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を

用
い

て

柳
の

考
え
る

「

自
然
し

に

つ

い

て

検
討
し

よ

う
。

　

さ

ほ

ど

長
い

文

車
で

は

な

い

「

雑

器
の

美
」

の

中
に、

「

自
然
」

と

い

う
単

語
は

全
部
で

二

十
二

回
も

出
て

く
る

。

そ
の

ほ

か

「

天
然
」

や

「

自

か

ら
」

と

い

っ

た

「

自
然
」

と

関
連
す
る

単

語
も
い

く

つ

か

使
わ
れ
て

い

る
。

そ

れ

ら

の

意

味
を

分
類
す
る

と
、

だ
い

た
い

三

種
類
に

ま

と

め

ら
れ

る
。

は

じ

め

に
、

一

般
的
な
意

味
で

の

自
然
で
、

自
然
が

豊
富
で

あ
る

と

か

自
然
現

象
と

い

う
場
合
の

自
然
で

あ
る

。

つ

ぎ
に
、

意
識
を

介

在
さ
せ

な

い

行
為
や、

な
め

ら
か

な
動
き
と

い

う
意
味
で

の

自

然
で

あ
る

。

つ

ま

り、

自
然
な

振
る

舞
い

と

か

自
然
に

動
い

た

と

い

う
場

合
な
ど

の

意
味
で

あ
る

。

三

つ

目
は、

特
別
な

存
在
と
し
て

の

自
然
で

あ
る

。

こ

の

三

番
目

の

自
然
は

、

明
確
に

説
明
さ

れ
て

は
い

な
い

が、

文
脈
上、

何
か

特
別
な

も
の

と
理

解
す
る

し
か

な
い

も
の

で

あ
る

。

そ

し

て

柳
は
、

一

番
目
と

二

番
目
の

自
然
の

根
底
に

常
に

こ

の

三

番
目
の

自
然
を

忍
ば
せ

て

発
言
し

て

い

る
。

　
何
か

特
別
な

存
在
と

し
て

の

自
然、

こ

れ
を
理

解
す

る

た
め

に、

柳
が

宗
教
哲

学
者
と

し

て

活
躍
し

て

い

た

と

き

の

論

文
「

宗
教

的

自
由
」

〔

大

正
五

年）

を
参
照
し

よ

う
。

こ

れ

は

人
間
を
め

ぐ
る

白
由
論
と

決
定

論
の

相
克
に

関
す
る
論

文
で

あ
る

。

柳
は

言
う

。

相
対
的
次
元
に

お

い

て

は

決

定
論
が
正
し

い

こ

と

は

疑
い

得
な
い

。

だ
が

、

絶
対
域
に

お

い

て

は

実
在

と

の
…

致
に

よ

り
人

間
は

絶
対
的

自
由
す
な
わ

ち
宗
教
的
自
由
を
得
る

こ

と

が

で

き

る
、

と
。

そ
れ

で

は

実

在
と
は

何
か

。

そ
れ
は

神
の

こ

と

で

あ

る
。　

柳
の

言
葉
を

直
接

引
こ

う
。

「

哲
学
又
は

宗
教

的
見

地
を

去
っ

て

芸
術

的
に

此
自
由
を

解
こ

う
と

す
る

な

ら

ば、

実

在
若
し

く
は

神
と

云
う
代
り

に

自
然
と

云
う

言
葉
が

最
も
之
に

適
当
す
る

で

あ
ろ

う
。

こ

こ

に

自
然
と

は

も
と

よ
り

現
象
に

終
る

形

体
自
然
を
指
す
の

で

は

な
い

。

万
象
の

内
裡

に

流
れ
る

自

然
そ

の

も
の

の

心
を
云
う
の

で

あ
る

。

一

切
の

自
然

性
の

泉

を

示
す
の

で

あ
る

。

」

（
原
文
正

字
正

か

な
）

　

昭
和
を
迎
え

民
芸
運
動
に

ま

す
ま

す
奔
走
す
る

柳
は、

一

見
す
る

と

宗

教
哲
学
を
忘
れ

て

し

ま

っ

た

か

の

よ

う
に

思
わ
れ

た

が、

昭

和
二

十
四
年

に

宗
教
哲
学
と

美

思
想
の

結

合
し

た

作
品
『

美
の

法

門
』

を

発
表
す
る

。

あ

る

時
柳
は
、

『

無
量

寿
経
』

の

法
蔵
菩
薩
の

四

十
八

の

大
願
を

読
ん

で

い

て
、

美
に

関
す
る

積
年
の

疑
問
が

解
け
る

体
験
を

す
る

。

そ

の

体
験
を

元
に
一

気
に

書
き
上

げ
ら

れ

た

の

が

「

美
の

法
門
』

で

あ
り

、

こ

れ
は
柳

晩

年
の

美
思
想
を

理

解
す
る

た

め

に

最
も

重

要
な

論
文
で

あ
る

。

そ

の

『
美
の

法
門
』

で

柳
は

「

自
然
」

に

対
す
る

考
え

を

さ

ら

に
一

歩

前
に

進

め

る

こ

と

に

な

る
。

中
世
禅
宗
寺
院
の

伽
藍
空
間
に

お

け
る

　
　

宋
代
風
水
術
の

影
響
に

つ

い

て
鈴

木

　一
　
馨

　

本
論
の

大
き

な

目
的
は

日

本
風
水

史
の

解
明
に

あ
る

。

こ

れ

に

つ

い

て

は

す
で

に

「

風
水
説
の

受
容
」

（
増
尾

伸
｝

郎
他
編
『

環

境
と

心
性
の

文

化
史
」

上、

勉
誠
出
版、

二

〇
〇
三
）

に

て

デ

ッ

サ

ン

を

し
て

お

い

た

が
、

そ
の

過

程
で

特
に

日

本
風

水
史
の

上
で

転
機
と

考
え
ら

れ

た
の

が
、

中
世
の

日

宋
交
流
に

伴
う
宋

代
風
水
の

受
容
で

あ
る

。

　

中
国
で

は

九

世
紀
末
期
か

ら

十

世
紀
初
期
（
唐

末
〜
五

代）

に

か

け

432（1524）
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て
、

地
形
の

性
格
に

よ

っ

て

地
気
の

流
れ
や

性
質
を

判
断
し
風
水

判
断
を

行
な
お

う
と
す
る

江
西
派
と、

方
位
の

性
格
に

よ

っ

て

地
気
の

流
れ
や

性

質
を
判
断
し

風
水
判
断
を

行
な

お

う
と

す
る

福
建
派
と

い

う
大
き

な
二

つ

の

風
水
の

流

派
が

成
立
し
た
と

見
做
さ

れ
て

お

り、

中
国
風
水

史
で

の

転

機
と

な
っ

て

い

た
。

唐
末
か

ら
五

代
に

か

け
て

小
康
状
態
で

あ
っ

た

日
中

交
流
が

再
び

盛
ん

に

な
る
の

は

宋
朝
成
立
後
の

十
一

世
紀
以
降
の

こ

と

で

あ
り

、

こ

れ
は

明
州
を

中
国
側
の

窓
口

と

し
て

行
な

わ
れ
た
が
、

こ

の

頃

か

ら
唐
末
以

降
に

形
成

・

発
展
し

た

新
た

な

風
水
思

想
・

術
の

う
ち

江
西

派
の

も
の

が

新
知
識
と

し
て

受
容
さ

れ
た

と

考
え
る

こ

と

は、

寝
殿

造
庭

園
の

成
立
を

踏
ま

え
る
と

想
像
に

難
く
な
い

。

し

か

し

な
が

ら、

そ
こ

に

は

同
法
の

特
徴
で

あ
る

龍
脈
判
断
の

受

容
を

伺
わ
せ

る

も
の

が

見
あ
た
ら

な
い

。

　

日

本
に

お

い

て

本
格

的
に

禅
宗
が

受

容
さ

れ

始
め

た

の

は
十
二

世
紀
以

降
で

あ

る

が、

横
山

秀
哉
『

禅
の

建
築
』

（
一

九
六

七
）

や

『

禅
学
大

辞

典』

二

九
七
八）

で

は

『

五

山
十

刹
図
』

（
室
町
期
か
）

や
「

建
長

寺
伽

藍
指
図
」

（

原
図
］

三

三

こ

な
ど
に

基
き、

そ

の

禅
宗
伽
藍
の

中
軸
は

一

直
線
で

あ
り
中
心

伽
藍
は

そ
の

軸

線
上
に

あ
る

と

し

て

い

る
。

し
か

し

な
が
ら

管
見
の

限
り、

日

本
の

禅
宗
寺
院
で

真
に
一

直
線
上
に

中
心

伽
藍

が

配
置
さ

れ

左
右
対
称
の

構
造
と

な
っ

て

い

る

の

は
、

十
七
世

紀
に

創
建

さ

れ

た

富
山
県
高
岡

市
の

瑞
龍
寺
の

他
は

な
い

。

つ

ま

り
「

建
長
寺

伽
藍

指
図
」

に
一

直
線
の

中

軸
を

持
つ

よ
う
に

描
か

れ

て

い

る

建
長
寺
に

お

い

て

す
ら

、

近
年
の

発
掘
に

よ

り
一

直
線
上
に

中
心
伽
藍
が

配
置
さ
れ
て

い

な

か

っ

た

こ

と

が

判
明
し

つ

つ

あ
り、

む

し

ろ

中
心

伽
藍
の

乗
る

中

軸
は

一

直
線
で

は

な
い

こ

と
の

方
が

新

規
に

創
建
さ

れ

た

禅
宗
寺
院
に

お

い

て

は

通
常
の

状
態
だ
っ

た
と

考
え
ら

れ
る

。

こ

の

こ

と

は
、

六
世
紀
の

仏
教

の

受
容
以
来、

十
二

世
紀
の

院
政
期
に

創
建
さ

れ
た

も
の

に

至
る

ま

で、

規
模
の

小
さ
い

寺
院
や
平
安

初
期
頃
よ

り
盛
ん

に

建
立
さ

れ

始
め

た

山
岳

寺
院
な
ど
の

例
を

除
き

、

多
数
の

堂

宇
を
抱
え

る

大
寺
院
が
ほ

ぼ

南
北
の

正

方
位
を
貫
く
一

直
線
の

中
軸
を

持
ち

東
西
対
象
の

姿
を

見
せ

て

い

た

の

に

対
し

て
、

異

質
な

空
間
構
成
を
な
し

て

い

た

と

言
う
べ

き
で

あ
る

。

　

禅
宗
伽
藍
の

中
心
軸
が
一

直
線
に

な

ら

な

い

こ

と

の

理

由
と

し
て

考
え

ら
れ

る

こ

と
が
、

龍
脈
説
と

寺
院
の

選
地
の

関
係
で

あ
る

。

こ

れ
に

つ

い

て

は

何
曉
听
が

『

風
水
探
源
』

（

→

九

九
〇）

に

て
、

天
台
山

国

清
寺
や

明

州
阿
育
王
寺
な
ど
の

寺
誌
に

お

い

て

そ

れ

ら
の

寺

院
が
龍
脈
の

適
地
に

あ
る

と

い

っ

た

龍

脈
説
と

関
係
し
て

の

立

地
説
明
を
し

て

い

る

こ

と
を
指

摘
し

て

い

る

が
、

龍
脈
の

適
地
に

あ
る

と
い

う
こ

と
は
同
時
に

龍
脈
の

上

に

乗
っ

て

い

る

こ

と

を
踏
ま

え

る
の

な
ら
ば、

自
然
そ
の

中
心
伽
藍
は

龍

脈
に

沿
っ

て

い

る
こ

と
に

な

る
。

中
世
日

本
の

禅
宗
寺
院
が

果
た

し

て

龍

脈

判
断
を
踏
ま

え
て

立
地
さ

れ

た

の

か

ど
う
か

は
、

ま

だ
十
分
な

検
討
が

で

き
て

は

い

な

い

が
、

専

門
の

最
初
の

寺
院
で

あ
る

聖

福
寺
が

、

入
宋
僧

栄

西
に

よ

っ

て

中
国
系
住

民
の

多
く
居
住
し
て

い

た

博
多
に

創
建
さ

れ

た

こ

と

か

ら

す
れ

ば
、

中
国

系
技
術
者
が

そ
の

創
建
に

関
与
し

て

い

た

こ

と

も

十
分
に

考
え
ら

れ

る
。

少
な

く
と

も
そ

の

伽
藍
の

中
軸
が
一

直
線
に

な

っ

て

い

な
い

こ

と

は
、

こ

の

龍
脈
説
に

よ

り
構
成
さ

れ

た

伽
藍
空

間
の

あ

り
方
が、

伽
藍

構
成
の

様
式
と
し

て

認
識
さ

れ
禅
宗
の

伝
来
と

共
に

受
容

さ
れ

た
の

だ
と

見
ら

れ
る
の

で

あ
る

。

　
な

お
、

本
発
表
は

平
成
十
八

ー
二

十
一

年
度
科
学
研
究
費

補
助
金
基
盤

研
究
（

C
）

「

中
世
日
本
に

お

け
る

宋
代
風
水
思
想
の

受

容
と

展
開
に

関
す

る

研
究
」

（
課
題
番
号
一

八

五

二

〇
〇
六
〇）

に

よ

る

研
究
成

果
の
一

部

で

あ
る

。
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