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( 1 ) 椰 子 の 資

｢

詩
+

を

｢

科
学
+

と

対

立

的
に

関
連
さ

せ

る

な
か

で

そ

の

存

在
理

由
を

証

明
し

ょ

う
と

す

る

の

は
､

イ

ギ

リ

ス

独
特
の

思

考
様

式
な
の

で

あ

ろ

う
か

｡

こ

と

に

科

学
上
の

諸
発
見
を

産
業
の

動
力

と

し

て

応
用
す
る

よ

う
に

な
っ

た

十

九

世

紀
初
頭
の

産
業
革
命
期

に
､

ロ

マ

ン

派
の

詩

人

た

ち

は
､

｢

科
学
+

と

｢

詩
+

の
､

推
論

的
･

計
算
的
能
力

と

想

像
力
の

､

対

立

を

鋭
く

意
識
し

､

詩
の

擁

護
を

人

間
性
の

擁
護
と

結
び

つ

け
て

遂

行
し
て

い

る
｡

ト

マ

ス

･

ラ

ヴ
･

ピ

ー

コ

ッ

ク

(

一

七

八

五

-
一

八

六
六
)

と

い

う
イ

ギ

リ

ス

の

諷

刺
小

説

家
は

ロ

マ

ン

派
詩
人

た

ち

を

戯
画

化

し
た

小

説

3
机

恵
∋

弓
Q

巨
富
(

一

八
一

八
)

を

書
い

て

い

る

が
､

山

本

和

平

一

八
二

〇

年

勺

冨
1

染

竜
也

わ

曳

旨
尊
宅

と

い

う

挑
発
的
な

論
文

を

書
い

た
｡

こ

れ

に

対
す

る

反

論

b

怠
喜
色

曳
山

ざ

き
･

哩

を
シ

ェ

リ

ー
(

一

七

九
二

-
一

八
二

二
)

は

書
い

た

が
､

一

八
二

二

年
溺
死

し

た

た

め
､

出

版
は

一

八

四

〇

年
､

如
Ⅵ

旨

写

卜
乳
訂

記

号
Q

∋

ゝ
ひ

言
白

丸
､

ゴ
占

莞
～

已
叫

3
わ

彗
r

乱

さ
ー

遷
ヨ

3
訂

ざ

勺
町

3
哩

+

ぜ
訟

訂

欝
乳

ざ
(

N

喜
一

∽

)

の

中
で

と
い

う
こ

と
に

な
っ

た
｡

ピ

ー

コ

ッ

ク

の

論
文
は

二

〇

頁
は

ど

の

小

さ

な

も
の

で
､

シ

ェ

リ

ー

の

反

論
が

な

け

れ

ば

文

学
史
的
に

も

無
視
さ

れ

る

よ

う
な

も

の

だ

が
､

当

時
の

思
想

風
土
の

一

端
を

窺
わ

し

め

る

に

充
分
で

あ

る
｡

1 4 3



一 橋論叢 第六 十
一 巻 第 二 号 ( 2 )

ピ

ー

コ

ブ

タ

の

い

う

｢

詩
の

四
つ

の

時
代
+

と

は
､

部
族
の

英

凝
を

讃
え

る

詩
の

時
代
(

鉄
の

時
代
)

､

ホ

ー

マ

ー

な

ど

の

完

成

の

時
代
(

黄
金

時
代
)

､

グ
ァ

ー

ジ

ル

等
の

模

倣

時

代

(

銀
の

時

代
)

､

そ

れ

に

原
始
的
野

蕃
時
代
に

た

ち

か

え

り
､

銀
の

時

代
の

学
芸
を

拒
香
す
る

こ

と

に

よ
っ

て

黄
金

時
代
を

と

ら

え
よ

う
と

す

る

現

代
(

実
線
の

時
代
)

､

の

こ

と

で

あ

る

が
､

彼
は

ロ

マ

ン

派

の

詩
人
の

時
代

錯
誤

､

未
開
へ

の

復
帰
を

次

の

よ

う

に

嘲

笑

す

る
｡

詩
の

発
生

期
､

完
成

期
に

お

い

て

は
､

一

切
の

生

活

と

結
び

つ

い

た

も
の

は

す
ぺ

て

詩
的
素
材
か

ら

構
成

さ

れ

て

い

た
｡

現

代
に

あ
っ

て

は

ま
る

で

逆
で

あ

る
｡

ハ

イ

ド
･

パ

ー

ク

に

は

木

の

精
は

棲
ん

で

い

な

い

し
､

リ

ー

ジ

ュ

ン

ト

の

他
に

ほ

水
の

精

ほ

い

な
い

こ

と

を
わ

れ

わ

れ

は

知
っ

て

い

る
｡

だ

の

に

詩
に

と

っ

て

は

野
蕃
な

風
習

､

超
自
然
力
の

介
入

が

不

可

欠
な
の

だ
｡

そ

の

舞
台
と
い

い
､

時
代
と
い

い
､

詩
は

､

わ

れ

わ

れ

の

日

常

的

知
覚
か

ら
か

け
は

な

れ

た

も
の

で

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

の

だ
｡

あ
る

い

は

歴

史

家
や

哲
学
者
は

知
識
の

進

歩
を
お

し

す

す
め

促
進
し
て

4 4
一

.⊥

い

る

が
､

詩
人
は

､

過

去
の

痴
鈍
の

な

か

を
こ

ろ

が

り

回

り
､

死

ん

だ

野
蕃
人
の

灰

を

ひ
っ

か

き

回

し
て

､

現

代
の

大

き

な

赤

ん

坊
の

た

め

に

玩

具
を

探
し
て

や
っ

て

い

る

有
様
だ

｡

そ

れ

か

ら
ス

コ

ア

ト
､

バ

イ
ロ

ン

､

サ

ウ

ジ

ー
､

ワ

ー

ズ

ワ

ス
､

コ

ー

ル

リ

ソ

ジ

等
当

代
の

詩
人
を

｢

文
明

社

会
の

半

未
開

人
+

と

き
め
つ

け
､

｢

詩
人
の

知
性
の

進
歩
は

蟹
の

ご

と

く

後
向

き

だ
+

と

い

う
｡

｢

哲
学
的
な

､

平
静

な
る

精
神
+

は
､

公

平
な

眼
で

､

外

界
を

見
渡
し

､

観
念
を

蒐
集
し

､

そ

の

相

対

的

価
値
を

弁
別
し

､

有
用

な

知
識
を

獲
得
す
る

が
､

詩
人
の

凝
神
は

こ

れ

と

全

く

逆
で

あ

る
｡

ま
た

詩
は

社

会
に

害
毒
を

流
れ
働

が
代
の

多
様
に

し

て

急

速
な

生

活
上

の

有
用

性
､

快
適
性
の

進
歩
に

な

に

び

と
つ

寄
与

し

な
い

｡

詩
が

読
者
に

与

え

る

も

の

は

な

に

か
｡

｢

ハ

ー

モ

ニ

ー
+

と
は

プ

ロ

ク

ル

ス

テ

ス

の

寝
台
に

の

せ

ら

れ

た

言

葉

で

あ

り
､

｢

セ

ン

チ

メ

ン

ト
+

と

は

洗
錬
さ

れ

た

感

情
と

い

う

仮
面

を

か

ぶ

っ

た

自
我

意
識
で

あ

り
､

｢

パ

ト

ス

+

と
は

女
々

し
い

精

神
の

泣

き

言
で

あ

り
､

｢

崇
高
さ
+

と

は

虚
ろ

な

頭
脳
の

膨
脹

で

は

な

い

か
｡

ピ

ラ

ミ

γ

ド

の

頂
点
に

ほ
､

数
学

者
､

化

学
者

､

哲
学

者
､

天

文

学

者
､

形

而

上

学
者

､

歴
史

家
､

経

済
学

者
が

い

て
､

近

代

/



( 3 ) 椰 子 の 箕

詩
人
の

す
む
パ

ル

ナ

ソ

ス

山

を

見
下

し
て

い

る

の

で

あ

る
｡

以

上
が

『

詩
の

四

時
代
』

の

趣
旨
で

､

近

代
詩
の

存
在
理

由
を

全

面

的
に

香
足

し
た

も
の

で

あ

る
｡

こ

う
し

た

詩
観
は

依
然
か

な

り

根
強
い

も
の

で

あ

る

こ

と
は

決
し

て

見
逃
し
て

は

な

ら
な

い

だ

ろ

う
｡

ピ

ー

コ

ッ

ク

の

こ

の

論
文
は

科
学
主

義
で

は

な

く

実
利
主

義
､

功
利
主

義
の

立

場
か

ら

文

弱
を

な

じ
っ

た

も
の

だ

が
､

そ

の

根
抵
に

は

科
学
精
神
の

進
歩
に

た

い

す
る

か

な

り

楽

天
的
な

信
顧

が

脈
う
っ

て

い

る

こ

と

が

解

る
｡

リ
ー

ズ
ソ

イ
マ

ジ
ネ
ー

ツ

ヲ

ソ

ニ

れ

に

対

す
る

シ

ェ

リ

ー

の

反
論
ほ

､

理

性
と

想

像

力
と
い

う
二

つ

の

能
力
を

対

立
さ

せ
､

計

算
的

能
力
と

し
て

の

理

性
の

機

能
を

次
の

よ

う
に

い

う
｡

機
械
技
師
は

労
働
を

短
縮
さ

せ
､

経
済
学
者
ほ

労
働
を

結
合

す

る

が
､

彼
ら
は

､

想
像
力
に

属
す

る

あ
の

第
一

原
理

(

愛
と

共

感
)

へ

の

感
応
が

欠

除
し

て

い

る

た

め
に

､

彼
ら
の

思

索
が

､

近

代
英
国
に

お

け
る

が

ご

と

く
､

貧
富
の

差
を

極
端
化

す
る

の

に
一

役
買
っ

て

い

る

こ

と
に

気
づ

い

て

い

な
い

｡

…

…

計
算
能

力
の

無
際
限
の

行
使
の

結
果
が

こ

れ

で

あ

る
｡

シ

ェ

リ

ー

は

こ
.こ

で
+

理

性
に

た

い

し
て

愛
と

共

感
の

原
理

と

し

て

の

憩
像
カ

を

捉
示

し
､

こ

の

想

像
力
の

最
も

純
粋
な

発
揚
こ

そ

詩
で

あ

る
､

と
い

う

わ

け
で

あ

る
｡

詩
の

擁
護
が

､

人

間
性
の

擁

護
と
い

う

意
味
を

も

含
ん

で

い

る

こ

と

は

以
上
の

引

用
に

明

瞭
に

み

て

と

れ

る

と
お

も

う
｡

以

上

は

産
業
革
命
期
に

お

け

る

イ

ギ
リ

ス

の

思

想

風
土
の

一

端

を

示

す
も
の

で

あ

る

が
､

わ

れ

わ

れ

の

国
に

お

い

て

も

同
じ

ょ

う

な

問
い

-
1
｢

詩
と

は

な
に

か
+

､

｢

な

ん

の

役
に

た

つ

か
+

､

と

い

う

問
い

1
が

発
せ

ら

れ

る

状
況
が

や

は

り

あ

る

の

で

は

な

か

ろ

う

か
｡

し

か

し
､

詩
的
経
験
と

よ

び

う

る

よ

う
な

経
験
を

も

た

な
い

も

の

に

む

か
っ

て
､

詩
的
経
験
を

説
い

て

み

て

も

始
ま

ら
な
い

の

で

あ

る
｡

シ

ェ

リ

ー

の

反

論
を
ピ

ー
コ

ッ

ク

が

た

と

え

｢

論
+

と

し

て

首
肯
し

た

に

せ

よ
､

つ

い

に

そ

の

真
意
は

汲
み

え

な
か

っ

た

の

で

は
な

か

ろ

う
か

｡

過

去
に

詩
的
と

よ

び

う

る

よ

う

な

経
験
を

所
有
し

て

お

り
､

そ

れ

は

日

常
生

活
と

は

矛
盾
し

､

か

つ

忽
ち
に

し
て

日

常
性
の

な
か

に

消
え
て

し

ま

う

瞬
時
の

経
験
で

あ

り

な
が

ら
､

ま

た

自
己
に

と

っ

て

極
め

て

重

要
な

意
味
を

有
す
る

精
神

的

活
動
と

し
て

反
省
さ

れ

て

い

な

け

れ

ば

な

ら
な

い

で

あ

ろ

う
｡

そ

し
て

お

そ

ら

く
､

詩

の

経

験
な

る

も
の

へ

の

反
省
ほ

､

詩
を

産
出
す

る

が

ご

と

き

経

験

脳
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が

極
め

て

困

難
で

あ

る

と
い

う
認

識
に

た

っ

た

と

き
､

あ

る

い

は
､

そ

れ

を

ま

さ

に

ぼ

く

ら
の

日

常
生

活
の

な

か

で

実
現

す
る

こ

と

は

極
め

て

不

可

能
で

あ

り
､

単
に

想

起
の

な

か

で

辛
う

じ
て

そ

の

片

片
を

と

ら

え

う
る

の

み

だ

と
い

う
一

種
の

喪
失
の

危
機
感
に

弟
わ

巻

れ

た

時
､

あ

る

切

実
さ

を

も
っ

て

行
わ

れ

る

の

で

ほ

な

か

ろ

う
か

｡

一

対

M

玖
日

常
生

活
の

ル

ー

チ

ン

ワ

ー

ク

の

な

か

で
､

詩
が

内

部
で

一

種

第

の

非
日

常
的
光
已
を

放
つ

時
､

あ
る

い

は

日

常
生

活

的
規
則
の

裂

一

橋論叢

け

目
に

､

突
然

､

た

と

え
ば

エ

場
の

建
物
の

間
に

垣

間
見
た

､

昔

な

が

ら
の

起
伏
で

息
づ

い

て

い

る

海
の

青
い

断
片
の

よ

う
に

､

過

去
が

殺
到

的
に

逆
流
す
る

の

を

経
験
す
る

時
､

お

そ

ら

く

ぼ

く

ら

は

こ

の

異
常
な

経
験
を

詩
に

属
す
る

経
験
と

み

な

し
､

な
に

ゆ
え

に

そ

れ

は

瞬
時
に

し
て

去
り

､

長
く
と

ど

ま

る

こ

と
が

な
い

の

か

と

問
い

､

詩
的
経
験
な
る

も

の

を
､

た

と

え

ば

構
造
と

し
て

分
析

的
に

把
握
し

た

い

と

願
う
の

で

ほ

あ

る

ま
い

か
｡

こ

う
い

う

発
想
に

お

い

て

詩
な
い

し

詩
的
経
験
は

日

常
性
の

香

克

と

し
て

措
定
さ

れ

た
い

わ

ば
一

種
の

｢

祭
り
+

で

あ
っ

て
､

祭

り
が

四

季
の

リ

ズ

ム

の

中
で

､

あ

る

特
定
の

意
味
を
に

な
っ

て
､

稀
に

､

恵
み

の

よ

う
に

や

っ

て

く
る

も
の

で

あ
る

よ

う
に

､

｢

詩
+

も

日

常
的
生

活
の

あ

る

稀
な

瞬
間

､

天

恵
の

よ

う
に

訪
れ

る

も
の

ヽ

ヽ

ヽ

で

あ

る

と

す
れ

ば
､

詩
を

常
時
経
験
す
る

こ

と

ほ

も

ほ

や

不

可

能

な
の

だ

と
い

う

説
明
が

つ

く

だ

ろ

う
｡

こ

う

し
た

､

詩
を

日

常

性
の

否
定

と

す
る

定
義
は

､

か

な

り
ロ

マ

ン

チ

ッ

ク

な

詩
の

把
握
で

あ

る

こ

と

は

香
め

書
い

｡

し
か

し
､

詩
と
は

な

に

か

の

問
い

に

対

す
る

解
答
は

､

事
の

性
質
上

､

具
体

的
な

詩
的

経
験
の

分

析
を
も
っ

て

答
え

ざ

る

を

得
な

い

の

で

あ

る
｡

あ

る
一

篇
の

詩
を

文

法
規
則
に

還
元

し

た

り
､

あ
る

イ

メ

ー

ジ

を

散
文
的
同

義
語
に

定

義
し

な

お

す

作
業
も

､

す
で

に

そ

う

し
た

作

業
の

前
提
と

し

て
､

詩
の

言
語
に

部
分

的
･

抽
象
的

に

反

応
す
る

以

前
の

､

混

沌
た

る

全

体

-
詩
的
言

語
に

よ
っ

て

触
発
さ

れ
､

昂
揚
さ

れ

た
一

種
化

学
的
変
化
の

心

的
状
態

-
が

な

け
れ

ば

意

味
は

な
い

の

で

あ

る
｡

乍
ハ

ノ

詩
と

は

あ

る

心

的
状

態
な
の

だ
｡

一

篇
の

詩
と

は

い

わ

ば

彗
帽

ス

コ

ア

で

あ

り
､

ス

コ

ア

そ

の

も
の

は

音
楽
で

は

な

く
､

楽
器

を

通

し
て

は

じ
め

て

音
楽
と

な

り

う
る

よ

う
に

､

一

篇
の

詩
も

､

読
者
の

精

神
の

内

部
で

鳴
り

響
く
と

き
､

詩
的
経

験
を

喚
び

だ

す
と

き
､

は

じ

め

て

詩
と

な
る

｡

詩
人
の

案
出
し

た

詩
的

言

語

装

置

∈
詩
篇

-
を

介
し

て
､

詩
人
の

詩
的
経

験
は

読
者
に

よ
っ

て

共

有
さ

れ

ぅ
る

も

の

と

な

る

の

で

あ

る
｡

(

ボ

ー

ル

･

ヴ
ァ

レ

リ

ー

流
に

い

ぇ

ば
､

び

と
つ

の

詩
篇
は

コ

ト
バ

を

用
い

て

詩
的

状
態
を

産
出
す

る
一

種
の

機
械
と

い

う
こ

と

に

な
る

｡

)

J 4 β



( 5 ) 椰 子 の 賓

詩
人
が

詩
的

言
語
装
置
を

案
出
す
る

過

程
が

ど

の

よ

う
な

も
の

で

あ

る

か
､

つ

ま

り

詩
の

創
作
過

程
と

は

ど
ん

な

も

の

か

に

つ

い

て

ほ

な

か

な

か

む
つ

か

し

く
､

一

般
的

規
定
に

成

功
す
る

こ

と

は

困

難
で

あ

る
｡

な

ぜ

な

ら

詩
人
が

､

あ

る

事
物
に

よ
っ

て

触
発
さ

れ

た
一

種
の

詩
的
状

態

1
詩
的

現

実
の

経
験

1
を

一

挙
に

｡

ト
パ

に

翻
訳
し

了
せ

る

と

い

う
こ

と

は
､

極
め
て

稀
な

場
合
を

除

い

て
､

ま

あ

絶
対
に

あ

り

得
な

い

こ

と

だ

か

ら
で

あ

る
｡

む
ろ

ん

詩
作
に

先
立
っ

て

詩
的
経
験

1
あ

る

情
念
の

集
中

的

燃
焼

-
が

な

け

れ

ば

そ

も

そ

も

詩
的

発
語
は

あ

り

え

な
い

｡

だ

か

ら
こ

そ

詩
人
の

感
受
性

1
森

羅
万

象
へ

の
､

世

界
へ

の

能
動

的
受
動
性
あ

る

い

は

受
動
的

能
動
性

-
と
い

う
こ

と

が

必

須
に

な

ら

ざ

る

を

得
な
い

わ

け
で

あ

る
｡

こ

う

し
て

現

実
世

界
は

詩
人
の

内

部
に

む

か
っ

て

収

赦
さ

れ
､

そ

れ

が

燃
焼
し
っ

っ

熔
炉
の

な

か

で
コ

ト
バ

に

翻

訳
さ

れ

る
｡

ロ

マ

ン

チ

ッ

ク

に

言
え

ば
､

そ

れ

に

は

刀

鍛
冶

が

刀

を

鍛
え
だ

す

過

程
に

比
し

う
る

忍
耐
と

努
力

が

要
求
さ

れ

る
｡

こ

う
し

た

持
繚
的

､

集
中

的
な

､

精
神

営
為
が

､

た

と

え

ば

わ

ず
か

十
四

行
と

い

う
一

篇
の

詩
の

な
か

に

こ

め

ら

れ

て

い

れ

ば
こ

そ
､

そ

れ

ほ

到
底
散
文

の

比

肩
し

え

な
い

強
烈
な

心

的

状
態
を

惹

起
し

う
る

わ

け
で

あ

る
｡

さ

て
､

詩
的
言
語
が

そ

の

生

成
の

モ

メ

ン

ト

と

し

て

依
拠
す
る

詩
的

経
験
は

現

実
に

深
く

根
ざ

し

た

も
の

で

あ

る

こ

と

を

述
ぺ

た

が
､

現

実
へ

関
わ

る

の

は

｢

詩
+

に

の

み

限
ら

れ

な
い

こ

と

は

い

う
ま
で

も
な

い
｡

い

ま
一

個
の

漂
着
せ

る

椰
子
の

実
に

た

い

す
る

詩
人
と

民

俗
学

者
と

の

関
わ

り

方
の

相

違
に

つ

い

て

考
え
て

み

た

い
｡

こ

れ

を

考

え
る

こ

と

に

よ
っ

て
､

｢

現

実
+

に

た

い

す
る

関

わ

り

方

の

二

つ

の

大

き
な

質
的
相

違

-
こ

れ

が

本
稿
の

主

題
で

あ

る

一
に

つ

い

て

の

一

例
と

な

る

で

あ

ろ

う
か

ら
で

あ

る
｡

詩
人

藤
村
に

｢

椰
子
の

賓
+

と
い

う

五

七

調
を

基
調
と

す
る

二

行
一

連
十

四

行
の

詩
が

あ

る

こ

と

は

有
名
で

､

こ

れ

は

旋
律
を

附

せ

ら

れ

て

広
く

流
布
し
て

い

る
｡

こ

の

詩
｢

椰

子

の

賓
+

(

明

治

三

三

年
六

月

『

新

小

説
』

に

発

表
､

の

ち

三

四

年
八

月

詩
文

集

『

落
梅
集
』

に

収

録
)

が

藤
村
の

現

実
体

験
に

由
来

す
る

も

の

で

は

な

く
フ

ィ

ク

シ

ョ

ン

で

あ
っ

た

こ

と

は

柳
田

国

男
の

】

聖
一

口

(

昭

和
二

七

年
五

月
の

公

開
講
演
｢

海
上

生

活
の

話
+

､

こ

れ

は

の

ち

に

昭

和
三

六

年
七

月

『

海
上
の

道
』

に

収

録
｡

及
び

､

昭

和
三

三

年
｢

神

戸
新
聞
+

に

連
載
し

た

｢

故
郷
七

十

年
+

の

う

ち
の

｢

藤

(

註
)

村
の

詩
『

椰
子
の

賓
』

+

､

の

ち
に

『

定
本

柳
田

国
男
集
』

別

巻
第

三

に

収

録
)

か

ら

し

て

明

ら
か

で

あ
る

｡

い

ま

問
題
な

の

は

こ

の

｢

椰
子
の

賓
+

な

る

詩
が

詩
人
の

現

実

脚

｢
H
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的
体

験
の

記

述
で

は

な

く
､

柳
田

が
､

港
美
半
島
伊

良

湖
岬
に

お

け
る

実

見
を

詩
人
に

語
っ

て

き

か

せ

た

講
に

触
発
さ

れ

た

フ

ィ

ク

シ

ョ

ン

で

あ
る

､

と

い

う

点
で

は

な
い

｡

つ

ま

り

｢

茸
を

と

り

て

胸
に

あ
つ

れ

ば
+

と
い

う

振

舞
い

は
､

柳
田

が

断
っ

て

い

る

よ

う

に

｢

固
よ

り

私

(

柳
田
)

の

挙
動
で

も

感
懐
で

も

無
か

っ

た
+

の

で

あ

り
､

全

く
の

フ

ィ

ク

シ

ョ

ン

に

す

ぎ

な
い

わ

け
で

あ

る

が
､

い

ま

は

そ

れ

を

問
題
に

し

な
い

｡

ま
た

一

篇
の

詩
｢

椰
子
の

賓
+

の

詩
的
価
値
評
価
に

も

た

ち
い

ら

な
い

｡

た

だ

｢

全

く
の

フ

ィ

ク

シ

ョ

ン

に

よ

る

も
の
+

で

あ

ろ

う
と

な

か

ろ

う
と

､

柳
田

の

話
の

な

か

の

｢

漂
着
せ

る

椰
子
の

貴
+

が

藤

村
の

な
か

に
､

現

実
に

､

ぁ
る

詩
的
状
態
を

ひ

き

お

こ

し
､

そ

の

結
晶
化
を

う
な

が

す
モ

チ

ー

フ

に

な
っ

た

こ

と

を
い

え

ば

足
り
る

｡

と

こ

ろ

で

柳
田

の

.

『

海
上
の

道
』

は
､

藤
村
論
で

も

｢

椰
子
の

茸
+

論
で

も

な

く
､

日

本
の

稲
作
文

化
の

伝
播
径
路

､

大
き

く

は

民

族
･

文

化

起
源
論
で

､

そ

の

一

資
料
と

し

て

椰
子
の

実

漂

着
の

一

件
を

利

用
し

て

い

る

わ

け
で

あ

る
｡

つ

ま

り
､

伊
良
湖

岬
に

漂

着
し
た

椰
子
の

実
と
い

う
一

事
実
が

柳
田

の

中
で

は
､

壮
大

な

民

族
起

源
論
の

一

契
機

､

な

い

し

は

補
強
的
資
料
と

し
て

組
み

こ

ま

れ
､

意
味
づ

け

ら
れ

た

わ

け

で

あ

る
｡

一

方

同

じ

事
実
に

関
す
る

報

告
が

､

詩
人
の

内

部
に

､

あ

る

触
媒
的
効
果
を

ひ

き

お

こ

す
｡

柳
田

の

話

-
遠
い

南
の

海
か

ら

日

本
の

浜
辺
に

漂
着
し

た

椰
子

舶
一
.

⊥

の

実

を

見
た

-
が

ひ

と
つ

の

人

生

的

な

経

験
の

象
徴
と

し
て

作

用
し
た

わ

け

で

あ

る
｡

い

う

ま
で

も

な

く

椰
子
の

実
の

故
郷
の

空

間
的
遠
け

さ
､

漂
着
ま
で

に

費
や

さ

れ

た

時
間
の

無
限

定

的
な

長

さ
､

そ

の

｢

漂
う
+

と
い

う
こ

と
の

無
方

向

性
､

無
意
志

性
､

そ

し
て

､

故
郷

襲

失
性
…

…

等
々

が
､

青
春
と

い

う
人

生
の

一

季
節

､

､

1

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

に

あ

る

詩
人
の

経

験
を

象
徴
化

す
る

に

恰
好
な

-
あ

ま
り

に

も

恰
好
な

-
素
材
で

あ
っ

た

に

違
い

な
い

の

で

あ

る
｡

詩
人
に

と

っ

て

必

要
だ
っ

た
の

は

そ

の

報
告
を

き

い

て
､

自
分

も

ま

た

現
地

に

お

も

む

き
こ

の

日
で

そ

の

事
実
を

実
証

的
に

確
認

す
る

こ

と

で

は

な
い

｡

事
実

的
確
認
は

問
題
で

は

な
い

ー
科

学

者
に

と
っ

て

は

必

須
の

基
礎
作

業
で

あ

る

が

-
む
し

ろ
､

柳
田

の

報

告
を
い

わ

ば

待
ち

構
え

て

い

た

青
年
特
有
の

混

沌
た

る

内

面

が

あ

り
､

そ

の

報
告
に

即

坐
に

敏
感
に

反

応
し

た

内

的
活

動
こ

そ

ヽ

ヽ

詩
人

に

と
っ

て

探
求
す
べ

き

事
実
な
の

で

あ

る
｡

つ

ま

り

不

定

形

の

混

沌
た

る

情
感
が

､

柳
田

の

報
告
に

刺
激
さ

れ

て
､

報
嘗
中
の

｢

椰
子
の

賓
+

の

ま

わ

り

に

ひ
き

つ

け

ら

れ

結

晶
し

製
産
に

い

え

ば

漂

着
し

た

椰
子
の

実

と

い

う

イ

メ

ー

ジ

に

よ
っ

て

は

じ

め

て

明

確
に

把

握
さ

れ

定

着
さ

れ

う
る

情
感
が

あ
っ

た

と

い

う
こ

と

で

あ

る
｡

柳
田

の

報

告
は

詩
人

に

と
っ

て

は

そ

の

よ

う
に

作
用

し
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た

の

で

あ

る
｡

柳
田

ほ

む
ろ

ん

｢

椰
子
の

賓
+

の

実
見
を

文

学
作
品
と

し
て

提

出
し

た

こ

と
は

な

い
｡

彼
ほ

椰
子
の

実
の

故
郷
と

日

本
列
島
の

沿

岸
と

を

結
ぶ

海
上
の

道
を

知
的
に

追
及

す
る

と

い

う

問
題
意
識
を

も
っ

た
｡

こ

れ

ほ

詩
人

に

と
っ

て

は

ど

う
で

も

い

い

こ

と

で

あ

る
｡

｢

故
郷
の

岸
を

離
れ

て

汝
は

そ

も

波
に

幾
月
+

な

ど

と

問
う
て

い

る

が
､

こ

れ

に

対
し

て

知
的
に

答
え

る

-
た
と

え

ば

潮
流
そ

の

他

海
洋
学
的

研
究

､

あ

る

い

は

植
物
学
的
な

､

椰
子
の

生

育
地

そ

の

他
の

研

究
を

以

て

答
え

る

こ

と
は

詩
の

な

か

で

は

も

ち

ろ

ん
､

藤
村
の

伝
記
を

し

ら
ぺ

て

み

て

も

見
当

ら

な
い

だ

ろ

う
｡

(

ま

た

こ

の

詩
の

な

か

で
､

椰
子
の

実
の

故
郷
を
つ

き

と

め
て

特
定
の

場

所
を

指
摘
し

､

漂
着
に

は

お

そ

ら

く

何
カ

月

か

か
っ

た

は

ず
で

あ

る

と

い

う

海
洋

学
的
解

答
を

与

え

た

ば
あ

い
､

こ

の

詩
ほ

い

か

ほ

ど

内

容
の

変
化

を

来
た

す
か

い

う
ま

で

も

あ

る

ま
い

｡

)

こ

の

よ

う
に

一

個
の

漂
着
せ

る

椰
子
の

実
と

い

う

具
体

的
な

イ

メ

ー

ジ

に

対
し

て
､

詩
人

は

彼
の

人

生

的

経
験
を
こ

れ

に

ぶ

っ

つ

け
､

ひ

と

り

人
生

流
離
の

旅
を

続
け
る

お

の

れ

の

姿
の

象
徴
と

み

な

し
､

そ

の

経
験
を
パ

タ

ン

化

す
る

主

導

的
イ

メ

ー

ジ

と
し

て

詩

的
に

利
用
し

た

の

に

対

し
､

民

俗
学
者
の

方

は
､

同
じ

イ

メ

ー

ジ

を

知
的
に

利
用
し

た

わ

け
で

あ

る
｡

前
者
に

と

っ

て

そ

れ

は
ユ

ニ

ー

ク

な

事
件
で

あ

り
､

後
者
に

と
っ

て

ほ

類
似
の

事
実
の

う
ち
の

任

意
の

一

ケ

ー

ス

で

し
か

な

い
｡

と
こ

ろ

で

認

識
と

は

混
沌
た

る

対

象
に

､

言
語
に

よ
っ

て

な

ん

ら

か

の

種
類
の

秩
序
を

与

え

る

こ

と

1
言
葉
に

よ
っ

て

あ

る

対

象
を

志

向

す
る

こ

と

で

あ

る

と

す

れ

ば
､

詩
に

は

詩
独

自
の

認

識

方

法
が

あ

る

と
い

え

る

で

あ

ろ

う
｡

も

ち

ろ
ん

科

学
者
も

､

も

ろ
も

ろ
の

自
然
現

象
､

そ

の

他
の

諸

現

象
を

経
験
し

､

こ

れ

を
パ

タ

ン

化

し
て

い

る

わ

け
で

あ

る
｡

し

か

し
こ

の

ば

あ
い

､

た

と

え

ば

自
然
と

か

客
体

と

し
て

の

外

部
世

界
は

､

諸

科
学
そ

れ

ぞ

れ

の

特
有
の

言

語
の

パ

タ

ン

に

よ
っ

て

認

ヽ

ヽ

ヽ

識
さ

れ

る
｡

そ

の

際
科
学
者
は

独

白
な

経

験
の

主

体
と

い

う

よ

り

も
､

理

念
化
さ

れ

た

虚
構
の

う
ち

を

動
く

抽
象
的

存
在

､

実
験
し

､

観
察
し

､

計
測
し

､

パ

タ

ン

あ

る

い

は

理

念
を

編

み

だ

し
､

自
ら

の

定
立

し
た

外

的
現

実
を

理

念
を

用
い

て

照

明

す
べ

く

努
め
る

存

在
で

あ

る
｡

科
学
者
の

パ

タ

ン

は

た

と

え

ば

公

式
､

方

程
式

､

図

形
､

グ

ラ

フ

と

か

で
､

こ

の

パ

タ

ン

化
に

よ
っ

て

定
立
さ

れ

た

自

然
が

把
握
さ

れ

る

と

考
え

る

わ

け

で

あ

る
｡

詩
に

と
っ

て

そ

う

し

た

種
類
の

パ

タ

ン

は

存
在
し

な
い

こ

と
は

い

う
ま

で

も

な
い

｡

ジ

ョ

ー

ジ
●

ウ
ェ

イ

リ

ー

は

『

詩
的
過

程
』

(

一

九
五

三
)

の

(

u
U

な

か

で
､

｢

芸

術
的
知
覚
+

の

二

重

性
と
い

う
こ

と

を

指

摘
し

て

出
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い

る
｡

二

重

性
と

は
､

一

体

性
(

弓

巨
ロ
e

邑

と

他

者
性

(

○

苧

e

ヨ
e

邑

の

同

時
的
知
覚
を

い

い
､

他

者

性
の

知

覚
し

か

な

い

｢

通

常
の

知
覚
+

と

区

別

し

て

世

界
と

の

共

感

的
同

一

化
を

｢

芸

術
的

知
覚
+

に

認

め

て

い

る
｡

他

者
性
の

知
覚
と

は
､

自
己
と

は

区

別
さ

れ

た

な
に

も
の

か

を

受
け

と

る

-
外

部
存
在
か

ら
の

直
接
刺

戟
を

受
け
と

る

-
知

覚
で

あ
り

､

こ

こ

か

ら

感

覚
資
料
と
か

イ

メ

ー

ジ

と

か

い

っ

た

虚

構
が

う
ま

れ

て

く

る

し
､

そ

れ

を

介
し

て

見
る

も
の

と

見

ら

れ

る

も
の

と
の

関
係
が

つ

け

ら
れ

る
｡

と
こ

ろ
で

､

詩
人
の

他

者
性
の

知
覚
が

最
も

鮮
明

な
の

は
､

一

体

性
の

知
覚
と

結
び

つ

い

た

と

き
で

あ
る

｡

他

者
性
の

意
識
は

､

単
に

対

象
の

明

確
な

意
識
で

は

な

く

自
己
の

他

者
性
の

意
識
で

あ

っ

て
､

そ

れ

は

対

象
と

自
己

と
の

同
一

化
の

状
態
に

あ

る

と

き

に

の

み

起
り

う
る

こ

と

で
､

こ

の

と

き

自
己
は

事
物
に

蓼
透
さ

れ
､

ま
た

自
己
は

事
物
の

な
か

に

湊
透
し

､

事
物
は

生

命
と

性
格
を

賦

与

さ

れ

る
｡

払
)

詩
人
は

､

彼
の

昂
揚
し

た

詩
的
経

験
を

維
持
し

明

確
に

し
よ

う

と

す
る

｡

そ

れ

は

言

語

と

い

う

媒
体

を
つ

か

っ

て
､

生

活

経
験
を

担
っ

た

イ

メ

ー

ジ

と

し
て

の

言

語
(

抽
象
的
概

念
語
で

は

な

く
)

の

な

か

に

具
体

化

す
る

こ

と

に

よ
っ

て
､

そ

の

経

験
を

先

ず
､

ほ

か

な

ら

ぬ

自
分

自
身
に

た

い

し

て

再

発
見

し
て

や

る

の

だ
｡

こ

の

よ

う
に

生

活
経

験
の

言

語

を

介
し
て

定
着
さ

れ

認

識
さ

れ

る

詩
的

経

験
と

､

日

常

的
経
験
と
の

相

違
を

別
の

例
で

示

し
て

み

ょ

ぅ
｡

そ

の

中
で
パ

タ
ン

化
の

イ

ミ

が

明

確
に

な

る

だ

ろ

う
｡

生

活

経
験
の

語
を

用
い

て
一

つ

の

詩
的
状
態
を

ひ

き
お

こ

す

機

械
と

し
て

の
一

篇
の

詩
か

ら

見

て

み

よ

う
｡

自
明
の

理
と

で

も
い

ぅ
ぺ

き
も

の

か

ら

眺
め

て

み

よ

う
｡

ま

ず
詩
は
コ

ト
バ

に

よ

り

構
成
さ

れ

ね

ば

な

ら

な
い

と
い

う
こ

と
､

こ

の

コ

ト

バ

は

統
辞
論
上
の

約
束
に

し

た

が

う
と

同

時
に

､

個
々

の

コ

ト

バ

は

相
互

に

影
響
し

あ

い
､

頗

明
し

あ

い

つ

つ
､

ひ

と
つ

の

ま

と

ま
っ

た

全
体

を

構
成

す
る

よ

う
な

関
係
に

お

か

れ

ね

ば

な

ら

な
い

と
い

う
こ

と

で

あ

る
｡

換
言

す

れ

ば
､

す
べ

て

の

部

ヽ

ヽ

分
は

全

体
に

と
っ

て

不

可

欠
の

一

部
で

あ

り
､

各
部
分
は

直

接
全

体
の

テ

ー

マ

に

関
わ

る

と
い

う
こ

と
で

あ
る

｡

(

前
述
の

よ

う
に

､

｢

ふ

る

さ

と

の

岸
を
は

な
れ

て
､

汝
は

そ

も

波
に

幾
月
+

に

た

い

す
る

海
洋

学
､

植
物
学
的
解
答
を

五

七

調

で
一

､

二

連
挿
入

す
れ

ば
､

そ

れ

は

全

体
の

テ

ー

マ

を

忽
ち

変
化

さ

せ

る

こ

と

は

当
然
で

あ

る
｡

)

と
こ

ろ

が

日

常
的
経
験
に

お

い

て

は
､

た

と

え

友
人
の

死
を

悲

し

ん

で

い

る

男
も

､

た

と

え

ば

彼
に

貸
し

た

金
を
ど

う
し

て

取

り

J ∂0
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戻
そ

う
か

と
い

う
意
識
が

よ

ぎ

り
､

葬
儀
屋
が

来
れ

ば

葬
式
の

う

ち

合
わ

せ

を

し

な

け

れ

ば

な

ら

ず
､

ま

た

歯
痛
が

死
の

悲

し

み

を

忽
ち

追
放
し

て

彼
の

意
識
を

占
領
す
る

と

か

…

…

要
す

る

に

日

常

的
経

験
な

る

も

の

は

多
か

れ

少

か

れ

個
々

ば

ら
ば

ら
の

錯
推
し

た

要
素
で

1
雄
多
に

躍
起
す

る

知
覚

､

感
情

､

回

想
な

ど

で

構
成

さ

れ

て

い

る
｡

あ
る

単
一

の

感
情
の

昂
拐
に

支

配
さ

れ

る

と

い

え

る

の

は

ほ

ん

の

短

時
間
で

あ
る

｡

詩
は

こ

の

よ

う
な

日

常
的
経
験

､

そ

し

て

こ

の

日

常
的

経

験
に

複
碓
に

蓼
透
さ

れ

た
コ

ト
バ

に

依
拠
す
る

｡

日

常
的
生

活
経

験
を

コ

ト
バ

を

用
い

て
パ

タ

ン

化
す

る

際
､

詩
は

､

い

わ
ば

経
験
の

本

質
的
な

中
核

-
経
験
の

な

か

の

経

験

1
だ

け

を
パ

タ

ン

化
す

る

の

で

あ

る
｡

｢

椰
子
の

賓
+

の

な
か

の

｢

わ

れ
+

は
｢

賓
を

と

り

て

胸
に

あ

つ

れ

ば
+

と
い

う

動
作
し

か

し

な
い

｡

柳
田

の

報

告
中

に

あ
っ

た

は

ず
の

｢

藻
玉
+

は

姿
を

消
し

､

単
一

な

椰
子
の

実

を

胸
に

抱
く
と

い

う

行

為
が

､

人

生

流
離
の

愁
い

を

象
徴
す

る

行
為

と

し
て

選

択
さ

れ

て

く
る

の

で

あ

る
｡

こ

う

し
て

首
尾

一

貫
性

､

統
一

､

限

定

を

も

っ

た

詩
的

経

験
が

保
証
さ

れ

る

わ

け
で

､

こ

の

よ

う
な

も

の

ほ

日

常
的
経

験
の

な

か

で

は

稀
に

し
か

見
出
さ

れ

え

な

い

も

の

で

あ

る
｡

詩
的
世

界
で

は
､

中
心

点
が

明

確
に

知
覚
さ

れ
､

定

義
限

定
さ

れ

て

い

る
｡

そ

こ

に

組
み

こ

ま

れ

た

経

験
の

す

′

.
f
.

J

..t

l

l｢

ぺ

て

の

要
素
は

互

に

調

和
し

あ
っ

て

い

か
｡

だ

か

ら
こ

そ

あ

る

詩

を

経
験
す
る

こ

と
に

よ
っ

て
J

い

わ

ば

始
め

て
､

明

瞭
に

わ

れ

わ

れ

の

経

験
､

わ

れ

わ

れ

の

経
験
し

た

現
実
の

本
質
を

悟
る

こ

と

が

ヽ

ヽ

で

き
る

わ

け

で

あ

る
｡

詩
が

認

識
の

一

形

式
と
い

わ

れ

る

の

は

こ

の

点
に

お

い

て

で

あ

る
｡

C
･

デ

イ
･

ル

イ

ス

が

『

詩

人

的

認

識
』

(

一

九
五

七
)

の

な
か

で

｢

感
情
も

､

感

情
を

ぴ

き

お

こ

し

ヽ

ヽ

ヽ

た

外

界
の

事
物
と

同

様
リ

ア

ル

で

あ

る
+

点

を

強
調

し
､

こ

の

感

情
の

リ

ア

リ

テ

ィ

に

迫
ろ

う
と

す
る

と

き

詩
的
認

識
が

有
効
性
を

発
揮
す
る

こ

と

を

主

張
し

た

の

も

そ

う
し

た

意
味
に

お

い

て

で

あ

っ

た
｡

む

ろ

ん

感
情
と

い

う
日

常

的
経

■
鹸
は

､

た

と

え
ば

心
理

学
者
が

そ

れ

な

り
の

概
念
装

置
を

用
い

て
パ

タ

ン

化

し
て

く
れ

る

こ

と

は

確
か

で
､

｢

椰
子
の

賓
+

に

よ

せ

た

詩
人
の

浪

漫
的
な

沈

欝
な

感

情
､

人

生

流
離
の

愁
い

を
､

青
春
と

い

う
人

生
の

一

季
節
に

訪
れ

る

青
年
心

理
の

一

形
態

と

し
て

心

理

学
的
に

分

析
的
説
明

を

与

え

て

く

れ

る

で

あ

ろ

う
｡

し

か

し

心

理

学
的

分

析
的
説
明

は
､

む

ろ
ん

日

常
的
経

験
(

感

ヽ

ヽ

情
)

の

分

析
で

あ

る

か

ら
､

い

う
ま

で

も

な

く

経
験
自
体
で

は

な

い
｡

一

篇
の

詩
も

日

常
的
経
験
の

､

コ

ト
バ

に

よ

る

集
中

的

再
構

-
▲

成
で

あ

る

以

上
､

日

常
的

経
験
そ

れ

自
体

で

は

な
い

｡

そ

こ

に

は

お

ト
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断
絶
が

あ

る
｡

し
か

し

心

理

学
的
分

析
は

読
者
に

感
情
を

経

験
さ

せ

る

こ

と
ほ

し
な
い

し
､

ま

た

で

き

な
い

の

に

反
し

､

詩
は

生

活

ヽ

ヽ

経
験
の

統
一

的
把

握
を

経
験
さ

せ

る

と

同

時
に

詩
独

自
の

方

法

で

ヽ

ヽ

認
識
さ

せ

る

こ

と

が

で

き

る
｡

科
学
に

と

っ

て

は
､

わ

れ

わ

れ

の

経
験
の

絵
体
を

喚
起
す

る

こ

と

が

問
題
な

の

で

は

な

く
､

そ

の

あ

相
互

作
用
は

､

す
べ

て

の

荷
電

素
粒
子
に

つ

い

て

正

確
に

一

定

詔
一
.

⊥

の

強
さ

で

行
な

わ

れ

る
｡

れ

の

約
一

〇

〇

分
の

一

､

徴
づ

け

ら
れ

て

い

る
｡

よ

ば
れ

る
｡

+

こ

の

強
さ

は
､

強
い

相
互

作

用
の

そ

正

確
に

い

え

ば
一

三

七

の

逆
数
で

特

一

三

七
の

逆
数
は

､

微
細
構
造

定

数
と

る

側
面
を

分

析
す
る

た

め
に

､

コ

ト

バ

=

概
念
を

用

い

る
｡

一

方
軒

日

常
的
生

活

経
験
の

全
体

に

依
拠

し
っ

っ
､

そ

の

中
の

意
義
深
い

､

価
値
の

あ

る

中
核
的
経

験
を

､

コ

ト
バ

=

イ

メ

ー

ジ

に

よ
っ

て

パ

タ

ン

化

す
る

こ

と

に

よ
っ

て

再

経
験
せ

し

め

る

の

で

あ

る
｡

と
こ

ろ
で

科
学
の

用
語
は

､

コ

ト

バ

の

ふ

く

む

日

常
経

験
的
な

ヽ

ヽ

色
彩
を

可

能
な
か

ぎ

り

剥
奪
す
る

｡

そ

れ

は

概
念
的
に

規
定
さ

れ
､

イ

メ

ー

ジ

か

ら
コ

ン

セ

プ

ト

ヘ

進
む

｡

つ

ま

り

経

験
す

る

中
心
と

し

て

の

パ

ー

ソ

ナ

リ

テ

ィ

か

ら

離
れ

る

と
い

う
こ

と

だ
｡

こ

の

よ

デ
バ

ー

ソ

ナ

ラ

イ

ズ

ぅ
に

非
個
性
化
さ

れ

る

こ

と

に

よ
っ

て
､

そ

れ

は

普
遍
的
な

道
具

と

し
て

の

資
格
を

つ

け
て

い

く
｡

｢

光
子

と

荷
電
素
粒
子
の

交
渉
は

､

電
磁

気
的
相
互

作
用
で

行
な

わ
れ

る
｡

素
粒
子
の

荷
電
に

は

電
気
素
量
の

大
き

さ

以

外

の

も
の

は

存
在
し

て

い

な
い

｡

従
っ

て
､

素
粒
子
の

電
磁

気
的

こ

う

し
た

文

章
に

み

ら

れ

る
コ

＼
ハ

=

概
念
は

ほ

と

ん

ど

す
べ

て

厳
密
な

定

義
を

与

え

ら

れ

て

お

り
､

そ

う

し
た

コ

ト

バ

=

概
念
が

､

統
辞
論
的

､

あ

る

い

ほ

論
理

上
の

規
則
に

し

た

が
っ

て

観
み

立

て

ら
れ

た

文

章
で

あ

る
｡

こ

れ

を

語
る

び

と

は
､

誰
で

あ
っ

て

も

よ

ヽ

ヽ

ヽ

い
｡

い

や
､

語
り

手
の

生

活

的

層

噛
を

問
題
芯

す
る

こ

と

は

ほ

と

ん

ど

ナ

ン

セ

ン

ス

な
ほ

ど
こ

れ

は

洩
個
性
的
で

あ

る
｡

そ

れ

は

絶

対

者
の

命
令
の

よ

う

な

び

び

き

す

ら
■

も

す
.

で

い

る
｡

そ

し

て

こ

の

よ

う
に

語
り

手

-
経

験
の

主

体

-
の

滅

却
に

よ
っ

て

保
証

さ

れ

る

よ

う

な

叙
述
に

お

け
る

認
識
ほ

､

世

界
(

外

的
現

実
)

を

経

験
の

主

体

か

ら

切

り

離
さ

れ

た

客
体

1
し

か

も

そ

こ

か

ら
は

あ

る

法

則
に

よ
っ

て

整
序
さ

れ

う
る

ご

と

き
シ

ス

テ

ム

を

抽

象
し

う

る

-
と

し
て

措
定

し
て

い

る
｡

つ

ま

り

経

験
主

体
の

没

個
性
的

特
質
は

､

経
験
の

場
､

経
験
の

対

象
を

抽
象
化

､

虚
構
化

す
る

志

向
と

裏
腹
を

な

し
て

い

る

の

で

あ

る
｡



ま

た

こ

う

し

た

科
学
の

コ

ト

バ

の

没
個
性
的
性
椿
ゆ

え

に
､

そ

れ

は

民

族

語
の

障
壁
を

越
え

て

翻
訳
が

可

能
な

わ

け

で

あ

り
､

ほ

と

ん

ど

科
学
器

具
や

科
学

技
術
の

輸
入
の

ご

と

く
､

科
学
的
思

考

の

装

置
も

､

ほ

と

ん

ど

無
抵
抗
に

直
輸
入

し

う
る

と
い

う
理

由
で

も

あ
る

｡

(

思
考
の

シ

ス

テ

ム

を
､

そ

れ

を

産
出

し

た

土

台
か

ら

切

り

離
し
て

､

道
具
と

し
て

利
用
し

う
る

と

い

う
科

学
の

特
性
が

日

本
近

代
に

い

か

に

作
用
し
た

か

は

又

別
の

問
題
に

属
す

る
｡

)

＼

翻

訳
が

は

と

ん

ど

不

可
能
だ

と
い

う
理

由
は

科
学
の

コ

ト

( 1 1 ) 椰 子 の 資

汁

に

つ

い

て

言
え

る

こ

と

が

詩
の

コ

ト
バ

に

つ

い

て

は

言
え

な
い

と
こ

ろ

に

あ

る
｡

現

象
世

界
を

客
体

化

す
る

こ

と

に

よ
っ

て
､

こ

れ

に

分

析
的

､

科
学

的
な

操
作
を

加

え

る

こ

と
が

可

能
に

な

る

が
､

そ

れ

と

同
時

に
､

お

の

れ

は

経

験
す

る

主

体
で

あ

る

こ

と

を

や

め

て
､

ひ

と

り

の

操
作
者

､

あ
る

い

は

推
論
し

計

算
す
る

計

算
機
械
に

転
化
し

て

い

く
｡

そ

う

し
た

精
神
の

訓
練
が

積
み

重

ね

ら

れ
､

び

と

つ

の

習

性
と

化
し
て

い

く
に

つ

れ

て
､

わ

れ

わ

れ

の

日

常
的

意
識
は

､

人

間
と

世

界
と
の

ダ

イ

ナ
､

､

､

ツ

タ

な

相
互

濠
透
と

し

て

の

経

験
の

も

つ

意
義
を

漸
次

見
失
っ

て

行
く
こ

と
に

な
る

｡

詩
人
の

手
に

し
た

一

個
の

椰
子
の

実
は

､

お

の

れ

の

全

経
験
を

ゆ

る

が

し
､

椰
子
の

実
と

お

の

れ

と
の

間
に

は
､

ダ

イ

ナ

ミ

ッ

ク

な

相
互

鯵
透
と

し

て

の

感
情
の

交
流
が

あ
っ

た

の

に

反

し
､

海
洋

学
者
に

と
っ

て

そ

れ

は
一

個
の

潮
の

流
れ

を

示

す
び

と
つ

の

資
料

と

し
て

､

お

の

れ

の

人

間
的

経

験
か

ら

切

り

離
さ

れ

た

も
の

と

し

て

外
に

存
在
す
る

｡

ま

た

た

と

え

ば
､

動
物
園
の

檻
の

中
に

分

類
さ

れ
､

学
名
の

札

を

ぶ

ら

さ

げ

た

虎
と

､

わ

れ

わ

れ

が

密
林
で

偶
然
ぶ

つ

か
っ

た

虎

ヽ

ヽ

と
は

､

わ

れ

わ
れ

の

経
験
と

し
て

い

か

に

へ

だ

た

っ

て

い

る

こ

と

か
｡

後
者
の

ば
あ

い
､

対

象
に

た

い

し
て

人
は

観
察
し

判
断
を

下

す

余

裕
は

滋

く
､

た

だ

殺
到
的
な

印
象
を

う

け

と

め

る

だ

け
で

あ

ろ

う
｡

前
者
の

認

識
は

感
情
的
に

か

か

わ

り

な

く
､

明

瞭
で

あ
る

が
､

後
者
に

お

い

て

ほ
､

認

識
は

直
接
的

､

感

情
的
で

､

明

瞭
で

は

な

い
｡

現

象
世

界
を

.

H
t

､

と

し

て

中
性

化
し

て

う

け

と

め

る

の

に

た

い

し

て
､

こ

れ

を

ヰ

ど
戸

〉

と

し
て

う

け

と

め
る

思

考
を

フ

ラ

ン

ク

フ

ォ

ー

ト

は

｢

神
話
創
出
的
思

考
+

(

『

哲
学
以

前
』

(

一

九

四

六
)

)

と

呼
ん

で

原
始
古

代
人
の

心

性
の

特

質
を
こ

こ

に

み

て

い

る

が
､

現

象
世

界
に

た

い

し
て

こ

の

ヾ

し
→
F
｡

ロ
､

の

関
係
を

結
ぶ

と
い

う
こ

と

は
､

詩
人

が

現

象
世

界
に

た

い

し
て

結
ぶ

関
係
と

酷
似
し

て

い

る
｡

っ

J

科
学
は

ま

す

ま

す

拡
大
す
る

宇
宙
へ

､

あ

る

い

は

微
粒
子
の

世

乃

卜
+

1



)21(号二第

界
へ

と

分

析
と

抽
象
を

続
け

る

に

ち

が

い

な
い

し
､

そ

れ

は

技
術

を

介
し
て

わ

れ

わ
れ

の

生

活
を

支
配
し

て

く
る

で

あ

ろ

う
｡

そ

し

て

ま

す

ま

す

わ
れ

わ

れ

の

意
識
が

科
学
的

方

法
に

よ

る

パ

タ

ン

化

一 橋論叢 第 六 十
一 巻

す
る

と

邑
､

+

人
間
的
生

の

統
｢

､

全

体
性
を

生

き

生

き
と

回

復
さ

せ

る

手

だ

て

の

び

と
つ

は
､

現

象
世

界
と
の

間
に

ダ

イ

ナ
､

､

､

ッ

ク

な

相
互

湊
透
の

関
係
を

結
ぶ

こ

と

に

よ
っ

て

-
経
験
の

主
体

性

を

維
持
し
っ

づ

け
る

こ

と

に

よ

っ

て

-
し

か

存
在
し

え

な
い

詩

で

は

な

か

ろ

う
か

｡

■･′

/

′

+

∵
結
局

､

コ

ト
バ

の

｢

肉
体
+

の

回

復
と
い

っ

て

も

よ

い
｡

主

知

主
義
的

諸
学
の

コ

ト
バ

の
､

い

わ

ば

現

場
喪
失
に

た

い

す

る

批
判

者
と

し

て
､

経

験
と

い

う

肉
体
を

不

可

避
的
に

背
負
わ

ざ

る

を

え

な

い

詩
の

､

そ

れ

は

存
在
理

由
で

あ

る
｡

.
(

証
)

｢

僕
が

二

十
一

の

頃
だ
つ

た

か
､

ま
だ

親
が

生

き

て

ゐ

る

う
ち

ぢ

や

な

か

つ

た

か

と

息

ふ
｡

少

し

身

億
を

墓
く
し

て

三

河

に

行
つ

て
､

渥

美
牛

島
の

突
つ

端
の

伊
良

湖
崎
に

一

ケ

月

静
養
し

て

ゐ

た
こ

と

が

あ
る

｡

(

中

略
)

海

岸
を

散
歩
す
る

と
､

椰
子
の

寛
が

流
れ
て

来
る

の

を

見
附
け

る

こ

と
が

あ

る
｡

暴

風
の

あ
つ

た

翌

朝
な

ど

殊
に

そ
れ

が

多
い

｡

椰
子

も

だ
寸

■

の

黄
と

､

そ

れ

か

ら

藻
玉

と
い

つ

て
､

長
さ

一

尺
五

寸
も

二

尺
も

あ

仰

〓
H

頗
附
…

へ

○

ロ
e

-

-
ゴ

､

的
思

考
に

湊
透
さ

れ

よ

う
と

る

大

き

な

豆
が

一

つ

の

鞠
に

繋
つ

て

漂
着
し

て

居
る

｡

そ

れ
が

伊
良

朗
イ

.⊥

潮
岬
へ

､

南
の

海
の

果
て

か

ら

流
れ

て

来
る

｡

殊
に

椰
子
の

流
れ

て

来
る

の

は

貴
に

嬉
し

か

つ

た
｡

一

つ

は

壊

れ

て

流
れ
て

来

た
が

､

一

つ

の

方

は

そ

の

ま

ま

完
全
な

委
で

流
れ
つ

い

て

来

た
｡

(

中

略
)

東
京
へ

辟
つ

て

か

ら
､

そ

の

こ

ろ

島
崎
藤

村
が

近

所
に

住
ん

で

た

も
の

だ
か

ら
､

辟
つ

て

来
る

な

り

直
ぐ

私

は

そ
の

宗
を

し

た
｡

そ

し

た

ら

｢

君
､

そ
の

話
を

僕
に

呉
れ

給
へ

よ
､

誰
に

も
云

は

ず
に

呉
れ

給
へ

+

と
い

ふ

こ

と
に

な
つ

た
｡

明

治
二

十

八

年
か

九

年
か

､

一

寸

は
つ

き

り

し

な
い

が
､

ま
だ

大

草
に

居
る

こ

ろ

だ
つ

た
｡

す
る

と

そ

れ

が
､

非
常
に

吟
じ

易
い

歌
に

な
つ

て
､

島
崎

君
の

新

饅
詩
と
い

ふ

と
､

必

ず
そ

れ
が

人
の

口

の

端
に

上

る

と
い

ふ

や

う

な
こ

と
に

な
つ

て

し

ま
つ

た
｡

(

中

略
)

藤

村
の

侍

記
を

見
て

も

判
る

や

う

に
､

三

河
の

伊

良

湖

岬
へ

行
つ

た

東
通

ひ

は

な
い

の

に
､

ど

う
し

て

彼
は

｢

そ

を

と

り

て

胸
に

あ
つ

れ

ば
+

な

ど

と
い

ふ

椰
子
の

賓
の

歌
が

で

き

た
の

か

と
､

不

思

議
に

息
ふ

人

も

多
か

ら

う
｡

全

く
の

フ

ィ

ク

シ

ョ

ン

に

よ

る

も
の

で
､

今

だ

か

ら

云

ふ

が

眞

相

は
こ

ん

な

風
な

も

の

だ
つ

た
｡

も

う

島
崎

君

も

死
ん

で

何

年
に

も

な
る

か

ら

話
し
て

お

い

て

も

よ

か

ら

う
｡

こ

の

間

も

畿
表

し

て

放
迭
の

席

を

娠
は

し
た

こ

と

で

あ

る
｡

何

に

し
て

も
こ

れ

は

古
い

着
で

あ

る
｡

+

(

一

橋
大

学
助

教

授
)




