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紹

介
井
手
恒
雄
著

『
中

世

日
本

の
思

想

と
文
芸

』

白

石

悌

三

井

手

恒
雄

氏

の

『
日
本
文

芸
史

に

お
け

る
無
常

観

の
克

服
』

『
平

家
物

語

論
』

に
続

く
第

三
論

集

で
あ

る
。

「
こ

の

二
筋

に

つ
な
が

る
」

(芭

蕉

)

の
意

味

中
世

の
詩

精
神

和
歌

仏
道

一
如

観

仏
心

風
雅

渾

融
説
批

判

「
あ
は

れ
」

の
再
検

討

(
中
世
歌

僧

の
論

を
兼

ね

て
)

遁
世

思
想

い
わ
ゆ

る
説
話

文
学

の
文

学
的
価

値

徒
然

草

と
仏
教

日
本

人

の
貧

困
と

わ
び

・
さ

び

心
敬

心
敬

と
自

然
美

「
か

へ
り

み
思

ふ
心
」

(
隠
者

文
学

論
批

判

)

花
山

院

の

「
花
う見
る

人
」

の
歌

ー

『
日
本

文
芸

史

に

お
け

る
無

常

観

の
克
服

』
補
遺

1

西

無

常
観

と

い
う
も

の

ー

『
平
家

物

語
論

』
補

遺
-

一
五

自

己

の
問
題

(
日
本

文
学

研
究

方
法

覚
書

)

以
上

、
十
五

の
論

文
を
通

し

て
、

た
だ

一
つ
の
論

理

が
明
快

に
語

ら

れ

て

い
る
。

「仏

法

と

文
筆
詩

歌

と
、

こ

の
二

つ
の
も

の
の
関

係

は
、

ほ

ん

と
う

の
と

こ

ろ
ど
う
考

え

ら
れ

ね
ば
な

ら
な

い
の
で
あ

ろ
う

か
」

と

い
う

自

ら

の
問

題
設
定

に
対

し

て
、

「
中
世

文
芸

の
中
世

文
芸

た
る

所
以

の
詩

精
神

は
時
代

の
支

配
的

イ

デ
オ

ロ
ギ
ー

で
あ

る
仏
教

的
世

界
観

と
人

間
精

神

と

の
対
立

葛
藤

の
所
産

で
あ
る

と
信

じ
る
」

著
者

の
「
持
論

」
が
、

前

二

著

か
ら

の

一
貫
し

た
姿
勢

で
く
り

か
え
し

強
調

さ
れ

て

い
る
。

と
も

す

れ

ば
人
間
不

在

の
大

著

が
多

い
昨

今

、
本
書

の
明
確

な
主

体
性

と
啓

蒙

の
熱

意

は
、
す

が
す

が
し

い
印
象

さ
え
与

え

る
。

た

と
え

ば
、
西
行

・
慈

円
な

ど
中

世
歌
僧

の
作

品

を
論

じ
た

第
五

章

は

第

一
に
、
彼
等

が

「
自
然

美

に
あ

こ
が
れ

、
月

・
雪

・
花

の
あ

は

れ
を
愛

し

た
と

い
う

の
が

、
何

か
人
生

の
雑
事

か

ら
解
放

さ

れ
た
自

由

の
境

地

で

の
風
流
韻

事

を
意
味

す

る

の
で
あ

れ
ば
、

そ
れ

は
全

く

の
誤

解

で
あ

る
。

か
れ
ら

は
、
妻

子
を

捨

て
世
を
離

れ

る

の
と
同
じ

意
味

で
、
自
然

美

か

ら

遠

ざ

か
る

べ
き

立
場

に

あ

っ
た
と

い
う

の
が
、
歴

史

の
現
実

で
あ
る

」

第

二
に

、
彼

ち

が
歌

っ
て

い
る

の
は

「草

庵

に
閑

居
し

て
訪

問
客

を

も
厭

わ

ね
ば

な
ら
な

い
身

で
あ

り
な

が
ら
、

人

の
訪

れ

を
待

ち
、

あ

ら

ゆ
る
執

着

を

断

つ
べ
き
身

で
あ
り
な

が

ら
、
自
然

美

に
心

ひ

か
れ
る

の
を

ど

う

し

よ
う

も
な

い
、

そ
う

い
う
矛
盾

で
あ
る
。

そ

れ
は
当

時

の
仏
教

の
絶

対
的

な
禁

欲

主
義

と
、

こ
れ
ら
天
才

的
人

物

の
豊

か
な
人

間
性

と

の
、

注

目

す

べ
き

矛
盾

で
も
あ

る
」

と
結
論

す

る
。

か
か
る
論

を

積

み
重

ね
る

こ
と

に

よ

っ
て
、
本
書

が

一
般
読

者

へ
、

「
今

日
わ

れ
わ

れ

は
過
去

の
封

建

制

の
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残

津
を

一
掃

す

べ
き
段

階

に
ま

で
来

て

い
る
。

旧

日
本
を
支

配

し

た
教

義

を
も
自

由

に
批

判

す

べ
き
時
期

に
達

し

て

い
る
。

儒
教

と
か
、
仏
教
と
か
、

そ

の
よ

う
な
教

義

が
人

を
正

し
う

す

る
も

の
の
よ
う

に
見
え

て
、

実

は

こ

れ
を
歪

め
る
も

の
で
あ

っ
た
歴
史

上

の
事

実
を

、
正
確

に
把

握

し
な

け
れ

ば
な
ら

な

い
」

こ
と
を
啓

蒙
し

、
学

界

へ
、
文
学

環
境

と

し

て
の
中
世

仏

教

の
実
体

の
究

明

を
提
起

し
え

た

こ
と

は
意

義

深

い
。

中

世
文
学

の
専
攻

で
な

い
私

に

は
、
は

じ

め
二

つ
の
芭
蕉

に
関

す

る
も

の
を

の
ぞ

い
て
論

文

の
価
値

を

云

々
す
る

こ
と

は

で
き
な

い
が

、

「
中

世

文
芸

に

は
仏

教
思

想

の
影
響

を
受

け

た
深
遠

幽
玄

な
も

の
が
多

い
と
見

る

見
方

が
、
支

配
的

で
あ
る
。

」

だ

が

「
そ

れ
は
実

は
あ

ま
り

に
も
宗

教

的

な
環
境

の
重

圧

に
よ

く
堪

え
て
、

人
間

精
神

が
切
実

な

自
己

表
現

に
成
功

し

た
事
実

が
誤

っ
て
そ
う
見

ら

れ
る

の

で
あ

っ
て
、
決

し

て
仏

教

が
文
芸

の
内
容

を
豊

富
な

ら
し

め

た
と

い
う
よ

う
な

も

の
で
は
な

い
」

と

考
え

る

著
者

の
指

摘

が
、

本
書

の
随

所

に
ア

ン
チ

テ
ー

ゼ
と
し

て

の
役

割

を
果

し

て

い
る

こ
と

は
認

め

ら
れ
よ

う
。
窪

田
空

穂
説

が

批
判

さ
れ

て

い
る

が
、

西
行

の
歌

の
解

釈

に

は
今
日

印
象
批

評

を
乗

り
超
え

る
厳
密

な
考
証

が
要

請

さ
れ

よ
う

し
、
ま

た
、

芭

蕉

の
詩

精
神

が
西

行

・
雪
舟

・
利

休

等

の
芸

術
精

神

に

つ
ら
な

る
も

の
で
あ
り
、

「
そ

れ

は
中

世

の
現

実

と

マ
ッ
チ
し

た
仏
教

的

世
界

観

の
所
産

で
あ

っ
た
」

と

い

っ
た
筆

の
す

べ

り
も

い
ま
し

め
ら

れ
よ

う
。

『
さ
さ

め
ご
ど
』

の

い
わ

ゆ
る
和

歌
仏

道

一
如

観

が
、
実

は
歌

人

・
連

歌

師

の
間

で
案

出

さ
れ

、
も

て
は

や
さ

れ

た
最

高

の
狂
言
綺

語

で
あ

る
と

い
う
如

き
も

、
学
界

の
ま

と
も
な

批
評

を
受

け

る

べ

き

で

あ

ろ
う
。

固

噸
な
国

文
学

界

の
無
理
解

は
著
者

の
目

に

あ
ま
る

の
で
あ

ろ
う

が
、

著
者

の
論
点

の
正
し

さ
を
認

め

る
人
も
多

い
。

そ

の
意

味

で
も

っ
と
堂

々

た
る
論
陣

を

は

っ
て

い
だ

だ
き

た

い
と
思

う
。

説

得

に
性

急

な
あ
ま

り

、

本
書

に
は
否
定

す

る
に

つ
け
肯
定

す

る
に

つ
け
諸

説

の
援
用

が
多

い
が
、

こ

の
よ

う
な
論

法

は
、
相

手

の
説

の
と
り
方

に
万

一
ず

れ
が

あ
る

と
空
転

す

る
。

誤

れ
る
常

識

を
相

手

ど
る

こ
と
も

、
読
者

に
よ

っ
て
常

識

と
す

る

も

の
の
想

定

に
ず

れ
が
あ

っ
て
は
も

ど
か

し

い
。

そ

こ
で

ア
ン
チ

テ
ー

ゼ

な

ら
ぬ

著
者

の
テ

ー

ゼ
の
発
展

を
期
待

す

る
読
者

の

一
人
と

し
て

、
方
法

論

に
関

し

て
抱

い
た
疑
点

の
い
く

つ
か
を
提

出
し

、
以

っ
て
不
適

任

な
評

者

の
責

め
を

ふ
せ
ぎ

た

い
と
思

う
。

古

今

に
不
変

の
人
間
性

を
信

じ
る
著

者

の
態

度

は
、
本
書

を

ヒ

ュ
ー

マ

ニ
ス
テ

ッ
ク
な

彩

り
に
美

し
く
染

め
あ
げ

て

い
る
。

し

か
し

、
論
拠

と

し

て

は

い
さ
さ

か
抽

象
的

す

ぎ

て
、
時
代

と
環

境

に
よ

っ
て
顕
現

す
る

人
間

性
を

具
体

的

に
掴

む

こ
と

が

で
き
な

い
。

著
者

の
論

の
根

幹
を

な
す

「
仏

教

的

」
な
も

の

「
人
間

的
」

な
も

の
の
定
義

が
、
敵

対
関

係

と

い
う

相
互

規
定

の
み
で
、

そ

れ
自

身

と
し

て
の
規

定

に
欠
け

て

い
る

の
は

一
番

の
問

題

で
あ

ろ
う
。

両
者

の
対

立

葛
藤

の
所
産

と

し

て
中

世

の
詩

精
神

を
把

握
}

る
著

者

の

持

論

は
、

「
仏
教

的
」

な

も

の
を
他

に
置
き

か
え

れ
ば

い
つ
の
時

代

に
も

普

遍
的

な

文
学
論

と
察

せ

ら
れ

る

が
、

瀦
ま

り

に
明
快
な
論

断

は
、

か
え

っ
て
、
近
世

を
否

定

し
た
近

代

の
理
論

が
、
近

世

に
否
定

さ
れ

た
中

世

に

う

ま

く

は
ま

り

す
ぎ

た

の
で
は

な

い
か
と

い
う
不
安

さ
え

招
く
。

何

ら
限

定

な

し
に

こ

の
公
式

を

す

べ
て

の
時
代

に
適

用
す

る

こ
と

に

は
、

い
さ

さ

か

の
躊
躇

が
あ

ろ
う
。

ま

た
中
世

の
場

合

で
も

、
読
者

へ
の
説
得
を

有
効

に
す

る
原
則

論

的
適

用

が

、

一
つ
に

は
文
芸

史

に
お

け
る
無
常

観

の
克
服

の
過

程
を

お
ろ

そ

か

に
し

、
た

め
に
平
安

末

期

の
西
行

か
ら

近
世
元

緑
期

の
芭
蕉

ま

で
、

登
場
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す

る
詩

人

の
相
貌

を

み
な
同

じ

に
し

て
し
ま

っ
た

き

ら

い
が
な

い
だ
ろ

う

か
。

ま

た

一
つ
に
は
文
学

的

な

「
物

の
見
方

考
え

方
」

を
文
学

作

品
た

ら

し

め

て

い
る
表
現

面

へ
の
顧
慮

を

お
ろ

そ

か
に
し

、

た
め

に
諸

ジ
ャ

ン
ル

の
扱

い
を
同

じ

に
し

て
し
ま

っ
た
き

ら

い
が
な

い
だ

ろ
う

か
。

読
者

に
お

け

る
当

為

と
実

在
、

評
価

と
認

識

の
混
乱

、
そ

れ
を
引

き

お

こ
す
も

の
が
、
著

者

の
、
作
品

に
対
す

る
、

ま

た
そ

れ
を
論

じ

た
諸

家

の

説

に
対

す

る
態

度

の
中

に
あ

っ
て
、
道

元

の
評

価

や
、
家

永

三
郎
説

、
西

尾
実

説

の
受

け

と
め
方

に
響

い
て

い
る

よ
う

に
思

う
。

最

後

に
強
調

し

た

い
。

い
わ

ゆ
る
仏

心
風

雅
渾

融
説

に
対

し

て
吐
か

れ

て

い
る

「
そ

う

い
う

こ
と

が
、

こ
う

い
う
歌

の

一
つ

二
つ
か

ら
帰
納

さ

れ

た
も

の
で
は

な
く

、

ほ
ん

と
う

の
と

こ
ろ
解

釈
の

つ
じ

つ
ま
を
合
わ
せ
る
た

め
、
前

以

っ
て
用
意

さ
れ

た
仮

説

で
あ

る

こ
と

が
わ

か
る
」

と

い
う

厳

し

い
批

判

が

、

「
偏

し

た
見
方

で

あ
る
と

か

な

い

と

か

い
う

こ

と

に

な

れ

ば

、
結

局
主

観

の
相
違

と

い
う

こ
と

に
な
り

、
議
論

が
行
き

づ
ま

る
恐

れ

が

あ
る
。

議
論

が
行

き

づ
ま

っ
た
ら
、
作

品

そ

の
も

の
に
返

る

の
が
常
道

で
あ

る
。

わ

れ
わ

れ

は
さ

ら

に
、

遁
世

か
ら
生

ま

れ
た
中

世
文

芸

の
作

品

の
あ
れ

こ
れ

を
求

め

て
、
謙
虚

に
そ
れ

ら

の
作

品

自
体

の
語

る

こ
と
に

耳

を
傾

け

る

べ
き

で
あ

ろ
う

が
、
そ

こ

で

二
体
何

が
語

ら
れ
る

と

い
う

の
で

あ

ろ
う

か
。

わ

れ
わ

れ
は
、

あ
く
ま

で
作

品
自

体

に
即

し

て
追

求

を
進

め

な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と
思

う

が
、

わ
た

し

自
身

は
、

一
箇

の
仮

説

と

し

て
、
そ

れ
ら

の
作

品

が
そ

の
ま
ま

、
当
時

の
非

人
間

的

遁
世

思
想

の
批
判

者

と
し

て

の
役
割

を
果

た
し

た

で
あ
ろ

う
と

予
想

す

る
立
場

を
、

と
り

た

い
」

と

い
う

著
者

自
身

の
論

に

は
ね

か
え

っ
て

こ
な

い
た

め
に

は
、

「
わ

れ

わ
れ

は

こ
の
歌
を

、
無

常

観

の
問

題
を

解
く

た

め

の
資

料

と
し

て
取

り

上

げ

て

い
る

の
だ
が
、

こ

の
歌

が
資
料

と
し

て
何
を

物
語

る

か
と

い
う
問

題

に
先

立

っ
て
、

こ

の
歌

を
ど

う
解
釈

す

べ
き

か
と

い
う

問
題

が

あ

る
。

こ

の
歌
を

ど
う

解
釈

す

べ
き

か
に
先

立

っ
て
ま

た
、

わ
れ
わ

れ
が
無

常
観

と

い
う
も

の
を

ど
う
理

解

し

て

い
る

か
と

い
う
問

題

が
あ
る
」
乏

い
う

循

環

論

を

た
ち
切

ら
ね

ば
な

ら
な

い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う

か
。

切

ら
な

い
か

ぎ

り
は
論

争

に
な

ら
な

い

の
で
、
た

め
に
啓

蒙
を
意

図

す
る
本
書

に
、
再

三

「
も

の
が
わ

か

っ
て

い
る

の
と

い
な

い
の
と

の
相
違

で
あ

る
」

と

い
っ

た
説

得
拒

否

の
言

が
あ
ら

わ
れ

る

の
を

も

っ
と
も
遺

憾

に
思

う
。

ひ
と

た

び
著

者

に
よ

っ
て
蒙

を
啓

か
れ

た
読
者

は
、

更

に
仮

説

の
証
明

を
求

め

て

い
る
。

そ

れ
は

問
題
提

起

に
と

ど
ま

っ
た
著
者

の
今
後

の
課
題

で
あ

る

と

同
時

に

、
学

界

に
課

さ
れ

た
宿

題

で
も

あ

ろ
う
。

ま
じ

め
な
意

見

を
述

べ
る

こ
と
が

、
真
摯

な
著
者

の
態
度

に
応

え

る
道

で
も

あ

ろ
う

か
と

、
身

の
程

も
知

ら
ず

妄
言

を
連

ね

た
が

、
真
意

を
解

せ

ぬ
誤

読

か
ら

、
著
者

に
御

迷
惑

を

お
よ

ぼ
し

た
点

が
多

い
の

で
は
な

い
か

と
恐

れ

て

い
る
。

お
叱

り
を

い
た
だ
き

た

い
。

な

お
芭

蕉
論

に

つ
い
て

は

意

見

を
異

に
す

る

が
、
本

書

に
触
発

さ
れ

て
考
え

を
深

め

る
と

こ
ろ

が
大

き

か

っ
た
。

紙
数

も

尽
き

た

の

で
、
稿
を

あ

ら

た
め

て
御

批

判
を
仰

ぎ
た

い
と
思

う
。

(
一
九

六
四

年
九

月

、
世
界

書

院
刊
。

B

6
版

、
三

一
九

頁

六
〇

〇
円

)○
第
二
十
号
原
稿
募
集

昭
和
四
十
年
九
月
三
十
日
ま
で

四
百
字
詰
原
稿
用
紙
三
十
枚
程
度


