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コ
も
の

の
あ

は
れ

L
と

い
う

こ
と

に
ふ
れ

て

尾

上

新

太

郎

人
記
品

寿
命
無
有
量

以
愍
衆
生
故

か
ぎ
り
な
き
命
と
な
る
も
な
べ
て
よ
の

も

の

・
あ
は
れ
を
知
れ
ば
な
り
け
り

(俊
成
、

『
長
秋
詠
藻
』
)注

一

題
意

に
即
し
て
言
え
ば
、
こ
の
際

「も
の
の
あ
は
れ
」

と
は
、
仏

教
の
根
本
理
念
た
る

「慈
悲
」

の
観
念
と
直
接
的
に
か
か
わ

っ
て
い

る
も

の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
点
以
下

の

一
首
が
参
考

に
な
ろ
う
、

化
城
喩
品

以
大
慈
悲
力

度
苦

悩
衆
生

世
中

の
苦
し
き
道
は
あ
は
れ
び
の

力
車
の
は
こ
ぶ
な
り
け
り

(俊
成
、
同
)

注
二

「
あ

は

れ

び

」

と

あ

る

と

こ
ろ

、
題

意

か

ら

し

て

、
端

的

に
、

「
慈

悲

」

の
意

味

を

認

め

る

こ

と

が

出

来

る

だ

ろ

う

。

と

こ
ろ

で

、
王

朝

流

に
言

う

な

ら

、

「
も

の

の

あ

は

れ

」

と

は

、

存

在

の
悲

哀

と

い

っ
た

て

い

の
も

の
な

の

で
あ

り

、
直

截

に

は

、

行

動

の

次

元

の

こ
と

を

意

味

す

る

も

の

で

は

な

い
と

考

え

ら

れ

る

の

で

あ

る

。

つ
ま

り

、

心

理

上

の

事

柄

を

い
う

に

過

ぎ

な

い
も

の
と

い
う

こ

と

で
あ

る

。
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で

は

、

ど

う

し

て

、

両

者

は

、

関

係

し

う

る

の

だ

ろ

う

。

ど

う

し

て
、

心

理

上

の

「
あ

は

れ
」

が

、

行

動

上

の

「
あ

は

れ

」

に

転

換

し

う

る

の

か

。

そ

の

辺

の

い
き

さ

つ
に

つ
い

て

、

少

し

く

考

え

て

み

た

い
。ま

ず
も

っ
て
、

「愍
衆
生
」
と
は
、
倫
理
的
実
践
の
問
題
と
し
う

る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
そ
の
こ
と
は
、
直
截
に
歴
史
的
現
実
を
重
視

す
る
立
場
を

い
う
も

の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
別
言
す
れ
ば
、

歴
史
的
現
実
を
絶
対
視
す
る
思
考
が
窺
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

そ
こ
に
は
、

つ
き

つ
め
て
言
え
ば
、
無
常
観
に
か
か
わ
る
転
換
論
的

思
考
の
問
題
が
存
す
る
も

の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る

(
歴
史
的
現

実
と
は
、
勝
義

に
は
、
存
在
の
無
常
性
と

い
う

こ
と
に
他
な
ら
ぬ
の

で
あ
り
、
本
論

で
は
、
も

っ
ぱ
ら
そ
の
義

に
限
定
し
て
概
念
を
使
用

す
る

)。

さ
て
、
先
に
、
無
常
観
に
か
か
わ
る
転
換
論
的
思
考
と
い
う

こ
と

を
取
り
沙

汰
し
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
、
存
在
が
無
常
な
も

の
で
あ
る

な
ら
ば
、
そ
の
無
常
さ
に
言
動
の
基
準
を
転
換
さ
す
こ
と
で
そ
れ
を

克
服

し
よ

う
と
い
う
よ
う
な
発
想
を
指
す
も
の
で
あ
る
。

こ
と
は
、

一
種
異
様
で
あ
る
が
、
あ
く
迄
人
間

の
自
由

に
か
か
わ

る
問
題
で
あ
る
。

一
体
、
運
命
的
な
も
の
に
対
し
て
は
、
か
か
る
転

換
論
的
発

想
を
も

っ
て
応
じ
る
以
外

に
そ
の
克
服

の
方
法
は
な

い
だ

ろ
う
。
芭

蕉

に
以
下

の
高
名
な

一
句
が
あ
る

。

秋
深
き
隣
は
何
を
す
る
人
ぞ

注

三

「秋
深
」

し
と
は
、
存
在
の
悲
哀
感

・
さ
び
し
さ
の
意
味
と
解
し

う
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
う

い
っ
た
も
の
が
、

一
方
、
そ
れ
に

徹
す
る
こ
と
で
克
服
さ
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
点
が
重
要
な

の
で

あ
る
。

「隣

は
何
を
す
る
人
ぞ
」
と

い
う

の
は
、
行
摺

の
人
に
対
す

る
軽

い
挨
拶
と
い
っ
た
て
い
の
も

の
で
あ

る
の
だ
が
、
そ
の
挨
拶
の

背
後

に
は
、
存
在
問
題

に
関
す
る
深

い
理

解
と
、
そ
し
て
、
あ
る
覚

悟
が
閲
せ
ら
れ

て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

芭
蕉

の
場
合
、
存
在
の
さ
び
し
さ
は
、
懐
し
さ
に

一
転
し
て
い
る
。

も
し
、
か
か
る
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ

こ
に
は
、
運
命
的
な
も

の

に
対
し
て
は
、
そ
れ
に
徹
す
る
こ
と
で
し
か
克
服
し
え
ぬ
と
い
う
発

想
の
転
換
が
閲
せ
ら
れ

て
い
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

事
柄
は
、

一
種
異
様
だ
が
、
や
は
り
、

人
間
の
自
由

の
問
題
と
考

え
ら
れ
る
。
芭
蕉
に
は
、
現
実
が
よ
く
考

え
ら
れ
て
い
た
も

の
と
思

わ
れ
る
。
王
朝
流

の

「も
の
の
あ
は
れ
」

の
感
覚
が
、
も
し
、
行
動

の

「あ
は
れ
」
に
意
味
転
化
し
う
る
と
す

る
な
ら
ば
、
ま
さ
に
以
上

の
よ
う
な
転
換
論
的
発
想
を
と
る
と
し
て
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。

事
柄
は
、
別
言
す
れ
ば
、
真

の
意
味

の
個
性

の
論
理
の
問
題
と
考

え
ら
れ
る
。
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一
体
、

個
性

に
は
、
述
語
が

つ
か
ぬ
と
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
謂

い
は
、
そ

の
も

の
自
身
が
自
己
自
身

で
そ

の
生
き
方
を
選
択
す
る
と

い
う

こ
と
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
う

い
う
こ
と
な
ら
ば
、
そ
の
も
の
の

内
的
原
理

が
問
題
に
な
る
。
尤
も
、

「意
味
」
と
し
て
生
き
る
と
い

う

こ
と
を

前
提
に
せ
ぬ
と

い
う
の
な
ら
、
事
情
は
、
全
く
別
様
だ
が
。

逆

に
言

え
ば
、

「意
味
」
と

い
う
観
点
を
入
れ
て
、
個
性

の
問
題

を
考
え
る
と
こ
ろ
、
内
的
原
理
は
、
畢
竟
徹
底
し
て
無
化
さ
す
他
は

な

い
で
あ

ろ
う
。

つ
ま
り
、
絶
対
的
意
味
合

い
に
お
け
る

「無
」
を

内
的
原
理

と
す
る
と
こ
ろ
で
こ
そ
、
最
も
個
は
個
に
な
る
と
い
う

こ

と
で
あ
る
。
芭
蕉

の
存
在
の
さ
び
し
さ
の
意
識
と
は
、
そ
う

い
っ
た

次
元

に
迄
深
め
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
次
元
か
ら
す
れ
ば
、

存
在
者
同

士
の
連
帯
は
、
自
然
果
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

こ

こ
に

「孤
独
と
連
帯
」
と
い
う

テ
ー
ゼ
の
内
面
が
解
明
さ
れ
る
と

い

う

こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
が
、
た
だ
、
実
際
問
題
と
し
て
、
我

々

は
、
絶
対
無

の
立
場
に
立
ち
う
る
の
か
と

い
う
難
問
が
あ
る
。
こ
の

点
に

つ
い
て
は
、
別
稿
を
期
し
た

い
と
思

っ
て
い
る
。
論
理
的
に
そ

の
問
題
に

つ
い
て
考
え
て
み
た

い
の
で
あ
る
。

題
知
ら
ず

寂

し
さ
に
た
へ
た
る
人
の
ま
た
も
あ
れ
な

庵
な
ら
べ
ん
冬

の
山
里(西

行
、

『新

古
今
集
』
)注

四

「寂

し
さ
に
た

へ
た
る
人
」
と
は
、
存

在
の
無
常
性

に
徹
し
え
て

い
る
人
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
存
在
の
無
常
性

・
孤
独

性

の
側
か
ら
自
己

の
言
動
を
律
し
う
る
境

位
に
達
し
え
て
い
る
人
と

い
う

こ
と
で
あ
る
。

一
体
、
そ
う

い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
、
全
存
在
者
と
の
連
帯

の
論

理
と
い
っ
た
も
の
は
出
体
し
え
ぬ
の
で
あ

る
。
逆
に
言
え
ば
、
も
し

そ
う

い
う
立
場
に
立
ち
う
る
と
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
自
然
何
も
の

と
の
間
に
お

い
て
も
、
深

い
連
帯

の
思

い
を
通
わ
せ
る
こ
と
が
出
来

る
こ
と
に
な
る
は
ず

で
あ
る
。
た
だ
、
既
述
し
た
如
く
、
事
情
は
単

純

で
な

い
の
で
あ

っ
て
、
そ
う

い
う
場
所

か
ら
倫
理
を
構
想
す
る
こ

と
が
人
間
に
可
能
か
否

か
、

ま
さ
に

こ
の
点
を
別
稿
を
期
し
て

考
え
た

い
と
思
う

の
で
あ
る
。
た
だ
、
言

え
る
こ
と
は
、
宗
教
的
倫

理
の
構
想

の
不
可
能
性
と
は
、
視
点
を
変

え
て
言
え
ば
、
人
間
の
自

己
性
、
個
性
の
問
題
を
保
証
す
る
と
い
う
点

で
あ
る
。

三

子
日
、
莫
我
知
也
夫
、
子
貢
日
、
何
為
其
莫
知
子
也
、

子
日
、
不
怨
天
、
不
尤
人
、
下
学
而
上
達
、
知
我
者
其
天
乎

、

一6一



(

『
論

語

』

憲

問

第

十

四

)
。注

五

あ

る

こ
と

に
重

々
留

意

し

よ

う

。

「不
怨
天

、
不
尤
人
」
と
は
、
起
る
問
題
を
全

て
己
れ
ゆ
え
と
す
る
と

い
う

こ
と
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
人
間
の

「天
」

に
対
す
る

主
体
性
の
自
覚
が
あ
る
と
言
え
る
。
時
代

に
対
す
る
責
任

の
感
覚
、

又
愛

の
思

い
が
自
然
窺
わ
れ
て
来
る
言
葉
で
あ
る
。

と
こ
ろ

で
、
孔
子
は
、

「知
我
者
其
天
乎
」
と
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
が
主
体
性

の
根
拠
を

「天
」
と

い
う
自
己
を

絶
対
的

に
越
え
た
も

の
に
お
い
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ

っ

て
、
そ

の
意
味
が
大
き
く
問
題
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

即
ち
、
自
己
の
徹
底
し
た
客
観
性
、
意
味
性
を
考
慮
し
て
の
こ
と
で

あ
ろ
う
。

逆
に
言

え
ば
、
徹
底
し
た
こ
の
世
界
乃
至
世
界
内
の
事
物

に
対
す

る
救

い
の
論
理
を
考
慮
し
て
の
こ
と
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ

で
、

「天
」
の
実
体
に
つ
い
て
は
、
孔
子
に
と

っ
て
も
、
蓋

し
、
考
え
易
か

っ
た
は
ず
は
な

い
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
彼
は
、

深
く
孤
独
を
噛

み
締
め
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
、
な
ぜ
人
間

に
そ
う

い
う
深

い
孤
独
の
意
識
が
働
ら
き
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
か

く

問
う
て
み
る
と
、

す
で
に
何
等
か
の
意
味
で
、
そ
こ
に
は
、
「他

者
」
11

「
天
」

の
出
現
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
来
る
。
た
だ
、

そ
の
こ
と
が
、
人
間
の
孤
独
を
賭
け
て
始
め
て
言
わ
れ
う
る
こ
と
で

子
日
、
君
子
和
而
不
同
、
小
人
同
而
不
和
、
子
貢
問
日
、
郷

人
皆
好
之
、
何
如
、
子
日
、
未
可
也

、
郷

人
皆
悪
之
、
何
如
、

子
日
、
未
可
也
、
不
如
郷
人
之
善
者
好
之
、
其
不
善
者
悪
之
、

(
『
論
語
』
、
子
路
第
十
三
)注

六

孔
子
の
自
己
定
位

の
根
拠
が
、
い
わ
ゆ

る
共
同
体
、
社
会
と

い
っ

た
も

の
に
お
か
れ
て
い
ぬ

こ
と
が
よ
く
判

明
す
る
文
章
で
あ
る
。
彼

は
、
徹
底
し
て
深
く
自
己
定
位
の
客
観
性

に

つ
い
て
思
考
し
て
い
る

の
で
あ

る
。

「君
子
和
而
不
同
」
。
孔
子

は
確
か

に
自
己
定
位
と

い

う
こ
と
を
価
値

と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
定
位
の
あ

り
よ
う
が
、
常

に

「和
」
と
い
う
観
点
か

ら
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
調
和

の

「和
」

で
あ
る
。
で
、
そ

の

「和
」

の
観
点
が
有
的

な
次
元
で
考
え
ら
れ
て
い
ぬ
こ
と
は
自
明
的
で
あ
る
。

つ
ま
り
は
、

そ
れ
は
、
天

の
観
点
で
考
え
ら
れ
る
こ
と

で
あ
り
、
そ
の
天
が
自
己

の
孤
独
と
の
引
き
か
え
で
し
か
問
題
に
な
ら
ぬ
も

の
な
ら
、

つ
い
に

は
、
人
間
は
、
真
の
連
帯

・

「慈
悲
」
を
考
え
る
と
こ
ろ
万
人
と
切

れ
る
姿
勢
を
根
本
的
に
は
ず
し
え
ぬ
も

の
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
れ
が
又
個
性

の
論
理
と

い
う

こ
と
で
あ

り
、
真
の
意
味

の
主
体
性
、

自
由
性

の
出
る
論
理
な

の
で
あ

る
。
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孔
子
の

「和
」
、

そ
れ
は
、
言

い
か
え
れ
ば
、
芭
蕉
の

「
さ

び
」
と
な

る
と
し
う
る
か
も
し
れ
な

い
。

い
ず
れ
、
両
者

に
は
、
常

に
歴
史
的
現
実
と
い
う

こ
と
が
絶
対
的
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い

た
も

の
と
思
わ
れ
、
そ

の
点
で
猶
今
日
性
を
ま
さ
し
く
有
す
る
存
在

な
の
で
あ

る
。
で
は
、

こ
の
点
俊
成

の
場
合
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
冒

頭
掲
げ
た

一
首
に
お

い
て
言
え
ば
、
深
く
精
算

さ
れ
た
可
能
性
は
あ

る
の
で
あ

る
。
だ
が
、
彼
の
歌
論
を
窺
う
と
、
今

一
つ
充
全
で
な

い

と

い
う
の
が
そ
の
感
触

で
あ
る
。

と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。た
だ
、世
界
超
越

と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、そ

の
事
態
そ
れ
自
身
も
亦
世
界
内

の
出
来
事

に
過
ぎ
ぬ
だ
ろ
う
。
だ
か

ら
、
所
謂
音
楽
的
リ
ズ
ム
に
よ
る
世
界
超
越
と

い
っ
た
と
こ
ろ
で
、

心
理
的
な
事
件
に
所
詮
過
ぎ
ぬ
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
、
歴
史
的
現
実

を
重
視
す
る
立
場
か
ら
は
、
俊
成

の
歌
論

は
、
根
本
の
と
こ
ろ
で
意

味
を
有
さ
ぬ
も

の
と
思
わ
れ
る
。
た

だ
、
俊
成
は
、
仏
教
で
言
う

「

空
」
の
意
味
の
相
当
に
分

っ
た
存
在
で
も
あ

る
の
で
あ
る
。

四

歌

は
た
だ
よ
み
あ
げ
も
し
、
詠
じ
も
し
た
る
に
、
何
と
な
く

艶

に
も
あ
は
れ
に
も
聞
ゆ
る
事
の
あ
る
べ
し
。
も
と
よ
り
詠
歌

と
い
ひ
て
、
声

に
つ
き
て
善
く
も
悪
し
く
も
聞
ゆ
る
も
の
な
り

(
『古
来
風
躰
抄
』
)注

七

か
か
る
言
説
を
な
す
と
こ
ろ
、
歌
の
言
語
性

の
側
面
は
、
軽
視
さ

れ
て
い
る

の
で
あ

っ
て
、
そ
の
こ
と
は
、
ひ

い
て
は
、
歌
人

・
俊
成

の
歴
史
的
現
実
軽
視

の
姿
勢
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
何
と
な
れ

ば
、
人
間
認
識

の
世
界
内
性
を
保
証
す
る
の
は
、

一
般
に
言
語

で
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
俊
成
に
即
せ
ば
、
事
態
は
単
純

で
な

い
。

音
楽
的
リ
ズ
ム
の
重
視
は
、
世
界
超
越

の
視
点
か
ら
来
た
か

も
、
1

世
中
を
思

つ
ら
ね

て
な
が
む
れ
ば

む
な
し
き
空
に
き
ゆ
る
白
雲

(
『長
秋
詠
藻
』
、

「無
常

二
首
」
の
内
の

一
)

注
八

心
経

春

の
は
な
秋

の
も
み
ち
の
散

る
も
み
よ

色
は
む
な
し
き
も
の
に
ぞ
あ
り
け
る

(同
)

見

ら

れ

る

「
む

な

し
」

の
意

味

は

、

浅

い
と

は

し

え

ぬ

だ

ろ

う

。

「
空

」

の
意

味

に
、

と

も

あ

れ

通

わ

せ

て
あ

る
も

の

と

し

う

る

の

で

あ

る

。

た

だ

、

現

実

問

題

と

し

て

、

ど

れ

だ

け

そ

の

「
空

」

観

が

生

か

さ

れ

て

い
た

の

か

。

か

く

問

う

と

こ

ろ

で

は

、

今

一

つ
徹

底

し

て
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い
な

い
と

考

え

る

わ

け

で

あ

る

。

か

の
古
今
集

の
序
に
い
へ
る
が
ご
と
く
、
人
の
心
を
種
と
し

て
よ
う
つ

の
言

の
葉
と
な
り
に
け
れ
ば
、
春
の
花
を
た
つ
ね
、

秋
の
紅
葉
を
見

て
も
、
歌
と
い
ふ
も

の
な
か
ら
ま
し
か
ば
、
色

を
も

香
を
も
知
る
人
も
な
く
、
な
に
を
か
は
本
の
心
と
も
す

べ

き
、

(
『古
来
風
体
抄
』

)注
九

言

わ

れ

て

い
る

「
知
」

は

、

無

論

単

な

る

知

覚

次

元

の
も

の

で

は

な

い
。

そ

れ

は

、

い
わ

ゆ

る

心

眼

的

な

も

の

で
あ

る

。

俊

成

に

お

い

て

は

、

美

と

は

、
そ

う

い
う

意

味

で

の
心

の

問

題

な

の

で
あ

る

。

と

こ

ろ

で

、

俊

成

は

、

「
人

の

心

」

の

現

実

を

歌

に

お

け

る

言

葉

と

考

え

て

い

る

。

だ

か

ら

こ
そ

、

歌

と

い
う

も

の

が

な

か

っ
た

と

す

る

な

ら

ば

、

「
色

を

も

香

を

も

知

る

人

も

な

く

、

な

に
を

か

は

本

の
心

と

も

す

べ
き

」

と

い
う

こ

と

を

言

う

の

で

あ

る

。

歌

の

「
言

の
葉

」

こ

そ

、

心

の
現

実

な

の

で

あ

り

、

そ

の

現

実

と

は

、

換

言

さ

れ

て
、

美

と

い
う

ふ
う

に
言

わ

れ

る

こ

と

に
も

な

る

と
考

え

ら

れ

て

い
る

の

で

あ

る

。

と

こ
ろ

で

、

歌

を

「
本

の

心
」

と

す

る

と

い
う

思

考

が

辿

れ

る

わ

け

で

あ

る

が

、

そ

の

「
本

の

心

」

と

は

、

文

脈

か

ら

す

る

と

、

「
人

の

心
」

の

こ
と

と

な

る

も

の

で

あ

る

。

い
き

さ

つ
か

ら

し

て

、

こ

の

際
、
「人
の
心
」
の
意
味
概
念
は
深

い
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ

る
が
、

こ
の
こ
と
は
貫
之
、
仮
名
序

の
文
脈

に
即
し
て
も
、
結
果
的

に
も
言
わ
れ
う
る
こ
と
で
あ
る
。

や
ま
と
う
た
は
、
人
の
心
を
種
と

し
て
、
万
の
言
の
葉
と
そ

な
れ
り
け
る
。
世
の
中

に
あ
る
人
、

こ
と
わ
ざ
繁
き
も

の
な
れ

ば
、
心
に
思
ふ
こ
と
を
、
見
る
も

の
聞
く
も
の
に
つ
け
て
、
言

ひ
出
せ
る
な
り
。
花
に
鳴
く
鶯
、
水

に
住
む
蛙

の
声
を
聞
け
ば
、

生
き
と
し
生
け
る
も
の
、

い
つ
れ
か
歌
を
よ
ま
ざ
り
け
る
。
力

を
も
入
れ
ず
し
て
天
地
を
動
か
し
、
目
に
見
え
ぬ
鬼
神
を
も
あ

は
れ
と
思
は
せ
、
男
女

の
中
を
も
和

ら
げ
、
猛
き
武
士
の
心
を

も
慰
む
る
は
歌
な
り
、

(

『古
今
集
』
仮
名
序
)注

十

「花

に
鳴

く

鶯

、

水

に
住

む

蛙

の
声

を

聞

け

ば

、

生

き

と

し

生

け

る

も

の
、

い
つ

れ

か

歌

を

よ

ま

ざ

り

け

る
」

と

さ

れ

て

い

る

の

だ

が

、

無

論

鶯

・
蛙

は

、

人

情

的

な

も

の

で

は

な

い
。

し

か

し

か

え

っ
て

、

そ

の

こ

と

が

こ

の
際

意

味

を

有

す

る

。

何

と

な

れ

ば

、

そ

れ

ら

は

無

心

に
自

己

を

表

出

す

る

か

ら

で

あ

る

。

そ

う

い
う

こ

と

で
、

人

の

心

は

そ

れ

自

身

の
内

に
帰

還

さ

せ

ら

れ

る

の

で

あ

る

。

と

こ
ろ

で

、

そ

の
場

所

だ

が

、

そ

こ

か

ら

い
わ

ゆ

る
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心

が

出

体

す

る

と

い
う

こ
と

か

ら

は

、

頗

る

リ

ア

ル
な

心

の
場

所

と

い
う

こ
と

に

な

る

だ

ろ

う

。
別

言

す

れ

ば

、
そ

の

場

所

は

、

「
自

然

」

の
生

命

の
場

所

で

あ

る

。

無

心

と

は

、

か

か

る

と

こ

ろ

で
言

う

べ

き

こ
と

で

あ

り

、

仏

教

思

想

上

の

「
空

」

の
意

味

に
も

そ

れ

は

基

本

的

に

言

っ
て
、

通

う

も

の

で

あ

ろ

う

。

貫

之

に

お

い

て

、
歌

は

、

「
生

け

る

も

の
」

一
般

の
そ

の
生

命

の
問

題

と

し

て

考

え

ら

れ

て

い
る

。

つ
ま

り

、

生

命

の
根

源

に

か

か

わ

る
も

の
と

し

て

。

だ

か

ら

こ

そ

、

又

「
天

地

を

動

か

し

」

た

り

、

「鬼

神

を

も

あ

は

れ

と

思

は

せ
」

る

こ

と

が

出

来

る

の

で

あ

る

。

す

る

と

、

結

果

的

に
も

、

貫

之

、

仮

名

序

に
即

し

て

も

、

「
人

の

心

」

の
意

味

は

、

浅

く

な

い
と

い
う

こ

と

に

な

ろ

う

。

徹

底

し

て
言

え

ば

、

そ

れ

は

、

「
自

然

」

の

心

の
意

と

な

る

も

の

で
あ

る

。

先

に

、

俊

成

歌

に

お

け

る

「
む

な

し
」

の
意

味

概

念

に

つ

い

て
触

れ

た

の

だ

が

、

そ

の
意

味

の
深

さ

か

ら

し

て

、

俊

成

が

「
人

の
心

」

と

い
う

と

こ
ろ

、

ま

ず

も

っ
て
宗

教

的

次

元

で

理

解

し

て

い
た

も

の
と

思

わ

れ

る

。

そ

う

い
う

こ

と

な

ら

ば

、

「
本

の

心
」

-ー

「
人

の

心
」

で

あ

る

の
だ

か

ら

、

「本

の

心
」

の
意

味

が

そ

の
よ

う

に

深

い

と

し

て
も

無

論

同

等

で

あ

る

。

い
ず

れ

、

そ

う

い

っ

た

根

源

の
も

の
が

、

俊

成

で
は

、
歌

で
担

わ

れ

て

い

る

と

さ

れ

て

い

る

の

で
あ

る

。

「
心
」

の

現

実

と

、

そ

し

て

そ

の

「
心
」

そ

れ

自

身

が

、

同

時

に

歌

で

は

か

ら

わ

れ

る

と

さ

れ

て

い
る

の

で

あ

る

。

俊

成

の
愛

読

書

、

『
摩

訂

止

観

』

中

、

「
色

香

も

中

道

に
他

な

ら

ず

」

と

注
十

一

い
う
言
葉
が
見
え
る
が
、
そ
れ
を
も

っ
て
言
え
ば
、
俊
成
は
、
言
語

(歌
)
こ
そ

「中
」

の
実
体
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
無
論
、
先

に

掲
げ
た
、

「む
な
し
」
と

い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
歌
二
首
を
A
7

思

い
あ
わ
せ
て
よ
い
。
た
だ
、
俊
成
の
場
合
、
そ
う

い
う
歌

に
よ
る

は
か
ら

い
の
問
題
を
直
接
歴
史
的
現
実
に
お

い
て
な
そ
う
と
し
て
い

る
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
点
既
述

の
通
り
で
あ
る
。
未

だ
し
、
歌
道
仏
道

一
如
観
を
も
の
に
し
え
た
存
在
と
は
し
え
ぬ
の
で

あ
る
。

(お
が
み

し
ん
た
ろ
う

文
学
部
講
師
)

注

一
、
岩
波
大
系
本
に
よ
る
、
但

し
引
用
に
あ
た

っ
て
、
振

り
仮
名
等
勘
案
し
た
点
が
あ
る
。
こ
の
点
以
下
に
方

い
て
も
同
様
で
あ
る
。

注
二
、
注

一
に
同
じ
。

注
三
、
小
学
館
、
日
本
古
典
文
学

全
集

(松
尾
芭
蕉
集

)
に

よ

る
。

注
四
、
小
学
館
、
日
本
古
典
文
学

全
集
本

に
よ
る
。

注
五
、
注
六
、
朝
日
新
聞
社
版

に
よ
る
。

注
七
、
小
学
館
本
に
よ
る
。

注
八
、
大
系
本
に
よ
る
。
注
九

小
学
館
本
に
よ
る
。

注
十
、
小
学
館
本

に
よ
る
。

注
十

一
、
岩
波
文
庫
本

に
よ
る
。
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