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古
今
集
歌
風
の
時
間
的
性
格
に
つ
い
て

古
今
和
歌
集
の
歌
が
そ
の
対
象
、
素
材
を
時
間
的
連
続
的
な
相
に
於
て
把
握

す
る
傾
向
を
も
っ
て
ゐ
る
こ
と
は
万
葉
集
と
対
照
し
た
場
合
そ
の
顕
著
な
特
徴

の
一
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
認
識
は
常
に
時
間
と
空
間

と
の
二
形
式
を
取
る

が
、
実
際
の
場
合
に
は
時
間
空
間
の
何
れ
か
に
特
に
力
点
が
お
か
れ
る
こ
と
が

多
い
。
た
と
へ
ば
万
葉
集
の
歌
は
空
間
的
に
鮮
明
な
印
象
を
与
へ
る
と
共
に
時

間
的
に
は
剰
那
隣
間
の
感
動
に
止
ま
る
も
の
が
多
く
、
こ
れ
に
反
し
て
古
今
集

の
歌
は
空
間
的
な
印
象
は
頗
る
稀
薄
不
鮮
明
で
あ
る
が
、　
一
方
時
間
的
な
も
の

は
可
な
り
目
立
っ
て
ゐ
る
。
空
間
的
認
識
と
時
間
的
認
識
と
の
相
違
は
前
者
が

直
観
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
後
者
が
思
惟
的
で
あ
り
、
何
ら
か
の
思
念
、
観
想

を
伴
っ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
ら
う
。
従

っ
て
こ
の
思
念
、
観
想
の
内
容
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
が
古
今
集
の
時
間
的
な
歌
風
の
も
つ
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
糧
て

あ
り
、
同
時
に
古
今
集
歌
風
の
各
方
面
に
通
ず
る
道
で
も
あ
る
と
思
ふ
。

一

こ
れ
ま
で
古
今
集
歌
風
の
時
間
的
性
格
に
つ
い
て
比
較
的
訂
し
く
述
べ
た
の

は
管
見
の
範
囲
で
は
窪
田
空
穂
氏
の

「古
今
和
歌
集
評
釈
」
が
あ
る
だ
け
で
あ

る
。
そ
こ
で
先
づ
同
著

「古
今
和
歌
集
概
説
」
中
の
説
を
紹
介
し
て
問
題
を
理

笹

淵

友

解
す
る
手
懸
を
え
た
い
と
思
ふ
。

「古
今
和
歌
集
の
和
歌
を
通
覧
し
て
、
前
に
い
っ
た
人
事
と
自
然
と
を

一
体
と

し
て
渾
融
さ
せ
て
ゐ
る
事
と
相
並
ん
で
、
第
二
に
、
最
も
際
立
っ
て
感
じ
ら
れ

る
事
は
、　
一
切
の
販
材
を
時
間
的
に
扱
っ
て
ゐ
る
と
い
ふ
専
て
あ
る
。
即
ち
一

度
心
に
触
れ
た
事
象
は
、
そ
れ
が
人
事
で
あ
っ
て
も
自
然
で
あ
っ
て
も
、
次
い

で
、
そ
れ
を
永
遠
な
る
時
の
流
れ
の
上
に
浮
べ
、
そ
の
事
象
も
時
と
共
に
推
移

し
つ
ヽ
あ
る
物
で
あ
る
事
を
認
め
、
そ
の
上
で
、
そ
れ
に
依
っ
て
起
っ
て
来
る

感
を
い
ふ
と
い
ふ
詠
み
方
で
あ
る
。」

古
今
集
の
歌
人
が
す
べ
て
の
事
象
を
流
転
の
相
に
於
て
捉
へ
て
ゐ
る
、
と
い

ふ
こ
と
は
さ
き
に
述
べ
た
や
う
に
古
今
歌
風
の
一
般
的
な
理
解
と
い
へ
る
の
で

あ
る
が
、
窪
田
氏
は
更
に
進
ん
で
そ
の
流
転
の
相
が
永
遠
な
る
時
の
流
の
一
動

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
を
り
、
古
今
集
の
時
間
的
な
も
の
の
背
後
に
は

「永

遠
」
と
い
ふ
観
想
が
存
在
し
て
ゐ
る
と
見
て
を
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
見
方

は
同
著
の
中
で
屋
、
燥
返
し
強
調
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
一
つ
の
哲
学
的
乃
至

宗
教
的
世
界
観
の
存
在
を
予
想
さ
せ
る
見
解
で
あ
る
が
、
氏
は
明
白
に
こ
れ
を

世
界
観
、
人
生
観
と
呼
び
、
更
に
次
の
や
う
に
説
い
て
を
ら
れ
る
。

「
か
う
し
た
世
界
観
、
人
生
観
を
、
古
今
和
歌
集
歌
人
は
何
か
ら
得
て
来
た
の



で
あ
ら
う
か
。
十
分
に
摂
販
さ
れ
、
消
化
さ
れ
て
ゐ
る
か
う
し
た
思
想
は
、
容

易
に
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
叉

一
朝

一
夕
に
得
ら
れ
る
も
の
で
も
な
い
。

権
威
を
も
っ
て
向
っ
て
来
る
力
と
、
没
入
せ
ん
と
し
て
向
っ
て
行
く
力
と
の
合

致
に
よ
っ
て
の
み
得
ら
れ
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
さ
う
い
ふ
も
の
は
宗
教
よ

り
外
に
は
無
く
、
そ
し
て
此
の
思
想
は
ま
さ
し
く
仏
教
の
教
理
こ
あ
る
。」

窪
田
氏
は
こ
の
や
う
に
古
今
集
歌
へ
の
世
界
観
が
仏
教
的
世
界
観
の
範
疇
に

属
す
る
も
の
で
あ
り
、
彼
等
の

「ヽ
水
遠
」
の
観
想
が
仏
教
々
理
を
根
抵
と
し
て

ゐ
る
と
見
て
を
ら
れ
る
。
古
今
和
歌
集
の
和
歌
を
見
る
と
、
仏
教
思
想
が
当
時

の
歌
人
の
総
て
の
、
生
活
上
の
指
導
精
神
と
な
っ
て
ゐ
た
こ
と
が
解
る
。
も
し

此
れ
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
今
日
見
ろ
所
の
古
今
和
歌
集
の
歌
風
は
な
か
っ
た
ら

う
、
と
氏
は
言
は
れ
る
。

古
今
集
の
歌
風
に
仏
教
思
想
の
影
響
が
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
多
く
の
人
々
が

認
め
る
こ
と
０
あ
っ
て
、
い
は
ば

一
つ
の
常
識
で
あ
る
ｃ
問
題
は
そ
の
程
度
で

あ
り
、
仏
教
思
想
が
古
今
集
の
時
間
的
な
歌
風
と
ど
れ
程
堅
く
結
び
つ
く
か
と

い
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
右
に
つ
い
て
窪
田
氏
は
漢
詩
文
の
影
響
と

比
較
し
て
、

「古
今
和
歌
集
の
歌
風
に
は
、
支
那
の
詩
文
の
影
響
し
て
ゐ
る
も
の
が
多
い
だ

ら
う
と
想
像
さ
れ
て
ゐ
る
。
し
か
し
こ
の
想
像
は
謬
り
で
、
た
と
ひ
影
響
が
あ

る
に
も
せ
よ
、
そ
れ
は
案
外
に
少
い
も
の
で
、
反
対
に
甚
犬
の
影
響
を
及
ぼ
し

て
ゐ
る
も
の
は
、
仏
教
で
あ
っ
た
と
い
へ
る
。
」

と
述
べ
、
仏
教
思
想
の
感
化
を
強
調
し
て
を
ら
れ
る
。

以
上
は
窪
田
氏
の
見
解
の
概
要
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
古
今
集
歌
風
の
時
間

的
性
格
に
つ
い
て
幾
つ
か
の
問
題
を
含
ん
で
ゐ
る
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
の
問
題
を

中
心
と
し
て
考
察
を
す
す
め
て
ゆ
き
た
い
と
思
ふ
。

〓

抒
情
詩
で
あ
る
和
歌
に
仏
教
々
理
の
影
響
が
あ
る
と
し
て
も
そ
れ
は
必
ず
し

も
思
想
的
、
観
念
的
形
態
を
と
る
と
は
限
ら
な
い
。
む
し
ろ

一
種
の
気
分
情
調

と
し
て
現
れ
る
場
合
が
多
い
と
い
ふ
こ
と
も
考
へ
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
や
う

な
場
合
の
判
定
は
鑑
賞
者
の
主
観
に
左
右
さ
れ
、
客
観
性
を
え
難
い
惧
れ
が
あ

る
。
従
っ
て
成
る
べ
く
観
念
的
形
態
を
と
る
も
の
を
選
ぶ
こ
と
が
考
察
の
対
象

と
し
て
適
当
で
あ
り
、
そ
の
質
と
量
と
は
仏
教
的
な
も
の
の
影
響
を
測
定
す
る

上
に
重
要
な

バ
ロ
メ
ー
タ
ー
に
な
る
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。

古
今
集
二
十
巻
の
中
で
仏
教
的
世
界
観
の
影
響
を
見
る
の
に
最
も
便
利
な
の

は
巻
十
六
の
哀
傷
歌
で
あ
る
。
哀
傷
歌
は
い
ふ
迄
も
な
く
万
葉
集
の
挽
歌
の
流

を
汲
む
も
の
で
は
あ
る
が
、
仏
教
的
世
界
観
の
影
響
を
比
較
的
多
く
受
け
て
ゐ

る
と
い
ふ
意
味
で
万
葉
歌
と
の
間
に
若
千
の
開
き
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

寝
て
も
見
ゆ
ね
で
も
見
え
け
り
大
方
は
う
つ
暉
の
世
ぞ
夢
に
は
有
り
け
る

明
日
知
ら
ぬ
我
が
身
と
思
へ
ど
暮
れ
ぬ
間
の
今
日
は
へ
こ
そ
悲
し
か
り
け

れ花
よ
り
も
へ
こ
そ
あ
だ
に
な
り
に
け
れ
い
づ
れ
を
先
に
恋
ひ
む
と
か
見
し

も
み
ぢ
葉
を
風
に
任
せ
て
見
る
よ
り
も
は
か
な
き
も
の
は
命
な
り
け
り

露
を
な
ど
あ
だ
な
る
物
と
思
ひ
け
む
我
が
身
も
草
に
お
か
ぬ
ば
か
り
を

こ
れ
ら
の
歌
は
何
れ
も
人
生
の
無
常
を
主
題
と
し
て
ゐ
る
。
そ
し
て
大
部
分

が
体
験
に
即
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
単
な
る
体
験
で
は
な
く
し
て
無
常
と
い

ふ

一
つ
の
思
想
に
照
ら
し
て
死
と
い
ふ
事
実
が
受
眼
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
仏
教
の
無
常
迅
速
の
思
想
を
比
較
的
生
な
思
想
の
形
で
示
し
て
ゐ
る
も

の
と
い
ひ
う
る
。
こ
の
や
う
な
無
常
観
を
内
包
し
て
ゐ
る
歌
は
巻
十
六
以
外
か

ら
も
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。



う
つ
蝦
の
世
に
も
似
た
る
か
花
桜
さ
く
と
見
し
ま
に
か
つ
散
り
に
け
り

（春
下
）

春
ご
と
に
花
の
さ
か
り
は
あ
り
な
め
ど
あ
ひ
見
む
こ
と
は
命
な
り
け
り

（同
）

散
る
花
を
何
か
恨
み
む
世
の
中
に
わ
が
身
も
と
も
に
あ
ら
む
も
の
か
は

（同
）

菊
の
花
匂
ふ
か
ぎ
り
は
か
ざ
し
て
む
花
よ
り
さ
き
と
知
ら
ぬ
わ
が
身
を

（
秋
下
）

昨
日
と
い
ひ
今
日
と
暮
し
て
あ
す
か
川
な
が
れ
て
早
き
月
日
な
り
け
り

（久
Ｃ

足
引
の
山
た
ち
は
な
れ
行
く
雲
の
や
ど
り
定
め
ぬ
世
に
こ
そ
あ
り
け
れ

（物
名
）

あ
り
と
見
て
た
の
む
ぞ
難
き
空
蝉
の
世
を
ば
な
し
と
や
思
ひ
な
し
て
む

（同
）

来
む
世
に
も
は
や
な
り
な
な
む
目
の
前
に
つ
れ
な
き
人
を
昔
と
思
は
む

（恋

一
）

恋
ひ
死
な
ば
た
が
名
は
た
た
じ
世
の
中
の
常
な
き
も
の
と
云
ひ
は
な
す
と

も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（恋
二
）

命
や
は
な
に
ぞ
は
露
の
あ
だ
物
を
あ
ふ
に
し
か
へ
ば
惜
し
か
ら
な
く
に

（同
）

飛
鳥
川
淵
は
瀬
に
な
る
世
な
り
と
も
思
ひ
そ
め
て
む
へ
は
わ
す
れ
じ

（恋
四
）

世
の
中
は
な
に
か
常
な
る
あ
す
か
川
き
の
ふ
の
淵
ぞ
今
日
は
瀬
に
な
る

（雑
下
）

幾
世
し
も
あ
ら
じ
我
が
身
を
な
ぞ
も
か
く
警
み
刈
藻
に
お
も
ひ
み
だ
る
ゝ

（同
）

世
の
中
は
い
づ
れ
か
さ
し
て
わ
が
な
ら
む
行
き
と
ま
る
を
ぞ
宿
と
定
む
る

（
同
）

風
の
上
に
あ
り
か
定
め
ぬ
塵
の
身
は
行
方
も
知
ら
ず
な
り
ぬ
べ
ら
な
り

（
同
）

飛
鳥
川
ふ
ち
に
も
あ
ら
ぬ
わ
が
宿
も
世
に
変
り
ゆ
く
も
の
に
ぞ
あ
り
け
る

（同
）

右
は
古
今
集
の
巻
々
か
ら
明
瞭
に

一
つ
の
思
想
と
し
て
人
生
の
無
常
に
触
れ

て
ゐ
る
と
認
め
ら
れ
る
歌
を
拾
っ
た
の
で
あ
る
。
古
今
集
の
中
で
明
瞭
に
仏
教

的
世
界
観
の
影
響
を
受
け
て
ゐ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
は
こ
の
種
の
無
常
観
を

内
包
す
る
歌
で
あ
る
。
（古
今
集
の
歌
に
は
絶
対
否
定
と
絶
対
肯
定
と
を

「
即
」

の
論
理
に
よ
っ
て
媒
介
す
る
大
乗
仏
教
の
思
想
は
現
れ
て
ゐ
な
い
、
の
み
な
ら

ず
そ
れ
は
和
歌
史
を
通
じ
て
も
極
め
て
稀
で
あ
る
。
）

し
か
し
こ
の
程
度
の
無

常
観
を
以
て
し
て
は
、
仏
教
的
世
界
観
が
十
分
に
摂
版
消
化
さ
れ
た
も
の
と
は

言
ひ
難
い
で
あ
ら
う
。
と
い
ふ
の
は
仏
教
的
無
常
観
は
当
然
無
常
に
対
立
す
る

永
遠
、
此
岸
に
対
立
す
る
彼
岸
を
予
想
し
、
そ
の
自
覚
に
ま
で
深
め
ら
る
べ
き

で
あ
り
、
更
に
進
ん
で
は
彼
岸

へ
の
思
慕
に
よ
っ
て
此
岸
か
ら
彼
岸

へ
の
価
値

の
転
換
が
行
は
れ
る
こ
と
が
考
へ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
文
か
く
し
て
こ
そ
初

め
て
無
常
観
の
徹
底
と
い
ふ
こ
と
が
言
ひ
う
る
と
考
へ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

か
う
い
ふ
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
歌
の
殆
ど
す
べ
て
が
死
と
い
ふ
現
象

的
事
実
に
集
中
し
て
死
後
の
世
界
に
つ
い
て
は
何
ら
の
関
心
を
も
示
し
て
ゐ
な

い
と
い
ふ
こ
と
は
看
過
し
が
た
い
。
こ
の
や
う
な
見
方
が
独
断
で
な
い
こ
と
は

仏
教
思
想
が
浸
潤
普
及
し
た
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
初
期
へ
か
け
て
の
歌
、
即
千

載
集
や
新
古
今
集
の
歌
に
よ
っ
て
証
明
し
う
る
で
あ
ら
う
。



お
く
れ
じ
と
思
へ
ど
死
な
ぬ
我
が
身
か
な
ひ
と
り
や
し
ら
ぬ
道
を
ゆ
く
ら

む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（千
載
哀
傷
歌
）

一
声
も
君
に
告
げ
な
む
ほ
と
、
ぎ
す
こ
の
さ
み
だ
れ
は
闇
に
ま
よ
ふ
と

（同
）

い
づ
か
た
の
雲
路
と
し
ら
ば
た
づ
ね
ま
し
つ
ら
離
れ
け
む
雁
の
ゆ
く
末

（同
）

も
ろ
と
も
に
有
明
の
月
を
見
し
も
の
を
い
か
な
る
闇
に
君
ま
よ
ふ
ら
む

‐　
　
　
（同
）

う
ち
な
ら
す
鐘
の
音
に
や
長
き
夜
も
明
け
ぬ
な
り
と
は
思
ひ
し
ろ
ら
む

（同
）

つ
ね
よ
り
も
む
つ
ま
し
き
か
な
郭
公
し
で
の
山
路
の
と
も
と
思
へ
ば

（同
）

い
つ
歎
き
い
つ
思
ふ
べ
き
こ
と
な
れ
ば
後
の
世
し
ら
で
人
の
過
ぐ
ら
む

（新
古
今
哀
傷
歌
）

き
の
ふ
見
し
人
は
い
か
に
と
驚
け
ば
な
ほ
長
き
夜
の
夢
に
ぞ
あ
り
け
る

（同
）

あ
ら
ぎ
ら
む
の
ち
忍
べ
と
や
袖
の
香
を
花
た
ち
ば
な
に
と
ゞ
め
置
き
け
む

（同
）

か
り
そ
め
の
別
れ
と
け
ふ
を
思

へ
ど
も
今
や
ま
こ
と
の
旅
に
も
あ
る
ら
む

（新
古
今
、
離
別
歌
）

以
上
の
歌
は
必
ず
し
も
す
べ
て
が
仏
教
思
想
に
徹
底

し
た
も
の
で
は
な
い

が
、
死
と
い
ふ
直
接
的
、
現
象
的
事
実
を
超
え
て
死
後
の
世
界
に
迄
思
念
が
及

ん
で
を
り
、
六
道
を
輪
廻
す
る
霊
魂
が
心
象
と
し
て
描
か
れ
て
ゐ
る
。

「
い
つ

歎
き
」
の
歌

（西
行
法
師
）
に
は

「無
常
の
心
を
」
と
い
ふ
調
書
が
添
っ
て
ゐ

ろ
が
、
単
に
死
を
歎
く
だ
け
で
な
く
や
が
て
霊
魂
の
辿
り
ゆ
く
べ
き

「後
の
世

を
し
」
り
、
罪
障
の
恐
し
さ
に
戦
く
こ
と
が
作
者
に
と
っ
て
無
常
を
知
る
と
い

ふ
こ
と
な
の
で
あ
る
。
か
う
い
ふ
意
味
で
古
今
集
の
歌
に
較
べ
て
こ
れ
ら
の
歌

が
思
想
的
な
深
み
を
加
へ
て
ゐ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
叉
こ
れ
ら
の
歌
に

こ
そ
永
遠
の
観
念
が
現
れ
て
ゐ
る
と
い
へ
る
で
あ
ら
う
。
こ
の
や
う
な
歌
に
較

べ
れ
ば
古
今
集
の
歌
の
情
調
は
平
淡
で
あ
り
、
千
載
新
古
今
の
歌
の
も
つ
濃
か

な
幽
暗
の
情
調
に
歓
け
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
さ
き
に
も
述
べ
た
や
う
に
死
と
い
ふ

直
接
的
事
実
が
関
心
の
す
べ
て
で
あ
っ
て
死
後
の
霊
魂
の
行
方
に
つ
い
て
は
何

ら
の
心
象
も
現
れ
て
は
ゐ
ず
、
従
っ
て
永
遠
の
想
念
が
殆
ど
認
め
ら
れ
な
い
カ

ら
で
あ
る
。
た
だ
古
今
集
の
歌
の
中
に
も
次
の
や
う
な

一
首
が
あ
る
。

来
む
世
に
も
は
や
な
り
な
な
む
目
の
前
に
つ
れ
な
き
人
を
音
と
思
は
む

（恋

一
）

こ
の
歌
は
愛
欲
の
苦
悩
か
ら
の
解
脱
を
来
世
に
求
め
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、
現

世
か
ら
未
来
に
価
値
が
置
換
へ
あ
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し

そ
れ
は
表
面
で
、
内
実
は
片
恋
の
相
手
に
対
す
る
愛
欲
の
告
自
で
あ
り
、
来
世

へ
の
憧
れ
も
そ
の
逆
説
的
な
表
現
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
従

っ
て
こ
の
歌
も

爾
余
の
古
今
集
の
歌
の
傾
向
に
と
っ
て
必
ず
し
も
例
外
と
い
ふ
程
の
も
の
で
は

な
い
。
而
も
こ
の
程
度
の
も
の
さ
へ
、
古
今
集
中
こ
の

一
首

あ
る

の
み

で
あ

る
。
大
多
数
の
歌
は
単
に
人
生
の
無
常
を
歎
じ
て
ゐ
る
だ
け
で
あ
っ
て
更
に
進

ん
で
彼
岸

へ
の
自
覚
に
徹
す
る
迄
に
は
至
っ
て
ゐ
な
い
。
少
く
と
も
表
現
の
上

で
さ
う
い
ふ
自
覚
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
は
鼈
で
あ
る
。
と
い
ふ
よ
り
は
む
し

ろ
人
生
の
無
常
を
感
ず
る
が
故
に
却
っ
て
ヽ
生
の
歓
楽
耽
美
へ
の
意
欲
を
駆
立

て
ら
れ
た
も
の
が
目
立
つ
位
で
あ
る
。

秋
の
菊
匂
ふ
か
ぎ
り
は
か
ざ
し
て
む
花
よ
り
さ
き
と
知
ら
ぬ
わ
が
身
を

（
秋
下
）



命
や
は
な
に
ぞ
は
露
の
あ
だ
物
を
あ
ふ
に
し
か
へ
ば
惜
し
か
ら
な
く
に

（恋
二
）

飛
鳥
川
淵
は
瀬
に
な
る
世
な
り
と
も
思
ひ
そ
め
て
む
へ
は
わ
す
れ
じ

（恋
四
）

こ
の
や
う
に
人
生
の
無
常
が
歓
楽
や
耽
美
へ
の
意
欲
を
刺
戦
す
る
と
い
ふ
こ

と
は
結
局
永
遠
の
世
界
の
意
識
が
乏
し
い
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
か
ら
う

か
。

一一一

以
上
の
限
り
に
於
て
は
無
常
観
と
し
て
の
仏
教
的
世
界
観
が
古
今
人
の
心
に

深
い
感
化
を
与
へ
て
自
然
と
人
生
と
の
す
べ
て
を
永
遠
な
る
も
の
と
の
対
照
の

下
に
捉
へ
し
め
た
と
い
ふ

ヽ
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
思
は
れ
る
。
た
だ
仏
教
と
の

関
聯
に
於
て
販
上
ぐ
べ
き
問
題
の
所
在
は
必
ず
し
も
以
上
に
限
ら
れ
て
ゐ
る
わ

け
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
こ
に
は
そ
れ
を
暫
く
措
い
て
仏
教
思
想
の
外
に
古
今

人
の
心
に
永
遠
の
観
念
を
植
付
け
た
と
思
は
れ
る
神
仙
思
想
に
関
す
る
も
の
を

一
瞥
し
よ
う
。

ぬ
れ
て
ほ
す
山
路
の
菊
の
露
の
ま
に
い
つ
か
千
年
を
わ
れ
は
経
に
け
む

（秋
下
）

故
郷
は
見
し
ご
と
も
あ
ら
ず
斧
の
柄
の
く
ち
し
所
ぞ
こ
ひ
し
か
り
け
る

（雑
下
）

前
者
に
は

「仙
宮
に
菊
を
わ
け
て
人
の
い
た
れ
る
か
た
を
よ
め
る
」
と
い
ふ

詞
書
が
あ
っ
て
、
老
荘
思
想
の
神
仙
境
を
さ
し
て
ゐ
る

こ
と
は
明

ら
か

で
あ

り
、
現
世
と
仙
境
と
の
間
に
於
け
る
時
間
的
断
層
が
主
題
と
な
っ
て
ゐ
る
。
し

か
し
こ
の
歌
に
仙
境
に
対
す
る
思
慕
を
認
め
る
こ
と
は
困
難
で
、
む
し
ろ
仙
境

な
る
も
の
の
知
識
的
解
説
を
試
み
た
に
近
い
も
の
で
あ
る
。

又
後
者
は

つ
つ
く
し
に
侍
り
け
る
時
に
ま
か
り
通
ひ
つ
ヽ
基
う
ち
け
る
人
の

許
に
帰
り
ま
う
で
き
て
つ
か
は
し
け
る
」
と
い
ふ
詞
書
を
も
つ
紀
友
則
の
歌
で

あ
る
が
、

「述
異
記
」
に
見
え
る
晋
の
王
質
の
石
室
山
中
の
故
事
に
よ
っ
て
ゐ

る
こ
と
は
い
ふ
迄
も
な
い
。
し
か
し

「斧
の
柄
の
く
ち
し
と
こ
ろ
」
と
い
ふ
の

は
実
は
さ
う
い
ふ
仙
境
そ
の
も
の
で
は
な
く
て
彼
が
嘗
て
住
ん
だ
筑
紫
を
さ
し

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
即
彼
は
真
に
現
世
を
否
定
し
て
永
遠
の
世
界
を
瞳
れ
て
ゐ

る
の
で
な
く
そ
の
世
界
観
の
基
調
は
飽
く
ま
で
現
世
に
お
か
れ
て
ゐ
る
。
た
だ

現
世
の
理
想
化
を
通
じ
て
永
遠
な
る
も
の
の
知
識
が
仄
め
か
さ
れ
て
ゐ
る
に
過

ぎ
な
い
。
こ
の
他
老
荘
思
想
に
関
聯
あ
る
も
の
と
し
て
は
巻
十
九
雑
体
の
中
の

千
生
忠
琴
の
長
歌

「
ふ
る
歌
に
く
は
へ
て
奉
れ
る
長
歌
」
の
中
の

一
節
が
あ

る
。

さ
す
が
に
い
の
ち
　
を
し
け
れ
ば
　
ン」
し
の
く
に
な
る
　
し
ら
や
ま
の

か
し
ら
は
し
ろ
く
　
な
り
ぬ
と
も
　
お
と
は
の
た
き
の
　
お
と
に
聞
く

老
い
ず
死
な
ず
の
　
く
す
り
も
が
　
き
み
が
八
千
代
を
　
わ
か
え
つ
ヽ
見

む
こ
れ
は
不
老
不
死
の
仙
薬
を
憧
れ
帝
若
の
寿
を
希
求
し
た
も
の
で
あ
り
、
所

謂
永
遠
の
世
界
に
対
す
る
憧
憬
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
？
水
遠
の

世
界
も
現
世
の
価
値
否
定
の
上
に
欲
求
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
現

世
的
欲
求
の
延
長
と
し
て
の
不
老
不
死
の
世
界
な
の
で
あ
る
。
さ
う
い
ふ
意
味

で
万
葉
集
の
浦
島
伝
説
と
同
じ
性
質
を
持
っ
て
ゐ
る
。

露
な
が
ら
折
り
て
か
ざ
さ
む
菊
の
花
老
い
せ
ぬ
秋
の
ひ
さ
し
か
る
べ
く

（秋
下
）

も
こ
の
思
想
系
統
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
以
上
の
歌
は
兎
も
角
も
永
遠
の
観

念
を
現
し
て
ゐ
る
。
こ
の
種
の
永
遠
の
観
念
は
現
世
享
楽
の
思
想
と
結
び
つ
き

易
か
っ
た
た
め
に
仏
教
思
想
に
較
ベ
イｔ真
面
に
受
容
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か



し
そ
の
普
遍
性
に
至
っ
て
は
仏
教
思
想
に
遥
に
及
ば
ず
そ
の
思
想
的
影
響
を
明

ら
か
に
指
摘
し
う
る
も
の
は
以
上
の
程
度
を
出
で
な
い
。

四

以
上
は
主
と
し
て
観
念
と
し
て
或
は
超
自
然
的
世
界
と
し
て
表
象
さ
れ
た
永

遠
に
つ
い
て
考
へ
て
み
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
古
今
集
の
歌
の
中
に
は
実
在
の

山
林
自
然
を
理
想
化
し
現
世
以
上
の
価
値
を
そ
こ
に
お
か
う
と
す
る
傾
向
が
多

少
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
老
荘
の
神
仙
思
想
の
影
響
で
あ
る
と
見
ら
れ
な
い
こ

と
も
な
い
が
、
大
体
に
於
て
仏
教
的
厭
世
観
と
そ
れ
か
ら
発
展
し
た
現
世
離
脱

の
思
想
の
結
果
で
あ
る
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ら
う
。
従
っ
て
さ
き
に
あ
げ
た

仏
教
的
世
界
観
の
影
響
の
中
に
追
加
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

山
里
は
も
の
の
寂
し
き
こ
と
こ
そ
あ
れ
世
の
う
き
よ
り
は
住
み
よ
か
り
け

り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（雑
歌
ド
）

み
吉
野
の
山
の
あ
な
た
に
宿
も
が
な
世
の
う
き
時
の
か
く
れ
が
に
せ
む

（同
）

足
引
の
山
の
ま
に
ノ
ヽ
か
く
れ
な
む
う
き
世
の
中
は
あ
る
か
ひ
も
な
し

（同
）

い
か
な
ら
む
巖
の
中
に
住
ま
ば
か
は
世
の
憂
き
こ
と
の
間
え
こ
ざ
ら
む

（同
）

こ
れ
ら
の
歌
は
山
林
を
以
て
憂
世
に
対
立
す
る
清
浄
界
と
し
て
憧
れ
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。
即
山
林
は
憂
世
よ
り
も
高
い
価
値
を
お
か
れ
て
ゐ
る
。
し
か
し
そ

れ
は
山
林
が
質
的
に
現
世
か
ら
隔
絶
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
意
味
で
は
な
く
む
し
ろ

空
間
的
に
憂
世
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
っ
て
永
遠
の
世
界
と
見
薇
さ

れ
る
程
精
神
化
、
理
想
化
さ
れ
て
ゐ
る
と
は
認
め
が
た
い
。
そ
れ
は
精
神
的
存

在
で
あ
る
よ
り
も
、
や
は
り
地
理
的
存
在
で
あ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
従

つ
て

世
を
す
て
ヽ
山
に
入
る
人
や
ま
に
て
も
猶
う
き
時
は
い
づ
ち
行
く
ら
む

（雑
下
）

と
い
ふ
や
う
に
、
憂
世
と
山
林
と
の
相
違
は
質
的
相
違
と
い
ふ
よ
り
も
程
度
の

差
異
に
過
ぎ
な
い
。
古
今
人
の
山
林
観
が
山
林
を
永
遠
の
世
界
２
見
傲
す
程
こ

れ
を
精
神
化
し
た
と
は
認
め
難
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
古
今
集
に
は
俗
界
か
ら
隔
絶
し
た
こ
の
や
う
な
自
然
界
で
は
な
く
日

常
経
験
さ
れ
る
自
然
を
通
じ
て
永
遠
性
が
示
唆
さ
れ
て
ゐ
る
場
合
が
稀
に
な
く

は
な
い
。
た
と
へ
ば

百
千
鳥
さ
へ
づ
る
春
は
物
ご
と
に
あ
ら
た
ま
れ
ど
も
我
ぞ
ふ
り
ゆ
く

（
春
上
）

春
ご
と
に
花
の
さ
か
り
は
あ
り
な
め
ど
あ
ひ
見
む
こ
と
は
命
な
り
け
り

（同
）

花
の
ご
と
世
の
常
な
ら
ば
す
ぐ
し
て
し
音
に
ま
た
も
か
へ
り
来
な
ま
し

（春
下
）

の
如
き
歌
は
い
づ
れ
も
自
然
と
人
生
と
の
対
比
が
主
題
と
な
っ
て
ゐ
る
。
而
し

て
無
常
の
人
生
に
対
し
て
自
然
が
、
程
度
の
差
は
あ
り
な
が
ら
も
理
想
化
さ
れ

憧
憬
の
対
象
に
な
っ
て
ゐ
る
。
殊
に
第

一
首
に
於
て
は
春
毎
に
改
る
草
木
を
通

じ
て
悠
久
な
自
然
の
生
命
が
朧
げ
な
が
ら
予
感
さ
れ
て
ゐ
る
し
、
第
三
首
に
於

て
は
花

（桜
）
が
無
常
な
る
人
生
に
対
立
す
る

「常
」
た
る
も
の
と
し
て
見
ら

れ
て
ゐ
る
。
花
が
常
で
あ
る
と
い
ふ
の
は
年
々
に
咲
く
箇
々
の
花
が
常
な
の
で

は
勿
論
な
く
、
こ
れ
ら
箇
々
の
花
を
貫
ぬ
く
花

一
般
―
―
そ
れ
は
自
然
と
い
ふ

に
近
い
―
―
と
い
ふ
概
念
が
予
想
さ
れ
、
そ
こ
に
永
遠
性
を
認
め
た
も
の
で
あ

ら
う
。
そ
れ
は
極
め
て
朧
げ
な
形
相
に
於
て
で
は
あ
る
が
箇
々
の
事
象
の
背
後

に
永
遠
な
る
も
の
が
そ
の
本
質
と
し
て
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
が
出
来



よ
う
。
し
か
し
こ
の
場
合
で
も
永
遠
な
る
も
の
が
感
覚
的

・
直
接
経
験
的
な
も

の
を
超
え
或
は
こ
れ
と
対
立
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
く
し
て
常
に
こ
れ
ら
を
通
じ

て
朧
げ
に
そ
の
姿
を
予
感
せ
し
め
る
に
止
ま
っ
て
ゐ
る
。
こ
れ
ら
の
歌
が
す
べ

て
感
覚
的
な
春
の
歌
で
あ
る
こ
と
は
こ
の
関
係
に
つ
い
て
示
唆
を
与
へ
て
ゐ

る
。
し
か
し
こ
の
程
度
の
歌
で
も
古
今
集
の
中
に
さ
う
多
く
は
な
い
。
次
の
歌

な
ど
は
こ
れ
に
近
い
が
し
か
し
理
想
化
の
痕
は
更
に
乏
し
い
も
の
で
あ
る
。

人
は
い
さ
心
も
し
ら
ず
ふ
る
さ
と
は
花
ぞ
音
の
香
に
に
は
ひ
け
る

（
春
上
）

色
も
香
も
お
な
じ
音
に
咲
く
ら
め
ど
年
ふ
る
人
ぞ
あ
ら
た
ま
り
け
る

（同
）

故
郷
と
な
り
に
し
奈
良
の
み
や
こ
に
も
色
は
か
は
ら
ず
花
は
咲
き
け
り

（
春
下
）

こ
れ
ら
は
何
れ
も
直
接
経
験
的
で
あ
っ
て
観
念
化
に
乏
し
い
。
し
か
し
第

一

首
貫
之
の
歌
の
如
き
は
、
間
の
心
と
対
照
し
て
自
然
を
理
想
化
し
よ
う
と
し
て

ゐ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
や
う
な
理
想
化
に
は
仏
教
思
想
の
影
響
が
あ
る
と
い
ふ

こ
と
も
考
へ
ら，
れ
よ
う
。
た
だ
そ
の
程
度
が
深
刻
で
な
い
こ
と
は
憧
で
あ
る
。

か
く
て
古
今
人
の
自
然
観
は
そ
の
現
象
的

・
感
覚
的

側
面
が
主
と
な
っ
て
ゐ

て
、
こ
れ
を
理
想
化
し
て
永
遠
な
る
も
の
を
そ
の
中
に
見
出
さ
う
と
す
る
傾
向

は
な
ほ
極
め
て
微
弱
で
あ
る
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
。

五

以
上
述
べ
た
事
実
は
こ
れ
を
要
す
る
に
仏
教
的
老
荘
的
世
界
観
が
永
遠
恒
常

の
世
界
に
対
す
る
宣
覚
に
ま
で
古
今
人
を
高
め
た
と
い
ふ
徴
証
は
極
め
て
．微
弱

で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
の
意
識
を
占
め
て
ゐ
る
も
の
は
有
限
的

・

経
験
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
古
今
集
歌
風
の
時
間
的
性
格
に
つ
い
て
あ
る

示
唆
を
与
へ
る
で
あ
ら
う
。
と
い
ふ
の
は
古
今
歌
風
の
時
間
的
な
も
の
と
い
ふ

の
は
決
し
て
超
経
験
的
な
永
遠
性
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、
永
遠
性
に

対
立
す
る
時
間
性
、
即
現
世
的

。
経
験
的
な
も
の
の
範
囲
を
出
な
い
と
い
ふ
こ

と
で
あ
る
。
古
今
集
の
時
間
的
歌
風
の
例
証
と
し
て
は
慶
く
巻
首
の

年
の
内
に
春
は
来
に
け
り

一
年
を
去
年
と
や
い
は
む
今
年
と
や
い
は
む

袖
ひ
ぢ
て
む
す
び
し
水
の
氷
れ
る
を
春
立
つ
今
日
の
風
や
解
く
ら
む

が
あ
げ
ら
れ
る
，
右
の
歌
が
共
に
時
の
経
過
と
い
ふ
も
の
に
特
別
の
関
心
を
示

し
て
ゐ
る
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
こ
こ
に

「ヽ
氷
遠
」
と
い
ふ
や
う

な
想
念
が
い
く
ら
か
で
も
易
を
投
げ

て
ゐ
る
で
あ
ら
う
か
。
前
者
は
詞
書
に

「
ふ
る
年
に
春
立
ち
け
る
日
よ
め
る
」
と
あ
る
や
う
に
年
内
十
二
月
の
中
に
立

春
が
や
っ
て
来
た
こ
と
か
ら
生
れ
た
も
の
で

「去
年
と
や
い
は
む
今
年
と
や
い

は
む
」
の
対
象
が
年
内
の
余
日
で
あ
る
か
、
或
は
そ
の
年
の
既
に
過
去
っ
た
月

日
で
あ
る
か
は
暫
く
措
い
て
、
こ
の
歌
の
主
題
は
兎
も
角
も
さ
ら
い
ふ
暦
の
上

の
矛
盾
か
ら
来
た
心
惑
ひ
、
む
し
ろ
喜
び
で
あ
る
。
さ
う
い
ふ
心
惑
と
喜
び
と

は
暦
と
い
ふ
も
の
、
い
は
ば
時
の
推
移
に
対
す
る
関
心
の
強
さ
に
原
因
し
て
ゐ

る
。
し
か
し
こ
の
場
合
の
時
の
意
識
が
永
遠
と
い
ふ
や
う
な
超
経
験
的
な
観
念

に
繋
り
を
持
ち
、
即
さ
う
い
ふ
喜
び
、
惑
ひ
か
ら
更
に
発
展
し
て
永
遠
な
る
時

の
流
の
一
点
と
し
て
立
春
の
一
日
を
捉
へ
て
ゐ
る
か
と
い
へ
ば
さ
う
で
は
な
く

作
者
の
関
心
は
全
く
こ
の

「
一
年
」
を
出
る
こ
と
が
な
い
。
飽
く
ま
で
経
験
的

な
時
間
を
出
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
歌
の
関
心
は
年
中
行
事

的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
の
思
想
的
な
も
の
を
認
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
貫
之
の

「袖
ひ
ぢ
て
」
の
歌
に
於
て
一
層
明
瞭
で
あ
ら
う
。

こ
の
歌
も
立
春
の
喜
び
が
前
提
と
な
っ
て
ゐ
る
。
而
も
そ
の
喜
び
を
直
接
に
は

言
は
な
い
で
立
春
と
共
に
氷
が
解
け
る
こ
と
か
ら
そ
の
氷
に
つ
け
て
一
年
の
季

節
の
推
移
を
思
ひ
や
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
作
者
が
時
の
推
移
に
特
別
な



関
心
を
も
っ
た
か
ら
に
違
ひ
な
い
。
し
か
し
こ
の
場
合
の
時
も
仏
教
的
世
界
観

を
予
想
さ
せ
る
や
う
な
永
遠
の
時
の
流
で
は
な
く
て
春
夏
秋
冬
と
い
ふ

一
年
の

時
の
経
過
で
あ
り
、
作
者
の
経
験
の
中
の
も
の
で
あ
る
。
作
者
の
想
念
は
彼
の

経
験
を
超
え
て
悠
久
の
時
間
の
上
に
拡

っ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
。
も
し
こ
れ
ら

の
歌
が
時
間
的
な
も
の
の
背
後
に
永
速
の
想
念
を
ち
ら
つ
か
せ
て
ゐ
な
い
の
は

そ
の
思
想
が
十
分
に
摂
販
同
化
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
と
考
へ
る
な
ら
ば
こ
れ
ら

の
歌
の
調
の
明
さ
軽
や
か
さ
が
こ
れ
を
否
定
す
る
で
あ
ら
う
。

花
の
色
ほ
う
つ
り
に
け
り
な
い
た
づ
ら
に
我
が
身
世
に
ふ
る
な
が
め
せ
し

ま
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（春
下
）

梓
弓
春
た
ち
し
よ
り
と
し
つ
き
の
射
る
が
ご
と
く
も
お
も
ほ
ゆ
る
か
な

（同
）

夏
の
夜
の
ふ
す
か
と
す
れ
ば
郭
公
な
く
ひ
と
声
に
明
く
る
し
の
ヽ
め

（夏
）

秋
来
ぬ
と
目
に
は
さ
や
か
に
見
え
ね
ど
も
風
の
音
に
ぞ
驚
か
れ
ぬ
る

（
秋
上
）

昨
日
こ
そ
さ
苗
と
り
し
か
い
つ
の
ま
に
稲
葉
そ
よ
ぎ
て
秋
風
ぞ
吹
く

（同
）

け
ふ
よ
り
は
今
こ
む
年
の
昨
日
を
ぞ
い
つ
し
か
と
の
み
待
ち
渡
る
べ
き

（同
）

春
霞
か
す
み
て
い
に
し
か
り
が
ね
は
今
ぞ
な
く
な
る
秋
ぎ
り
の
上
に

（同
）

み
ど
り
な
る
ひ
と
つ
草
と
ぞ
春
は
見
し
秋
は
色
々
の
花
に
ぞ
あ
り
け
る

（同
）

ゅ
ふ
づ
く
よ
を
ぐ
ら
の
山
に
な
く
鹿
の
声
の
う
ち
に
や
秋
は
く
る
ら
む

（
秋
下
）

我
が
ま
た
ぬ
年
に
き
ぬ
れ
ど
冬
草
の
か
れ
に
し
人
に
お
と
づ
れ
も
せ
ず

（欠
０

以

・
１
の
歌
は
四
季
の
歌
の
中
か
ら
時
の
推
移
を
取
扱
っ
た
も
の
の
中
で
特
に

日
立
つ
も
の
を
拾

っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時
が

一
年
の
間
に
限
ら
れ
た
も
の

で
あ
り
、
そ
の
殆
ど
す
べ
て
が
四
季
折
々
の
風
物
の
変
化
に
そ
の
関
心
を
集
中

し
て
ゐ
る
こ
と
は

一
読
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
歌
に
は
さ
う
い
ふ
季

節
感
を
包
む
悠
遠
な
時
の
流
を
背
景
に
も
っ
て
ゐ
る
も
の
は
認
め
ら
れ
ぬ
。
単

に
観
念
的
に
も
た
な
い
ば
か
り
で
は
な
く
、
情
調
気
分
と
し
て
も
さ
う
い
ふ

一

種
の
哀
感
や
標
紗
と
し
た
情
調
を
感
ず
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
た
と
へ
ば

「花
の
色
は
」

「
秋
き
ぬ
と
」

「昨
日
こ
そ
」
の
如
き
に
は

一
種
の
時
間
的
な

味
が
あ
る
が
し
か
し
そ
れ
も
経
験
的
乃
至
季
節
的
な
範
囲
の
も
の
で
あ
る
。
尤

も
こ
れ
は
右
の
歌
が
四
季
の
歌
で
あ
る
た
め
に
特
に
さ
う
な
の
だ
と
見
ら
れ
る

か
も
知
れ
な
い
。
そ
こ
で
雑
歌
の
中
か
ら
数
首
を
拾
は
う
。

世
の
中
に
ふ
り
ぬ
る
も
の
は
津
の
国
の
長
柄
の
橋
と
わ
れ
と
な
り
け
り

（雑
歌
上
）

笹
の
葉
に
降
り
つ
む
雪
の
う
れ
を
重
み
も
と
く
だ
ち
ゆ
く
我
が
盛
り
は
も

（同
）

さ
か
さ
ま
に
年
も
ゆ
か
な
む
販
り
も
あ
へ
ず
過
ぐ
る
齢
や
共
に
帰
る
と

（
同
）

鏡
山
い
ざ
た
ち
よ
り
て
見
て
ゆ
か
む
年
へ
ぬ
る
身
は
老
い
や
し
ぬ
る
と

（同
）

右
の
歌
の
主
題
ほ
何
れ
も
人
生
易
老
の
歎
で
あ
り
、
四
季
の
歌
よ
り
も
長
い

時
間
に
互
っ
て
ゐ
る
が
、
し
か
し
そ
の
殆
ど
す
べ
て
が
肉
体
の
老
衰
と
い
ふ
可

視
的
、
現
象
的
事
実
に
集
中
し
て
そ
れ
を
超
え
た
不
可
祝
の
世
界
に
ま
で
拡
り

を
持
っ
て
ゐ
な
い
。



以
上
の
事
実
は
す
べ
て
古
今
集
の
時
間
性
が
経
験
的
現
世
的
な
範
囲
を
出
な

い
も
の
だ
と
い
ふ
私
説
を
裏
書
し
て
ゐ
る
と
思
は
れ
る
。
し
か
し
中
に
は
や
や

こ
の
範
囲
を
逸
脱
し
て
ゐ
る
と
見
ら
れ
る
も
の
が
な
い
で
は
な
い
。
そ
れ
は
懐

古
の
詩
情
を
主
題
と
し
た
作
で
あ
る
。

我
が
見
て
も
ひ
さ
し
く
な
り
ぬ
住
吉
の
き
し
の
姫
松
い
く
世
経
ぬ
ら
む

（雑
歌
上
）

す
み
よ
し
の
岸
の
姫
松
ひ
と
な
ら
ば
幾
代
か
経
し
と
問
は
ま
し
も
の
を

（同
）

あ
づ
さ
ゆ
み
磯
辺
の
小
松
た
が
よ
に
か
万
代
か
け
て
た
だ
を
ま
き
け
む

　ヽ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（同
）

こ
れ
ら
の
歌
に
於
て
は
四
季
の
歌
な
ど
に
比
較
し
て
悠
遠
な
時
間
が
作
者
の

意
識
を
占
め
て
ゐ
る
。
し
か
し
こ
の
悠
遠
さ
も
作
者
眼
前
の
松
に
よ
っ
て
代
表

し
う
る
程
度
の
も
の
で
あ
る
。
さ
う
い
ふ
意
味
で
こ
の
意
識
も
や
は
り
即
物
的

で
あ
っ
て
哲
学
的
乃
至
宗
教
的
世
界
観
と
は
異
質
の
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ

の
範
疇
の
も
の
も
亦
必
ず
し
も
私
説
に
と
っ
て
除
外
例
と
見
徴
す
程
の
も
の
と

も
思
は
れ
な
い
。
古
今
集
の
歌
の
時
間
性
の
殆
ど
す
べ
て
が
右
限
的
、
経
験
的

な
時
の
範
囲
に
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
以
上
の
事
実
に
よ
っ
て
明
ら
か

に
さ
れ
た
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。

工〈

古
今
集
の
歌
の
素
材
は
こ
れ
ま
で
述
べ
た
や
う
に
殆
ど
常
に
時
の
観
念
と
結

び
つ
い
て
ゐ
る
。
同
時
に
こ
の
素
材
は
常
に
具
体
的
、
経
験
的
な
も
の
で
あ

る
。
こ
の
経
験
的
と
い
ふ
こ
と
は
感
覚
的
と
い
ふ
こ
と
に
繋
る
面
を
も
っ
て
ゐ
ヽ

る
。

（殊
に
四
季
の
歌
に
於
て
）
そ
し
て
古
今
集
の
感
覚
的
と
い
ふ
こ
と
は
作

者
の
態
度
と
し
て
は
耽
美
的
だ
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
古
今
集
の
歌
風
の
一
面

に
耽
美
的
傾
向
が
あ
る
こ
と
は
そ
の
序
文

に
も

「花
を
め
で
、
鳥
を
う
ら
や

み
、
霞
を
あ
は
れ
び
、
露
を
か
な
し
ぶ
心
詞
お
ほ
く
さ
ま
ハ
ヽ

に
な
り
に
け

る
。」

と
述
べ
て
を
り
、
く
だ
く
だ
し
く
述
べ
る
必
要
は
な
い
。
古
今
人
が
年

中
行
事
に
特
別
な
関
心
を
示
し
四
季
折
々
の
自
然
美
を
愛
し
た
の
は
彼
ち
が
意

識
的
に
美
を
求
め
た
か
ら
で
あ
る
。
而
も
こ
の
耽
美
的
な
も
の
と
時
間
的
な
も

の
と
が
矛
盾
を
示
す
こ
と
な
く
多
く
の
場
合
緊
密
に
融
合
し
て
一
つ
の
も
の
と

な
っ
て
ゐ
る
。
と
い
ふ
よ
り
む
し
ろ
時
間
的
な
も
の
が
耽
美
へ
の
拍
車
の
役
目

を
果
し
て
ゐ
る
場
合
が
あ
る
。

垂
れ
籠
め
て
春
の
行
く
へ
も
知
ら
ぬ
間
に
待
ち
し
桜
も
う
つ
ろ
ひ
に
け
り

（春
下
）

久
か
た
の
ひ
か
り
の
ど
け
き
春
の
日
に
し
づ
心
な
く
花
の
ち
る
ら
む

（同
）

た
と
へ
ば
右
の
歌
の
自
然
美
へ
の
憧
憬
に
は
一
種
の
哀
感
が
余
情
と
し
て
伴

っ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
こ
の
余
情
は
時
間
的
な
も
の
に
聯
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
時
間
的
な
も
の
が
観
念
的
な
永
遠
の
世
界
を
背
後
に
も
つ
と
見
る

べ
き
必
然
性
は
薄
弱
で
あ
っ
て
、
他
の
歌
例
に
よ
っ
て
み
て
も
経
験
的
な
も
の

の
範
囲
を
出
な
い
と
考
へ
る
べ
ぎ
で
あ
ら
う
。
耽
美
的
な
も
の
と
時
間
的
な
も

の
と
が
矛
盾
を
示
さ
な
い
の
も
後
者
の
こ
の
や
う
な
性
格
に
基
く
。
し
か
し
耽

美
精
神
と
仏
教
的
永
遠
恒
常
の
世
界
に
対
す
る
憧
憬
と
が
本
質
的
に
矛
盾
を
含

ん
で
ゐ
る
こ
と
は
西
行
な
ど
の
苦
悩
が
示
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
矛

盾
が
却
っ
て
逆
説
的
に
前
者
を
自
覚
的
た
ら
し
め
る
と
い
ふ
こ
と
は
あ
る
と
し

て
も
、
し
か
し
古
今
人
の
耽
美
的
傾
向
を
積
極
的
に
刺
戦
し
た
の
は
む
し
ろ
漢

詩
文
の
影
響
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
し
か
し
古
今
集
時
代
に
始
ま
る
わ
け
で
は
な

く
奈
良
朝
及
び
そ
れ
以
前
か
ら
の
伝
続
で
あ
り
古
今
集
は
む
し
ろ
そ
の
成
果
と

見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
万
葉
集
に
お
け
る
風
流
風
雅
の
思
想
と
漢
詩
文
と
の
関



係
、
懐
風
藻
以
下
の
漠
詩
文
集
に
於
け
る
素
材
と
和
歌
の
素
材
と
の
比
較
等
に

よ
っ
て
こ
の
こ
と
を
実
証
出
来
る
で
あ
ら
う
。
勿
論
漢
詩
文
に
な
い
情
趣
の
創

造
が
あ
り
、
新
な
美
の
発
展
は
あ
る
が
、
漢
詩
文
に
よ
っ
て
詩
境
を
啓
発
さ
れ

た
ヽ
の
は
少
く
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
今
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
深
く
立
入

る
余
裕
が
な
い
。

（古
今
集
と
漢
詩
文
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
日
本
学
士
院
紀

要
七
ノ
三
に
小
西
甚

一
氏
の

「古
今
集
的
表
現
の
成
立
」
と
い
ふ
精
細
な
研
究

が
あ
る
Ｊ

耽
美
的
傾
向
は
現
実
的
肯
定
的
世
界
観
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
古
今
集
の

四
季
の
歌
の
情
調
が
概
ね
明
る
さ
と
悦
楽
と
を
感
せ
し
め
る
も
の
が
多
い
の
は

こ
こ
に
原
因
す
る
。
時
に
懐
疑
と
悲
哀
と
に
よ
っ
て
そ
れ
が
翡
ら
さ
れ
る
こ
と

が
な
い
で
は
な
い
が
、
そ
れ
も
極
め
て
浅
い
も
の
で
彼
ら
の
耽
美
的
、
現
実
的

基
調

，
を
壊
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
仏
教
的
世
界
観
の
影
響
が
そ
れ
程

深
刻
で
は
な
か
っ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
尤
も
明
る
さ
や
悦
楽
と
い
っ
て
も

哄
笑
歓
喜
と
い
ふ
や
う
な
調
子
の
高
い
も
の
で
は
な
く
何
れ
も
虔
し
や
か
な
気

品
の
あ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
明
る
さ
や
悦
楽
そ
の
も
の
が
見
失
は
れ

る
こ
と
す
ら
あ
る
。
し
か
し
そ
の
根
抵
に
あ
る
の
は
決
し
て
否
定
的
、
懐
疑
的

な
も
の
で
は
な
く
し
て
肯
定
的
精
神
で
あ
っ
た
。
古
今
集
の
優
美
典
雅
と
称
さ

れ
る
女
性
的
貴
族
的
傾
向
も
こ
の
肯
定
的
精
神
を
中
核

と
し

て
ゐ

る
の
で
あ

る
。
古
今
集
の
歌
風
が
懐
疑
の
た
め
に
優
美
典
雅
の
基
調
を
壊
ら
な
か
っ
た
の

は
こ
の
現
実
的
肯
定
的
精
神
が
指
導
的
地
位
を
占
め
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
り
、
そ

の
時
間
的
な
歌
風
が
逢
か
の
雲
間
に
永
遠
の
想
念
が
隠
顕
す
る
の
を
望
み
見
な

が
ら
猶
且
有
限
的
、
経
験
的
時
間
の
範
囲
を
出
な
か
っ
た
の
も
こ
こ
に
原
因
が

あ
る
。
そ
し
て
古
今
集
が
中
世
文
学
的
要
素
の
幾
許
を
胎
み
な
が
ら
も
古
代
文

学
と
し
て
の
地
位
を
保
っ
て
ゐ
る
と
思
は
れ
る
の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
。

附
記
　
こ
の
小
稿
は
文
学
奥
の
時
代
区
分
に
当
っ
て
古
今
集
を
古
代
文
学
と

見

よ

う

と

す

る

論

拠

の

一
と

し

て
書

か

れ

た

も

の

で

あ

る

が

、

先

学

の
説

を

ほ

し

い

ま

ヽ

に
引

用

し

て

礼

を

失

し

た

こ

と

に

つ

い

て

は

御

寛

恕

を

乞

ひ

た

い

。
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