

事
也

。

か

の

志

賀
寺
の

上
人
の

、

何
が

し

の

　

　

御
息
所
の

御
手
を

給
は

り
て

、

玉
は

は

き

の

歌
を

う
ち

誦
じ

た

り
と

か
い

ふ

ふ

る

こ

と

そ

法
師
の

心
ば
へ

に

か

な
ひ

て

あ
は

れ

な

　

　

る

わ
ざ
な

り
け
る

。

さ

や

う
に

心
の

う
ち

に

深
く
つ

も

れ

る

妄
念
を
も

、

こ

の

歌
に

よ

み

い

で

て

い

さ
ン

か

お

も
ひ

は

る

か

さ

む

N 工工
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神話的世界 と菩薩

　

　

は

発

露
懺
悔
の

心
に

も
か

な
ひ
ぬ

べ

く
や

。

よ

し

か

な

は

ず
と

も

歌
は

歌
な
れ

ば
そ

の

さ

だ

め

は

よ

う
な
き

事
に

な
む

。

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　（
『

石
上

私
淑
言
』

巻
ニ

ー
七
四
）

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
セ
　

　

ヘ
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　ヘ
　

　

へ

よ

く

知
ら
れ

て

い

る

よ

う
に

、

歌
論
と

し

て

の

「

物
の

あ
は

れ
」

論
の

根
本
命
題
は

、

「

あ
は

れ
」

の

深
さ

が

歌
の

よ

さ

に

対
応
す

る

と

い

う
こ

と

で

あ
る

。

僧
侶
の

恋
の

歌
に

す
ぐ
れ
た
も

の

が

多
い

の

は
、

僧
侶
が

俗
人
よ

り

も

恋
の

「

あ
は

れ
」

を

深
く
感
じ

る

よ

う

な
立

場
に

置
か

れ

て

い

る

か

ら
だ
、

と

宣
長
は
い

う
の

で

あ
る

。

　

た

と

え
ば

、

突
如
と

し

て

鳴
り

響
く

雷
鳴
に

、

人
の

心
は

動
揺
す
る

。

こ

の

心
の

動
き

が

「

あ
は

れ
」

で

あ
る

。

人
の

心
は

、

物
事

に

触
れ
る
こ

と

に

お

い

て
、

休
む

間
も

な

く
大
き

く
小

さ

く

揺
れ

動
い

て

お

り
、

大
き

な

揺
れ

、

す

な

わ
ち

深
い

「

あ
は
れ
」

は
、

心

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

こ
と

ば

の

内
に

と

ど

め

て

お

く

こ

と

が

で

き

ず
、

お

の

ず
と

「

歎
息
の

辞
」

と

な
っ

て

表
に

出
て

く
る

。

こ

の

「

あ

わ
れ

（

あ
あ
）

」

と

思
わ

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　
ひ

き
　
　

あ
や

ず
口

に

出
る

「

歎
息
」

が
、

歌
の

原
型
で

あ
る

。

し
か

も
、

こ

の

「

歎
息
の

辞
」

は
、

必
ず
「

長
く
延
て

文
あ
る

も
の
」

、

す

な

わ

ち
、

曲

折
あ
る

美
的
表
現
と

し

て

あ

ら
わ
れ

る
。

「

あ

は

れ
」

の

深
さ

は
、

歌
の

表
現
と

し
て

の

美
し

さ

と

な
っ

て

あ
ら

わ
れ

る

の

だ

と
、

宣

長
は

述
べ

て

い

る
（

『

石

上
私

淑
言』

巻
一

ー
一

三
、

一

四）
。

　

こ

の

こ

と

を

裏
側
か

ら

い

え

ば
、

す
ぐ
れ
た

歌
を

詠
め

る

と
い

う
こ

と

は
、

そ
の

者
が

「

物
の

あ
は

れ
」

を

深
く
知
る

人
で

あ
る

と

い

う
こ

と

の

証
し

で

も

あ
る

と

い

う
こ

と

に

な
る

。

　

だ

が
、

そ

も
そ

も

「

物
の

あ
は

れ
」

を
深
く
知
る

と

は
、

何
を

ど

の

よ

う
に

知
る
こ

と

な

の

で

あ
ろ

う
か

。

　

　

す
べ

て

世
中
に

あ
り
と

あ
る

事
に

ふ

れ
て

、

其
お

も

む

き

心

ば
へ

を

わ
き

ま
へ

し

り
て

、

う
れ

し

か

る
べ

き

事
は

う
れ
し

く
、

お

　

　

か

し

か

る

べ

き

事
は

お

か

し

く
、

か

な
し
か

る
べ

き

事
は

か

な
し

く
、

こ

ひ

し

か

る
べ

き

こ

と

は

こ

ひ

し

く
、

そ

れ

く
に

、

情

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

う
こ

　

　

の

動
く
が

物
の

あ
は

れ

を

し

る

な

り
。

そ
れ

を

何
と

も

思
は

ず
、

情
の

感
か

ぬ

が

物
の

あ
は

れ

を

し

ら
ぬ

也
。

さ

れ
ば

物
の

あ

は

101 （311）
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れ

し
る

を
、

心
あ
る

人

と
い

ひ
、

し

ら

ぬ

を
心
な

き

人
と

い

ふ

也
。

　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　
〔
『
石
上

私
淑

言
』

巻
一

1
＝
一
）

「

う
れ

し
」

と

か

「

か

な

し
」

と

心

が

動
い

て

い

る

こ

と
。

そ

れ

は
、

出
会
っ

た

事
物
を

、

「

う
れ

し

か

る

べ

き

事
」

「

か

な

し

か

る

べ

き

事
」

と

し

て

「

わ

き

ま
へ

し

り
て
」

い

る
こ

と

な

の

だ

と
、

宣

長
は

い

う
。

こ

の

と

き
、

「

あ

は

れ
」

は
、

事
物
を

あ
る

仕
方
で

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　へ

（

い

わ
ば

、

感
知
す
る

と
い

う

仕
方
で
）

わ
き

ま

え

知
る

心
の

働
き

で

あ
る

。

で

は
、

心
が

動
く
と

い

う
仕
方
に

お

い

て
、

事
物
の

何

が

知
ら

れ

る

の

で

あ
ろ

う
か

。

　

宣

長
は

、

「

物
」

に

触
れ
て

「

あ
は

れ
」

と

動
く

心
の

働
き

に

よ
っ

て

知
ら

れ

る
も

の

も
ま

た
、

「

物
の

あ

は

れ
」

の

名
で

呼
ぶ

。

「

う
れ
し
」

と
い

う

動
き

に

よ
っ

て

知
ら
れ

て
い

る

の

は
、

「

う
れ
し

か

る
べ

き

事
」

で

あ
り

、

「

か

な

し
」

に

お

い

て

知
ら
れ
て

い

る

の

は

「

か

な

し

か

る

べ

き

事
」

で

あ
る

。

「

あ
は

れ

を

知
る
」

こ

と

に

お
い

て

知
ら

れ

て

い

る

の

は
、

総
じ

て

い

え

ば

「

物
の

あ
は

れ
」

で

あ
る

。

　

宣
長
の
こ

の

説
明
は

、

次
の

よ

う
な

こ

と

を

意
味
し

て

い

る
。

「

う
れ

し
」

「

か

な
し

」

は
、

主

体
の

側
の

心
の

働
き

で

あ
る

。

し

か

し
、

心
が

「

う
れ
し

」

と

動
く
か

、

「

か

な

し
」

と

動
く

か

は
、

主
体
の

あ

り
よ

う
に

関
わ

ら

ず
、

「

う
れ

し

か

る
べ

き

事
」

「

か

な

し

か

る
べ

き

事
」

と
い

う

客
体
の

側
の

あ
り
よ

う
（

お

も
む

き

心
ば
へ
）

に

よ
っ

て

決

定
さ

れ

て

い

る
。

と

い

う
こ

と

は
、

「

あ
は

れ
」

と

は
、

た

と

え

ば
行

為
や
知
覚
に

付
随
し
て

起
こ

る

漠
然
と

し

た

情
緒
の

ご
と

き
も
の

で

は

な

く
、

そ

れ

自
身
が

対
象
と

の

確
た

る
一

致
で

あ
る

と
こ

ろ

の

「

知
る
」

こ

と

な

の

だ
と

、

宣

長
は

主

張
し

て

い

る

こ

と

に

な

る
。

す

な
わ

ち
、

「

あ
は

れ
」

は

単
な

る

感
情
機

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

（
1）

能
な
の

で

は

な

く
、

対
象
と

の

必
然
的
一

致
と

し

て

の

「

知
」

の

働
き

な

の

で

あ
る

。

　
「

あ
は

れ
」

に

よ
っ

て

知
ら

れ

る

と

こ

ろ

の

も
の

は
、

知
覚
の

捉
え
る

色
・

形
や

、

理

知
に

よ
っ

て

捉
え

ら

れ

る

道
理

と

は

別
の

何

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
（
2）

か

で

あ
る

。

「

あ
は

れ
」

に

よ
っ

て

の

み

捉
え

ら
れ

る

実
体
が

独
立
し

て

存
す
る

と
い

う
そ

の

こ

と

は
、

「

物
の

あ
は

れ
」

の

表

現
を

め

（312） 102

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

神話的世界 と菩薩

ぐ
る

宣

長
の

考
え

を

見
る

と
、

よ

り

明
ら

か

に

な
る

。

宣

長
に

よ

れ

ば
、

「

物
の

あ
は

れ
」

を
そ

の

ま

ま

形
に

し

た

も

の
、

す

な

わ

ち

「

あ
は

れ
」

の

直
接
的
表

現
は

歌
で

あ
る

。

「

た
ゴ

の

詞
（

歌
で

な
い

普
通
の

言
葉
）

に

い

ふ

は
、

哀
の

浅
き

と

き

の

事
」

で

あ
っ

て
、

「

深
き
あ
は

れ
」

は
、

普
通
の

言

葉
で

い

か

に

長
く
詳
し

く

述
べ

て

も

言
い

あ
ら

わ

す
こ

と

は

で

き

な

い
。

「

物
の

あ
は

れ
」

を

対

象

と

し
、

「

物
の

あ

は

れ
」

を

捉
え
る

こ

と

を

め

ざ
す

歌
道
は

、

理

論
・

教
説
に

よ
っ

て

何
ご
と

か

を

捉
え
よ

う
と

す

る

儒
仏
の

道
と

は
、

そ

の

意
味
で

「

す

ち
こ

と
な
る
」

道
で

あ
る

。

　
の

み

な

ら

ず
、

宣

長
は
、

事

物
に

触
れ

て

「

う

れ
し

か

な

し
」

と

動
く
そ

の

こ

と

こ

そ

が
、

心
と

い

う

も
の

の

本

性
、

す
な

わ

ち

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
（
3）
　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

（
4）

「

真
心
」

で

あ
る

と

主
張
す
る

。

そ

う
し

て

理

論
理

屈
で

は

な

く
て

、

「

生

れ

な
が

ら

の

真
心
」

に

身
を

任
せ

る

こ

と

に

お

い

て

の

み
、

事
物
の

真
実
真
相
（

道
）

が

捉
え
ら

れ

る

の

だ
と

い

う

（

「

そ

も

く
道
は

、

も
と

学
問
を
し

て

知
る
こ

と

に

は

あ
ら

ず
。

生

れ
な

が

ら

の

真
心
な

る

ぞ
、

道
に

は

有
け
る
」

『

玉

勝

間
』

巻
一

−
二

三
）

。

「

あ
は
れ
」

が

捉
え

る

と
こ

ろ

の

「

物
の

あ
は

れ
」

は
、

天
地

万
物
の

最
も

深
い

真

相
で

あ
り

、

晩
年
の

宣

長
が

し

ば
し

ば

用
い

る

言
葉
を
つ

か

え

ば
、

人
間
の

理
知
に

よ
っ

て

は

測
り
が

た
い

「

奇
異
」

な

る

「

妙
理
」

な
の

で

あ
る

。

　

真

実
在
と

し

て

の

「

物
の

あ
は
れ
」

は
、

限
り

あ
る

人

智
に

よ
っ

て

は

測
り
が

た

い

と
い

う

意
味
で

、

有
限
な

人
間
の

及
ぼ
ぬ

超
越

的
な

る

何
も

の

か

で

あ
る

。

し
か

も

「

物
の

あ
は

れ
」

は
、

そ

れ
を

感
知
す

る

「

あ
は

れ
」

「

真
心
」

に

と

っ

て

も
、

回
収
し

捉
え

尽

く
す
こ

と

の

で

き

な
い

何
も
の

か

で

あ
る

。

と

い

う
の

も
、

「

あ
は

れ
」

と

心
が

動
く
こ

と

は
、

確
か

に

主

体
の

心
の

働
き

で

あ
る
が

、

し

か

し

そ

の

心
の

動
き

を
、

主
体
が

自
ら

発
動
さ

せ

た

り
、

制
御
し

た

り
、

と

ど

め

た

り
す

る
こ

と

は

で

き

な

い

か

ら
で

あ
る

。

　

　
そ

の

中
に

軽
く
感
ず
る

と

重
く

感
ず
る

と

の

け
ち

め
こ

そ

あ
れ

、

世
に

あ
ら

ゆ

る

事
に

み

な

そ

れ

ぞ

れ

の

物
の

哀
れ
は

あ

る
こ

と

　

　
な

り
。

そ

の

感
ず
る

と
こ

ろ

の

事
に

善
悪

邪
正

の

変
り

は

あ
れ

ど
も

、

感
ず
る

心

は

自
然
と

忍
び

ぬ

と
こ

ろ

よ

り

出
つ

る

も

の

な
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よ
こ

し

ま

　

　

れ

ば
、

わ
が

心
な

が

ら

わ
が

心
に

も
ま

か
せ

ぬ

も
の
に

て
、

悪
し
く

邪
な

る

事
に

て

も

感
ず
る
こ

と

あ
る

な

り
。

こ

れ

は

悪
し
き

　

　

事
な
れ

ば

感
ず
ま

じ

と

思
ひ

て

も
、

自
然
と

忍
び
ぬ

と

こ

ろ

よ

り

感
ず
る

な
り

。

　
　
　
　
　
　
　

　

　

　
（

『

紫
文
要

領
』

巻
上）

お

よ

そ

世
界
の

あ
り
と

あ
ら

ゆ

る

事
物
に
、

「

物
の

あ
は

れ
」

が

あ
る

。

「

無
い
」

と

い

う
こ

と

が

あ
り
え

な

い

と

い

う

意
味
で

、

「

物

の

あ
は

れ
」

は
、

空

間
的
に

は

普
遍
で

あ
り

、

時
間
的
に

は

不
滅
で

あ
る

。

そ

し

て

す
べ

て

の

人
は

、

こ

の

世
に

あ
る

限
り

は

好
む

と

　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
（
5）

好
ま

ざ
る

と

に

か

か

わ

ら

ず、

休
む

こ

と

な

く

常
に

「

物
の

あ
は

れ
」

を

感
じ

つ

づ

け

て

い

る
。

世
に

あ
る

限
り

休
む

こ

と

な

く
心
が

動
き

つ

づ

け
る
と

い

う
こ

の

こ

と

は
、

「

あ
は

れ
」

と

い

う
働
き

に

は

行
き

着
く
べ

き

目
的
乃

至

到

達
点
が

な
い

と

い

う
こ

と

を

意
味

し

て

い

る
。

我
々

は
、

「

う
れ

し
」

「

か

な

し
」

と

さ

ま

ざ

ま

な

形
で

心
を

動
か

さ

れ

て

い

る
。

し

か

し
、

そ

の

心
の

動
き

そ
の

も

の

は
、

完
成
す
る
こ

と

も
、

別
の

も

の

へ

変
化
あ

る
い

は

発
展
す
る

こ

と

も
、

ま

た

消
滅
す
る

こ

と

も

な
い

。

も

ち

ろ

ん
、

深
い

「

あ
は

れ
」

が
、

歌
と
い

う
表
現
に

定
着
さ

れ
る
こ

と

は

あ
る

。

し

か

し

そ

の

こ

と

は
、

我
々

の

心
の

動
き

（

あ
は

れ
）

そ

の

も

の

に

何
の

変

容
も
も

た

ら

す
も
の

で

は

な
い

。

「

歌
よ
み

た
り

と

て
、

何
の

益
も
な

け
れ

ど
」

（

「

石

上
私
淑
言
』

巻
一

−
一

二
）

と

宣

長
は

い

う
。

歌
を

詠
む

こ

と

に

よ
っ

て
、

「

あ
は

れ
」

が

何
か

に

変
わ

る

わ

け
で

も
な

く
、

消
え
去
る

わ

け

で

も

な
い

。

も

ち

ろ

ん
、

歌
に

表
現
さ

れ

る

こ

と

に

よ
っ

て
、

「

あ
は

れ
」

は

他
の

人
々

と

共
有
す
る

こ

と

が

可
能
と

な
る

。

他
の

人
々

と

の

間
で

、

己

れ

の

「

あ
は

れ
」

を

確
か

め

合
う
こ

と

が

で

き

る

よ

う
に

な

る
。

そ

の

確
か

め

合
い

は
、

自
分
に

と
っ

て

心

の

な

ぐ
さ

め

を

も
た
ら

す
で

あ

ろ

う
。

し

か

し
そ

の

こ

と

に

よ
っ

て
、

「

あ
は

れ
」

と

心
が

動
く
こ

と

自
体
が

ど

う
に

か

な
る

わ

け
で

は

な
い

。

「

い

ひ

き

か

せ

た

り

と

て

も
、

人
に

も

我
に

も
何
の

益
も

」

（

同
一

四）

な
い

と
い

う
こ

と

に
、

変
わ

り

は

な
い

の

で

あ
る

。

　
「

あ

は

れ
」

に

は
、

い

わ
ば

解
決
が

な
い

。

「

あ
は

れ
」

は
、

決
着
の

つ

か

ぬ
、

ど

う
に

も

な

ら

ぬ

も
の

と

し

て
、

た

だ

た

だ

あ
り
つ

づ

け

る
、

そ

う
い

う
心
の

働
き

で

あ
る

。

と
い

う
こ

と

は
、

「

物
の

あ

は

れ

を

知
る
」

と

は
、

つ

い

に

満
た

さ

れ
る

こ

と

の

な
い

よ

う
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な

仕
方
に

お

け
る

対
象
と

の
一

致
で

あ
る

と

い

い

か

え

る
こ

と

も
で

き

る

だ
ろ

う
。

　
理

知
は

事
物
の

「

こ

と

わ

り
」

を

捉
え

る

こ

と

に

よ
っ

て

充
た

さ

れ
、

知
覚
は

た

と

え

ば

物
を

確
か

に

見
る
こ

と

に
よ
っ

て

充
足
さ

れ

る
。

し

か

し
、

「

あ
は

れ
」

と
い

う
知
は

、

満
た

さ

れ

な

い

と

い

う
あ

り
よ

う
に

お

い

て

何
も
の

か

を

知
る

と

い

う
、

一

種
逆
説

的

な

知
な
の

で

あ
る

。

「

あ
は

れ
」

と

い

う

知
に

よ
っ

て
、

事
物
を

自
己
の

内
に

回
収
す
る
こ

と

は
で

き

な
い

。

理

知
や

知
覚
が

、

対
象

を

明
ら
か

に

す
る

方
向
で

深
ま
っ

て

い

く
と

考
え

ら

れ

る

の

と

は

逆
に

、

「

あ
は

れ
」

は
、

対

象
と

の

距
離
感
を
つ

の

ら

せ
、

対

象
の

測
り
が

た

さ

を

際
立

た
せ

て

い

く
こ

と

に

お

い

て

深
ま
っ

て

い

く
。

そ

れ

ゆ

え
、

「

あ

は
れ
」

の

深
ま

り
は

、

一

方
で

「

わ

が

心
な

が

ら

わ

が

心

に

も
ま

か

せ

ぬ
」

自
己
の

不
能
性
を
浮
か

び

上
が
ら

せ

る

の

で

あ
る

。

　
「

物
の

あ
は

れ

を
知
る
」

と

は
、

い

わ
ば

事
物
の

認

識
不

可
能

性
の

認
識
で

あ

り
、

主

体
に

即
し

て

い

う
な

ら
、

自
己

の

認

識
能

力

の

不

能
性
の

認

識
で

あ
る

。

対
象
と

隔
て

ら

れ
て

い

る

不
如
意
な

状
況
に

お
い

て

「

あ

は

れ
」

は

よ

り

深
く
な
る

と

す
る

宣
長
の

主

張

は
、

ま

さ

に

そ

の

こ

と

に

関
わ
っ

て
い

る
。

宣

長
は
、

「

逢
ひ

が

た

く
人
の

ゆ

る

さ

ぬ

わ

り
な

き

仲
は

、

こ

と

に

深
く

思
ひ

入

り
て

哀

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

う
こ

れ

の

深
か

り
し
な

り
」

（
『

紫
文

要
領』

巻

下
）

と
い

い
、

ま

た

「

人
の

情
の

さ

ま

ざ

ま
に

感

く
中
に

、

お

か

し

き

事
う
れ

し

き

事
な
ど

に

は

感
く

事
浅
し

。

か

な
し
き

事
こ

ひ

し

き

こ

と

な

ど

に

は

感
く

こ

と

深
し

」

（
『

石
上
私
淑

言
』

巻
一

−
一

二
）

と
い

う
。

意
の

ま

ま

に

満
た

さ

れ

る

可
能
性
が

あ
る

と

思

わ
れ
て

い

る

と

き

に

は
、

「

あ
は

れ
」

は

わ

ず
か

に

し

か

感
じ

ら
れ

な
い

。

深
い

「

あ
は

れ
」

と

は
、

痛

切
な

不

可
能
の

意
識
で

あ
る

。

自
己
と

事
物
と

が

十
全
に

合
一

で

き

な

い

と

い

う
意

識
こ

そ

が
、

「

物
の

あ
は

れ

を

知
る
」

と
い

う

知

な

の

で

あ
る

。

　

以
上
の

よ

う
に

考
え

る

な

ら
ば

、

「

物
の

あ
は

れ
を

知
る

」

と

は
、

人

間
が

限
り
あ
る

存
在
で

あ
る

こ

と

の

自
覚
で

あ
る

と

言
い

換

え

る
こ

と

も
で

き

よ

う
。

い

か

に

激
し

く

希
求
し

よ

う
と

も
、

時
間

・

空

間
に

制
約
さ

れ

た

有

限
な

る

人

間
は

、

つ

い

に

事
物
と

の

十
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（
6）

全
な

合
一

を

果
た

す
こ

と

は

で

き

な
い

。

合
一

を

果
た
す
こ

と

が

で

き
な
い

と
い

う

制
約
の

も
と

で

事
物
と

出
会
う

。

そ

の

出
会
い

の

形
が

、

「

物
の

あ
は

れ
を

知
る
」

と
い

う
こ

と

な

の

で

あ

る
。

そ

れ

ゆ

え
、

幾
重
に

も

制
約
を

受
け
た

不
如
意
な

状
況
に

置
か

れ

れ

ば
、

人
は

通

常
よ

り

も
一

層
深
く

「

あ
は

れ

を

知
る
」

こ

と

に

な
る

。

ど

ん

な

人
で

も
、

限
界

状
況
（

た

と

え
ば

死
と

か

別
れ
と

い

っ

た

「

悲
し

み
」

の

場

面
）

に

置
か

れ

れ

ば
、

い

や

お

う
な
し

に

深
い

「

あ
は

れ
」

を

感
じ

ざ
る

を
え
な
い

。

冒
頭
で

引
い

た

僧
侶
の

恋
の

歌
に

つ

い

て

の

宣

長
の

説
明
は

、

そ

の

よ

う
な

考
え
の

上
に

立
っ

た

も
の

で

あ
る

。

　

僧

侶
は

、

恋
を

禁
じ

ら

れ

て

い

る
。

不
可

能
、

不

如
意
を

強
い

ら

れ
て

い

る

か

ら
こ

そ
、

恋
の

思
い

は

い

よ
い

よ

深
く
な
り

、

そ

こ

か

ら

俗
人
よ

り
も

す
ぐ

れ

た

恋
の

歌
が

生
ま

れ

て

く
る

。

宣
長
の

こ

の

説
明
は

、

「

物
の

あ
は

れ
」

論
の

文
脈
と

照
ら

す

限
り
で

は
、

見
事
に
一

貫
し
て
い

る

よ

う
に

見
え

る
。

　

し

か

し

注
意
し
て

見
る

な

ら
ば

、

宣
長
の

説
明
で

は
、

一

つ

の

重

要
な

論
点
が

（

お

そ

ら
く
は

、

説
明
を
わ

か

り
や
す

く

す
る

た

め

意
図

的
に
）

切
り

捨
て

ら

れ
て

い

る

こ

と

に

気
づ

く
で

あ
ろ

う
。

そ

れ

は
、

僧

侶
が

自
ら

の

決
意
に

よ
っ

て

恋
を

（

物
の

あ
は

れ
を

）

断
念
し

た

存
在
で

あ
る

と
い

う

論
点
で

あ
る

。

　

確
か

に
、

宣

長
の

い

う
よ

う
に

、

僧

侶
は

恋
を
禁
じ
ら

れ
た

存
在
で

あ

る
。

だ
が
、

そ

の

禁
止
は

（

多
く
の

僧
侶
の

実
態
は

と

も
か

く
）

、

他
か

ら

来
る

と

こ

ろ

の

強
制
で

は

な

く
、

本
来
的
に

は

自
ら

に

由

来
す
る

と

こ

ろ

の

も

の

で

あ
る

。

　

そ

れ

で

は
、

僧
侶
は

な

ぜ

恋

（

あ
は

れ
）

を

断
念
し

た

の

か
。

言
い

換
え
れ

ば
、

人
が

出

家
と
い

う

道
を

選
ぶ

理
由
は

何
で

あ
る

の

か
。

そ

れ
は

、

ま

さ

に
、

「

あ
は

れ
」

が

満
た
さ

れ

な

い

も
の

で

あ
る
こ

と

を

知
っ

た
が

た

め

で

あ
る

。

「

あ
は

れ
」

を
深

く
知
れ
ば

知

る

ほ

ど

つ

の

る

痛
切
な

不

可
能
の

意

識
が

、

「

あ
は

れ
」

を

「

妄
念
」

と

し

て

断
念
さ
せ

る
バ

ネ
と

な
っ

て

い

る
。

「

あ
は

れ
」

の

指
し

示
す

も

の
、

「

あ
は

れ
」

に

お

い

て

希
求
さ

れ

て

い

る

も

の

は
、

決
し

て

満
た

さ

れ

る
こ

と

は

な
い

。

そ

の

こ

と

を

思
い

知
る

こ

と
、
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つ

ま

り
は

「

物
の

あ
は

れ
」

を

限
り
な
く

深
く
知
る

こ

と

こ

そ

が
、

僧
侶
を

僧
侶
た

ら

し

め

て

い

る

の

で

あ
る

。

限
界
を

知
る
こ

と

と

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
ヘ

　

　

ヘ

　

　

ヘ
　

　

ヘ

　

　

へ

し

て

の

「

あ

は

れ
」

は
、

こ

こ

に

お

い

て
、

世
の

、

そ

し

て

我
が

身
の

、

無
常
を

知
る
こ

と

と

相
い

等
し
い

。

　

宣
長
の

説
明
は

、

僧
侶
と

い

う
身
分
の

制
約
に

よ
っ

て
、

よ

り
深
く

「

あ
は

れ
」

を
知
る

よ

う
に

な

る
と

い

う
ふ

う
に

聞
こ

え
る

。

し

か

し

本
当
の

と

こ

ろ

事
情
は

逆
な
の

で

あ
っ

て
、

そ

も
そ

も

「

物
の

あ
は

れ

を

知
る
」

こ

と

が

あ
ま

り
に

も

深
い
、

そ

う
い

う
人

が

僧
侶
に

な

る

の

で

あ
る

。

　

仏

道
に

入

る

と

は
、

「

物
の

あ
は

れ

を

知
る
」

自
己

を

対
自
化
し

、

あ

る

態

度
を

取
る

こ

と

で

あ
る

。

「

物
の

あ
は

れ

を

知
る
」

者

が
、

あ
え

て

「

あ
は
れ

知
ら
ぬ
」

身
と

な

る
、

一

種
の

作

為
で

あ
る

。

周

知
の

よ

う
に

宣

長
は

、

儒
教
や

仏
教
の

よ

う
に

、

「

あ
は

れ

を

知
る
」

「

真
心
」

に

何
ら

か

の

作
為
を

加
え

る

あ
り

方
を

、

人

情
の

自
然
に

反
す

る

偽
り

飾
り
で

あ
る

と

し

て

厳
し

く
批

判
す
る

。

宣

長
の

立

場
は

、

「

真
心
」

の

ま
ま

で

あ
る

こ

と
、

つ

ま

り
は

、

決
着
の
つ

か

な

い

「

あ

は

れ
」

に

い

つ

ま

で

も

身
を

任
せ

る
こ

と

を

主
張
す

る

と

こ

ろ

に

あ
る

。

だ
が

、

一

方
が

作
為
を

取
り

、

一

方
が

自
然
を

取
る

と

い

う

違
い

が

本
質
的
に

何
を

意
味
す
る

の

か

と
い

う
こ

と

は
、

宣
長
の

中
で

は

十
分
に

突
き
つ

め
ら
れ

な
い

ま

ま

に

と

ど

ま
っ

て

い

る
。

　

も
ち

ろ

ん
、

宣
長
が
、

儒
仏
の

教
説
は

「

物
の

あ
は

れ
」

と

は

無
関
係
な
も

の

だ

と

考
え

て

い

た

わ

け
で

は

な
い

。

儒

仏
は

「

物
の

哀
れ

知
ら

ぬ

や

う
な

る
」

教
え
を

説
い

て

い

る

が
、

し

か

し
、

「

畢

竟
は

そ

れ

も

物
の

哀
れ

知
る

よ

り

起
れ

る

こ

と

な
り

」

（
『

紫
文
要

領
』

巻
上）

と

宣

長
は
い

う
。

し
か

も
と

り

わ
け

仏
教
は

、

儒
教
と

比
べ

て

は

る

か

に

「

人

を

感
ぜ

し

む

る

こ

と

深
く

、

物
の

哀
れ

の

深
き
こ

と
」

が

多
い

の

で
、

「

物
の

あ
は

れ

を
知
る
」

こ

と

を
主
題
と

す
る

「

物
語
」

文

学
に

は
、

「

儒
道
の

こ

と

よ

り
も

仏
の

道
を

多

く
い

へ

り
」

（
同
）

と
い

う
こ

と

も

指
摘
さ

れ

て
い

る
。

し

か

し
、

「

物
の

あ
は

れ
」

と

仏
教
と

が
、

な
ぜ

、

ど

の

よ

う
に

深
く

関
わ
っ

て

い

る

の

か

は
、

追
究
さ

れ

て

は
い

な
い

。
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宣

長
が

示

唆
し

て

い

る

よ

う
に

、

歌
・

物
語
の

世
界
の

「

物
の

あ
は

れ
」

と

仏
教
と

の

聞
に

は
、

き

わ

め

て

深
い

関
係
が

あ
る

。

そ

れ
は
、

宣

長
の

示
唆
を

は

る

か

に

超
え

た
、

ほ
と

ん
ど

本
質
的
な
つ

な
が

り
で

あ
る

と

言
っ

て

も
よ

い

よ

う
に

思

わ

れ
る

。

な
ぜ

な

ら
、

宣
長
の

い

う
よ
う
に

、

．

人

が

も
し

「

真
心
」

の

ま

ま

に

振
る

舞
い

つ

づ

け

て

い

る

の

な

ら
、

そ
も
そ

も

「

物
の

あ
は

れ

を

知
る
」

こ

と

が

人

間
の

本
性
で

あ
る

と
い

う
把

握
自
体
が

取
り

出
さ

れ

え

な
い

か

ら

で

あ
る

。

「

物
の

あ
は

れ
」

論
と

い

う
一

つ

の

論
説
は

、

「

あ
は

れ
」

を

知
り
つ

つ
、

同
時
に

「

あ
は

れ
」

か

ら

身
を

引
き

剥
が

し

対

自
化
す
る

、

そ

う
い

う
視

点
が

前
提
さ

れ
て

、

は

じ
め

て

論
と

し

て

成
立

す
る

。

宣

長
自
身
は
、

「

あ
は

れ
」

を

外
側
か

ら

捉
え

る

視
点
を

、

物
語
と

い

う

ジ

ャ

ン

ル
、

就
中

、

意
図

的
に

「

あ

は

れ
」

を

記
述
す
る
こ

と

を

目
指
し

た

『

源
氏
物

語
』

と

い

う

物
語
の

中
に

発

見
す
る

こ

と

に

よ
っ

て
、

「

物
の

あ

は

れ
」

を
一

つ

の

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
（
7）

論
と

し

て

立
て

る
こ

と

が

で

き

た
。

し

か

し
、

宣

長
も

薄
々

感
じ

て

い

る

よ

う
に

、

『

源
氏

物
語
』

に

お
い

て

「

物
の

あ

は

れ
」

の

輪

郭
を

切
り
出
し
て

い

る

も

の

こ

そ

は
、

「

物
の

哀
れ

を

棄
つ

る

道
」

と

し

て

の
、

仏

教
の

存
在
に

ほ

か

な

ら

な

い
。

「

物
の

あ
は

れ
」

論

そ

の

も

の

の

成
立

を
根

底
で

支
え

て

い

る

も

の

は
、

「

あ
は

れ
」

に

深
く
コ

ミ
ッ

ト

し

つ

つ
、

し
か

も

断
念
に

お

い

て

そ

れ

を

対
自
化

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
（
8）

す
る

と

こ

ろ

の

「

仏
道
」

な

の

で

あ
る

。

二

　
対
自
化
さ
れ

る

「

カ

ミ
」

　
「

物
の

あ
は

れ
」

を

「

物
の

あ
は

れ
」

と

し
て

取
り
出
す
た

め

に
、

言
い

換
え
れ

ば
、

「

真
心
」

の

ま
ま
で

あ

る

さ

ま
を

、

人

の

本
性

と

し

て

対
自

化
し

う
る

た

め

に

は
、

仏
教
と

い

う

媒
介
が

必
要
で

あ
っ

た
。

こ

の

こ

と

は
一

体
、

何
を

意

味
し

て

い

る

の

で

あ
ろ

う

か
。

　
そ

の

こ

と

を

考
え

る

前
に

、

本
居
宣

長
の

い

う
「

真
心
の

ま

ま
」

が
、

人
間
と

世
界
と

の

い

か

な

る
か

か

わ

り

を

指
し

示
し

て

い

る
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か

に

つ

い

て

見
て

お

く
こ

と
に

し

よ

う
。

　

周

知
の

通
り
宣

長
は
、

上

代
の

神
話
的
世
界
の

中
に

「

真
心
の

ま

ま
」

な
る

あ
り
よ

う

の

十
全
な

発
動
を

見
い

だ

し
て

い

る
。

　

た

と

え
ば
、

そ

の

「

建
く

荒
き

情
」

を
父

（

景

行
天
皇
）

か

ら

恐
れ
ら
れ

た

倭
建
命
は
、

西
征
か

ら

戻
る

と

休
む

問
も

な

く
、

東
方

十
二

道
の

征
討
を

命
じ

ら
れ
る

。

倭
建
命
は
、

「

天
皇
は

、

私
な

ど

は

死
ん

で

し

ま

え

と

お

思
い

な

の

か
。

西
方
の

賊
を

平

定
し

て

戻

っ

た

ば
か

り

と

い

う
の

に
、

軍
勢
も

与
え
ず
に

今
ま

た

東
方
の

賊
を

討
て

と

命
ず
る

。

こ

れ

は
、

自
分
に

死
ね

と
い

う
こ

と

な

の

だ
」

　

　

　
　

　
う
れ

と

い

っ

て
、

「

患
ひ

泣
き
」

す
る
（

『

古
事
記
』

中
巻）

。

こ

の

箇

所
を

注
し

て
、

宣

長
は

次
の

よ

う
に

述
べ

て

い

る
。

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

た

ゆ

　

　

　
　

　
　

　
　

　
こ

と

な
し

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

た

け

　

　

此

後
し

も
、

い

さ
》

か

も

勇
気
は

撓
み

給
は

ず、

成
功
を
へ

て
、

大

御
父
天
皇
の

大
命
を

、

違
へ

給
は

ぬ

ば
か

り
の

勇
き

正
し

き

　

　

　
　

　

　
　

　

　
か

　
く

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　

こ

れ

　

　

御
心
な

が

ら
も

、

如
此
恨
み

奉
る

べ

き

事
を

ば
、

恨
み

、

悲
む
べ

き

事
を
ば

悲
み

泣

賜
ふ

。

是
ぞ

人
の

真
心
に

は
あ

り

け
る

。

此

　

　
も
し

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　
う

ち
　

　
　

　
い

た

　

　

若
漢
人

な

ら
ば

、

か

ば
か

り
の

人
は

、

心
の

裏
に

は

甚
く

恨
み

悲
み

な
が

ら

も
、

其
は
つ

〉

み

隠
し
て

、

其

色
を
見
せ

ず、

か
〉

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
こ

ち

た

　

　

　

　

た

け

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

か
ら

び
と

　

　
る

時
も

、

た
ゴ

例
の

言
痛
き

こ

と

武
勇
き

こ

と

を

の

み

云

て

ぞ

あ
ら
ま
し

。

此
を
以
て

戎
人
の

う
は
べ

を
か

ざ

り
偽
る

と
、

皇

国

　

　
の

古
人
の

真
心

な
る

と

を
、

万
の

事
に

も

思
ひ

わ

た

し
て

さ

と

る
べ

し
。

　

　
　

　

　

　

　

　
　
（
『

古

事
記
伝
』

二

十
七
之
巻
）

恨
む
べ

き
こ

と

を

恨
み
、

悲
し

む
べ

き

こ

と

を

悲
し

む
、

そ

れ

が

「

人
の

真

心
」

で

あ
る

と
い

う
の

は
、

「

物
の

あ
は

れ
」

論

以
来

、

宣

長
の
一

貫
し

て

主

張
す
る
と

こ

ろ

で

あ
る

。

事

物
に

触
れ
て

、

う
れ
し

悲
し

と

心
が

動
く

の

は
、

人

間
普
遍
の

本
性
で

あ

り、

そ

の

こ

と

は
、

勇
敢
な

人
も
臆

病
な

人
も

、

日

本
人
も

中
国
人
も

変
わ

る

と

こ

ろ

は

な

い
。

「

皇
国
の

古
人
の

真
心
な

る
」

あ
り

よ

う

と

は
、

そ

う
い

う

心
の

動
き

を
包
み

隠
さ
な
い

こ

と

な

の

だ
と

宣
長
は
い

う
。

　

宣

長
が

注
目
し

て

い

る

の

は
、

「

勇
き

正

し
き
」

武
人
で

あ
る

倭
建

命
が
、

恨
み

悲
し

ん

で

泣
い

た

と
い

う

点
で

あ
る

。

　

こ

れ
か

ら

戦
い

に

赴
く

武
人
が

、

恨
み

悲
し

み

の

情
を

表
に

現
し

て

泣
く

。

そ

れ

は
、

ま

さ

に

真
心
の

ま

ま

な
る

あ
り
よ

う
な
の

で
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あ
っ

て
、

決
し

て

臆
病
・

弱
気
の

な
せ

る

わ
ざ
な

の

で

は

な
い

と

宣
長
は

考
え

る
。

事

実
、

倭
建
命
は

、

い

さ

さ

か

も

勇
気
衰
え

る

こ

と

な

く
、

賊
徒
平
定
の

大
業
を

成
し
と

げ
て

い

る
。

人
が

真
心
に

従
い

、

真
心

の

ま

ま

で

あ

る

と

き
に

は
、

そ

の

人
の

強
さ
・

弱
さ

、

賢
さ
・

愚
か

さ

と

か

か

わ

り
な

く
、

そ

の

あ
り
よ

う
は

女

子
供
の

よ

う
に

、

女

々

し
く

は

か

な
い

も
の

と

な
る

。

戦
い

を
前
に

、

顔
色

も

変
え

ず、

勇
ま

し
い

言
葉
を

吐
く
よ

う
な

あ
り

よ

う
こ

そ

が
、

真
心
を
包
み

隠
す
偽
り

な

の

で

あ
る

。

　

女
々

し

く
は

か

な
い

あ
り
よ

う
が
人

間
の

真

実
で

あ
り

、

物
事
に

動
じ
な
い

立

派
な

あ
り

よ

う
は

、

う
わ
べ

を

飾
る

偽
り
で

あ
る

と

す
る

の

は
、

こ

れ

ま
た

初
期
の

歌
論
以

来
一

貫
し

た

宣
長
の

立

場
で

あ
る

。

　

　

サ

テ

人
情
ト

云
モ

ノ
ハ

、

バ

カ

ナ

ク

児
女
子

ノ

ヤ

ウ

ナ
ル

カ

タ
ナ
ル

モ

ノ

也
。

ス

ベ

テ

男
ラ

シ

ク

正
シ

ク

キ

ツ

ト

シ

タ
ル

事
ハ

、

　

　

ミ

ナ

人
情
ノ

ウ

チ
ニ

ハ

ナ

キ
モ

ノ

也
。

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　

〔
『

排
蘆
小

船
』

三

八
）

「

モ

ト

ノ

ア

リ
テ

イ

ノ

人

情
」

が

「

バ

カ

ナ

ク

ツ

タ
ナ

ク

シ

ド

ケ

ナ

キ

モ

ノ
」

（
同
）

で

あ
り
、

真
実
の

性
情
の

内
に

「

男
ラ

シ

ク

正
シ

ク

キ

ツ

ト
シ

タ
ル

事
」

は

含
ま

れ

な
い

。

己
れ

を
正

し

く

持
し

、

平

常
心
を

失
う
こ

と

の

な
い

よ

う
に

見
え
る

人
で

も
、

心
の

内
を

探

れ
ば

、

「

女
わ

ら

は
べ
」

と

異
な

る

こ

と

は

な
い

（

「

い

か

に

さ

か

し
き

も
、

心

の

お

く

を

た

つ

ぬ

れ

ば
、

女
わ
ら
は
べ

な

ど

に

も
こ

と

に

異
な
ら

ず
」

『

石
上

私
淑
言
』

巻
二

⊥
ハ

六
）

。

　

た

と

え

ば
、

戦
場
に

出
て

主

君
の

た

め

に

潔
く

命
を
捨
て

る

の

は
、

武
士
と

し

て

の

当
然
の

務
め

で

あ
る

。

し

か

し
、

た

と

え

鬼
の

よ

う
な

荒
武
者
で

あ
っ

て

も
、

い

ざ
死

す
る

に

当
た
っ

て

は
、

故
郷
に

残
し

た

妻

子
・

親
兄
弟
を

思
っ

て

「

物
ガ

ナ
シ

ク
」

「

カ

ナ

シ

ク

哀
ヲ
モ

ヨ

モ

シ
、

ナ

ゲ
カ

シ

ク

思
フ
」

気

持
ち

が

必
ず

起
こ

る
は

ず
で

あ
る

。

今
は

の

時
に

臨
ん

で

「

哀
ヲ

モ

ヨ

ホ

ス
」

の

は
、

武

士

で

あ
れ
、

女
子

供
で

あ
れ

、

少
し

も

変
わ

る

と
こ

ろ

は

な
い

（

『

排
蘆
小

船
』

三

八）
。

た

だ
、

そ

れ

を

表
に

出
す
か

出
さ

な
い

か

の

違

い

が

あ
る

に

す
ぎ
な
い

と

宣
長
は

い

う
。
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神話的世界 と菩薩

　

で

は
、

そ

う
で

あ
る

と

し
て
、

「

バ

カ

ナ

ク

ツ

タ
ナ

ク
シ

ド
ケ

ナ

キ
」

心
を

包
み

隠
さ

な
い

、

「

真
心
な

る
」

あ

り
よ

う
に

お

い

て
、

人
は

世
界
を

ど

の

よ

う
な

も
の

と

し
て

受
け

と

め

て

い

る

の

で

あ
ろ

う
か

。

ま
た

、

「

真
心
の

ま

ま
」

と

は
、

世
界
に

対
す
る
い

か

な

る
応

答
を

意
味
し

て

い

る

の

で

あ
ろ

う
か

。

　

宣

長
は

、

「

皇
国
の

古
人
」

が

「

真
心
な

る
」

あ
り

よ

う
で

あ
っ

た

の

に

対
し

、

今
の

世
の

人
々

は
、

「

真
心
を

ば

う
し
な

ひ

は
て
」

て

い

る

と
い

う
（
『

玉

勝

間
』

一

ー
二

三
）

。

も
ち

ろ

ん
、

失
わ

れ

て

い

る

の

は

真
心
そ

の

も

の

で

は

な
い

。

倭

建
命
の

よ

う
に

、

恨
み

悲

し
み

を

包
み

隠
さ

ず
、

悲
し
み

泣
く
、

真
心
に

従
う
あ
り
よ

う
が

失
わ

れ

て

い

る

の

で

あ
る

。

言
い

方
を

変
え

れ

ば
、

今
の

世
の

人
々

に

あ
っ

て

は
、

真
心
が

包
み

隠
さ

れ

て

し

ま

い
、

「

ま
こ

と

の

心
を

わ
す
れ

た
る
」

（
『

石
上

私
淑

言
』

二

ー
六

六）

状
態
に

な
っ

て

し

ま

っ

て
い

る
。

そ

し

て
、

そ

の

原

因
は

、

「

漢
意
」

「

さ

か

し

ら
」

が
、

今
の

世
に

浸
み

渡
っ

て

い

る
か

ら

で

あ
る

と

宣

長
は

い

う
。

　
「

漢
意
」

と

は
、

あ
ら
ゆ

る

事
物

・

事
象
は
、

道
理

に

よ
っ

て

捉
え

尽
く
す
こ

と

が

可
能
で

あ
る

と

考
え

る

思
想
で

あ
る

。

し

か

し
、

宣

長
の

考
え

る

と
こ

ろ
、

お

よ

そ
人

間
の

知
恵
に

は

限

界
が

あ
り
、

そ

の

限
界
を
超
え

て

語
ら
れ

る

道
理
は

、

根
拠
な

き

推
し
量
り

の

理

屈
に

す
ぎ
な

い
。

そ

の

意

味
で

、

道
理
が

す
べ

て

を

捉
え
る

と

考
え
る

「

漢
意
」

は
、

思
い

上
が
っ

た

人
智
の

「

さ

か

し

ら
」

に

他

な
ら
な
い

。

　

今
の

世
の

人
が

、

真
心
な
る

あ
り

よ

う
を

取
り

戻
す

た

め

に

は
、

ま

ず
「

漢
意
」

「

さ

か

し

ら
」

を

捨
て

去
ら

ね
ば
な

ら
な
い

と

宣

長
は
い

う
。

真
心
が

捉
え
る

世

界
と

は
、

「

さ

か

し

ら
」

を

捨
て

る
こ

と

に

よ
っ

て

見
え
て

く
る

世
界
で

あ
る

。

そ
れ

は
一

言
で

い

え

　

　
く

す

し

ば

「

奇

異
」

く

「

あ
や
し

く
」

、

す
べ

て

が

「

神
の

御
し

わ

ざ
」

で

あ
る
と
い

う

他
は

な
い
、

不
可

思
議
と

し

て

の

世
界
で

あ
る

。

　

　

又
人
の

此
身
の

う
へ

を

も
思
ひ

み

よ
。

目
に

物
を

身
、

耳
に

物
を
き
ン

、

口

に

物
を
い

ひ
、

足
に

て

あ
る

き
、

手
に

て

万
の

わ

ざ

　

　

を

す
る

た

ぐ
ひ

も
、

皆
あ
や

し

く
（
中

略）
、

狐
狸
の

か

り

に

人

の

形
に

化
す
る

た

ぐ
ひ

な

ど

は
、

あ

や
し

き

が

中
の

あ
や

し

き
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也
。

さ

れ

ぱ

此
天
地
も

万

物
も

、

い

ひ

も
て

ゆ

け
ば

こ

と

ご
と

く

奇
異
か

ら

ず
と

い

ふ

こ

と

な

く
、

こ

〉

に

至
て

は
、

か

の

聖

人

　
　

と

い

へ

共
、

そ

の

然
る

所
以
の

理
は
、

い

か

に

共
窮
め

知
こ

と

あ
た

は

ず
。

是
を
も

て
、

人
の

智
は

限
あ
り
て

小
き
こ

と

を
さ

と

　
　

る
べ

く
、

又
神
の

御
し

わ

ざ
の

、

限
な
く

妙
な

る

物
な
る

事
を

も
さ

と
る

べ

し
。

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
（
『

く
ず

花
』

上
）

天

地
万

物
は

、

「

い

ひ

も

て

ゆ

け

ば
」

す
べ

て

「

奇

異
」

し

か

ら

ぬ

も

の

は

な

い
。

限
り
あ

る

人
智
の

「

さ

か

し

ら
」

を

捨
て

去
っ

て

み

れ

ば
、

世

界
の

あ
る
が

ま

ま

が
、

ま

さ

に

「

あ
や

し

き
」

も

の

と

し

て

立
ち

あ
ら
わ
れ

て

く

る

で

あ
ろ

う
。

そ

れ
こ

そ

が
、

真
心

の

捉
え

る

世
界
の

真
実

相
、

す
な

わ

ち

「

限
な
く

妙
な

る
」

「

神
の

御
し

わ

ざ
」

と

い

う
「

道
」

な
の

だ

と

宣

長
は
い

う
。

　

だ
か

ら
、

人

が

も

し
真
心

の

ま

ま
に

捉
え
た

世
界
を
、

そ

の

真

心
の

ま

ま
に

記
述
す
る

な

ら

ば
、

そ

の

記
し

ざ

ま
は

「

う
は
べ

は
、

な

に

の

こ

と

わ
り

あ
り

げ
も
な

く
、

は

か

な

く
お

ろ

か

に
」

（
『

玉

勝
間
』

五

ー
二

四

二
）

思
わ

れ
る

に

ち
が

い

な
い

。

「

う
は
べ

は

た
ゴ

浅
々

と

聞
ゆ

れ

ど

も
」

、

そ
の

底
に

は

「

人
の

智
の

得
測

度
ぬ

、

深
き

妙
な

る

理
」

が

こ

も
っ

て

い

る
（
『

直
毘

霊
』

）
、

そ

う
い

う
も

の

と

な

る
で

あ

ろ

う
。

「

さ

か

し

ら
」

を

ま

じ

え

る

こ

と

な

く
、

た

だ

あ
る

が

ま

ま
を

伝
え
て

き

た

上

代
の

神

話
・

伝

説、

と

り
わ

け

『

古
事
記
』

に

記
さ

れ
た

上

代
の

事
跡
が

ま
さ

に

そ

れ

で

あ
る

。

宣
長
は

、

そ

の

よ
う
に

考
え

た
。

　

要
す
る

に
、

宣
長
の
い

う
「

真
心
」

の

ま
ま

な

る

世
界
の

相
貌
は
、

今
日

で

い

う
と

こ

ろ

の

「

神
話
的
世
界
」

の

そ

れ
に

等
し
い

。

鳥
獣
草
木
が

言
葉
を

話
す

と
い

っ

た

「

神
代
の

事
ど

も
」

は
、

今
の

世
に

そ
の

よ

う
な
こ

と

が

な
い

と
い

う
理
由
で

、

人
々

は

そ

れ

を

怪
し

み
、

信
じ

ま
い

と
す

る
。

し
か

し
、

今
の

世
に

あ
る

あ
た

り

ま

え
と

思
わ

れ

る
こ

と
、

た

と

え
ば
、

「

人
と
い

ふ

も
の
」

が
い

て
、

目
で

も

の

を

見
、

耳
で

音
を

聞
き

、

手
足
を

動
か

し

て

物
を

作
る

と

い

っ

た
こ

と

も
、

も

し

も

人
と
い

う
も

の

が

存
在
し

な
い

世
界
で

そ

の
こ

と

聞
け

ば
、

誰
に

も

信
じ

ら
れ

な
い

「

あ
や

し

き

事
」

で

あ
る

ほ

か

は

あ
る

ま
い

〔
『

玉

勝

間
』

五

ー
二

四
〇、

二

四
一
）

。

眼
前
の

事
物
が

怪
し

く

な
い

よ
う
に

見
え
る

の

は
、

限
ら

れ

た

知
を

納
得
さ

せ

る

た

め

の

作
為
の

眼
鏡
を
通
し

て
、

我
々

が
も

の

を

見
て

い

る
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か

ら

で

あ
る

。

我
々

の

知
に

都
合
の

よ
い

も

の

だ

け
を

見
さ
せ

る

「

さ

か

し

ら
」

の

眼
鏡
を
外
し
て

み

れ

ば
、

今
の

眼
前
の

世

界
も
ま

た
、

『

古
事
記
』

に

記
さ

れ
た

神
話
的
世
界
と

何
の

変
わ

る

と

こ

ろ

も

な

い

と
い

う
こ

と

が

了

解
で

き

る

は

ず
だ

。

宣
長
は

、

こ

の

よ

う
に

主

張
す

る
。

　
「

漢
意
」

「

さ

か

し

ら
」

を

去
っ

た

「

真

心
」

に

よ
っ

て

捉
え

ら

れ

の

は

「

神
話
的
」

な

世
界
で

あ

る

と

い

う
こ

の

こ

と

は
、

し

か

し
、

世
界
の

あ
る

が

ま

ま

が

無
秩
序
の

混
沌
で

あ
る

と
い

う
こ

と

を

意

味
す

る

わ

け
で

は

な
い

。

世
界
が

「

奇

異
」

で

あ
る

と

い

う
の

は
、

我
々

の

日
常

的
な

分

別
で

は

捉
え

切
れ

な
い

と
い

う
意

味
な

の

で

あ
っ

て
、

世
界
が

全
く
で

た

ら

め

だ

と

い

う
こ

と

で

は

な
い

。

「

神
の

御
し

わ
ざ
」

と

し

て

の
、

深
く

妙
な

る
究

極
の

「

こ

と

わ

り
」

は
、

確
か

に

そ
れ

と

し
て

あ
る

。

人
は

、

そ

の

こ

と

わ
り
を

世

界
の

大
局
的
な

安

定
と
い

う

事
実
に

お

い

て

感
じ

る
こ

と

は

で

き

る

が
、

そ

れ

を

明
ら
か

に

捉
え

尽
く

す
こ

と

は

で

き

な
い

と
、

宣

長

は

い

う
の

で

あ
る

。

　
「

真
心
」

を
め

ぐ
る

宣

長
の

議
論
を

要

約
す
れ

ば
、

お

よ

そ

以

下
の

よ

う
な

も
の

と

な

る
。

　

真
心
の

ま

ま

な
る

あ
り
よ

う
、

す

な

わ

ち

「

道
」

は
、

「

奇

異
し
」

さ

を

「

奇

異
し
」

さ

と

し

て

あ
る

が
ま

ま
に

受
け

容
れ
る

あ

り

方
で

あ
る

。

こ

れ
は

、

い

い

か

え
れ
ば

、

す
べ

て

を

「

神
の

御
し

わ

ざ
」

と

し

て

受
け
と

め

る

あ
り
よ

う
で

あ
る

。

喜
ぶ
べ

き

こ

と

を

喜
び

、

悲
し

む
べ

き

こ

と

を

悲
し

み
、

「

ほ

ど

ほ

ど

に

あ
る
べ

き

か

ぎ

り
の

わ
ざ
を

し

て
、

穏
し

く

楽
く

世
を

わ

た

ら
ふ
」

（
『

直
毘
霊
』

）

こ

と

が
、

神
に

随

順
す
る

、

真
心
の

ま

ま

の

道
で

あ
る

。

上

代
の

神
話
伝
説
は

、

人
々

の

そ

の

よ

う
な

あ

り
よ

う
を
、

あ
る

が

ま
ま

に

伝
え

る

も

の

に

他
な

ら
な
い

。

　

し

か

る

に
、

今
の

世
の

人
々

に

は
、

「

人
の

智
の

測
知
べ

き

限
の

内
の

小
理
」

（

『

古
事
記
伝
』

一

之

巻
「

書
紀
の

論
ひ
」）

を

通
し

て

世
界

を

捉
え

よ

う
と

す
る

習

性
（

漢
意）

が

染
み

つ

い

て

し

ま
っ

て
い

る
。

そ

れ

ゆ

え
、

今
の

世
に

あ
っ

て

は
、

人
は

「

漢
意
」

を

除
き

去
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る

と

い

う
操
作
を
介
さ

な
け

れ

ば
、

真
心
な

る

あ
り

よ

う
を

見
い

だ

す

こ

と

が

で

き

な
い

。

「

ま

こ

と

の

道
」

（
『

直
毘
霊
』

等
）

に

出
会

う
た
め

に

は
、

「

漢
意
」

を

除
い

て
、

上

代
の

神
話

的
伝
説
を

繰
り
返
し

読
む

ほ

か

は

な

い
。

　

よ
く

知
ら

れ
た
こ

の

宣
長
の

主

張
は

、

す

で

に

さ

ま

ざ
ま

な

論
者
に

よ
っ

て

指
摘
さ

れ
て

き

た

よ

う

に
、

一

種
の

逆
説
的
な

構
造
の

上
に

成
り
立
っ

て

い

る
。

す
な
わ

ち
、

宣
長
が

「

真
心
」

「

ま
こ

と

の

道
」

を

見
い

だ

す
こ

と

が
で

き

る

た
め

に

は
、

「

漢
意
」

と
い

う

媒
介
が

必
須
で

あ
っ

た

と

い

う

逆
説
で

あ
る

。

い

い

か

え
れ

ば
、

神
話

的
世
界
は

、

「

漢
意
」

を

捨
て

る

と
い

う

操
作
を

介
し

て

の

み
、

一

つ

の

理

念
的
世
界
と

し

て

自
立
し

う
る
と

い

う
こ

と

で

あ
る

。

　

従
来

、

こ

の

逆

説
的
構
造
は
、

宣

長
の

皇

国
中
心
主

義
の

土

台
を
切
り

崩
す
た
め

の

足
場
と

し

て
、

宣
長

批
判
論
者
た
ち

に

注
目
さ

れ
て

き

た
。

し

か

し
、

本
論
が

そ

れ

を

取
り

あ
げ
る

の

は
、

宣
長
の

「

日
本
」

が

抱
え

る
矛

盾
構
造
を

問
い

た
い

た

め

で

は

な
い

。

こ

こ

で

問
い

た
い

の

は
、

「

漢
意
」

を

捨
て

る

と

き

に

神
話
的

世
界
が

見
え
て

く
る

と
い

う
理

路
の

核
を
な

す
、

「

捨
て

る
」

と
い

う
操

作

を

可
能
な

ら

し

め

て
い

る

の

は

何
か

と

い

う
こ

と

で

あ
る

。

　
「

真
心
」

（

神
話

的
世
界
）

を

覆
い

隠
し
て

い

る

「

己

が

さ

か

し

ら
」

（

私
）

を

除
き

去
る

と
い

う
こ

と

が

可
能
で

あ
る

た

め

に

は
、

真
心
と

そ

れ

を

覆
う

私
と

が
一

挙
に

見

渡
せ

る

視
座
が

必

要
で

あ
る

。

し

か

も
そ
れ

は
、

見
渡
す

位
置
で

あ
る

だ

け
で

な
く

、

私
を

除

き

捨
て

る

と
い

う

実
践
を

引
き

出
し

て

く
る

、

い

わ
ば

規
範
的
な

視
座
で

も
あ
る

。

し

か

し
、

そ

の

よ

う
な

視
座
に

つ

い

て
、

宣

長
自

身
は

無
自
覚
で

あ
る

。

神

話
的
世
界
の

対
自
化
を
可

能
に

し

て

い

る
、

宣
長
に

と
っ

て

メ

タ
の

視
座
と

は

何
か

が
、

こ

こ

で

の

問
題
な

の

で

あ
る

。

　

宣

長
の

議
論
を

離
れ

て

大
き

く

日

本
思

想

全
体
の
こ

と

と

し

て

見
る

な

ら

ば
、

こ

の

問
題
は

、

一

般
に

日

本
の

神
が

、

ま

さ

に

「

神
」

と

し

て

対

自
化
さ

れ

る

構
造
そ

の

も
の

と

か

か

わ
っ

て

く
る

。

す
な

わ
ち

、

神
は

「

無
私
」

（

清
浄
・

正

直
・

誠）

に

お

い

て
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捉
え
ら

れ

る

と
い

う

論
理

の

構
造
そ

の

も
の

の

抱
え
る

問
題
で

あ
る

と

い

う
こ

と

が

見
え
て

こ

よ

う
。

「

神
は
正

直
の

頂
を

照
ら
す
」

と
い

い

う
る

た

め
に

は
、

「

私
を

捨
て

る
」

と
い

う

発
想
そ

の

も
の

が

あ
ら

か

じ

め

成
立
し

て
い

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

そ

れ
は

、

一

体
何
に

由
来
す
る

の

で

あ
ろ

う
か

。

三

　
神
話
的
世
界
と

菩
薩

　

本
居
宣

長
に

お

い

て
、

「

己
が

さ

か

し

ら
」

を

捨
て

る

と

い

う
営
み

は
、

第
一

義
的
に

は
、

書
物
を

通
し
て

世
界
の

あ
る
が

ま

ま

を

捉
え
る

た

め

の
、

「

学
問
」

の

方
法
で

あ
る

。

し

か

し
、

私
が

除
か

れ

た

と

こ

ろ

に

真
心
が

あ
ら

わ

れ

る

と

い

う

発
想
自
体
は

、

決
し

て

書

物
の

理

論
か

ら

導
き

出
さ

れ
た
も

の

で

は

な
い

。

真
心
は

さ

か

し

ら
に

覆
わ
れ

て

お

り
、

さ

か

し

ら

が

除
か

れ

れ

ば
、

そ
れ
が

真

心
の

ま

ま

な

る

あ
り

よ

う
で

あ
る

と

い

う
宣
長
の

確
信
は

、

明
ら
か

に
、

具

体
的
な
生
の

事
実
を

根
拠
と

し

て

い

る
。

　

事
物
に

触
れ

て

嬉
し

悲
し

と

動
く

真
心
に

対
し

て
、

人
の

取
り

う
る

態

度
は
二

つ

あ
る

と

宣

長
は

見
る

。

一

つ

は
、

動
く
心
を

動
く

に

任
せ

る

「

真
心
な

る
」

あ
り

よ

う
、

も
う
一

つ

は
、

心
の

動
き

を

抑
え
と

ど

め

よ

う
と

す
る

「

漢
意
」

で

あ
る

。

後
者
は

、

も
と

も

と

「

世
間
ノ

風
ニ

ナ
ラ
ヒ

、

或
ハ

書
物
二

化
セ

ラ

レ
、

人
ノ

ツ

キ
ア
ヒ

世
ノ

マ

ジ
ハ

リ
ナ

ド
ニ

ツ

キ

テ
、

ヲ

ノ

ツ

カ

ラ

出

来
」

し

た

（
『

排
蘆
小

船
』

三

八）

も

の

で

あ

り、

真
心
な
る

あ
り

よ

う
が

、

他
者
と

の

関
わ

り
の

中
で

不

可
避

的
に

取
ら

さ

れ

る

二

次
的
な

作
為

（

「

心
ヲ

制
シ

テ

コ

シ

ラ

ヘ

タ
ル

ツ

ケ

物
」

同
）

で

あ
る

と

さ

れ

る
。

し

か

し
、

二

次
的
な

「

コ

シ

ラ

へ

」

も

の

で

あ
る

以
上
、

「

真
心

な
る
」

心
の

動
き

を

完
全
に

抑
え
込
む

こ

と

は

で

き
な
い

。

ど

ん

な

に

「

心

ヲ

制
ス

ル
」

こ

と

に

慣
れ

た

人
で

も
、

心
の

動
き

が

極
限

に

達
す
る

よ

う
な

状
況
に

お
い

て

は
、

抑
え

難
い

真
心
が

ほ

と

ば
し

り

出
て

く
る

も

の

で

あ
る

。

そ

し

て
、

最
も

深
く
大
き

な

心
の

動

き
が

誰
に

も
生
じ

る

極

限
状
況
と

は
、

死
に

直
面
し

た

「

い

ま

は

の
」

時
な

の

だ
と

、

宣
長
は
い

う
。

な

ぜ

な
ら

、

さ

ま

ざ
ま

な

「

あ
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は

れ
」

の

内
で

最
も
深
い

「

あ
は

れ
」

は

悲
し

み

で

あ

り
、

し

か

も
、

「

世
の

中
に

、

死
ぬ

る

ほ

ど

か

な
し

き

事
は

な

き
も
の
」

（
『
玉

く

し

げ
』

）

だ

か

ら
で

あ

る
。

　

死
に

直
面
し

て

抑
え

難
く
湧
き

起
こ

る

悲
し
み

と
、

そ

れ

を

恥
じ

て

強
い

て

悲
し
ま
ぬ

さ

ま

を

作
る

あ
り
よ
う

。

そ

れ
が

宣

長
の

い

う
「

真
心
」

と

「

漢
意
」

の

最
も
直

接
的
な

姿
で

あ
る

。

そ

う

で

あ
る
と

す
る

な

ら
、

漢
意
を

除
い

た

と
こ

ろ

に

真
心
が

あ
ら

わ

れ

る

と
い

う
宣

長
の

発
想
は

、

己

れ

の
、

あ
る
い

は

己
れ

に

と
っ

て

切
実
な

他
者
の

「

死
」

を

観
念
的
に

先
取
り
す
る
こ

と

に

よ
っ

て

成
り

立
っ

て

い

る

の

だ

と

い

う
こ

と

が

で

き

る
。

死
に

お

い

て

あ
ら

わ

に

な

る

事
態

（

と

宣

長
が

考
え
る
と

こ

ろ

の

も
の
）

を
、

テ

ク

ス

ト

を

読
み

解
く

た

め

の
一

般

的
な

方
法
と

す
る

こ

と

に

よ
っ

て
、

真
心
な
る

道
と

し

て

の

神
話
的
世
界
が

発
見
さ

れ

た
の

で

あ
る

。

　

死
に

直
面
す
る

こ

と

に

お

い

て

真

心
が

あ
ら
わ

に

な

る
と

す
る

な

ら
、

そ
こ

に

お

い

て

真
心
を
覆
い

隠
す
も
の

を

除
き

去
っ

て

い

る

と

こ

ろ

の

も

の

は
、

他
で

も

な
い

、

「

死
」

そ

の

も
の

で

あ
る

と

い

う
こ

と

に

な

る
。

と
い

う
こ

と

は
、

宣

長
は

ま

さ

に
、

「

死
」

を

方

法
化
す
る
こ

と

に

よ
っ

て
、

漢
意

・

私
を

捨
て

去
る

と
い

う

操
作
を

手
に

入
れ

た
こ

と

に

な

る
。

す
な

わ

ち
、

死
を

、

私
を
捨
て

る

と

い

う

操
作
に
、

い

い

か

え

れ

ば
、

他
律
的

・

自
然
的
な

死
を
、

自
ら

の

作
為
的
営
み
へ

と

変
換
す
る
こ

と

に

お

い

て
、

真
心
な
る

神
話

的
世

界
が

そ

れ

と

し

て

捉
え「
ら

れ

た
と
い

う
こ

と

で

あ

る
。

　

私
を

捨
て

る

と
い

う

方
法
は

、

他
な
る

死
を

、

自
ら

の

作
為
へ

と

変
換
す
る
こ

と

に

よ

っ

て

成
立
す

る
。

し

か

し
、

真
心
を

真
心
と

し
て

見
い

だ

す
こ

と

を

可
能
と

す

る
こ

の

方
法
は

、

真
心
そ

の

も

の

の

内
か

ら

出
て

き
た

も

の

で

は

な
い

。

真
心
の

ま

ま

な
る

あ
り

よ

う
は

、

宣
長

自
身
が

考
え

る

通
り

、

決
し

て

み

ず
か

ら

の

死
を

先
取
り
す

る
こ

と

は
な
い

か

ら

で

あ
る

。

　

そ

も

そ

も
、

「

う
ま

き

物
く
は

ま

ほ

し

く
、

よ

き
き
ぬ

き

ま
ほ

し
く

…
（

中
略）

…
い

の

ち

な
が

か

ら

ま
ほ

し

く
す
る

は
、

み

な

人
の

真
心
」

（

『

玉

勝
間
』

四

⊥
一
三

二
）

で

あ
る

。

命
長
さ

を

願
う

真
心
に

お

い

て

は
、

死
は

、

あ
る

日
唐
突
に

や
っ

て

く

る

何
も

の

か

で

あ

（326） 116
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す）

る
。

真
心
な

る
あ
り

よ

う
に

と
っ

て
、

死
は

、

ま

さ

に

「

き

の

ふ

け
ふ

と

は

思
は

ざ
り

し

を
」

と
い

う
形
で

し

か

出
会
い

よ

う
の

な
い

も

の

な
の

で

あ
る

。

　

真
心

を

見
い

だ

す
た

め

の
、

私
を

捨
て

る

と
い

う
方

法
は

、

観
念

的
に

死
を

先
取
り

す
る

こ

と

を

下
敷
き

に

し
て

成
り
立
っ

て

い

る
。

そ

れ

は
、

真
心

に

と

っ

て

あ
ら
わ

れ

る

死
と

も、

ま
た

漢
意
に

と
っ

て

の

死
と

も
、

い

ず
れ

と

も

異
な
る

死
の

捉
え

方
で

あ

る
。

　

真
心
は

、

死
に

直
面
す
る
こ

と

に

よ
っ

て
、

そ

の

極

限
に

達
す
る

。

そ

の

と

き

真
心

は
、

最
も

深
い

「

あ
は

れ
」

を

知
る
こ

と

に

よ

っ

て
、

「

満
た

さ

れ
な
さ

を

知
る
こ

と

に

お

い

て

満
た

さ

れ

る

こ

と

を

求
め

る
」

と

い

う
そ

の

逆

説
的
な

本
質
を

あ
ら

わ

に

す
る

。

こ

の

「

せ

ん

か

た
な
」

さ

（

な

す
す
べ

の

な

さ
）

に

身
を

ま
か
せ

、

た
だ

「

泣
悲
む

よ

り

ほ

か

は

な
」

い

〔
『

玉
く
し

げ
』

）

の

が
、

真
心

な

る

あ
る

よ

う
の

端
的
な

姿
で

あ
る

。

宣

長
が

、

「

泣

悲
み
こ

が

れ
」

た

イ

ザ
ナ

キ

神
や
、

倭
建
命
に

見
い

だ
し

た

の

は
、

ま

さ

に

そ
の

よ

う
な

端
的
な

真
心

の

表
出
で

あ
っ

た
。

　

死

は
、

真
心
に

と
っ

て
、

い

わ

ば

「

せ

ん

か

た

な
さ
」

そ

の

も
の

と

し

て

あ
ら
わ

れ

て

く
る

。

一

方
、

真
心
を

覆
い

隠
す

漢
心

は
、

そ

の

「

せ

ん
か

た

な

さ
」

か

ら

目
を

そ

ら

し
、

あ
る
い

は

そ

れ
を

錯
覚
さ

せ

る

た

め

の

作
為
と

し

て

あ
ら

わ
れ
る

。

だ

が
、

そ

の

作
為

は
、

死
の

「

せ

ん

か

た

な
さ
」

と

い

う
本
質
に

、

い

さ

さ

か

の

変
更
を

加
え

る
こ

と

も

で

き
な
い

。

裏
返
し

て

い

え
ば

、

動
く

真
心
自

体
を

と

ど

め
る
こ

と

は

で

き

な

い

以

上
、

漢
意
は

全
く

無
効
な

作
為
に

す
ぎ

な
い

と

宣

長
は

考
え

る
。

　

だ
が

、

こ

う

考
え

る

と

き

の

宣

長
の

論
理
は
、

一

つ

の

微
妙
な

飛
躍
を

無
意

識
の

内
に

抱
え

込
ん

で

い

る
。

宣

長
は

、

漢
意
は

無
効

（
「

無
益
の

こ

ざ
か

し
い

料
簡
」

『
玉
く
し

げ
」

）

で

あ
る

か

ら

捨
て

よ

と

い

う
。

し

か

し
、

い

う
ま

で

も

な

く、

無

効
で

あ
る

と

い

う
こ

と

は
、

そ

の

も

の

を

捨
て

る

理

由
と

し

て
、

必
要

十
分
な

も

の

で

は

な
い

。

　

人
が

死
に

直
面
し
て

、

さ

ま

ざ
ま

な
理

屈
を

考
え
て

「

悲
む
ま

じ
」

と

す
る

の

は
、

そ

れ

も

ま

た

人

情
、

す
な

わ
ち

真
心
の

働
き

で
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あ
る

。

宣
長
自

身
も

、

こ

の

こ

と

は

は

っ

き

り
と

認
め

て

い

る
。

人
が

「

今
は

の

き

は
」

に
、

「

心
ほ

そ

き
ま

ま

に
」

、

や
や

も
す

れ
ば

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
齠

死
後
の

安
心
を

説
く

「

儒
仏
等
の

説
」

に

心

引
か

れ
る

の

は
、

「

こ

れ

人

情
の

ま

こ

と

に

然
る

べ

き

こ

と

わ
り

」

で

あ
る

と

宣
長
は

い

う
（
『

篠
録
』

；
・

と

す
る

な

ら
・

漢
立

思

を
捨
て

よ

と
い

う
主

張
は
・

漢
意
と
い

う

作
為
と

と

も

に
・

漢
意
に

す
が
ら

ざ
る

を
え

な

脚

い

真
心
の
一

つ

の

あ
り

よ

う
を
も
、

同
時
に

切
り
捨
て

る

主

張
と

な
っ

て
い

る
。

に

も

か

か

わ

ら

ず、

宣

長
は

、

後
者
を

捨
て

る

理

由

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　（
10）

を

何
ら

説
明
し
て

い

な
い

の

で

あ
る

。

　
こ

の

こ

と

は
、

お

そ

ら

く
次
の

よ

う
な
こ

と

を

意
味
し
て

い

る
。

　

宣
長
は
、

漢

意
を

除
き

去
っ

た

と

こ

ろ

に
、

純
粋
な

真
心

な

る

世

界
が

現
出
す
る

と

考
え
た

。

し

か

し
、

宣

長
の

意
に

反
し

て
、

見

い

だ

さ

れ
た

真
心
は

、

す
で

に

自
然
の

ま

ま

の

そ

れ
で

は

な

く
、

あ
る

作
為
を

経
て

改
変
さ
れ

た
、

も

う
一

つ

の

真
心
で

あ
っ

た
。

な

ぜ

な
ら

、

宣
長
は

、

漢
意
と

い

う
作
為
を

除
く
と

同
時
に

、

作
為
に

す

が

ろ

う
と

す

る

自
然
の

真
心
を

も

取
り

除
い

て

し
ま
っ

た

か

ら

で

あ
る

。

　

自
然
（

真
心
）

を

覆
っ

て

い

る

作
為
（

漢
意
）

と

い

う
図
式
か

ら
、

正

確
に

作
為
だ

け

を

除
き

去
っ

た

の

な
ら

、

残
る

の

は

本
来
の

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　

（
11）

自
然
（

真
心
）

の

あ
る

が

ま

ま

の

全

体
で

あ
ろ

う
。

し

か

し
、

宣

長
も

微
妙
に

気
づ
い

て

い

た

よ

う
に

、

作
為

（

漢
意
）

に

は
、

自
然

（

真
心
）

の
一

部
が

分
か

ち

難
く
食
い

入
っ

て

い

る
。

も

し

宣
長
が

、

真
心
の

あ
る

が

ま

ま
の

全
体
を

肯
定
し

よ

う
と

す
る

の

な

ら
、

本
当
は

、

漢
意
を

含
め

た

今
の

世
の

あ
る

が

ま

ま

の

人

情
の

方
を
こ

そ
、

一

つ

の

理

念
と

し
て

肯
定
し

な

け

れ

ば
な

ら

な
か
っ

た

の

で

あ
る

。

　

で

は
、

神

話
的
世
界
に

真
心

の

道
を

見
い

だ

す
過

程
で
、

宣
長
が

無
意
識
に

切

り
捨
て

て

し

ま
っ

た

真
心
の

あ

る

部

分
と

は

何
な
の

か
。
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ヘ

　

　

ヘ
　

　

ヘ
　

　

ヘ

　

　

へ

　
そ

れ
は

、

真
心
の

、

充
足
し

な
い

と

い

う

側
面
で

あ
る

。

動
き
つ

づ

け

る

「

あ
は

れ
」

口

「

真
心
」

と

は
、

不
可
能

・

不

充
足
に

と

ど

ま

り
つ

づ

け
る
こ

と

で

あ
る

と

同
時
に

、

不
可
能

・

不
充
足
な
る

も

の

を

求
め
つ

づ

け

る
こ

と

で

も
あ
る

。

無
効
な
作

為
に

す
が

る

心
の

切
り

捨
て

は
、

後
者
を

捨
て

て
、

前
者
に

お

い

て

真
心
を

純
粋
化
す
る

こ

と

に

な
る

。

　

真
心
の

持
つ

飽
く
こ

と

の

な
い

と
い

う

側
面
を

捨
て

る

操
作
は

、

真
心
そ

の

も

の

か

ら

も
、

ま
た

飽
く
こ

と

の

な

さ

自

身
が

作
る

作

為
（

漢

意）

か

ら

も

導
き

出
さ

れ

な
い

。

飽
く
こ

と

の

な

さ

を

捨
て

る

と
い

う
こ

と

は
、

真
心
と

、

そ
の

真
心
に

と
っ

て

必

然
か

つ

無

効
な

作
為
と

の

両
方
を

見
す

え

て

肯
定
す
る

立

場
に

お

い

て

の

み

可
能
な
、

一

つ

の

断
念
で

あ
る

。

　

漢
意
を

除
く
こ

と

に

よ
っ

て

宣

長
が

手
に

入

れ
た
と

信
じ

た

も
の

は
、

倭
建

命
の

よ
う
に
、

恨
む

べ

き
こ

と

を

恨
み

、

悲
し

む
べ

き

こ

と

を

悲
し

む
、

本
来
の

「

人
の

真
心
」

で

あ
っ

た
。

だ
が

、

宣

長
が

捉
え

た
も
の

は
、

実
は

神
話
的

世
界
に

内

在
す
る

倭
建
命
で

は

な

い
。

宣

長
の

眼
鏡
（

し

か

も
、

宣

長
は

眼

鏡
を

か

け

て

い

る

こ

と

に

無
自
覚
で

あ
る

）

を

通
し

て
、

変

換
さ

れ

た

倭
建

命
で

あ
る

。

神
話
に

内
在
す
る

、

つ

ま

り

「

人

の

心
直
か

り
し

時
」

（
『

玉

く
し

げ
』

）

と

想

定
さ

れ

る

自
然
の

真
心
と

し
て

の

倭
建
命
は
、

単
に

悲
し

む

べ

き
こ

と

を

悲
し

む

存
在
で

は

な
い

。

宣

長
は
、

父

王

の

強
力
な

権
力
に

怯
え
、

お

ば
で

あ
る

倭
比

売
命
に

す

が

る

ほ

か

な

い

倭
建

命
を

切
り
捨
て

て
い

る
。

な

す
す
べ

の

な
さ

に

振
り

回
さ

れ
、

飽
か

ぬ

心
を

抱
き

な

が

ら

東
征
に

赴
か

ざ
る

を

え

な
い

倭
建
命
を

見
落

と

し

て

い

る
。

倭
建

命
の

悲
し

み

に

は
、

充
ち

足
り

な
い

心
の

あ
が
き

が
い

つ

ま

で

も
は

り
つ

い

て

い

る
。

宣
長
の

よ

う
に
、

倭
建
命

を

悲
し

む
べ

き
こ

と

を

悲
し

む

存
在
と

規
定
す
る

こ

と

は
、

倭
建

命
の

内
面
に

お
い

て

そ

う
い

う
あ
が
き

が

す
で

に

断
念
さ

れ

て

し

ま

っ

て
い

る

と

捉
え
る
こ

と

に

等
し
い

。

だ
が
、

父
王
の

理
不
尽
を

受
け
入
れ

、

飽
か

ぬ

思
い

を

持
た

ず
、

深
い

悲
し

み

だ
け

を
抱
く

、

そ

う
い

う
真

心
は

、

神
話

的
世
界
に

内
在
す
る

も
の

で

は

な

い
。

も

し

存
在
す
る

と

す
れ

ば
、

そ

れ

は

神
話
的
世

界
に

異
物
と

し

て

あ

ら

わ

れ

た
、

神
と

も

人
と

も

異
な

る

「

真
心
」

的

存
在
で

あ
る

と
い

う
べ

き

で

あ

ろ

う
。
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宣
長
は

、

神
話
的
世

界
に

と
っ

て

異
様
な

真
心
を

、

神
話
的
世
界
に

内
在
す
る

も
の

と

信
じ

た
。

だ
が
、

あ
が

き

の

断
念
さ

れ

た

真

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

踟

心
は
、

神
話
的

世
界
の

内
か

ら

生

成
し

た

も
の

で

は

な
い

。

そ

れ

は

外
か

ら
、

あ
え
て

特
定
す
る

な
ら

、

天
地

自
然
の

外

部
か

ら
や
っ

て

来
る

「

菩

塵
に

よ
っ

て

も
た

ら

さ

れ
た

も
の

で

は

な
い

だ
ろ

う
か

・

　

　

　

　

　

　

　

　

　
醐

　

神
話
的
テ

ク

ス

ト

に

即
し

て

い

え

ば
、

我
が

国
に

お

い

て
、

神
話
的

世
界
の

内
に

、

断
念
に

お

い

て

肯
定
さ

れ

る

真
心
の

か

た

ち

が

登

場
す
る

の

は
、

『

三

宝
絵
』

や

『

今
昔
物
語
集
』

に

お

け
る
、

釈

尊
の

前
世

譚
を

そ

の

嚆

矢
と

す

る
。

そ

こ

で

は
、

た
と

え
ば

『

三

宝

絵
』

上

巻
に

収
め

ら
れ

た
、

有
名
な

「

捨

身
飼
虎
」

の

逸

話
に

見
ら
れ

る

よ

う
に

、

せ

ん

か

た

な
さ

を
、

身
を

捨
て

る
こ

と

に

よ
っ

て

引
き

受
け

、

そ

の
こ

と

に

よ
っ

て

「

有
情
」

な

る

存

在
の

「

あ
は

れ
」

を

深
く

肯
定
す

る
、

釈
迦
前
生
の

菩

薩
た

ち

が
、

言
葉
を

話

す

動
物
や

神
々

な

ど
、

神
話
的

世
界
の

存
在
に

ま

じ
っ

て

ひ

と

り

異
質
な

光
を
放
っ

て

い

る
。

　

菩
薩
が

捨
て

る

身
と

は
、

漢

意
（

私
）

を

捨
て

る

方

法
に

お

い

て
、

意

図
せ

ず
し

て

宣

長
が

捨
て

て

い

る
、

飽
か

ぬ

心
の

あ
が

き

（

凵

執

着）

で

あ
る

。

し

か

も
、

菩
薩
は

身
を

捨
て

る

こ

と

に

よ
っ

て
、

人

々

（

有
情
）

の

真
心
を

否

定
し

て

い

る

わ
け
で

は

な
い

。

菩
薩
の

捨
て

る

と

い

う

作
為
を

介
し

て
、

入
々

の

真
心
は

、

ま

さ

に

救
わ

れ

る
べ

き

衆
生
の

本
質
と

し

て

肯
定
さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る
。

真
心
は

、

私
を

捨
て

る

と

い

う
作
為
を

介
す
る
こ

と

に

よ
っ

て
、

か

え
っ

て

深

く
肯
定
さ

れ

る
。

菩
薩
と

は
、

そ

う
い

う
理

路
を

体
現
す
る

存

在
な
の

で

あ
る

。

　

神
話
的
世
界
を

見
い

だ

す
宣

長
の

方
法
は

、

菩
薩
の

体
現
す
る

の

と

同
じ

理
路
を

た

ど

る

操
作
で

あ
っ

た

よ

う
に

思
わ

れ

る
。

宣
長

自
身
は

無
自
覚
で

あ
っ

た

に

せ

よ
、

神
話
的
世
界
が
一

つ

の

理

念
と

し

て

見
い

だ
さ

れ
る

た

め

に

は
、

せ

ん

か

た

な
さ

（

た

と

え

ば

死
）

を
、

自
由
に

引
き

受
け
る

と
い

う
観

念
が

必
須
で

あ
っ

た
。

自
由
に

引
き

受
け

る

と

は
、

せ

ん

か

た

な

さ

を
、

他

律
的
・

自
然
的

な

も
の

と

し
て

で

は

な

く、

自
か

ら

の

作

為
の

内
に

取
り
込

む

こ

と

で

あ
る

。

し

か

も
、

そ
の

よ

う
な

取
り

込
み

が

可

能
と

な

る

た

め

N 工工
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に

は
、

生
死

（

自
然
）

を

超
え

た

よ

り
大
き

な

時
空

、

す
な

わ
ち

先
取
り

さ

れ

た

死
を

置
く
こ

と

が

で

き

る

場
所
が

想
定
さ

れ、

そ

こ

に

観
念
的
に

身
を

置
く
と
い

う

操
作
が

成
り

立
た

な
け

れ

ば

な
ら
な
い

。

い

い

か

え

れ
ば

、

神
話
的
世

界
の

時
空

間
（

自
然
）

に

と
っ

て

の
、

「

外

部
」

の

観
念
が

前
提
さ

れ
ね

ば
な

ら

な
い

。

こ

の

よ

う
な

、

「

自
然
」

に

と
っ

て

の

「

外
部
」

の

観
念
こ

そ

が
、

生
死
を

自

由
に

越
境
す

る

仏
・

菩
薩
の

説
話
の

も

た
ら

し

た

も
の

な

の

で

あ
る

。

身
を
（

私
を

）

捨
て

る

と

は
、

ま

さ

に

そ

の

よ

う
な

条
件
に

お

い

て

は

じ

め

て

成
り

立
つ

作
為
に

他
な

ら
な
い

。

　

世
界
を

不
可
思
議
と

し

て

受
け

と

め

る
、

そ

の

こ

と

は

す
で

に
、

神
話
的

世
界
に

内
在
す
る

自
然
の

真
心

そ

の

ま

ま

の

あ

り
よ

う
で

は

な
い

。

せ

ん

か

た

な

く

心
が

揺
り

動
か

さ

れ

る
、

そ

の

こ

と

を
主

体
的
に

捉
え

直
す

、

一

つ

の

作
為
的
あ

り
よ

う
で

あ
る

。

せ

ん

か

た

な

さ

が

神
の

し

わ

ざ
と

し

て

捉
え
ら

れ
た

と

き
、

そ

こ

に

は

不

可
思

議
そ
の

も
の

を
捉
え
る

知
と

し

て

の

仏
の

影
が

さ

し

て

い

る

の

で

あ
る

。
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神話的世界 と菩薩

注
（
1

）

　
こ

の

こ

と
を
夙
に

指
摘
し
た
の

は
、

佐
藤
正

英
の

論

文
（

「

「

も
の

の

あ
は

れ
」

の

倫
理

的
意

義
に

つ

い

て
」

『

倫
理

学

年
報
』

第
十
一

集、

一

九
六

　

　
二

年
）

で

あ
る

。

佐
藤
論
文
が

明
ら
か

に

し
た

「

知
」

と

し

て

の

「

あ
は

れ
」

と
い

う

論
点
は
、

日

本
の

神
観
念
を

捉
え

る
た
め

の

き

わ

め

て

重
要
な

　

　
手
が
か

り
を

与
え
る

も
の

で

あ
り、

本
稿
も
ま

た
、

そ
こ

か

ら
大
き
な
示

唆
を
得
て

い

る
。

（
2

）

　
前
掲
佐
藤

論
文
で

は
、

こ

れ
を、

「

客
体
の

側
に

そ

れ

自

体
の

存
在
を
も
つ

或
る

感
情
的
実

体
で

あ
る

」

と

述
べ

て

い

る
。

（
3

）

　
「

事
し

あ
れ
ば
う
れ
し

か

な
し

と

時
々

に

う
ご
く

心
ぞ

人
の

ま

ご
〉

ろ
」

及
び

「

う
ご

く
こ

そ
人
の

真
心
う
こ
か

ず
と
い

ひ

て

ほ

こ

ら
ふ

人
は

岩
木

　

　
か
」

（
い

ず
れ
も

『

玉

鉾
百
首
』

）

。

　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　
か

ら
こ
こ

ろ

（
4

）

　

周
知
の

通
り

、

宣
長
は、

も
の

ご
と

の

本
質
を

「

道

理
」

に

よ

っ

て

捉
え

よ

う
と

す
る

思
考
法
を、

「

真
心
」

を

偽
り

飾
る

「

漢

意
」

で

あ
る

と

し

　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

く
す

　

　
　
　
　
　

あ
や

　

　
て

退
け
た

。

人

間
の

理
知
が

捉
え

う
る

も
の

は

「

天
地
」

の

ほ

ん

の

表

層
に

す
ぎ
ず、

「

妙
に

奇
し

く、

霊
し
き
」 、

天
地
の

真

相
は、

「

己
が
さ

と

り
」

　

　
で

は

測
り
が
た

く

捉
え
が
た
い

と
、

宣

長
は

繰
り
返
し

主
張
し
て

い

る

（

『

直
毘
霊
』

な
ど）

。
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（
5
）

　
こ

の

こ

と

は、

世
に

い

う
「

あ
は

れ

を
し
ら
ぬ

人
」

に

お

い

て

も

例
外
で

は
な
い

。

「

あ
は

れ
」

を
知

る

知
ら

ぬ

の

違
い

は
、

単
に

鈍
感
・

敏
感
の

　
　

差
に

す
ぎ
な

い

の

で

あ
る

。

「

常
に

は
物
の

あ
は

れ
し
ら
ぬ

と

い

ふ

人
も
お

ほ

き

也
。

是
は
ま
こ

と
に

し
ら
ぬ

に

は

あ
ら

ず
。

深
き

と

あ
さ
き

と

の

け

　
　

ち
め
な

り
」

（
『

石
上

私
淑
言
』

巻
一

−
一

二
）
。

（
6
）
　
「

あ
は

れ
」

が、

時
間
的
な

存
在
者
で

あ
る

人
間
の、

時
間
に

お

け
る

事
物
と

の

出
会
い

の

形
で

あ
る

と

い

う

論
点
に

つ

い

て

は
、

拙
著
『

神
道
の

　
　

逆
襲
』

（
講

談
社
現
代
新
書、

二

〇
〇
一

年
）

を
参
照

。

（
7
）
　
「

仏
道
は

物
の

哀
れ
を

棄
つ

る

道
に

し
て

、

か

へ

り
て

物
の

哀
れ

の

あ
る

こ

と

多
し

」

（
『

紫
文
要
領
』

巻
上
）

と

い

う
と
き

、

宣
長
は

確
か

に
、

「

あ

　

　
は
れ
」

と

「

仏
道
」

と

の

逆
説
的
・

必
然
的
な
つ

な

が

り
を
捉
え
て

い

る
。

（
8
）
　
道
徳
に

よ

っ

て

「

あ
は

れ
」

を

抑
制
す
る

「

儒
道
」

も

ま
た
、

「

仏

道
」

と

同
様
「

あ
は

れ
」

を

対
自
化
す
る

外
部
の

視
点
を

提
示

す
る

。

だ

が

儒

　
　

教
に

よ
る

対
自
化
の

視
点
自
体
も、

そ

れ
に

さ

き

だ

つ

仏
道
の

視
点
に

よ

っ

て

成
り
立
っ

て

い

る

と

考
え
ら
れ
る

。

（
9
）

　
今
は
の

き

わ
の

コ

生
の

ま
こ

と
」

の

例
と

し
て

、

宣
長
は

在
原
業
平
の

「

つ

ひ

に

行
く
道
と

は

か

ね
て

聞
き

し

か

ど

き

の

ふ

け

ふ

と

は

思
は
ざ

り

　

　
し
を

」

の

歌
を
挙
げ
て

い

る

（
『

玉

勝

間
』

五

−
二

八

二
）

。

（
10
）
　
た
だ
し

、

宣
長
が

、

「

今
は

の

き

は
」

に

「

安
心
」

を

求
め

る
「

人

情
」

を
、

「

よ

く
見
と
り
て

造
り
た
て
」

た

の

が

「

仏
道
」

で

あ
る
と

指
摘
し

て

　

　
い

る

点
は

注
目
す
べ

き
で

あ
ろ
う

（

『

答
問
録』

一

二
）

。

（
11
）

漢
意
が

染
み

つ

い

て

い

る

今
の

世
の

さ

ま
も
ま

た

神
の

し
わ

ざ
、

す
な

わ
ち

「

其

時
の

神
道
」

で

あ
る

と
い

う

考
え
が
そ

の
一

例
で

あ
る

（

『

答
問

　
　

録
』

　
＝
二
）

D

（
12
）
　

神
話
的
世
界
に

お

け

る
「

慈
悲

行
」

の

位
置
づ

け
に

つ

い

て

は
、

佐

藤
正

英
「

超
越
の

様

相
」

（

相
良
亨
編
『

超
越
の

思

想
』

東

京
大
学
出
版

会
、

　

　一

九
九
三

年）

を

参
照

。
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