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上
田
敏
に
み
る

「海
潮
音
」

の
語
意

の
変
容

小

沢

次

郎

1

 
現
在
の
文
学
史
に
お
い
て
上
田
敏
の
翻
訳
詩
集
『海
潮
音
』
(明
治
三
十

八
年
十
月

・
本
郷
書
院
)
は
、
わ
が
邦
に
初
め
て
西
欧
の
本
格
的
な
象
徴

詩
を
流
麗
な
翻
訳
に
よ
り
紹
介
し
た
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。
当
時
に

お
け
る

『海
潮
音
』
の
広
告
文
に
お
い
て
も
、

 
 
欧
州
詩
壇
最
近
の
思
想
と
声
調
と
を
紹
介
し
、
之
を
新
体
の
国
詩
に

 
 
移
植
し
た
る
も
の
、
…
…
中
略
…
…
奇
想
幽
思
を
歌
ひ
い
で
た
る
象

 
 
徴
派
詩
人
の
作
最
も
多
し
。
(明
治
三
十
八
年
九
月

『明
星
』
)

と
、
象
徴
主
義
の
紹
介

・
普
及
に
眼
目
を
お
い
て
い
た
こ
と
が
言
明
さ
れ

て
い
る
。

 
と
こ
ろ
が
、
奇
妙
な
こ
と
に

『海
潮
音
』
の
序
文
に
お
い
て
は
象
徴
主

義
よ
り
も
高
踏
派
の
美
学
に
対
す
る
親
近
感
を
述
べ
て
い
る
こ
と
は
注
目

さ
れ
て
よ
い
。

 
 
訳
者
は
今
の
日
本
詩
壇
に
対
て
、
専
ら
之

(引
用
者
注
、
象
徴
主
義

 
 
ま
た
は
自
由
詩
型
を
指
す
)
に
則
れ
と
云
ふ
者
に
あ
ら
ず
、
素
性
の

 
 
然
ら
し
む
る
所
か
、
訳
者
の
同
情
は
寧
ろ
高
踏
派
の
上
に
在
り
(『海

 
 

潮
音

』
序

文
)

さ
ら

に
こ

の
考

え

を
裏
づ

け
る

よ
う

に
、

『海

潮
音
』
の
表

紙

図
案

は
藤

島

武

二

の
意

匠

に
よ

る
も

の
で
、
青
藍

色

の
ク

ロ
ス
に
金
箔

押

し

で
全
面

に

海

の
波

涛

の
う
ね

り
を
描

き
左
上
端

の
空

の
部

分

に
大
小

五
個

の
星

を
配

し
た
装

丁
と

な

っ
て

い
る
が
、

こ

の
表
紙

図
案

が

じ

つ
に
高
踏

派

詩

人

の

ル

コ
ン
ト

・
ド

・
リ
ー

ル
の

「大

磯
餓

」

の
第

一
連

に
お
け

る
内

容

を
踏

ま
え

た
も

の
と
な

っ
て

い
る
。

(
原
文

は
総

ル
ビ
)

 
 

夢

円

な
る
槍

漠
、
涛

の
巻

曲

の
揺

蕩

に

 
 

夜

天

の
星

の
影

見
え

て
、
小
島

の
群

と
輝
き

ぬ
。

 
 

紫

磨
黄

金

の
良

夜

は
、

寂
箕

と
し

て
ま

た
幽

に
、

 
 

奇

し
き

畏

の
満

ち

わ
た

る
海

と
空

と

の
原

の
上
。

そ
し

て

こ
の

「
大
磯

餓
」

が

『海

潮
音

』
出

版

に
先

だ

つ
明

治

三
十

八
年

七

月

『
明
星

』
誌

上

に
総
題

「海

潮
音

」

の
も

と
で
発
表

さ
れ

た

一
群

の

詩

編

の
冒
頭

の
も

の
で
あ

る

こ
と
を
考
慮

す
れ
ば

、
明

ら

か

に
上

田
敏

に

は
高
踏

派
を
中

心

と
す

る
詩

集
編

纂

の
意
図

が
あ

っ
た

も

の
と

み
な

け
れ

ば

な

ら
な

い
。
事
実

、

『海

潮
音

』
の
前

半

は
高
踏

派
を
中

心

と

す
る
詩

編

に
よ

っ
て
占

め

ら
れ

て

い
る
。
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こ

の
よ
う

に
広

告
文

で
は
象
徴

主
義

を
中

心

と
す

る
翻

訳
詩

集

で
あ

る

こ
と
を
明

言
し
、

そ

れ
に
対
し

て
序
文

等

で
は
高
踏

派
中

心

と
も

と
れ

る

翻
訳

詩
集

で
あ

る
こ

と
を
示
唆

す
る

と

い
う

『海

潮
音
』

の
二
重
性

が
生

じ

た
原
因

は
、

い

っ
た

い
ど

こ
に
あ

っ
た

の
だ

ろ
う

か
。

 

推

定

さ
れ
る
原

因

の
第

一
は

『
海
潮

音
』

の
啓
蒙

性

に
よ

る
も

の

で
あ

る
。

『
海
潮
音

』
の
詩

編

を
翻
訳

す
る

に
当

た

っ
て
上
田
敏

が
直

接

に
依
拠

し

た
原
典

は
、

そ
れ
ぞ

れ

の
原
作

者

の
原
詩
集

と

い
う

よ
り

も
、
当

時

に

お

け
る
最
新

の
文
学

思
潮

を
紹
介

し

て

い
る
啓

蒙
的

な
詞

華
集

を
主

と

し

て

い
る
。

し
か
も

こ
れ

ら
の
詞
華

集

の
原
詩

の
配
列

が

『
海
潮

音
』

の
翻

訳
詩

の
配
列

に
ま
で
影
響

を
与

え
て

い
る

こ
と

か
ら
も
、

『
海

潮
音

』
が

こ

う
し

た
啓
蒙

的
な
詞

華
集

の
系
譜

に
連

な

る
も

の
で
あ

る
こ

と
は
明

ら

か

だ

ろ
う
。

ま
た
、

『
海
潮
音

』

と
姉

妹
編

を
な

す
美
文

集

『
み
を

つ
く
し

』

(明
治

三
十

四
年
十

二
月

・
交
友

館
)

も
、

い
ち

は
や
く

最
新

の
外

国
文

学
を
翻

訳
紹
介

す

る
姿
勢

を
そ

の
序

文

で
述

べ
て

い
る
。

 
 

海

の
あ

な
た
、

仏
、
伊

、
独

、
露

、
米
、

西

の
芸
苑

に
、

ち

か
き
世

 
 

の
逸
品

と
仰

が
る

〉
短

編
十

数
種

、

こ

〉
に
な

つ
か
し

き
わ
が

倭

の

 
 

言

葉

に
和

ら
ぐ

。

(
『
み
を

つ
く
し

』
序
文

)

以
上
述

べ
た
こ
と

か
ら
、

た
と

え
上
田
敏

の
志

向

が
高

踏

派

に
あ

っ
た

と

し

て
も
、

『海

潮
音

』
の
編
集

方
針

が
飽

く
ま

で
も
最
新

の
外
国

文
学

を
翻

訳
紹
介

す

る
啓

蒙
性

に
あ

る
た

め

に
、

当
時
最

新

の
文
学

思
潮

で
あ

っ
た

象

徴
主

義
文
学

に
重

点
を
置

か
ざ

る
を
得

な

く
な

っ
て
し

ま

っ
た

の
で

は

な

い
だ

ろ
う

か
。

 

原
因

の
第

二
は

『海

潮
音

』
の
出

版
経
緯

に
よ

る
も

の
で
あ

る
。

『
海
潮

音

』
出

版
以
前

に
お
け

る
上
田
敏

は
自

分
が
自

由

に
創

作

活
動

の
で
き

る

出

版
社

お

よ
び

出
版

誌
を
失

っ
て
し
ま

い
、
文

壇

の
中

で
孤
立

し

た
状
況

に

い
た
。

そ

こ
で
与
謝

野
鉄
幹

の
勧

め

に
よ

っ
て
雑

誌

『
明
星

』

に

お

い

て
翻

訳
詩

を
連
載

発
表

し
、

そ
れ

ら
を
中

心

と
し

て
以
前

に
発

表

し

て

い

た
翻

訳
詩

を
合

わ
せ

て

『明

星
』
と

か
か
わ

り

の
深

い
本

郷
書

院

か
ら

『海

潮
音

』
が
出

版

さ
れ

る
に
至

っ
た

の

で
あ

る
。

明
治

三
十

三
年

九
月

に
発

表

さ
れ
た

「
新
詩

社
清
規

」

に
み

ら
れ

る
よ
う

に

『
明
星

』

は
清
新

な

文

学

の
発
表

の
場

で
あ

る
こ

と
か
ら
、

既

に

『最

近
海

外
文

学
』

正
編

続
編

な

ど
を
出
版

し

て
当
時

の
最
新

の
海

外
文

学

の
紹
介
者

と

し

て
定
評

を
得

て
い
た
上

田
敏

の
詩

集

を
、
当

時

の
最
新

の
象

徴
主
義

文

学
を

眼
目

と

し

て
宣

伝
す

る

こ
と
は

『
明
星
』

の
理
念

と

も

一
致
す

る
上

に
、

話
題

性

の

上

か
ら
も
、
商
業
的

な
意

味

か
ら
も
当

然

な
趨
勢

で
あ

っ
た
と

い
え

よ
う

。

『海

潮
音
』
刊
行

と
同
年

に
同

じ
本

郷
書
院

か
ら
、

『
明
星

』
と

か
か
わ

り

の
深

い
蒲
原

有
明

の

『春

鳥
集

』
が
象

徴
詩

を

載

せ
て
出

版

さ
れ

た

こ
と

は
、

と
う

て

い
偶
然

の

一
致

と
は
思

わ
れ

な

い
。

そ

こ

に
は
当

時
最

新

の

象
徴

主
義
文

学
を

ス

ロ
ー
ガ

ン
と

し
て
文
壇

に
セ

ン
セ
ー

シ

ョ
ン
を

起

こ

そ
う

と
す

る
与
謝

野
鉄
幹

の
ジ

ャ
ー
ナ
リ

ス
チ

ッ
ク
な
意
図

が

窺

え
る

の

で

は
な

い
だ

ろ
う

か
。

そ
し

て
こ
う

し
た
事

情

を
考
慮

に
入

れ
た

と
き
、

は
じ

め

て

『
海
潮
音

』

の
広
告

文

に
お

い
て
特
別

に
象

徴
主

義

を
眼

目

と

し

て
記
し

た
理
由

も

お
の
ず

か
ら
納
得

で
き
る

の

で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

 

さ
て
、
本

稿

で
は

『海

潮
音

』

の
こ
う

し
た

二
重
性

の
生

じ

た
原

因

を

考
慮

す
る

た
め

の
前

段
階

と
し

て
、
従

来
、

象
徴

主
義

の
名

の
も

と

に
見

逃

さ
れ

て
き
た
高
踏

派

を
中
心

と
す

る
も

う

一
つ
の

『
海
潮

音

』

の
美
学

に
注

目
し
、

上

田
敏

が

ど

の
よ

う
な

意
図

を
も

っ
て
、

「
海

潮
音

」
と

い
う

言
葉

を

つ
か

っ
て
き
た

の

か
、

そ

の
問
題

を
考
察

し

て

み
た

い
。
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2

 
上

田
敏

が
は

じ
め

て

「
海

潮
音

」
と

い
う
言

葉
を
記

し

た

の
は
、

つ
ぎ

の
平

田
禿

木
宛
書

簡

で
あ

る
。

 
 

街

に
て

ふ
と

『普

門
品

』
を
見

あ
た

り
、

「
妙
音
観

世
音

、
梵

音
海

潮

 
 

音
」

の
あ

た
り
朗

講
仕

り
候

へ
ど

も
仏
縁

浅
き

な

に
が
し

に
は
終

日

 
 

の
三
昧
と

も
な

し
が

た
く

(上
田
敏

書
簡

・
平

田
禿

木
宛

・
明
治

二

 
 

十

七
年

七

月
四
日

付
)

こ
の
資
料

か
ら
、

上

田
敏

は

「
海
潮

音
」

と

い
う
言
葉

を
直

接
、

妙
法

蓮

華
経

普
門

品

に
よ
り
得

た
も

の

で
あ
る

こ
と
が

わ

か
る
。

「
海
潮
音

」
と
は

「海

の
う

し

お
の
響

き

の
こ
と

で
、

仏

・
菩
薩

の
説
法

の
音

声

が
大

き

い

こ
と
を

た
と
え

る
」
意

味

で
あ

る
か
ら
、

こ
う

し
た

三
昧

の
境
地

に
至

る

こ
と

の
で
き
な

い
自
分

を

「仏

縁
浅

き
」
と
謙
遜

し

て

い
る
わ

け

で
あ

る
。

ま

た
、
当

時
上

田
敏

は
「
微
笑

子
」

「
拮
華

庵
主

人
」

「
無
絃

堂
主

人
」

「
妙

瞳

子
」

な
ど
、
仏

教

に
か

か
わ

る
筆

名

を
好

ん
で
使

用
し

て

い
る

こ
と

か

ら

も
、
仏

教
的

な
悟
達

の
境

地

に
対
し

て
或

る
種

の
憧
憬

を
抱

い
て

い
た

こ
と
は
確

か

で
あ
る
。

 

し

か
し
、

こ
こ

で
見

逃

し

て
な

ら
な

い
こ
と
は
、

「
海

潮
音

」
と

い
う
言

葉

が
単

な
る
情
緒

的

・
抽
象

的
な
仏

教

世
界

へ
の
憧

れ
を

示
す

も

の
で
は

な

く
、

む
し

ろ
現
実

に

お
け
る
恋

愛
問

題

と
深
く

か

か
わ

っ
て

い
る
こ

と

で
あ
る
。

そ

の
根

拠

と
し

て
、
同
書

簡
中

に
お

い
て
、
上

田
敏

に
何

ら

か

の
恋

愛
問

題
が
生

じ

て

い
た

こ
と
を
示

唆
す

る
記
述

が
散

見

さ
れ

る
こ

と

が
挙

げ

ら
れ
る
。

 
 

お
ろ
か
な

る
身

に
古

人
を
友

と
な

さ

む
も
覚
束

な

く
、

さ

て
又
心
を

 
 

寄

す
る
人

の
近

く

に
あ
り

と

い
ふ

こ
と
も
あ

ら
ず

し

て
、

現

と
な

く

 
 

夢

と
な

く
雲

に
て
も
眺

め
暮

す
…

…
中
略

・…
:
徒

に
孤
独

々
々

と
言

 
 

触

ら
さ
ず

に

い
よ
う

と
心
掛

け

て
、

 
 

何
者

と
な
く

わ
れ

を
喚

ぶ
声

に
誘

は

れ
て
緑

陰

に
入
り

流
水

を
追

へ

 
 

ど
、

未

だ

か
の
ゆ

か
し
き
花

の

一
本
を

み
ず

(上

田
敏
前

掲

書
簡

・

 
 

傍
点

は
引
用
者

に
拠

る
)

と
記

さ
ざ

る
を
得

な

か

っ
た
、
当

時

の
上

田
敏

の
心
情

の
揺

曳

は
注

目
さ

れ
て

よ

い
だ

ろ
う
。

 

し

か
も
、

こ

の
書

簡

の
わ
ず

か
三

ヶ
月
前

に
発

表

さ
れ
た
創

作

「夏

山

遊

」

の
冒
頭

も
ま

た
、

つ
ぎ

の
よ
う

な
恋
愛

の
切

な
さ

を
述

べ
る

こ
と

か

ら
始

ま

っ
て

い
る
。

 
 

恋

の
神

の
残
忍

な

る
を
憤

り

て
山

里
深

く

に
げ

か
く
れ

て
よ
り
妓

に

 
 

幾

か
月

。

(
「夏

山
遊

」
・
明

治

二
十
七
年

三
月

『文

学
界

』
・
傍
点

は

 
 

引

用
者

に
拠

る
)

夏

の
或

る

日
、
失
恋

の
痛

手
を
秘

め
た
主
人

公

が
世
俗

的
な

人
間

界

の
苦

悶

を
離

れ

よ
う

と
山
中

に
隠
棲

し
、

こ

の
世

な

ら

ぬ
ダ

イ

ア

ン
の
美
神

を

窺

い
み
る

と

こ
ろ
か
ら
始

ま

る
こ

の
物

語

の
設
定

に
は
明
ら

か
に

こ
の
時

期

の
上
田
敏

の
心
理
が

反
映

し
て

い
た

と

い
え

る
。

 

さ

ら

に
同

様

の
心
理

の
反
映

は
随
筆

「落

花
流

水
」

に
お

い
て
も

認

め

ら
れ

る
。
作

者

が
友
人

宅

で
ふ
と

み
た
寄

生
木

の
幽
花

か

ら
、

 
 

に
は

か

に
世

の
人

の
冷

か
な

る

に
腹

だ

》
し
く
、

あ

は

れ
人
生

孤
独

 
 

な

る
ば

か
り

か
な
し

き
は
な

し
…

…
中
略

…
…
昔

し
楽

園

に
友

と

せ

 
 

し
己

が
身

の
分
躰

を
世

上

の
女

性

に
見
出

し

て
驚

奇
感

歎

の
お
も

ひ

 
 

に
堪

へ
ず

、
…

…
中
略

…
…
男

は
女

に
己

の
か
げ

を

な

が
め
、

女

は

 
 

男

に
や

さ
し

さ
の
限

り
を

つ
く
す

な
ら

む
か
。
(「
落
花

流

水
」
・
明

治
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二
十

七
年

六
月

『
無
名
会

雑
誌

』
・
傍
点

は
引
用

者

に
拠

る
)

と
、
し

み
じ

み
孤
独

な
人
生

の
悲

哀
を
述

懐

し
、
人
間

が

そ

の
孤

独

な
存

在

を
逃

れ
る

た
め

に
恋

愛

が
必
要

で
あ

る
と
、

恋
愛

の
意
義

を
述

べ
て

い

る
。
そ

し

て
そ

の
孤
独

を

「
現
世

の
他

性

の
慰

む

る
」

こ
と
が

で
き

な

い

と
き

に
、

は

じ
め

て
宗

教

に
よ
り

人
間

の
孤
独

が
癒

さ
れ

る
と
、

人
生

に

お
け

る
宗

教

の
意
義

を
明

ら

か
に
す

る
。

 

上
田
敏

に
お
け

る
こ

の
宗

教
的

な
世

界

は
、

イ
デ

ア
論

に
基

づ
く
古

代

ギ

リ

シ
ア

の
美

的
世
界

と

も
相
通

じ

て

い
る
。

 

そ

の
根

拠

と
し

て
、

先

に
引
用

し
た

分
身

と
し

て

の
恋

人

の
記

述

の
他

に
、
随
筆

「
柳

村
漫
録

」

(
明
治

二
十

七
年

十

月

『無

名
会

雑
誌

』
)

で
は

恋
愛

の
尊

さ
を

「
世

に
恋
ば

か
り
尊

き

も

の
は
あ

ら
じ
」

と
言

い
、

ひ
た

す
ら

に
美

的
な

古
代
ギ

リ

シ
ア
世

界

へ
の
あ

こ
が

れ
を
告
白

し

て

い
る

こ

と
が
挙
げ

ら

れ
る
。

 

ま
た

こ
う

し
た
美
的

恋
愛

至
上

主
義

は
繰

り
返

し
表

れ

、
随
筆

「秋

の

な
が
よ

の
記
」

に
お

い
て
も
、

 
 

多
恨

な

り
多
情

な
り

と
わ

れ
ぼ

め
す

る
も
を

か
し
く

、
恋

と

い
ひ
、

 
 

あ

は
れ

と
う
た

ひ

い
つ
る
も

、
冷

か
な

る
世

は
之
を

あ
ざ

け
り

に
附

 
 

す

べ
し
。

(「
秋

の
な

が
よ

の
記
」
・
明
治

二
十

七
年
十

一
月

『
無
名

会

 
 

雑
誌

』
)

と
記
し
、

こ
の
世

に
お
け

る
恋

愛

の
成

就

の
困

難

さ
を
悲

嘆
し

つ

つ
、
現

世

を
超
越

し

た
美
神

へ
の
礼

賛

で
終

わ

っ
て

い
る

の

で
あ

る
。

 

以
上

の
検
討

か
ら
明

ら

か
な

よ
う

に
、
当
時

に
お
け

る
上

田
敏

の
著

作

に
繰

り
返

し
あ

ら

わ
れ
る
恋

愛

と
芸
術

・
宗
教

と

の
関
係

か
ら

み

て
、
先

の
平
田
禿

木
宛

書
簡

の
記

さ
れ

た
時
期

に
お

い
て
上
田
敏

は
或

る
恋

愛
問

題

に
か
か
わ

っ
て
お
り
、

そ

の
苦

悩

に
よ

っ
て
精
神

的

に
相
当

深
刻

な
孤

独

感

に
基
づ

く
厭
世

観

を
抱

い
て

い
た
も

の
と
推
定

さ

れ

る
。

そ
し

て

こ

の
悲
哀

か
ら

み
ず

か
ら

を
救
済

し
よ

う
と

す
る

こ
と
が
契

機

と
な

っ
て
、

現

世

に
お
け

る
煩
悩

を
超

越

し
た
芸
術

・
宗

教

の
世
界

に
適
遙

し
よ
う

と

模

索

す
る
上

田
敏

の
姿

が
浮

き
彫

り

に
さ

れ
る
。

こ
う

し

た
上

田
敏

の
心

情

の
在

り
方

を
念
頭

に
お

い
て
こ

そ
、
は
じ

め

て
先

の
書
簡

に

お
け

る
「
仏

縁

浅

き
」

と

い
う

口
吻

の
意
味

も
判

然
と

す
る
。

そ
し

て

こ
う

し
た
恋

愛

体

験

が
も

と

に
な

っ
て
、
美
文

集

『
み
を

つ
く

し
』

に
収

め
ら

れ

る
創

作

「
み

じ
か
夜

」

(明

治

三
十
年

九
月

『帝

国
文

学
』
)
、
同

「
よ

ひ
や

み
」

(明

治

三
十

一
年

一
月

『
帝

国
文
学

』
・
初

出
題
名

「
お
も

ひ

つ
き
」
)

そ

し

て

自

伝
的

小
説

『
う

づ
ま

き
』

(明
治

四
十

三
年

六
月

・大
倉

書

店
)

へ
と
芸

術

的

に
昇
華

さ

れ
て
ゆ

く

こ
と

に
な

る
。

 

こ
う

し

た
時

期

に
お

い
て
「海

潮
音

」
と

い
う
言

葉

に
上

田
敏

が
出
逢

っ

た

こ
と
は
注

目

さ
れ

て
よ

い
。

上

田
敏

に
と

っ
て

「
海

潮
音

」

と

い
う
言

葉

は
恋

愛
体

験
を
契

機

と
し

て
現
世

苦

か
ら
理
想

的

な
芸
術

世
界

へ
と
魂

を

超
越

さ

せ
浄
化

さ

せ
る
宗
教

的

な
意
義

を
担

っ
て

い
た

も

の
と
推
定

さ

れ
る
。

3

 
つ
ぎ
に

「海
潮
音
」
と
い
う
言
葉
が
詩
集

『海
潮
音
』
の
書
名
に
ま
で

結
実
す
る
そ
の
経
緯
を
検
討
し
て
み
た
い
。

 
詩
集

『海
潮
音
』
の
書
名
と
し
て
意
識
さ
れ
る
以
前
の

「海
潮
音
」
と

い
う
言
葉

(類
似
す
る
言
葉
も
含
む
)
の
用
例
は
以
下
に
示
す
通
り
で
あ

る
。

●
高
潔
荘
厳
ア
イ
ス
ヒ
ュ
ロ
ス
の
潮
音
を
伝
へ
、

 
 

(明
治
二
十
九
年
十

一
月

「英
国
近
代
の
詩
歌
」)
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●
ホ
メ
エ
ロ
ス
が
六
脚
律
の
潮
声
籟
音

(『文
芸
論
集
』
で
は
「潮
声
涛
音
」

 
と
改
訂
)
と
比
す
べ
き
に
あ
ら
ね
ど

 
 

(明
治
二
十
九
年
十
二
月

「サ
ッ
フ
オ
の
歌
集

ω
巷
9
0
」)

●

「
ヘ
ス
ピ
イ
リ
ア
」
の
詩
は
梵
音
潮
声
の
類
に
し
て
荘
厳
言
ふ
べ
か
ら

 
ず
。

 
 

(
明
治
三
十
年
三
月

「現
代
の
英
国
詩
歌
」)

●
ア
ン
ド
ル
ウ
、
ラ
ン
グ
の
ホ
メ
エ
ロ
ス
を
愛
読
し
た
る
者
は
、
進
で
希

 
臓
の
原
文
に
海
声
潮
籟
の
妙
音
を
味
は
む
と
欲
す
べ
く
、

 
 

(明
治
三
十
年
八
月

「仏
蘭
西
文
学
の
研
究
」
・傍
線
は
原
文
の
通
り

 
 
以
下
同
じ
)

●

翰
林
院

の
ホ
セ
、

マ
リ

ヤ
、

ド

ゥ
、

エ
レ
デ

ィ

ヤ

(
一
八

四
二
生

)
を

 

始
と

し
、

フ
ラ

ン
ソ
ア
、

コ
ッ
ペ

エ

(
一
八
四

二
生

)

シ

ュ
リ

イ
、
プ

 

リ

ュ
ド

ム

(
一
八

三
九
生

)
等

の
新
声

、
も

と

よ
り
偉

大
崇

厳

の
海
潮

 

音
な

ら
ね
ど

 

 

(
明
治
三
十
年

八
月

「仏

蘭
西

文
学

の
研
究

」
)

●

ア

ン
ド

ル
ウ
、
ラ

ン
グ

は

(中
略

)
壮

麗

に
し

て
し

か
も
流
暢

な

る
散

 

文
訳

を
試

み
、

「
イ

リ
ヤ

ス
」
、

「
オ
デ

ュ
ッ
セ
イ

ヤ
」
の
海

潮
音

を

近
世

 

の
文
格

に
合

す
る
を
得

た

り
。

 

 

(
明
治
三

十
年
九

月

「近

英

の
散
文

」
)

●

ホ

メ

エ
ロ
ス

の
海
潮

音

に
非
ず

し

て

 

 

(
明
治

三
十

一
年

八
月

「
テ

ニ
ソ

ン
と
羅
旬

文
学

」
)

●
梵
音
海
潮
音
、
崇
高
雄
大
の
思
想
に
娩
美
優
麗

の
情
緒
を
含
ま
せ

 
 

(明
治
三
十
四
年
十
二
月

「神
曲
梗
概
」)

●

作

る
所

の
曲

は
、

歴
史

を
楽

に
書

き
な

ほ
し

た
る
人

為

の
巧

に
あ

ら

で

 

自
由
、

平
等

、
同

胞

の
海

潮
音

、
轟

き

わ
た

る

一
大

悲
劇

な

り
。

 

 

(
明
治

三
十

五
年

十
月

「
ベ

エ
ト
ホ

オ

ヱ
ン

(路

氏
楽

話
)
」
)

 

*
上

田
敏

が
依
拠

し

た
原

典

で
あ

る

ル
ビ

ン
シ

ュ
タ
イ

ン

の
英

訳
本

の

 

 
原
文

は

以
下

の
通
り

で
あ

る
。

 

 
ぎ

口
o
-惹

ωΦ
三
ω
8
蔓

ω
簿

けo
ヨ
ニ
臨
P

 

 
σ
9

9

Φ
茸
①
ひq
巴

鴇
①
9

0
ぎ
ひq
一づ
日
⊆
ω
8

 

 
≦
三
9

凶ω
$

=
巴

、.=
げ
Φ
詳
ざ

国
ρ
ロ
巴
一けざ

 

 
閃
円
讐
Φ
ヨ

一蔓

一

 

 
英
訳

の
原
文

か
ら

わ
か

る
よ
う

に
上

田
敏

の
訳
文

は

ほ

ぼ
忠

実

と
言

 

 

え
る
が
、

但

し
原
文

に
は

「
海
潮

音

」

に
当

た

る
言

葉

は
認

め

ら
れ

 

 
な

い
。

以
上

の
資

料

か
ら

み
る

よ
う

に
、

当
初

は

「
潮
音

」

「
潮
声
籟

音

」

「梵

音

潮

声
」

な
ど

、
「
海
潮

音
」

に
類

似
し

た
用

語
が

試

み
に
使

わ
れ

て
い
た
。

こ
れ

は
元
来
仏

教
用

語

で
あ

る

「
海
潮

音
」

と

い
う
言

葉

を

そ
の
ま

ま
西

洋

文
学

に
当

て
は

め
て
使

用
す

る

こ
と

に
対

し

て
若
干

の
違

和
感

が

あ

っ

た
た

め
と
推
定

さ

れ
る
。

し

か
し
そ

の
後

「
海
潮

音
」

に
統

}
し

て
使

用

す
る

よ
う

に
な

る
。

 

こ
こ
で
見

逃
し

て
は

な
ら

な

い
こ
と
は

、

「海

潮
音

」
と

い
う
言
葉

(
お
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よ
び
類
似

す

る
言
葉

)

が
主

と
し

て
ホ

メ

ロ
ス
を
代
表

と

す
る
古

代
ギ

リ

シ
ア
文

学

に
基
づ

く
荘
厳

の
美

意
識

を
象
徴
的

に
表

現
す

る
も

の
と

し
て

使

用

さ
れ

て

い
る
こ
と

で
あ

る
。
「
海
潮

音
」
と

い
う

言
葉

は
西
方

の
観

世

音

菩
薩

の
説
法

す

る
大
音
声

で
あ
る

と

の
意
味

で
あ

る

か
ら
、
西

洋

に
お

け
る
荘
厳

な
美

の
世

界
を
象

徴

す
る
言

葉
と

し
て
適

切
な
も

の
と

い
え

る

だ

ろ
う
。

 

し

か
し
そ

れ
だ

け
で
、

こ

の
時

期

の

「
海
潮
音

」

と

い
う

言
葉

に
込

め

ら

れ
た
意

味

を
把
握

し

た
と
す

る

に
は
不
十
分

で
あ

る
。

「海

潮
音

」
と

い

う

言
葉

が
ど

の
よ
う

な
点

に
お

い
て
ホ
メ

ロ
ス
を
代
表

と

す
る
古

代
ギ

リ

シ
ア
文
学

と
特

別

に
結
び

つ
く

か
を
検

討
す

る
必
要

が
あ

る
。

 

上

田
敏

が
随

筆

「
無
絃

堂
漫
話

」

に
お

い
て
、
当
時

に
お
け

る
日
本

の

文

学

の
在

り
方

に
対

し

て
根

本
的

な
疑

問
を
呈

し

て

い
る
こ
と

は
注
目

さ

れ
る
。

 

 
文
学

を
近

世
稗

史

の
域

に
限
る
徒

よ
、
少

し
く

眼
を
開

き

て
字
内

の

 

 
文
学

を
味

へ
。

第

一
は
希

臓

の
美

文
な

り
。

ホ
メ

エ
ロ
ス
は
是
非

と

 

 
も
読

ざ

る

べ
か
ら
ず

。
…

…
中
略

…
…
鳴

呼
よ

む

べ
く
は

「
ク

ラ

ッ

 

 

シ
ク
」
な

り
。

(「
無
絃

堂

漫
話
」
・
明
治

二
十
六
年

六

月

『無

名
会

雑

 

 
誌
』
)

上

田
敏

の
疑
問

は
広

く
世

界

の
文
学

の
根
源

に
あ

る
「
ク

ラ

ッ
シ
ク
」
、

特

に
ホ

メ

ロ
ス
を

代
表

と

し
た
古

代
ギ

リ

シ
ア
文

学

の
必
要

を
説

く

こ
と
と

表

裏

一
体

で
あ

っ
た
。

そ
し

て
単

に
古

代
ギ

リ

シ
ア
文
学

を
紹
介

す

る

こ

と

に
と
ど
ま

る
も

の

で
は
な
く

、
同
時

に
当
時

の
日

本

に
お
け

る
外
来

文

化
享

受

の
在
り

方

に
対

す
る
批

判

に

つ
な
が

る
も

の
で
も
あ

っ
た
。

 

こ
れ

と
同
様

の
考

え

は
、
評
論

「希

騰
思
想

を
論
ず

」

に
お

い
て
も

認

め
ら
れ

る
。

 
 
現
代
の
文
化
に
は
二
つ
の
欠
点
あ
り
。
即
ち
美
を
愛
し
好
む
心
盛
な

 
 
ら
ざ
る
と
、典
雅
沈
静
の
美
術
に
対
す
る
高
尚
の
趣
味
な
き
事
な
り
。

 
 

(「希
騰
思
想
を
論
ず
」
・
明
治
二
十
八
年
三
月

『帝
国
文
学
』)

こ
の

「現
代
の
文
化
」
に
対
す
る
批
判
は
さ
ら
に
評
論

「文
芸
世
運
の
連

関
」
に
お
い
て
は
、

 
 
幕
政
の
頃
、
文
化
の
中
・10
た
り
し
都
会
の
士
民
急
に
力
を
失
ひ
、
修

 
 
養
な
く
雅
致
な
き
辺
諏
の
武
夫
が
国
民
の
代
表
た
る
に
至
り
し
よ

 
 
り
、
旧
態
の
人
文
は
終
に
其
慕
ふ
べ
き
趣
味
と
共
に
去
り
ぬ
。
今
代

 
 
の
没
趣
味
な
る
実
に
苑
に
萌
せ
り
。
(「文
芸
世
運
の
連
関
」
・明
治
三

 
 
十
二
年

一
月

『帝
国
文
学
』)

と
、
日
本
の
近
代
化
に
伴

っ
て
連
綿
と
近
世
日
本
が
継
承
し
て
き
た
文
化

的
伝
統
を
、
十
把

一
絡
げ
に
捨
て
て
ゆ
く
こ
と
で
成
立
し
て
き
た
明
治
維

新
の
無
策
な
在
り
方
へ
と
遡
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
旧
幕
時
代
に
文
化
的

な
調
和
を
み
な
が
ら
行
う
、
「現
代
」
と
い
う
反
伝
統
的
な
文
化
に
対
す
る

批
判
は
上
田
敏
の
出
自
が
旧
幕
臣
の
家
柄
で
あ
る
こ
と
と
も
深
く
か
か
わ

る
が
、
こ
の
上
田
敏
の
批
判
は
同
じ
旧
幕
臣
の
家
系
で
あ
る
永
井
荷
風
に

み
る
反
近
代
の
思
想
や
、
夏
目
漱
石
の
名
高
い
講
演
「現
代
日
本
の
開
化
」

に
お
け
る

「外
発
的
」
な
文
明
開
化
批
判
の
先
躍
を
な
す
も
の
と
し
て
評

価
さ
れ
て
よ
い
。

 
上
田
敏
に
と
っ
て
明
治
と
い
う

「現
代
の
文
化
」
は
軽
薄
に
外
来
文
化

を
摂
取
し
て
成
立
し
て
き
た
も
の
と
し
て
映
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
し

か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
時
代
の
流
れ
に
逆
行
し
旧
幕
時
代
の
失
わ
れ
た

調
和
の
世
界

へ
短
絡
的
に
回
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
言
う
ま
で
も

な
い
。
そ
う
し
た
状
況
に
あ
れ
ば
こ
そ
、
伝
統
に
基
づ
い
て
外
来
文
化
を

本
格
的
に
理
解
し
受
容
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
上
田
敏
が

『文
芸
論
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集
』
の
序
文
で
唱
え
た
、

 
 
学
風
に
細
心
精
緻
を
尚
び
、
研
究
に
遡
源
を
唱
へ
、
文
芸
に
清
新
娩

 
 
美
を
喜
ぶ

(『文
芸
論
集
』
序
文
・明
治
三
十
四
年
十
二
月
・春
陽
堂
)

と
い
う
所
謂

「細
心
精
緻
の
学
風
」
の
理
念
の
根
源
は
こ
こ
に
あ
っ
た
と

い
え
る
。

 
し
た
が
っ
て

「海
潮
音
」
と
い
う
言
葉
は
、
こ
う
し
た
意
味
で
西
洋
文

化
の
伝
統
の
根
幹
に
あ
る
古
代
ギ
リ
シ
ア
文
学
の
存
在
を
認
め
、
さ
ら
に

単
に
古
代
ギ
リ
シ
ア
文
学
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
源
か
ら
連
綿
と
し

て
継
承
さ
れ
る
荘
厳
な
西
洋
文
化
の
伝
統
全
体
を
象
徴
的
に
表
現
し
て
い

る
と
い
え
る
。
こ
れ
は
先
に
引
用
し
た
評
論

「
ベ
エ
ト
ホ
オ
ヱ
ン

(路
氏

楽
話
)」
に
お
い
て
西
洋
文
化
の
精
華
で
あ
る

「自
由
、
平
等
、
同
胞
」
の

理
念
の
象
徴
と
し
て
英
訳
原
文
に
な
い

「海
潮
音
」
と
い
う
言
葉
が
上
田

敏
の
訳
文
で
は
わ
ざ
わ
ざ
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
だ

ろ
う
。

 

「海
潮
音
」
と
い
う
言
葉
は
荘
厳
な
る
西
洋
文
化
全
体
の
精
華
の
象
徴

と
し
て
使
わ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
西
洋
文
化
の
荘
重
な
美
の

福
音
を
我
が
邦
に
も
た
ら
す
啓
蒙
性
の
あ
ら
わ
れ
で
も
あ
っ
た
。
こ
こ
に

西
方
の
観
世
音
菩
薩
の
教
化
に
よ
っ
て
衆
生
を
導
き
、
煩
悩
の
炎
を
滅
除

し
て
法
悦
の
世
界
へ
と
済
度
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
仏
教
用
語
「海
潮
音
」

と
い
う
言
葉
を
用
い
る
必
然
性
が
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
西
洋
文
化
を

紹
介
し
国
民
を
啓
発
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
啓
蒙
性
が

「海
潮
音
」
と
い
う

仏
教
用
語
に
内
包
さ
れ
て
い
る
意
味
を
見
逃
し
て
は
な
る
ま
い
。

4

明
治
三
十
八
年
七
月
、
上
田
敏
は
総
題

「海
潮
音
」
の
も
と
に
以
下
の

詩

編

を

『明

星
』

に
発
表

し
た

。

●
明

治

三
十

八
年

七
月

「
海
潮

音
」

 
 

大
餓
餓

 

ル

コ
ン
ト

・
ド

ゥ

・
リ

イ

ル

 
 

床

ホ
セ

・
マ
リ

ヤ

・
デ

・
エ
レ
デ

イ
ヤ

 
 

信
天
翁

 
ボ

ド

レ

エ
ル

 
 

よ
く

見
る
夢

 

ヱ

ル
レ

エ
ヌ

 
 

人

と
海

 
ボ

ド

レ

エ
ル

こ

の
詩
編

が
中
心

と
な

っ
て
詩

集

『
海
潮

音
』

が
成

立
す

る

こ
と

は
、

こ

の
総
題

が
書

名

に
採

用

さ
れ

て

い
る

こ
と

か
ら

も
窺

え

る
。

 

こ
こ

で
注

目

さ
れ

る
こ
と

は

「
海

潮
音

」

と

い
う

言
葉

が
先

に
み
た
古

代
ギ

リ

シ
ア
文
学

に
基

づ
く
影

響

を
希
薄

に
し

、
近
代

文

学

に

お
け
る
高

踏
派

の
美
学

を
あ

ら

わ
す
も

の
と

し

て
使

わ

れ
始

め
た

こ
と

で
あ

る
。

 
上

田
敏

は
高
踏

派

の
領
袖

で
あ

る
リ

ー

ル
に

つ
い

て
ヴ

ェ
ル

ハ
ー

レ

ン

に
よ
る
批

評
を

『
海
潮

音
』

の
中

で
引

用
し
、

つ
ぎ

の
よ
う

に
述

べ
て

い

る
。

 
 

此
詩

人

に
至

り
、

始

め
て
、
悲

哀

は

一
種

の
系

統
を

樹

て
、
芸

術

の

 
 

荘
厳

を
帯

ぶ
。

恋
愛

な

ど

の
現
世

に
ま
と
わ

り

つ
く
悲

哀

か
ら
芸
術

の
荘

厳

へ
と

い
う

図

式
が

こ

こ

に
お

い
て
も

認

め
ら
れ

る
。

そ
し

て

「
海

潮
音

」

と

い
う
言

葉

が
高

踏
派

を
中

心
と

す
る
荘

厳
な

美

の
理
念

を
表

現
す

る
よ

う

に
な

っ
て

い
る
。

こ
れ
は
詩

集

『
海
潮
音

』

の
序

文

に
お
け

る
高
踏

派

へ
の
親

近

感

の
吐

露

と
も
符
合

し

て

い
る
し
、

ま
た

、
総
題

「海

潮
音

」

が
書
名

に
採

用

さ
れ

る

こ
と

は
詩
集

『海

潮
音

』

の
前

半

部
が
高

踏
派

を
核

と
し

て
成

立

し

て

い
る
詩

集

の
構

成
内

容

と
も
明

ら

か

に

一
致
す

る

の
で
あ

る
。

し
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か
も
高

踏
派

の
詩

人

で
は
な

い
が
、

ダ

ヌ

ン
チ
オ

の
海

を
題

材

と
し
た
荘

厳

な
格

調

の
あ

る
詩

「
海
光

」
が

『
海
潮

音
』

の
刊

行
直
前

に
構
成

上

の

理
由

か
ら
、

詩
集

の
捧

尾
を

飾

る
目
的

で
補

わ
れ

た
こ

と
も
想
起

さ
れ

て

よ

い
。

(原

文

は
総

ル
ビ
)

 
 

児
等

よ
、
今

昼

は
真
盛

、
日

こ

}
も
と

に
照
ら

し

ぬ
。

 
 

寂
買

大
海

の
礼
拝

し

て

 
 

天
津

日

に
捧

ぐ

る
香

は
、

 
 
浄

ま

は

る
潮

の
に
ほ

ひ
、

 
 
轟

く

波
凝
、

動

が
ぬ
岩
根

、
靡

く
藻

よ

、

と

い
う

一
節

か
ら
も
、

上

田
敏

の
理
想

と
す

る
高
踏

派
的

な
荘
厳

な
美

の

理
念

の

一
端

が
窺

え

よ
う
。

 

そ
し

て
こ

の
よ
う
な
荘

厳

な
美

の
理
念

を
代

表

す
る
高
踏

派

の
領
袖

で

あ

る
リ

ー

ル
の
美

意
識

と

は
、

 
 

詩
人

は

「
人
類

の
教
師

」

で
あ

り
、

現

代
社
会

に
お

い
て
果
た

す

べ

 
 

き
使
命

、

つ
ま

り

「使

徒

の
任
務
」

を

も

っ
て

い
る
…
…
中

略

…
…

 
 

過
去

を
研
究

し
、

死

せ
る
神

々
を

呼
び
遇

肘

こ
と

に
よ

っ
て
、
詩

人

 
 

は
人

類

の

「
思
索

の
蓄

積
」

を
再
生

さ

せ

る

も

の

で
あ

り
、
前

節

で
検
討

し

た

「
海

潮
音

」

の
語

意

に
お
け

る
啓
蒙

性

と
伝

統
性

の
意
味

を
継

承

す
る
も

の

で
も
あ

っ
た
。

 

と

こ
ろ
で
、

こ

こ
で
注
目

さ

れ
る

こ
と

は

『海
潮

音
』

刊
行

を
意
識

し

て

い
た
明

治
三
十

八
年

八
月

『音

楽
新
報

』

で
、

●

明
治
三

十

八
年

八
月

「海

音
」

 
 

シ

ォ
パ

ン

の

「
即
興
楽

」

を
聴

き

て
そ

の
こ

〉
ろ
を
よ

め
る

 
 

 

「
声
曲

」

と
改
題

)
ダ

ン

ヌ
ン
チ

オ

(後

に

わ

す
れ
な

草

 

ア

レ
ン
ト

(後

に

「
わ

す
れ

な
く

さ
」

と

改
題
)

ヰ

ル

ヘ
ル
ム

・

と

い
う

よ
う

に
、

「海

潮
音

」
と

よ
く
似

た

「
海

音
」
の
総

題

の
も

と
、

以

前

発
表

さ
れ
た

音
楽
性

の
高

い
小
品

を

こ
の
時
期

に
敢

え

て
再
掲

載
し

て

い
る

こ
と

で
あ

る
。

こ
れ

は
今

ま

で
使

わ

れ
た

「
海
潮
音

」

と

い
う
言

葉

に
込

め

ら
れ

て

い
た
荘

厳

の
美
学

と

は
明

ら
か

に
異
な

る
美
意

識

が
上

田

敏

の
な

か

で
派

生

し

つ

つ
あ

っ
た

こ
と
を

示
し

て

い
る
。

従

来

の
古

代

ギ

リ

シ

ア
か
ら
連

綿

と
継

承

さ
れ

る
西

洋
文
化

の
荘

厳

の
美

学

だ

け

に
目

を

向

け
る

の

で
は
な
く

、
同
時

に
そ
れ

を
補
完

す

る
か

た
ち

で
異

な
る
美

意

識
が

働

い
て

い
た

こ
と
を

示
唆

す

る
も

の
と

い
え
る
。

 

こ

の
よ
う
な

音
楽

性

の
高

い
小
品

は

『海

潮
音

』

で
引

用

さ

れ
た
、

マ

ラ

ル
メ
に

お
け
る

つ
ぎ

の
高

踏

派
批

判

へ
と

つ
な
が

る
も

の
で
あ

る
。

 
 

物
象

を
静

観

し

て
、

こ

れ
が
喚

起

し
た

る
幻

想

の
裡

、

自

か
ら
心

象

 
 

の
飛
揚

す
る
時

は

「歌

」
成

る
。

「高

踏
派

」
の
詩

人

は
、
物

の
全

般

 
 

を

採
り

て
之

を
示

し
た

り
。
か
か
る
が

故

に
、
其

詩
、
幽
妙

を
薦

き
、

 
 

人

を
し

て
宛
然

自

か
ら
創

作
す

る
如

き
享
楽

無

か
ら
し

む
。

す

べ
て
を
視
覚

的

に
明
確

な
形

で
描

き
出

そ
う

と
意

図
す

る
高
踏

派

の
手

法

に
よ

ら
ず
、

む

し
ろ
視

覚
性

を
曖

昧

に
す

る
こ
と

に
よ

っ
て
音

楽
性

を

重

視

し
よ
う

と
す

る
象
徴

主
義

的
美

意
識

が

こ
こ

に
は
あ

る
。

こ
う

し
た

志
向

は
早
く

も
評
論

「幽

趣
微

韻
」

に
お

い
て
示
さ

れ
て

い
た

も

の
で
あ

る
。

 
 

現

代
民
衆

の
神

経

は
、
幾

百
年

来

の
経
験

と
遺
伝

と

に
因

て
頗

る
鋭

 
 

敏

多
感

を
加

へ
た
れ
ば

精
緻

な

る
観

察

を
逞
う

し

て
、

微

妙

な
る
陰

 
 

影
を
識

別

せ
む

と
す
。

(「
幽
趣

微
韻

」
・明

治

三
十
年

五
月

『江

湖
文
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学
』
)

と
、

幽
娩

な
近

代
的

憂
愁

の
本

質
を

み

て

い
る
。

そ

れ
が
高
踏

派

の
理
解

を

通
し

て
そ

の
美
学

の
限

界

を
意
識

し

た
と

き

に
、

そ

の
限
界

を
補

完
す

る
も

の
と
し

て
再
び

認
識

さ

れ

つ

つ
あ

っ
た
も

の
と
推

定

さ
れ
る
。

 

こ

の
荘

厳

な
美
学

と
幽

娩
な

美
学

と

い
う

二

つ
の
美

の
理
念

が

『海

潮

音

』
を
成

立

さ
せ

る

こ
と

に
な
り
、

先

に
述

べ
た

『海

潮
音
』

に
み
る

二

重

性

と
な

っ
て
あ

ら
わ

れ
た

も

の
と
思

わ
れ

る
。

こ
の

こ
と
は
同
時

に
、

上

田
敏

が
そ

の
前
半

生

で
は

ぐ
く

ん

で
き
た
荘

厳
な
美

学
だ

け

で
は
、
既

に
み
ず

か
ら

の
目
指

す
美

学
が

成

り
立

た
な
く

な

っ
て
し

ま

っ
た

こ
と
を

も

示
唆

す
る

こ
と

は
注
目

さ

れ
る

べ
き

で
あ

る
。
従
来

「
海
潮

音
」

と

い

う

言
葉

で
あ

ら
わ

さ
れ

た
荘

厳

な
美

学

の
意
味

は
こ

こ

に
変
容

せ
ざ

る
を

得

な
く

な

っ
た
と

い
え

る

の
で
は

な

い
だ
ろ
う

か
。

 

さ

て
、
以

上
検
討

し

て
き

た
よ
う

に

「
海
潮

音
」

と

い
う
言

葉

は
、
恋

愛

体
験

を
契
機

と

し

て
人

生

の
悲
哀

を
感

得

し
た
上

田
敏

が
そ

の
苦

痛
を

芸

術

に
昇
華

し
よ
う

と

す
る
時

期

に

お

い
て
出

逢

っ
た
言
葉

で
あ

り
、

そ

の
後
古

代
ギ

リ

シ
ア
文
化

を
範

と

す

る
西
洋
文

化

の
荘

厳

の
美

の
象

徴

と

し

て
用

い
ら

れ
、

そ

の
近

代
的

な
達

成

と
し

て

の
高
踏

派

の
理
念

に
ま

で

受
け
継

が

れ
る
。

し

か
し
そ

の
限

界
を

意
識

し

て
、

そ
れ

を
補
完

す

る
か

た
ち

で
象
徴
主

義
を

中

心
と

す
る
幽

娩

の
美
学

が

『海

潮
音

』

の
中

に
混

入
せ
ざ

る
を
得

な

く
な

り
、

こ

こ
に

お

い
て
荘

厳
な
美

学

を
示
し

て
き

た

「
海
潮

音
」

と

い
う

言
葉

の
使

命

が
実

質
的

に
終

わ

っ
た

も

の
と
考
え

ら

れ

る
。

こ
の
こ
と

は
上

田
敏

が
以
後

「
海
潮
音

」

と

い
う

言
葉
を

美
学

上

の
理
念

を
あ

ら
わ

す
言

葉
と

し

て
使

わ

な
く

な

っ
て
し

ま

っ
た

こ
と

か
ら

も
窺

え
る
だ

ろ
う
。

 

上

田
敏

に
み

る

「
海
潮

音

」
の
語

意

の
変
容

の
検
討

を

通
し

て
き
た

が
、

今
後
の
課
題
と
し
て
は

(
一
)
上
田
敏
に
お
け
る
恋
愛
問
題
お
よ
び
仏
教

宗
派
の
影
響
の
調
査
、
(二
)
同
時
代
に
お
け
る
文
学
者

(島
崎
藤
村
、
吉

井
勇
な
ど
)
に
み
る

「海
潮
音
」
と
い
う
言
葉

(お
よ
び
類
義
語
)
の
理

解
の
検
討
、
(三
)上
田
敏
の
荘
厳
と
幽
娩
の
二
つ
の
理
念
が
も
た
ら
し
た

翻
訳
詩
集

『海
潮
音
』
へ
の
具
体
的
な
影
響
の
検
討
、
以
上
三
点
が
残
さ

れ
て
い
る
の
で
、
稿
を
改
め
て
考
察
を
続
け
た
い
。

注(1
) 

以
下

に
述

べ
る

『海

潮
音
』

の
原
典
、
翻
訳
詩

の
配
列

、
出
版
経
緯

の
問

題

 

に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「
『海
潮
音
』

の
成
立
背
景
」

(慶

応
義

塾
大
学
文
学
部
文

学

 
科
紀
要

『芸
文
研
究
』
第

五
十

二
号

・
昭
和
六
十
三
年
)
を
参
照
さ
れ

た
い
。

(2
) 

「海
潮
音

」
の
語
義

に

つ
い
て
は
安
田
保
雄

「補
注

(海
潮
音
)
」

(日
本

近

 
代
文
学
体
系

『明
治
大
正
訳
詩
集
』
角
川
書
店

・昭
和
四
十
六
年

)
、
剣

持
武
彦

「
上

 
田
敏

1

『海

潮
音

』
を
中
心

に
」

(現
代
文
研
究

シ
リ
ー
ズ

『近

代
詩

(明
治

・

 
大
正
編
)
』
尚
学
図
書

・昭
和
五
十
九
年
)
な
ど

の
論
稿
で
簡
単

に
触

れ
ら
れ
て

い

 
る
。

(3
)

島

田
謹

二

「
平
田
禿
木
に
寄
せ
た
る
上
田
敏

の
書
簡
」

(季
刊

『英
文
学
』
第

 

一
輯

・
靖
文

社

・
昭
和
二
十
三
年
)
参
照
。

(4
) 

中
村

元
他
編

『岩
波
仏
教
辞
典
』
岩
波
書
店

・
平
成
元
年
。

(5
) 

「海
潮
音

」
と

の
関
係

に
は
触
れ

て
い
な

い
が
、

こ
の
時
期

の
上

田
敏

に
何

 
ら

か
の
恋
愛

問
題
が
あ

っ
た

こ
と

は
、
「白
菊

の
詞
」な
ど
を
根
拠

と
し
て
島
田
謹

 

二

「第

四
章

上
田
敏

の
文
学
初
山
踏
」

(『日
本

に
お
け
る
外
国
文
学
』

上
巻

・
朝

 
日
新
聞
社

・
昭
和
五
十
年
)

で
指
摘
さ
れ
て

い
る
。

(6
) 

『海

潮
音
』
刊
行
以
後

で
は
あ

る
が
、
吉
井
勇

の
歌
集

『片
恋
』

(籾
山
書
店

・

 
大
正

四
年

)
の

「
海
潮
音
」

の
項
目

に
は
、

 

 

酒

に
が
し
女
み

に
く
し

か
く

て
い
ま

一
念
発
起
何
を

お
も

ふ
や

 

 

た
だ
ひ
と
り
跣
座
し

て
聴
け
ば
あ
り
が
た
き
海
潮
音

に
涙

こ
ぼ
る
る

 
な

ど
、

上
田
敏
と
同
様

に
恋
愛

か
ら
の
解
脱
と

し
て

「海
潮
音
」

の
用
語
が
使
わ

 

れ
て

い
る
。

(7
)

菊
⊆
σ
ヨ
珍
Φ旦

〉
再
〇
三

>

O
O
Z
〈
国
幻
ω
〉
目

O
Z

O
Z

冨
d
ω
一ρ

q
雪

ω●

 
げ
《
ζ

「ω・
一
〇げ
旨
℃
」
≦
o
「ひq
N
p

O
げ
四
ω.団
.↓
『Φ
けげ
帥
「
"Z
①
≦
曜
o
「
貫

H。。
Obo
.
(上
田

 
敏

旧
蔵

本
)
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(8
) 

ピ

エ
ー

ル
・
マ
ル
チ

ノ

「第

三
章

ル

コ
ン
ト
・
ド
・リ

ー
ル
」

踏
派
と
象

徴
主
義

』
審
美
社

・
昭
和
四
十

四
年
)

(木
内
孝
訳

『高

*
本
稿
執
筆

に
当
た
り
京
都
大
学
文
学
部
図
書
室

に
資

料
の
便
宜
を
図

っ
て
頂
き
ま

 
し
た
。
厚
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
、
上

田
敏
の
引
用
文
は

『定
本
上
田
敏

全
集
』
(教

育
出
版
セ
ン
タ
i
)
に
よ
り
ま
す
が
、
便
宜

上
新
字
体

に
改

め
ま
し
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
お
ざ
わ
 
じ
ろ
う
)
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