
「
う
た
た
ね
」

は、

r
＋
六
夜
日
記
」

の
作
者
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
た
阿

仏
尼
の
も
う
―

つ
の
作
品
で、

彼
女
の
若
い
頃
の
不
幸
な
恋
愛
と
そ
の
恋
に

傷
つ
い
た
心
を
一

人
称
で
書
き
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
内
容
は
約
二
年

閻
に
わ
た
る
体
験
を
記
し
た
も
の
で、

大
き
く
恋
（
失
恋）
・

出
家
・

旅
と

三
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
る
。

ま
た
、

次
田
香
澄
氏
の
説
に
よ
れ
ば、

こ
の

作
品
は
構
造
上、

前
半
と
後
半
こ
分
け
ら
れ
、

前
半
は
さ
ら
に
前
段
と
後
段

①
 

に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
段
は
愛
人
と
の
交
渉
と
失
恋
で
終
っ
た
そ
の
顕
末
を
記
し
た
も
の
で、

期
間
は
秋
か
ら
起
箪
し
て
年
末
ま
で
。

後
段
は
突
然
の
出
奔
を
中
心
と
す
る

出
家、

病
気
・

転
居
か
ら
帰
宅
ま
で
の
こ
と
を
書
い
て
い
る
。

期
間
は
春
の

は
じ
め
か
ら
夏
ま
で
の
半
年
で
あ
ろ
。

後
半
は
そ
の
秋
か
ら
年
末
ま
で
数
ケ

月
で、

養
父
に
誘
わ
れ
た
遠
江
へ
の
旅
と
田
舎
で
の
生
活
及
び
帰
京
の
探
が

記
さ
れ
て
い
る
。

r
う
た
た
ね
」

は
小
品
で
あ
り
な
が
ら、

恋
の
始
終
と
そ
れ
に
伴
う
自
身

の
感
情
の
動
き
を
中
心
に
n
い
て
い
る‘

―

つ
の
ま
と
ま
り
の
い
い
文
学
作

品
と
し
て
、

い
ろ
い
ろ
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

特
に、

そ
の
文
京
表
現
や
心
理

(-) 

う

た

た

ね

と

浮

舟

描
写
に
お
け
る
先
行
文
学
を
踏
え
た
と
こ
ろ
ゃ、

あ
る
い
は
そ
の
直
接
の
引

用
が
目
だ
っ
た
め、

研
究
者
の
関
心
も
主
に
そ
う
し
た
方
面
に
寄
せ
ら
れ
て

お
り、

「
う
た
た
ね
」

と
先
行
文
学
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
論
文
も
少
な
く

な
い
。

中
に
は
渡
辺
静
子
氏
の
よ
う
に
、

本
文
と
ー
用
作
品
の
対
比
に
よ
っ

⑫
 

て
「
う
た
た
ね
」

の
性
格
に
迫
る
研
究
も
兄
ら
れ
る
。

「
う
た
た
ね
」

が
古
典
を
い
か
に
多
く
摂
取
し
た
か
は、

渡
辺
静
子
氏
の

作
製
し
た
「
本
文
と
引
用
作
品
の
対
比
表
」

に
よ
っ
て
一

目
瞭
然
で
あ
る
。

こ
の
「
対
比
表
」

に
よ
る
と、

「
う
た
た
ね
」

に
見
ら
れ
る
古
典
文
学
の
影

響
は
六
十
五
箇
所
も
あ
り、

「
伊
勢
物
語
」

や
「
源
氏
物
語
」

は
ra
う
ま
で

も
な
く、

引
用
さ
れ
た
作
品
数
は、

こ
の
は
か
に
十
余
に
も
及
ぶ
。

し
か
も

渡
辺
氏
自
身
も
言
わ
れ
た
よ
う
に
、

「
も
っ
と
細
か
く
見
る
な
ら
ば
ま
だ
そ

の
数
は
増
す
r
こ
と
と
思
う。

本
稿
に
お
い
て
取
り
上
げ
た
浮
舟
に
関
す
る

い
く
つ
か
の
例
の
中
に
は、

ま
だ
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
含
ま
れ
て
い

る
。

阿
仏
尼
は
r
う
た
た
ね
」

を
文
学
作
品
に
成
す
に
あ
た
っ
て
、

前
記
の
よ

う
に
大
景
の
古
典
文
学
を
摂
取
し
た
。

彼
女
は、

あ
る
い
は
古
歌
を
借
り
て

自
分
の
心
情
を
表
わ
し、

あ
る
い
は
物
語
の
中
の
悲
連
の
女
性
を
わ
が
身
の

上
と
重
ね
合
わ
せ
て
語
っ
て
い
る
。

そ
の
中
で
特
に
注
目
す
ぺ
き
も
の
は、

劉

小

俊
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出
家
を
決
恋
し
て、

自
ら
髪
を
切
り
落
し
た
r
う
た
た
ね」
の
作
者
阿
仏

尼
は、
自
分
の
そ
の
折
の
心
坑
を
歌
に
詠
ん
で
い
る。

歎
き
つ
つ
稔
を
早
き
瀬
の
そ
こ
と
だ
に
知
ら
ず
迷
は
む
跡
ぞ
悲
し

身
を
も
投
げ
て
む
と
思
ひ
け
る
に
や

（
二
七
ー
ニ
八）

「
g
を
も
投
げ
て
む
と
思
ひ
け
る
に
や
」
と
は、

作
者
の
後
か
ら
の
回
想

で
あ
る
が、
そ
の
時
の
作
者
が
死
の
笈
悟
を
し
て
い
た
と
も
読
み
と
る
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う。
し
か
し、

宜
悟
は
し
た
け
れ
ど
も、
た
と
え
早
堀
に

身
を
沈
め
て
も、
自
分
の
魂
が
迷
う
で
あ
ろ
う
と
い
う
不
安
と
悲
し
み
が
し

み
じ
み
と
感
じ
ら
れ
る。
こ
の
歌
が
浮
舟
の
心
悦
を
下
敷
き
に
し
て
詠
ま
れ

④
 

た
も
の
で
あ
ろ
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が、

私
見
も
加
え
て
も
う

少
し
詳
し
く
述
べ
て
み
た
い。

死
を
決
意
し
た
浮
舟
も
臼
分
の
思
い
を
次
の
歌
に
託
し
て
汲
況
し
て
い
る。

な
げ
き
わ
び
兵
を
ば
捨
つ
と
も
亡
き
彩
に
憂
き
名
流
さ
む
こ
と
を
こ
そ

思
へ

（
浮
舟、
八
ー
九
四）

前
掲
の
「
歎
き
つ
つ
」
の
歌
と
こ
の
浮
舟
の
歌
と
を
比
較
し
て
み
る
と、

言
葉
そ
の
も
の
の
引
用
こ
そ
な
い
が、

悲
し
み
憐
ん
だ
挙
句、

身
を
す
て
る

き （二）

阿
仏
尼
の
浮
舟
に
対
す
る
強
い
思
い
入
れ
で
あ
る。
し
か
も、

浮
舟
に
基
づ

く
描
写
が、

作
品
の
「
出
家」
の
部
分
に、

構
造
上
か
ら
言
え
ば、
つ
ま
り

前
半
の
後
段
に

集中
し
て
い
る
こ
と
も
ま
た
輿
味
深
い
悶
図
で
あ
ろ
う。

こ
の
場
面
は
「
源
氏
物
語」
澪
探
の
巻
の
住
吉
詣
の
箭
致、
す
な
わ
ち

（
三
三
1
三
四）

こ
と
に
思
い
及
ん
だ
点
は
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る。
ま
た
こ
の
二
首
の
歌
に

沼
ん
で
い
る
死
後
へ
の
不
安
も
共
通
し
て
い
る。
「
源
氏
物
語」
を
眈
読
し、

物
語
の
批
界
に、

心竺投
じ
た
文
学
少
女
で
あ
っ
た
作
者
の
阿
仏
尼
が、
わ
が

身
を
す
て
よ
う
と
決
め
た
時、

自
分
と
同
じ
よ
う
に
恋
の
悩
み
に
よ
っ
て
ひ

ど
く
思
い
詰
め
て
死
を
選
ん
だ
浮
舟
の
歌
を
頭
に
思
い
浮
ぺ
る
こ
と
は、

決

し
て
理
解
し
が
た
い
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う。
そ
し
て、

阿
仏
尼
は
自
分
の

悲
し
い
心
情
を
前
述
の
よ
う
に
浮
舟
の
歌
を
防
え
て
詠
ん
だ
の
で
あ
る。

こ
の
よ
う
に、

阿
仏
尼
は
浮
舟
を
念
頭
に
お
い
て
臼
分
の
出
家
を
決
意
し

た
時
の
心
悦
を
描
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が、

出
家
後
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か。

出

家後
の
r
う
た
た
ね」
の
作
者
は
愛
人
へ
の
思
い
が
立
ち
切
れ
ず、
悩

む
余
り
に
と
う
と
う
病
身
に
な
っ
た。
そ
の
た
め、

作
者
は
西
山
の
尼
寺
か

ら
愛
宕
へ
移
ろ
う
と
す
る
が、

愛
宕
へ
向
っ
て
西
山
の
尼
寺
を
出
よ
う
と
す

る
と
こ
ろ
で、
思
い
も
寄
ら
ず
別
れ
た
恋
人
に
迎
垢
し
た。
そ
の
時
の
描
写

を
ま
ず
r
う
た
た
ね」
か
ら
引
用
し
て
み
よ
う。

泣
く
泣
く
門
を
引
出
づ
る
折
し
も、

先
に
立
ら
た
る
単
あ
り。

先
花
や

か
に
追
ひ
て、

御
前
な
ど
m
々
し
く
見
ゆ
る
を、

誰
か
ば
か
り
に
か
と、

目
留
め
た
り
け
れ
ば、

彼
の
人
知
れ
ず
怨
み
聞
ゆ
る
人
な
り
け
り。
顔

し
る
き
随
身
な
ど、

紛
ふ
ぺ
う
も
あ
ら
ね
ば、
か
く
と
は
思
し
寄
ら
ざ

ら
め
と、
そ
ぞ
ろ
車
の
中
恥
か
し
く、

端
な
き
心
地
し
な
が
ら、

今一

度
そ
れ
と
ば
か
り
も
見
送
り
聞
ゆ
る
は、
い
と
嬉
し
く
も
あ
は
れ
に
も、

様
々
胸
静
か
な
ら
ず。
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を
り
し
も、

か
の
明
石
の
人
（
中
略）

岸
に
さ
し
沼
く
る
ほ
ど
見
れ
ば、

の
の
し
り
て
詣
で
た
ま
ふ
人
の
け
は
ひ、

渚
に
満
ら
て、
い
つ
く
し
き

神
宝
を
持
て
続
け
た
り。

楽
人
十
列
な
ど、

装
束
を
と
と
の
へ
容
貌
を

選
び
た
り。

「
誰
が
詣
で
た
ま
へ
る
ぞ」
と
問
ふ
め
れ
ば、

「
内
大
臣

殿
の
御
穎
果
た
し
に
詣
で
た
ま
ふ
を、

知
ら
ぬ
人
も
あ
り
け
り」
と
て、

は
か
な
き
ほ
ど
の
下
衆
だ
に、
こ
こ
ら
よ
げ
に
う
ら
笑
ふ。

げ
に
あ
さ

ま
し
う、

月
日
も
こ
そ
あ
れ、

な
か
な
か
こ
の
御
あ
り
さ
ま
を
逼
か
に

見
る
も、

g
の
ほ
ど
く
ら
を
し
う
お
ば
ゆ。

（
澪
探、

三
I
三
二
＼
三
三）

と
い
う
場
面
を
迎
想
さ
せ
が
ら
で
あ
る
が、

私
は
敢
え
て
こ
れ
は
夢
浮
栂
の

巻
に
祖
か
れ
た
浮
舟
が
陪
屈
か
ら
通
か
に
掃
途
の
厖
一
行
を
望
む
場
面
と、

手
習
の
巻
に
あ
る
自
分
の
来
し
方
を
思
う
時
の
浮
舟
の
心
情
を
踏
ま
え
て
困

い
た
も
の
だ
と
思
う。
こ
の
場
面
は、

阿
仏
尼
が
当
時
実
際
に
起
っ
た
こ
と

を
あ
り
の
ま
ま
に
昏
き
記
し
た
と
見
る
に
は、

あ
ま
り
に
も
で
き
す
ぎ
て
い

る
気
が
す
る。
こ
の
湯
面
は、

事
実
で
あ
っ
た
と
い
う
よ
り
も、

明
白
な
創

作
意
識
に
よ
っ
て、

浮
舟
の
心
情
を
下
敷
き
に
し
て
害
か
れ
た
も
の
だ
と
思

わ
れ
る。

少
な
く
と
も
事
実
を
文
学
的
に
加
工
し
て
で
き
た
も
の
だ
と
言
え

よ
う。

次
に
「
源
氏
物
語」
の
本
文
を
引
用
し
な
が
ら、

「
う
た
た
ね」
が

浮
舟
の
話
か
ら
ど
ん
な
影
響
を
受
け
て
い
る
か

を具体的
に
考
察
し
て
み
よ
う。

入
水
し
て
横
川
の
倍
都
に
助
け
ら
れ
た
浮
舟
は、

小
野
の
佃
屈
に
世
を
忍

ぷ
毎
日
を
過
と
し
て
い
た。

そ
ん
な
あ
る
日、

突
然
寂
し
い
そ
の
陪
府
の
前

を
横
川
か
ら
帰
る
薫
の
車
が
華
や
か
に
通
っ
て
行
く。

氾ク
浮
橋
の
巻
に
は、

浮
舟
が
遠
く
か
ら
薫
の
車
を
見
や
る
場
面
が
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る。

小
野
に
は、
い
と
深
く
茂
り
た
る
肖
葉
の
山
に
向
ひ
て、

ま
ぎ
る
る
こ

と
な
く、

追
水
の
螢
ば
か
り
を、

昔
お
ほ
ゆ
る
な
ぐ
さ
め
に
て
な
が
め

ゐ
た
ま
へ
る
に、

例
の、
は
る
か
に
見
や
ら
る
る
谷
の
軒
嬬
よ
り、

前

駆
心
こ
と
に
追
ひ
て、
い
と
多
く
と
も
し
た
る
火
の、

の
ど
か
な
ら
ぬ

光
を
兄
る
と
て、

尼
君
た
ら
も
坊
に
出
で
ゐ
た
り。
（
中
略）

時
々
か

か
る
山
路
分
け
お
は
せ
し
時、

い
と
し
る
か
り
し
随
身
の
声
も、

う
ら

つ
け
に
ま
じ
り
て
聞
こ
ゆ。

月
日
の
過
ぎ
ゆ
く
ま
ま
に、

昔
の
こ
と
の

か
く
思
ひ
忘
れ
ぬ
も、

今
は
何
に
す
ぺ
き
こ
と
ぞ、

と
心
憂
け
れ
ば、

阿
弥
陀
仏
に
思
ひ
ま
ぎ
ら
は
し
て、
い
と
ど
も
の
も
言
は
で
ゐ
た
り。

（
邪
浮
僑、

八
ー
ニ
六
八
＼
二
六
九）

前
述
の
「
う
た
た
ね
」
に
宙
か
れ
た
恋
人
と
の
選
返
の
一
節
を、

右
記
の

描
写
に
照
ら
し
て
見
る
と、

ま
ず、

身
分
の
高
い
男
が
先
払
い
を
さ
せ
な
が

ら
花
や
か
に
車
で
通
り
か
か
る
の
が
偶
然
に
女
の
目
に
入
る、

女
は
そ
れ
が

昔
の
恋
人
の
車
だ
と
分
っ
て
さ
ま
ざ
ま
心
が
乱
れ
る
が、

男
は
女
の
存
在
に

全
然
気
が
つ
か
な
い、

と
い
う
情
況
は
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る。
そ
の
上、

女
が
今
通
り
か
か
っ
て
い
る
の
が
自
分
の
昔
の
恋
人
の
車
だ
と
分
っ
た
の
は、

か
つ
て
男
が
自
分
の
と
こ
ろ
に
通
っ
て
い
た
当
時
の
随
身
が
そ
の
先
払
い
の

列
に
い
た
か
ら
だ、

と
い
う
の
で
あ
っ
て、

車
の
主
を
昔
の
恋
人
と
断
定
す

る
手
段
ま
で
も
そ
っ
く
り
だ。

さ
ら
に、

恋
人
の
車
に
出
会
う
時
の、

r
う
た
た
ね」
の
作
者
阿
仏
尼
が、

恥
ず
か
し
い
な
が
ら
も
今
も
う一
度
彼
を
見
た
喜
び
も
感
じ
る
そ
の
複
雑
な
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心
情
の
描
写
に
も 、
浮
舟
の
影
響
が
秘
め
ら
れ
て
い
ろ
と
思
わ
れ
る 。
次
に

引
用
す
る
の
は 、

手
習
の
巻
に
書
か
れ
た
浮
舟
の
心
情
で
あ
る 。

は
じ
め
よ
り 、

薄
き
な
が
ら
も
の
ど
や
か
に
も
の
し
た
ま
ひ
し
人
は 、

こ
の
を
り
か
の
を
り
な
ど 、
思
ひ
出
づ
る
ぞ
こ
よ
な
か
り
け
る 。
か
く

て
こ
そ
あ
り
け
れ 、
と
聞
き
つ
け
ら
れ
た
て
ま
つ
ら
む
は
づ
か
し
さ
は 、

人
よ
り
ま
さ
り
ぬ
ぺ
し 、
さ
す
が
に 、
こ
の
世
に
は 、
あ
り
し
御
さ
ま

を 、
よ
そ
な
が
ら
だ
に
い
つ
か
は
見

じずる 、
と

r£恵
ふ 。
な
ほ
わ
ろ

の
心
や 、
か
く
だ
に
思
は
じ 、
な
ど 、
心
ひ
と
つ
を
か
へ
さ
ふ 。

（
手
習 、
八
ー

ニ
ニ
―
ー

ニ
ニ
ニ）

こ
こ
で 、

浮
舟
の
複
雑
な
二
瓜
の
心
情
が
表
現
さ
れ
て
い
る 。
浮
舟
は
自

分
の
今
の
見
苦
し
い
姿
を
昔
の
恋
人
に
知
ら
れ
る
の
が
恥
ず
か
し
く
て
恐
れ

る
が 、
一
万 、
心
の
中
に
は
ど
う
に
か
し
て
彼
の
姿
を
も
う一

度
見
た
い
と

い
う
願
望
も
粥
ん
で
い
ろ 。
こ
の
二
重
の
心
情
に
お
い
て 、

前
掲
の
「
そ
ぞ

ろ
車
の
中
恥
か
し
く 、

端
な
き
心
地
し
な
が
ら 、
今一
度
そ
れ
と
ば
か
り
も

見
送
り
聞
ゆ
る
は 、
い
と
嬉
し
く
も
あ
は
れ
に
も」
思
う
と
い
う
阿
仏
尼
の

場
合
も
同
じ
で
あ
る 。
た
だ 、
違
う
の
は 、
浮
舟
は
そ
の
後
薫
と
会
い
た
い

願
望
を
実
現
し
な
か
っ
た
が 、
阿
仏
尼
は
こ
の
よ
う
に
自
分
の
恋
人
を
見
送

る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る 。
し
か
し 、
こ
の
違
い
こ
そ
「
う
た
た
ね」
の

作
者
が
浮
舟
の
心
情
を
踏
ま
え
て
自
分
の
作
品
を
書
い
て
い
る
と
い
う
こ
と

．

を
語
っ

て
い
る
と
私
は
思
う 。
r
う
た
た
ね」
に
も
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に 、

出
家
後
も
作
者
は
恋
人
へ
の
思
い
を
絶
つ
こ
と
が
で
き
な
い 。
恐
ら
く
そ
の

思
い
が
あ
ま
り
に
も
強
す
ぎ
た
の
で
あ
ろ
う 。
「
源
氏
物
語」
を
耽
院
し 、

浮
舟
の
話
に
心
ひ
か
れ
た
作
者
は 、
浮
舟
の
辛
い
気
持
ち
に
同
情
し 、
か
つ

触
発
さ
れ
て 、
つ
い
に
浮
舟
の
心
情
を
下
敷
き
に
し
て 、
恋
人
と
選
返
す
る

場
面
を
造
っ

て
作
品
の
中
に
書
き 、

現
実
で
は
実
現
で
き
な
い
自
分
の
切
な

い
思
い
を 、
作
品
の
中
で
実
現
さ
せ
た
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る 。

右
に
述
ぺ
て
き
た
よ
う
に 、
「
う
た
た
ね」
に
お
け
る
恋
人
と
避
逗
す
る

場
面 、
及
び
そ
の
時
の
作
者
の
心
情
は 、
夢
浮
僑
の
巻
に
お
け
る
浮
舟
が
薫

の
車
を
遠
く
か
ら
見
る
時
の
情
景
を
場
面
と
し
て
借
用
し 、
一
方
で
手
習
の

巻
に
書
か
れ
た
浮
舟
の
心
情
を
作
者
阿
仏
尼
の
心
理
描
写
に
利
用
し
て
昏
い

た
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る 。

「
う
た
た
ね」
の
作
者
阿
仏
尼
が
出
家
直
前
と
出
家
後
恋
人
の
車
と
偶
然

に
出
会
う
時
の
自
分
の
心
情
を
描
く
時
に
は 、

浮
舟
の
そ
れ
を
強
く

意
識
し

、̀'‘

た
こ
と
は
二
に
述
ぺ
た
通
り
で
あ
る 。
し
か
し 、
阿
仏
尼
の
浮
舟
へ
の
思
い

、,‘

入
れ
は 、
決
し
て
そ
の
心
情
表
現
に
の
み
留
ま
る
も
の
で
は
な
い 。
心
情
表

現
以
外
に
も 、
「
う
た
た
ね」
に
は
浮
舟
の
話
か
ら
受
け
た
影
響
が
少
な
く

な
い 。
例
え
ば 、
「
う
た
た
ね」
の
前
半
の
後
段
に
は 、

作
者
が
自
ら
髪
を

切
り

落
し 、
夜
中 、
雨
の
中
を
家
か
ら
出
て
尼
寺
へ
向
う
場
面
が
誓
か
れ
て

い
る 。
こ
の
夜
中
に
出
奔
す
る
場
面
で
も 、
自
然
現
象
の
天
侯
を
は
じ
め 、

助
け
ら
れ
た
時
の
情
穀
に
至
る
ま
で 、

浮
舟
が
入
水
す
る
前
後
の
そ
れ
と
よ

く
似
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る 。

，
た
だ
今
も
出
で
ぬ
ぺ
き
心
地
し
て 、
や
を
ら
端
を
開
け
た
れ
ば 、
晦
頃

（三）
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の
月
無
き
空
に、

雨
雰
さ
へ
立
重
り
て、
い
と
も
の
恐
し
う
暗
き
に

夜
中
よ
り
降
出
で
つ
る
雨
の、

明
く
る
ま
ま
に、

し
ほ
し
ほ
と
濡
る
ろ

程
に
な
り
ぬ。

入
る
嵐
の
山
の
麓
に
近
附
く
程、

雨
由
々
し
く
降
増
り
て、

向
へ
の
山

を
兄
れ
ば、

雲
の
餞
頂
と
も
な
く
押
重
り
て、

行
先
も
見
え
ず。

（
二
八
ー
ニ
九）

こ
こ
に
掲
げ
た
の
は、

作
者
が
出
奔
す
る
夜
の
天
候
を
描
い
た
部
分
で
あ

る。

出
奔
に
は
最
悪
の
天
気
で
あ
っ
た。

重
々
し
い
雲、

降
り
ま
さ
る
雨
が、

真
暗
な
夜
を
い
っ
そ
う
恐
し
く
感
じ
さ
せ
る。

浮
舟
が
入
水
し
よ
う
と
家
を

出
た
夜
も、

皆
人
の
寝
た
り
し
に、

痰
戸
を
放
ち
て
出
で
た
り
し
に、

風
は
げ
し
く、

川
波
も
荒
う
聞
こ
え
し
を、

独
り
も
の
恐
ろ
し
か
り
し
か
ば、

来
し
万

行
く

末も
お
ぼ
え
で、

賣
子
の
端
に
足
を
さ
し
お
ろ
し
な
が
ら、

行
く

べ
き
方
も
ま
ど
は
れ
て、

帰
り
入
ら
む
も
中
空
に
て`

心
強
く
こ
の
世

に
亡
せ
な
む
と
思
ひ
立
ち
し
を、

を
こ
が
ま
し
く
て
人
に
見
つ
け
ら
れ

む
よ
り
は、

鬼
も
何
も
食
ひ
て
失
ひ
て
よ、

と
言
ひ
つ
つ、
つ
く
づ
く

と
ゐ
た
り
し
を、

（
手
習、

八
ー
一
八
九）

の
よ
う
に
「
風
は
げ
し
く、

川
波
も
荒」
い、
や
は
り
悪
天
候
で
あ
っ
た。

こ
こ
で、

「
雲」
「
雨」
と
「
風」
「
波」
は
違
う
自
然
現
象
で
あ
る
が、

い
ず
れ
も
よ
い
天
候
で
な
か
っ
た
点
は
同
じ
で
あ
ろ
う。

「
う
た
た
ね」
の

作
者
が
自
分
の
出
奔
す
る
夜
を、

浮
舟
の
入
水
し
よ
う
と
す
る
夜
と
同
じ
よ

う
に、

人
に
恐
怖
感
を
抱
か
せ
る
夜
と
し
て
描
い
た
の
は・、

あ
る
い
は
単
な

る
事
実
上
の
偶
然
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い。
し
か
し、

次
の
作
者
が
助
け

ら
れ
る
場
面
を
考
え
合
わ
せ
て
み
る
と、
こ
れ
も
恐
ら
く
浮
舟
の
入
水
し
よ

う
と
す
る
前
後
の
描
写
を
念
頭
に
入
れ
て
書
い
た
と
考
え
ら
れ
る。

い
た
＜
廻
り
果
て
に
け
れ
ば、

松
風
の
荒
々
し
き
を
頼
も
し
人
に
て、

此
れ
も
都
の
方
よ
り
と
覚
え
て、

蓑
笠
な
ど
箸
て、

囀
り
来
る
女
あ
り。

小
窟
の
同
じ
声
な
る
と
物
語
す
る
な
り
け
り。

此
れ
や
桂
の
里
の
人
な

ら
む
と
兄
ゆ
る
に、
た
だ
歩
み
に
歩
み
寄
り
て
（
中
略）

頻
に
身
の
有

様
を
尋
ぬ
れ
ば、

「
此
れ
は、

人
を
怨
む
る
に
も
あ
ら
ず。

又、

口
論

と
か
や
を
も
せ
ず。
た
だ
思
ふ
事
あ
り
て、

此
の
山
の
奥
に、

尋
ぬ
ぺ

き
事
あ
り
て、

夜
深
く
出
で
つ
れ
ど、

雨
も
移
し
く、
山
路
さ
へ
迷
ひ

て、

来
し

方も
党
え
ず、

行
く
先
も
知
ら
ず。
死
ぬ
ぺ
き
心
地
さ
へ
す

れ
ば、

此
処
に
寄
居
た
る
な
り。
同
じ
く
は、

其
の
辺
ま
で
導
き
給
ひ

て
む
や。
」
と
言
へ
ば、

愈
々
い
と
ほ
し
が
り
て、

手
を
控
へ
て
導
く。

（
二
九
S
三
0)

雨
が
降
り
ま
さ
る
夜
中
に、

道
に
迷
っ
た
作
者
が
松
風
の
荒
々
し
い
木
陰

に
立
ら
寄
っ
て
休
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に、

桂
の
里
の
人
が
歩
い
て
き
て、

車

情
を
閲
い
て
か
ら
親
切
に
助
け
て
く
れ
た。
こ
の
場
面
は、

手
習
の
巻
の
浮

舟
が
横
川
の
個
都
の
一
行
に
発
見
さ
れ
る
時
の
情
景
を
迎
想
さ
せ
る。

森
か
と
見
ゆ
ろ
木
の
下
を、

う
と
ま
し
げ
の
わ
た
り
や、

と
見
入
れ
た

る
に、

白
き
も
の
の
ひ
ろ
と
り
た
ろ
ぞ
見
ゆ
る。

「
か
れ
は
何
ぞ」
と、

立
ら
と
ま
り
て、

火
を
明
く
な
し
て
見
れ
ば、

も
の
の
ゐ
た
る
姿
な
り。

（
中
路）
頭
の
髪
あ
ら
ば
太
り
ぬ
べ
き
こ
こ
ち
す
る
に、
こ
の
火
と
も
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以
上
論
じ
た
と
こ
ろ
を
ま
と
め
て
み
る
と、

．

自
分
の
出
家
を
密
き
記
し
た
時、
つ
ね
に
浮
舟
の
入
水
し
よ
う
と
す
る
事
件

を
頭
に
浮
ぺ、

自
分
の
作
品
に
そ
の
影
を
慄
わ
せ
て
い
る。
浮
舟
の
話
の
影

嬬
は、
出
家
前、

出
家
後
だ
け
で
は
な
く、
出
家
を
遂
げ
る
た
め
の
出
奔
に

も
及
ぶ。
「
出
家」
す
な
わ
ち
前
半
の
後
段
に
当
た
る
部
分
は、

「
う
た
た

ね」
を
支
え
る
三
つ
の
柱
の
中
の
―
つ
で
あ
り、
こ
の
部
分
抜
き
で
は、「
う

た
た
ね」
が
成
り
立
た
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う。
こ
れ

に
よ
っ
て、
r
う
た
た
ね」
が
「
源
氏
物
語』
に
お
け
る
浮
舟
の
話
と
ど
れ

（四）

し
た
る
大
徳、

憚
り
も
な
く、

奥
な
き
さ
ま
に
て、

近
く
寄
り
て
そ
の

さ
ま
を
見
れ
ば、

髪
は
長
く
つ
や
つ
や
と
し
て、

大
き
な
る
木
の
根
の

い
と
荒
々
し
き
に
寄
り
ゐ
て、
い
み
じ
く
泣
く。（

手
習、
八
ー
一
七
五
）

雨
の
中、
．
痰
れ
切
っ
て
ほ
と
ん
ど
失
心
状
態
に
な
っ
て、

木
に
も
た
れ
た

ま
ま
坐
っ
て
い
る
「
う
た
た
ね』
の
作
者
の
姿
は、

「
大
き
な
る
木
の
根
の

い
と
荒
々
し
き
に
寄
り
ゐ
て、
い
み
じ
く
泣
く」
浮
舟
の
姿
と
瓜
な
っ
て
い

る。
こ
れ
を
前
述
の
出
奔
す
る
夜
の
天
候
描
写
と
も
合
せ
て
み
る
と、

単
な

る
偶
然
で
あ
っ
た
と
片
付
け
る
よ
り
も、
．
「
う
た
た
ね」
の
家
を
出
て
か
ら

尼
寺
に
辿
り
着
く
ま
で
の
描
写
は、
「
源
氏
物
語」
に
見
ら
れ
る
浮
舟
の
入

水
し
よ
う
と
す
る
前
後
の
描
写
を
踏
え
て
書
か
れ
た
も
の
だ
と
言
っ
た
方
が

よ
か
ろ
う。

「
う
た
た
ね」
の
作
者
が、

ほ
ど
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
か
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う。

で
は、

阿
仏
尼
が
浮
舟
に
こ
れ
ほ
ど
深
く
魅
か
れ
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う

9
か。
そ
れ
は、

経
歴
に
お
い
て、

阿
仏
尼
と
浮
舟
と
の
間
に
相
似
て
い
る
点

が
多
い
か
ら
だ
と
私
は
思
う。
‘

r
源
氏
物
語」
に
お
け
る
浮
舟
の
本
格
的
な
登
場
は、

東
屋
の
巻
で
あ
る

が、
そ
の
話
は
早
く
も
宿
木
の
巻
に
出
て
い
る。
周
知
の
よ
う
に、
浮
舟
の

実
父
は
八
の
宮
と
呼
ば
れ
た
皇
族
で
あ
る
が、
そ
の
出
生
が
父
に
認
め
ら
れ

な
い
ま
ま
に、

浮
舟
は
母
親
の
再
婚
に
よ
っ
て、
地
方
官
の
養
父
を
持
つ
こ

と
に
な
っ
た。
そ
の
後、
地
方
官
の
娘
と
し
て
田
舎
で
育
て
ら
れ、
二
十
才

ぐ
ら
い
で
や
っ
と
上
京。
上
京
後、

窯
に
愛
さ
れ、
い
ろ
い
ろ
苦
労
し
た
挙

句、
や
っ
と
幸
せ
を
つ
か
ん
だ
と
思
っ
た
そ
の
矢
先
に、

突
然
訪
れ
た
匂
宮

の
た
め
に、
恋
愛
の
三
角
関
係
に
悩
ま
さ
れ、
苦
し
み
の
淵
に
落
ら
込
ん
で、

死
の
覚
悟
を
し
て
入
水
し
た
が、

助
け
ら
れ
た
後
は
周
囲
の
人
々
の
反
対
を

押
し
切
っ
て、
薫
や
匂
宮
の
悲
し
み
も
か
え
り
み
ず
出
家
の
志
を
遂
げ
た。

阿
仏
尼
の
実
父
が
雌
か
は
不
明
で
あ
ろ
が、
か
な
り
身
分
の
高
い
人
だ
と

推
定
さ
れ
て
い
る。
母
の
再
婚
に
よ
っ
て、

彼
女
は
佐
渡
守
で
あ
る
平
度
繁

の
捉
女
に
な
っ
た。
そ
し
て、

安
嘉
門
院
に
仕
え
て
い
た
頃、
あ
ろ
貸
族
の

男
性
に
愛
さ
れ、
「
う
た
た
ね」
に
宙
か
れ
た
恋
を
し
た。
一
時
は
甘
い
恋

も
体
験
し
た
ら
し
い
が、
ま
も
な
く
見
捨
て
ら
れ、

失
恋
の
苦
し
み
を
味
わ

う
よ
う
に
な
っ
た。
そ
の
悲
し
み
か
ら
逃
れ
る
た
め、
自
ら
髪
を
切
り
裕
し

て
出
家
し
た。
阿
仏
尼
は
養
父
と
と
も
に
田
舎
で
長
く
生
活
し
た
こ
と
は
な

い
よ
う
だ
が、
失
恋
後
従
父
に
伴
わ
れ
て、
遠
江
の
国
に
一
ヶ
月
ほ
ど
滞
在
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し
て
帰
京
し
た。

浮
舟
は
呈
族
の
血
を
ひ
く
娘
で
あ
り
な
が
ら
も、

母
の
再
婚
に
よ
っ
て
地

万
官
の
娘
に
な
り、

身
分
の
低
い
田
舎
者
と
見
ら
れ
て、
さ
ん
ざ
ん
苦
労
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た。
そ
う
い
う
浮
舟
と
同
じ
よ
う
に、

阿
仏
尼
も

実
父
が
黄
族
な
の
に
地
方
官
の
娘
と
し
て
育
て
ら
れ
て
き
た
の
で、

『
源
氏

物
語』
を
読
ん
で、
ま
ず
誰
よ
り
も
浮
舟
に
同
情
し、

親
近
感
を
抱
い
た
の

で
あ
る
に
違
い
な
い。

二
人
の
男
性
に
同
時
に
愛
さ
れ
た
点
で
は、

浮
舟
と
阿
仏
尼
は
述
う
け
れ

ど
も、
そ
の
恋
に
悩
ま
さ
れ
て、
「
さ
す
ら
ふ
」
身
に
な
っ
た
恋
の
結
末
は

同
じ
で
あ
る。

浮
舟
は
決
し
て
幸
福
な
女
性
で
は
な
い。
二
人
の
貨
族
の
背

年
の
愛
に
よ
っ
て、

彼
女
は
幸
せ
を
手
に
す
る
ど
こ
ろ
か、
か
え
っ
て
不
幸

に
打
ら
落
と
さ
れ、

入
水
へ
と
追
い
込
ま
れ
た
の
で
あ
る。
貸
族
の
男
性
に

言
い
寄
ら
れ、
そ
の
た
め
失
恋
の
苦
し
み
を
味
わ
い、
世
を
捨
て
る
ま
で
に
辛

い
思
い
を
し
た
阿
仏
尼
は、
恐
ら
く
浮
舟
の
苦
悦
の
姿
に
自
分
の
姿
を
重
ね

合
わ
せ、

強
く
心
を
打
た
れ
た
の
で
あ
ろ
う。

「
出
家」
の
部
分
だ
け
で
は
な
く、
「
う
た
た
ね」
の
全
篇
に
お
い
て、

作
者
は
先
行
の
和
歌
や
物
語
の
世
界
と
自
分
の
世
界
と
を
融
合
さ
せ、
そ
の

中
で
自
分
の
体
験
や
心
情
を
詔
っ
て
い
く。
極
端
に
言
え
ば、

古
典
の
歌
や

物
語
の
影
響
な
し
に、
自
分
の
体
験
だ
け
を
ひ
た
す
ら
事
実
の
ま
ま
に
掛
き

並
ぺ
て
い
く
だ
け
で
は、

r
う
た
た
ね」
は
文
学
作
品
と
し
て
は
成
立
し
得

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う。
「
う
た
た
ね」
と
「
源
氏
物
語」
に
お
け
る
浮
舟
の

話
を
対
比
し、
そ
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
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