
『
う
た
た
ね』

「
う
た
た
ね
j

は
阿
仏
尼
が
自
分
の
若
い
頃
の
恋
と
失
恋
を
日
記
ふ
う
に

書
き
記
し
た
作
品
で
あ
る。
彼
女
の
晩
年
の
作
で
あ
る
「
十
六
夜
日
記」
と

比
ぺ
る
と、
未
熟
な
と
こ
ろ
も
あ
る
と
は
思
わ
れ
る
が、
初
恋
の
初
々
し
さ

と
失
恋
の
悲
し
み
を
リ
ア
ル
に
描
い
た
作
品
と
し
て
注
目
さ
れ
る。
阿
仏
尼

の
生
涯
に
関
す
る
資
料
が
少
な
い
中
で、
彼
女
自
身
の
節
に
な
る
こ
の
若
き

日
の
日
記
が、
そ
の
脊
春
期
に
お
け
る
人
生
史
の
一
駒
を
埋
め
る
も
の
と
し

て
も
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い。

「
う
た
た
ね
j

の
釈
110

棠
の
中
に、
注
目
す
べ
き
言
菜
が―
つ
あ
る。
そ
れ

は
作
者
が
自
分
の
心
情
を
表
わ
す
の
に
よ
く
使
う
「
夢」
と
い
う
言
葉
で
あ

る。．
岩
波
苔
店
の
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
で
言
え
ば、
わ
ず
か
二
十
ペ
ー

ジ
足
ら
ず
の
こ
の
短
い
作
品
の
中
に、
「
夢」
と
い
う
言
葉
が
十
四
回
に
わ

た
っ
て
使
わ
れ
て
い
る。
阿
仏
尼
が
な
ぜ
こ
の
言
葉
を
た
ぴ
た
ぴ
使
っ
た
の

か、

彼
女
に
と
っ
て
「
夢」
と
い
う
言
葉
が
ど
ん
な
意
味
を
持
ち、
ま
た、

屡
が
こ
の
言
葉
を
通
じ
て
何
を
表
わ
し
た
か
っ
た
の
か、
本
稲
は
こ
の
問

の
夢

「
う
た
た
ね」
に
見
ら
れ
る
「
渉」
と
い
う
言
業
の
用
例
は、
こ
の
作
品

に
書
か
れ
て
い
る
事
件
の
経
過
に
従
っ
て
み
れ
ば、
大
体
次
の
五
群
に
分
け

ら
れ
る
と
思
わ
れ
る。

往
＼

恋
の
回
想
や
恋
人
の
訪
れ
を
密
き
記
し
た
部
分
で、

前
半
の
前

段
に
集
中
し
て
い
る。
こ
こ
に
見
え
る
「
夢」
と
い
う
言
葉
は
全
部
で
五
例、

全
体
の
三
分
の
一
を
占
め
て
い
る
が、

す
べ
て
恋
に
関
係
す
る
も
の
で、
恋

の
代
名
詞
と
な
っ
て
い
る
と
も
言
え
る一
群
で
あ
る。
次
に
そ
の
五
例
を
挙

げ
て
み
よ
う。

（一
）

剃
う
つ
、
と
も
分
き
が
た
か
り
し
宵
の
間
よ
り、
関
守
の
う
ち
寝

る
程
を
だ
に、
い
た
く
も
た
ど
ら
ず
な
り
に
し
に
や、
打
し
き
る

，

 

剃
の
通
ひ
路
は、
一
夜
ば
か
り
の
途
絶
え
も
あ
る
ま
じ
き
や
う
に

恨
ら
ひ
に
け
る
を
…

(-
五
八）

（
二）
さ
す
が
に
絶
え
ぬ
齊
の
心
地
は、
あ
り
し
に
変
る
け
ぢ
め
も
見
え

第一
群

題
に
つ
い
て
私
見
を
述
ぺ
て
み
た
も
の
で
あ
る。

劉

小

俊
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ぬ
も
の
か
ら、
と
に
か
く
に
防
り
が
ち
な
る
昧
分
け
に
て、
神紐�

月
に
な
り
ぬ。

(-
五
九）

（
三）
例
の
人
知
れ
ず
中
道
近
き
空
に
だ
に
た
ど

／＼＇
し
き
夕
間
に、
契

り
述
へ
ぬ
し
る
ぺ
ば
か
り
に
て、
尽
き
せ
ず
割
の
心
地
す
る
に
も、

出
で
開
え
ん
方
な
け
れ
ば、
た
ゞ
甘
ひ
知
ら
ぬ
涙
の
み
む
せ
返
り

た
る。

（一
六
0)

（
四）
「
君
や
来
し」
と
も
思
ひ
わ
か
れ
ぬ
中
道
に、
例
の
穎
も
し
人
に

．

て
す
ぺ
り
出
で
ぬ
る
も、
返
す

k＼
肉
の
心
地
な
ん
し
け
る。

（＿
六一）

第
二
群

幻
党
を
指
す
用
例
で
あ
る●
こ
の
作
品
の
前
段
の
後
半、
作
者

が
出
家
を
決
意
す
る
と
き
の
心
情
を
密
き
記
し
た
節
に
見
ら
れ、
次
の一
例

し
か
な
い。

（
五）

まつ
か
き
く
ら
す
涙
に
月
の
影
も
見
え
ず
と
て、
仏
な
ど
見
え
給

つ
る
に
や
と
思
ふ
に、
恥
か
し
く
も
頼
も
し
く
も
な
り
ぬ。
（
中

略）

よ
し
や
思
へ
ば
や
す
き
と、
理
に
思
ひ
立
ち
ぬ
る
心
の
つ

国

き
ぬ
る
ぞ、
有
し
剃
の
し
る
し
に
ゃ
と
招
し
か
り
け
る。（一

六
二）

第
三
群

作
品
の
前
半
の
後
段
に
見
ら
れ、
出
家
を
決
意
し
た
作
者
が、

あ
る
夜
家
を
出
て、
雨
の
中、
西
山
に
あ
る
尼
寺
に
向
か
う
途
中
の
状
況
を

祐
い
た
部
分
に
あ
る。

（
六）
こ
、
も
都
に
は
あ
ら
ず、
北
山
の
麓
と
い
う
所
な
れ
ば、
人
目
し

げ
か
ら
ず、
木
の
紫
の
陰
に
つ
き
て、
明
の
や
う
に
見
向
き
し
山

路
を
た
ゞ
一
人
行
心
地、
い
と
い
た
く
危
う
く
も
の
恐
ろ
し
か
り

け
る。

（一
六
四）

第
四
群

失
恋
の
苦
し
み
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
出
家
し
た
作
者
が、
世
の

中
の
は
か
な
さ
を
嘆
く
の
に
使
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り、
前
段
の
後
半
に

見
ら
れ
る。
そ
の
中
の
(
9)
は
こ
の
作
品
の
姐
名
の
由
来
と
な
っ
て
い
る

と
い
わ
れ
る
歌
で
あ
る。

（
七）
ゆ
た
の
た
ゆ
た
に
物
を
の
み
思
ひ
朽
ち
に
し
呆
は、
（
中
略）
仮

．ー

の
泄
の
夢
の
中
な
る
喫
き
ば
か
り
に
も
あ
ら
ず、
昭
き
よ
り
暗
き

に
た
ど
ら
む
長
き
夜
の
ま
ど
ひ
を
思
ふ
に
も、
い
と
せ
め
て
悲
し

け
れ
ど、
心
は
心
と
し
て・・・

（一
六
七）

（
八）
宵
居
す
ぺ
き
友
も
な
け
れ
ば、
あ
や
し
く
敷
き
も
定
め
ぬ
十
符
の

菅
菰
に
た
ゞ
一
人
う
ち
臥
し
た
れ
ど、
解
け
て
し
も
寝
ら
れ
ず。

は
か
な
し
な
短
き
夜
半
の
草
枕
結
ぶ
と
も
な
き
う
た
ヽ
ね
の
朝

（一
六
九）

（
九）
日
頃
経
れ
ど、
訪
ひ
来
る
人
も
な
く
心
細
き
ま
ヽ
に、
経
つ
と
手

に
持
ち
た
る
ば
か
り
ぞ、
頼
も
し
き
友
な
り
け
る。
「
世
皆
不
牢

．

 

固」
と
あ
る
所
を、
強
ひ
て
思
ひ
続
け
て
ぞ、
憂
き
世
の
明
も
自

ら
思
ひ
醒
ま
す
た
よ
り
な
り
け
る。

（一
七
0)

第
五
群

「
う
た
た
ね」
の
後
半
に
見
ら
れ、
遠
江
に
あ
る
茨
父
の
家
へ

旅
立
つ
途
中
の
苦
労
と、
そ
こ
に
泊
ま
っ
て
い
た
頃
の
作
者
の
都
へ
の
恨
し

さ
を
表
わ
し
て
い
る。

(
+)
い
づ
く
の
野
も
山
も
は
る

k＼
と
行
く
を、
泊
り
も
知
ら
ず、
人
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n.
“

の
行
く
に
ま
か
せ
て
剥
路
を
た
ど
る
や
う
に
て、
日
数
経
る
ま
、

に、
さ
す
が
慣
は
ぬ
邸
の
長
路
に
衰
へ
果
つ
る
身
も、
わ
れ
か
の

心
地
の
み
し
て・・・

（一
七
二）

(
+-
）
．
荒
磯
の
波
の
音
も、
枕
の
下
に
落
ち
来
る
咽
き
に
は、
心
な
ら
ず

．F
も
夢
の
通
ひ
路
絶
え
果
ぬ
ぺ
し。

心
か
ら
か
、
る
旅
寝
に
咲
く
と
も
劉
だ
に
許
せ
沖
つ
白
波

宮
士
の
山
は、
た
ゞ
こ
、
も
と
に
ぞ
見
ゆ
る。
雪
い
と
白
く
て、

ヽ

風
に
な
ぴ
＜
煙
の
末
も
割
の
前
に
あ
は
れ
な
れ
ど、
「
上
な
き
も

の
は」
と
思
ひ
消
つ
心
の
た
け
ぞ、
も
の
恐
ろ
し
か
り
け
る

（一
七
四）

以
上
の
五
群
を
ま
た
大
き
く
二
類
に
分
け
ら
れ
る
と
思
う。
第一
類
は
第

＿
群
の
五
つ
の
用
例
で、
第
二
類
は
残
り
の
四
群
を
含
め
て
い
る。

以
上
「
う
た
た
ね」
に
使
わ
れ
て
い
る
「
夢」
と
い
う
言
葉
の
十
四
の
用

例
を
自
分
な
り
に
分
類
し
て
み
た
が、
次
に
そ
れ
ら
に
つ
い
て
詳
し
く
述
ペ

て
み
た
い
と
思
う。
前
述
し
た
よ
う
に、
第一
類
に
属
す
る
「
歩」
の
用
例

は、
い
ず
れ
も
作
者
が
恋
に
歩
中
に
な
っ
て
い
た
頃
の
心
情
を
表
わ
し
た
も

の
で
あ
る。
無
論、
「
夢」
と
い
う
言
葉
は
作
者
の
当
時
の
気
持
ち
の
現
わ

れ
で
あ
る
が、
そ
れ
と
同
時
に
作
者
が
求
め
て
い
た
も
の
で
も
あ
る
と
考
え

ら
れ
よ
う。
こ
こ
で
第一
類
に
屈
す
る
「
歩」
と
い
う
言
葉
の
用
例
の
分
析

に
よ
っ
て、
こ
の
時
期、
す
な
わ
ち
恋
に
裕
ち、
期
待
と
不
安
で
心
が
汲
し

く
揺
れ
て
い
た
時
期
の
若
い
阿
仏
尼
に
と
っ
て、
「
歩」
と
は
ど
ん
な
も
の

で
あ
っ
た
か、
ま
た
彼
女
が
期
待
し
て
い
た
恋
と
は
ま
た
ど
ん
な
も
の
で

あ
っ
た
の
か
を
探
っ
て
み
た
い
と
思
う。

前
掲
（一
）
の
引
用
中、
「
戒夕
う
つ
つ
と
も
分
き
が
た
か
り
し
宵
の
間」

と
あ
る
の
は、
恋
人
の
最
初
の
訪
れ
を
指
し
て
い
る
が、
す
で
に
指
摘
さ
れ

it2
 

て
い
る
よ
う
に、
そ
の
表
現
は
『
伊
勢
物
語」
第
六
十
九
段
に
見
ら
れ
る。

君
や
来
し
我
や
行
き
け
ん
思
ほ
え
ず
郎ク
か
う
つ
つ
か
寝
て
か
さ
め
て
か

と
い
う
歌
に
よ
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
る。
ま
た
そ
の
後
の
「
関
守
の
う
ち
寝

る
程」
云
々
も、
同
じ
く
『
伊
勢
物
語」
第
五
段
の
歌、

人
知
れ
ぬ
わ
が
通
ひ
路
の
関
守
は
宵
宵
ご
と
に
う
ち
も
寝
な
な
む

を
踏
ま
え
て
い
る。
こ
の
よ
う
に、
作
者
の
阿
仏
尼
は
『
伊
勢
物
語
j

を
踏

ま
え
て
自
分
の
心
梢
を
瞥
き
記
し
て
い
る
が、
作
者
を
そ
う
さ
せ
て
た
の
は

彼
女
の
股
か
な
古
典
文
学
の
教
茨
だ
け
で
は
な
く、
彼
女
自
身
に
あ
る一
種

の
潜
在
意
識
の
あ
ら
わ
れ
で
も
あ
る
と
思
わ
れ
る。
少
々
長
く
な
る
が、
次

に
「
う
た
た
ね』
に
見
ら
れ
る
恋
人
の
蔽
後
の
訪
れ
を
得
き
記
し
た
部
分
を

掲
げ
て
み
よ
う。

例
の
待
っ
程
過
ぎ
ぬ
る
は
い
か
な
る
に
か
と、
さ
す
が
目
も
合
は
ず
身

じ
ろ
き
臥
し
た
る
に、
か
の
小
さ
き
窟
に
や、
忍
ぴ
や
か
に
う
ち
叩
く

を
開
き
つ
け
た
る
に
は、
か
し
こ
く
思
ひ
鎖
め
る
心
も
い
か
に
な
り
ぬ

る
に
か、
や
を
ら
す
ぺ
り
出
で
ぬ
る
も、
わ
れ
な
が
ら
疎
ま
し
き
に、

月
も
い
み
じ
く
明
け
れ
ば、
い
と
は
し
た
な
き
心
地
し
て、
透
垣
の
祈

れ
残
り
た
る
隙
に
立
ち
隠
る
、
も、
か
の
楷
陸
宮
の
御
住
ま
ひ
思
ひ
出

-11-



で
ら
る
る
に、
「
入
る
方
慕
ふ
人
の
御
様
ぞ、

事
述
ひ
て
お
は
し
け
れ」

と、
立
ち
寄
る
人
の
御
面
影
は
し
も、
里
分
か
ぬ
光
に
も
並
ぴ
ぬ
ぺ
き

心
地
す
る
は、
あ
な
が
ち
思
ひ
出
で
ら
れ
て、
さ
す
が
に
お
ぽ
し
出
づ

る
折
も
や
と、
心
を
や
り
て
思
ひ
萩
く
る
に、
恥
か
し
き
こ
と
も
多
か

り。

．
（一
六一
ー一
六
二）

お
分
か
り
の
よ
う
に、
こ
れ
は、
『
伊
勢
物
語」

第
六
十
九
段
と
『
源
氏

物
諾」
の
末
摘
花
巻
を
念
朋
に
箇
い
て
の
描
写
で
あ
る。
こ
こ
で、
作
者
は

「
月
夜」、
「
庶」
な
ど
古
典
物
語
の
中
で
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
沢
台
設
定
を

．
利
用
し
て、
自
分
の
経
験
を
物
話
ふ
う
に
仕
上
げ
よ
う
と
す
る
ぱ
か
り
で
は

な
く、
恋
人
を
光
源
氏
に
醤
え
て、
自
分
の
恋
が
王
朝
の
ロ
マ
ン
ス
で
あ
る

事
を
さ
り
げ
な
く
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る。
『
源
氏
物
語」
に
も
杏
か
れ
て

い
る
落
椀
の
常
陸
の
宮
の
住
ま
い
の
よ
う
な
我
が
家
に
や
っ
て
来
た、

光
源

氏
に
も
匹
敵
す
る
ほ
ど
の
炭
公
子
が、
明
る
い
月
の
下
で、
冗
談
を
言
っ
て

戯
れ
る
こ
の
場
面
が、
王
朝
物
詣
の
夢
幻
的
な
世
界
を
連
想
さ
せ
る
も
の
に

な
っ
て
い
る
の
は、
そ
の
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い。

••
こ
の
一
節
だ
け
で
は
な
く、
こ
の
作
品
の
中
に
は、
「
源
氏
物
語」
な
ど

の
先
行
文
学
に
見
ら
れ
る
場
面
設
定
ゃ、

表
現
を
踏
ま
え
た
と
こ
ろ
が
数
多

．
く
見
ら
れ
る
が、
い
ま
は
次
の
一
例
を
加
え
る
だ
け
に
と
ど
め
て
お
く。

泣
＜

／＼
門
を
引
き
出
づ
る
折
し
も、
先
に
立
ち
た
る
車
あ
り。
前
源

や
か
に
追
ひ
て、
御
前
な
ど
こ
と

／＼
し
く
見
ゆ
る
を、

誰
ば
か
り
に

か
と
目
留
め
た
り
け
れ
ば、
か
の
人
知
れ
ず
恨
み
間
ゆ
る
人
な
り
け
り。

顔
し
る
き
随
身
な
ど、

紛
ふ
べ
う
も
あ
ら
ね
ぱ
（
中
略）

今一
度
そ
れ

と
ば
か
り
も
見
送
り
冊
ゆ
る
は`

い
と
紺
し
く
も
あ
は
れ
に
も、
さ
ま

k＼
胸
静
か
な
ら
ず。

（一
六
九）

こ
れ
は、

作
者
が
病
気
の
た
め、
尼
寺
か
ら
愛
宕
へ
移
る
途
中、

別
れ
た

恋
人
と
の
逍
返
を
密
き
記
し
た．一
節
で
あ
る。
身
分
の
窃
い
男
が
先
払
い
を

さ
せ
な
が
ら
蔀
や
か
に
耶
で
通
り
か
か
る
の
が
偶
然
に
女
の
目
に
入
る。
女

は
そ
の
中
に
新
見
知
り
の
随
身
が
い
た
こ
と
か
ら、
そ
れ
は
昔
の
恋
人
の
車

だ
と
分
か
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。
こ
の
情
況
は、
「
源
氏
物
包
の
夢
浮
根
巻
に
描
か
れ
て
い
る
浮

”で
3る。

舟
が
遠
く
か
ら
庶
の
車
を
見
や
る
場
而
と
酷
似
し
て
い

以
上
の
二
つ
の
例
に
は
類
似
点
が
見
ら
れ
る。
そ
れ
は
高
費
な
男
性
が
登

場
す
る
こ
と
と、
そ
の
男
性
と
恋
人
関
係
に
あ
る、
決
し
て
高
い
地
位
に
い

る
と
は
言
え
な
い
女
が
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
つ
ま
り、
『
う
た
た
ね
j

の
作
者
阿
仏
尼
が、
自
分
の
恋
人
を
古
典
物
語
に
出
て
く
る
男
性
の
主
人
公

に、
自
分
を
身
分
の
高
い
男
と
悲
恋
を
す
る
女
に
そ
れ
ぞ
れ
醤
え
て
い
る
と

酋
え
よ
う。

身
分
述
い
の
恋
と
い
う
の
は、
し
ば
し
ば
古
典
物
語
に
取
り
扱
わ
れ
る

テ
ー
マ
で
あ
る。
こ
の
作
品
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に、
作
者
の
阿
仏
尼
は
幾

か
な
古
典
文
学
の
知
諜
の
持
ち
主
で
あ
り、
「
伊
勢
物
諾」
や
『
源
氏
物
語
l

な
ど
の
作
品
を
熟
読
し
て
い
た
こ
と
も
容
品
に
想
像
で
き
る
だ
ろ
う。
多
感

な
少
女
時
代
に、

彼
女
は
「
源
氏
物
語」
を
何
回
も
何
回
も
読
み
な
が
ら、

光
源
氏
の
よ
う
な
人
に
愛
さ
れ
る
こ
と
を
ひ
そ
か
に
期
待
し、
王
朝
物
語
の

恋
の
世
界
を
加夕
見
て
い
た
に
述
い
な
い。
そ
し
て、

安
嘉
門
院
に
仕
え
て
い
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前
節
で
は、
「
う
た
た
ね
j

に
見
ら
れ
る
「
歩」

の
用
例
の
第
一

類
に
つ

い
て
述
ぺ
た
が、

次
は
第
二
類
の
用
例
に
つ
い
て
述
ぺ
て
み
た
い
と
思
う。

第
二
類
に
は、
一

見
違
う
四
つ
の
群
を
含
め
て
い
る
が、

そ
れ
ら
に
は
共
通

点
が
見
ら
れ
る。

す
な
わ
ち、

第
一

類
の
用
例
と
は
述
っ
て、

こ
れ
ら
の
用

例
を
用
い
て
作
者
が
表
わ
そ
う
と
し
た
の
は、

椛
れ
の
没
公
子
と
憧
れ
の
恋

を
し、

王
朝
の
ロ
マ
ン
を
体
験
し
て
い
た
と
き
の
夢
の
よ
う
な
恋
心
で
は
な

く、

そ
の
恋
が
破
局
に
終
り、

そ
の
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
と
き
の、

あ
る
い

は
そ
の
シ
ョ
ッ
ク
か
ら
立
ち
直
ろ
う
と
い
ろ
い
ろ
試
み
て
い
る
こ
ろ
の
つ
ら

い
心
情
を
表
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。

第
一

類
の
用
例
を
「
甘
い
夢」

と
す
る

な
ら
ば、

第
二
類
の
用
例
は
そ
の
「
夢」

か
ら
目
覚
め
た
後、

現
実
の
敢
し

さ
に
瓶
而
し
た
時
の
「
悪
夢」

で
あ
る
と
昏
え
よ
う。

恋
人
の
訪
れ
が
途
絶
え
た
後、

失
恋
の
悲
し
み
と
苦
し
み
か
ら
逃
れ
る
た

め
に、

作
者
は
夜
中
に
尼
寺
へ
犯
け
つ
け
た
が、

尼
寺
へ
向
か
う
途
中
の
苦

四

た
頃、

貨
公
子
た
ち
に
接
触
す
る
機
会
が
で
き
て、

そ
の
中
の
一

人
と
恋
に

．．
 
落
ち、
「
う
た
た
ね』

に
沓
か
れ
た
よ
う
な
恋
を
し
た
の
で
あ
る
が、

そ
の

恋
は
阿
仏
尼
に
と
っ
て、

ま
さ
に
夢
見
て
い
た
物
語
の
世
界
の
よ
う
な
出
来

事
で
あ
っ
た
。

作
者
が
自
分
の
恋
を
回
想
し、

そ
れ
を
書
き
記
し
た
際
に

「
夢」

と
い
う
言
菜
を
繰
り
返
し
て
使
っ
た
の
は
こ
の
た
め
だ
と
思
わ
れ
る。

言
い
換
え
れ
ば、

つ
ま
り
前
掲
の
第
一

類
の
「
夢」

は
王
朝
物
語
の
「
夢」

だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

労
は、

失
恋
の
シ
m
ッ
ク
で
既
に
精
神
的
に
追
い
つ
め
ら
れ
て
い
た
作
者
に、

更
に
肉
体
的
な
打
繋
を
与
え
た。

そ
の
時
の
辛
さ
を
表
わ
す
た
め、

作
者
は

同
じ
く
「
夢」

と
い
う
酋
菜
を
使
っ
た。

そ
の
用
例
は
第
二
類
の
第
三
群
に

見
ら
れ
る
が、

こ
こ
で
そ
の
用
例
と
関
連
す
る
前
後
の
部
分
を
挙
げ
て
お
き

、·
O

た
＞

晦
8
比
の
月
な
き
空
に
雨
栞
さ
へ
た
ち
諏
な
り
て、

い
と
も
の
恐
ろ
し

う
暗
き
に、

夜
も
ま
だ
深
き
に
（
中
略）

木
の
業
の
陰
に
つ
き
て、

剃

の
や
う
に
見
世
き
し
山
路
を
た
ゞ
一

人
行
く
心
地、

い
と
い
た
く
危
う

く
も
の
恐
ろ
し
か
り
け
る。

山
人
の
目
に
も
咎
め
ぬ
ま
ヽ
に、

あ
や
し

く
も
の
狂
ほ
し
き
姿
し
た
る
も、

す
ぺ
て
現
の
こ
と
と
も
党
え
ず。

（
中
略）

入
る
嵐
の
山
の
麓
に
近
づ
く
程、

雨
ゆ
ヽ
し
く
降
り
ま
さ
り

て、

向
へ
の
山
を
見
れ
ば、

器
の
幾
砥
と
も
な
く
折
り
煎
な
り
て、

行

く
先
も
見
え
ず。

か
ろ
う
し
て
法
輪
の
前
過
ぎ
ぬ
れ
ど、

果
て
は
山
路

に
迷
ひ
ぬ
る
ぞ、

す
べ
き
方
な
き
や。

惜
し
か
ら
ぬ
命
も、

た
ゞ

今
ぞ

心
細
く
悲
し
き
。

い
と
ゞ
か
き
く
ら
す
涙
の
雨
さ
へ
降
り
添
ひ
て、

来

し
方
行
先
も
見
え
ず、

思
ふ
に
も
言
ふ
に
も
足
ら
ず。

．

（
一

六
四
ー
一

六
五）

こ
こ
に
「
夢
の
や
う
に
見
悶
き
し」

と
あ
る
の
は、

定
か
で
な
い
尼
寺
へ

の
夜
道
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
が、

こ
の
よ
う
な
夜
中
の
家
出
は
か
つ
て
夢

に
も
思
っ
て
い
な
か
っ
た
気
持
ち
が
重
ね
て
表
わ
れ
て
い
る。

ま
た、
「
あ

や
し
く
も
の
狂
ほ
し
き」

や
「
来
し
方
行
く
先
も
見
え
ず」

な
ど
の
表
現
は、

失
恋
し
た
後
の
作
者
の
心
惜
そ
の
も
の
だ
と
も
言
え
る
だ
ろ
う。

こ
こ
で、
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失
恋
し
た
直
後
の、
余
り
に
も
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
で
理
性
を
失
い、
精
神
的

に
苦
し
ん
で
い
る
作
者
の
心
を、
雨
の
降
り
し
き
る
夜
中
の
山
路
を
狂
っ
た

よ
う
に
疾
走
す
る
作
者
の
姿
と
重
ね
つ
つ、
更
に

霊穿」
と
い
う
言
葉
を
用

い
て
効
栄
的
に
表
わ
し
て
い
る。
こ
の
「
夢」
に
見
ら
れ
る
の
は
作
者
の
汲

し
い
感
梢
の
起
伏
で
あ
る。
作
者
は
後
で
こ
の
事
を
反
省
し、
次
の
よ
う
に

沿
い
て
い
る。

ゆ
た
の
た
ゆ
に
物
を
の
み
思
ひ
朽
ち
に
し
果
て
は、
現
心
も
あ
ら
ず
あ

く
が
れ
そ
め
に
け
れ
ば

．

（一
六
七）

・
作
者
自
身
の
言
葉
を
借
り
て
言
え
ば、
こ
の
時
期
の
作
者
の
「
夢」
は
「
現

心
も
あ
ら
ず」
と
い
う
心
情
で
あ
る。

同
じ
「
夢」
と
い
う
言
葉
で
あ
っ
て
も、
第
四
群
の
用
例
に
表
わ
れ
て
い

る
の
は、
全
く
別
の
気
持
ち
で
あ
る。
こ
の
群
に
入
る
三
つ
の
用
例
は、
出

家
後
の
作
者
の
生
活
を
書
き
記
し
た
部
分
に
見
当
た
る。
前
述
の
夜
中
の
家

出
を
経
て、
作
者
は
出
家
の
志
を
実
現
さ
せ
た。
こ
の
時
期
の
作
者
は、
恋

人
へ
の
未
線
が
ま
だ
絶
ち
切
れ
ず、
時
に
は
ま
た
彼
に
対
す
る
思
い
で
悩
ま

さ
れ
る
が、
尼
寺
の
税
境
が
彼
女
の
乱
れ
た
心
を
あ
る
程
度
落
ち
沿
か
せ
た。

そ
の
尼
寺
の
様
子
を
作
者
は
次
の
よ
う
に
杏
き
記
し
て
い
る。

さ
て
こ
の
所
を
見
る
に、
憂
き
世
な
が
ら
か
、
る
所
あ
り
け
り
と、
す

ご
く
息
ふ
さ
ま
な
る
に、
行
ひ
慣
れ
た
る
尼
君
た
ち
の、
宵
あ
か
月
の

賊
伽
怠
ら
ず、
こ
こ
か
し
こ
に
せ
ぬ
れ
い
の
音
な
ど
を
冊
く
に
つ
け
て

も、
そ
ゞ
ろ
に
積
り
け
む
年
月
の
罪
も、
か
、
ら
ぬ
所
に
て
止
み
な
ま

し
か
ば
い
か
に
せ
ま
し
と
思
ひ
出
づ
る
に
ぞ、
身
も
ゆ
る
心
地
し
け
る。

（一
六
七）

こ
の
よ
う
な
静
寂
な
尼
寺
は、
心
の
傷
を
癒
す
の
に
絶
好
の
場
所
だ
と
言

え
る
だ
ろ
う。
こ
こ
で、
恐
ら
く
作
者
の
阿
仏
尼
は
自
分
の
し
た
こ
と
を

ゆ
っ
く
り
反
省
す
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う。
そ
し
て
失
恋
の
シ
ョ
ッ
ク

に
よ
っ
て
起
っ
た
感
惜
の
底
が
静
ま
り、
一
時
失
っ
た
理
性
も
取
り
戻
す
こ

と
が
で
き
た。
し
か
し、
作
者
の
心
に
残
っ
た
の
は、
匹ク
か
ら
目
が
党
め
た

後
の
虚
し
さ
で
あ
る。
従
っ
て、
こ
の
時
期
に
用
い
ら
れ
た
「
歩」
と
い
う

用
例
に
見
ら
れ
る
の
は
（
木
論
の一一
を
参
照）
感
情
の
激
し
い
起
伏
で
は
な

く、
一
稲
の
虚
無
感
で
あ
る。
こ
の
三
つ
の
「
歩」
と
い
う
言
葉
は、
無
常

の
世
の
中
を
指
す
と
共
に、
自
分
の
短
か
っ
た
恋
を
指
し
て
い
る
の
も
明
ら

か
で
あ
ろ
う。
ま
た
そ
の
前
後
の
記
述
か
ら
見
れ
ば、
作
者
が
出
家
の
生
活

を
理
想
化
し、
現
実
か
ら
逃
避
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
も
読
み
取
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か。

し
か
し、
第
五
群
の
用
例
に
入
る
と、
第
四
群
に
見
ら
れ
た
虚
無
惑
は
な

く
な
り、
作
者
の
目
は
も
っ
と
よ
く
現
実
を
見
つ
め
る
よ
う
に
な
っ
た
ば
か

り
で
は
な
く、
自
ら
そ
れ
に
従
お
う
と
す
る
姿
勢
さ
え
見
ら
れ
る。
そ
も
そ

も
作
者
が
出
家
後
ま
も
な
く、
自
分
の
出
家
が一
時
的
な
発
作
に
よ
る
も
の

だ
っ
た
と
反
省
し、
仏
に
槌
っ
て
も、
自
分
の
悩
み
が
梢
え
な
い
と
い
う
事

実
を
認
め
て、
恥
ず
か
し
さ
を
押
さ
え
な
が
ら
も、
実
家
に
ま
た
戻
る
こ
と

を
実
行
し
た
の
で
あ
る。
そ
の
後、
彼
女
は
狡
父
の
誘
い
を
受
け
て
遠
江
へ

の
旅
に
立
っ
た。
実
家
に
戻
っ
た
こ
と
と
旅
を
決
意
し
た
こ
と
は、
彼
女
の

現
実
に
立
ち
向
か
お
う
と
す
る
姿
勢
を
狐
づ
け
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か。
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第
五
群
の
用
例
の
中
で
も
特
に
注
目
す
べ
き
は、
前
掲
の
用
例
の
中
の
(
+

〗
-
）
の
⑬
だ
と
思
う。

剃
だ

心
か
ら
か
、
る
旅
寝
に
嘆
く
と
も

に
許
せ
沖
つ
白
波
（一
七
四）

こ
の
歌
に
は
都
に
対
す
る
懐
し
さ
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
が、
一
方
で
は

動
か
し
錐
い
現
実
に
対
す
る
作
者
の
ど
う
し
よ
う
も
な
い
気
持
ち
も
読
者
に

伝
わ
っ
て
く
る。
こ
こ
ま
で
来
て
作
者
に
は、
よ
う
や
く
現
実
の
中
に
あ
る

自
分
の
境
遇
が
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
し
い。
し
た
が
っ
て、
こ
の
時
期

の
「
夢」
は、
作
者
に
と
っ
て
現
実
の
中
に
慰
め
を
求
め
る
手
段
に
な
っ
て

い
た
と
思
わ
れ
る。

以
上
『
う
た
た
ね」
の
世
界
に
見
ら
れ
る
「

夢」
と
い
う
言
葉
の
用
例
を

分
類
し
分
析
し
て
き
た
が、
こ
こ
で
結
論
を
出
し
た
い
と
思
う。

『
う
た
た
ね」
に
お
け
る
「
夢」
と
い
う
言
葉
は、
ひ
と
つ
の
軌
跡
を

辿
っ
て
使
わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る。
そ
の
軌
跡
は、
こ
の
日
記
の
作
者
で

あ
る
阿
仏
尼
の
成
長
の
軌
跡
で
も
あ
る
と
私
は
考
え
て
い
る。
ま
ず
第一
群

で
は、
ま
だ
未
熟
な
少
女
の
王
朝
ロ
マ
ン
の
恋
に
憧
れ
る
そ
の
夢
が
描
き
出

さ
れ
る。
こ
の
時
期
の
「

夢
J

と
い
う
言
菜
は
読
者
に
幻
想
の
枇
界
を
見
せ

て
い
る。
絞
い
て
第
二
群
と
第
三
群
で
は
夢
が
破
れ
た
直
後
の
作
者
の
混
迷

に
陥
っ
て
い
る
様
子
を
描
き
出
し
て
い
る。
こ
の
時
期
の
作
者
の
気
持
ち
は

大
分
乱
れ
て
い
る
が、
そ
の
中
で
目
を
渉
の
世
界
か
ら
現
実
に
向
け
始
め
た

と
言
え
よ
う。
そ
し
て
第
四
群
で
は、
混
迷
し
た
後
の
作
者
の
あ
る
程
度
沈

五

静
し
た
心
が
表
わ
さ
れ
て
い
る。
こ
の
時
期
の
作
者
の
気
持
ち
に
は
虚
無
の

影
も
見
ら
れ
る
が、
第
三
群
に
お
い
て
見
ら
れ
た
よ
う
な
感
情
的
な
衝
動
は

す
で
に
消
え
て
い
た。
更
に
第
五
群
で
は、
現
実
に
直
面
し、
現
実
に
従
お

う
と
す
る
作
者
の
も
っ
と
成
長
し
た
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る。

ま
と
め
て
言
う
と、
『
う
た
た
に」
に
使
わ
れ
て
い
る
「

郎夕」
と
い
う
言

葉
の
用
例
の
配
列
は、
現
実
か
ら
か
け
離
れ
た
世
界
に
耽
け
込
む
頃
↓
現
実

に
目
党
め
始
め
る
頃
↓
現
実
か
ら
仏
教
の
世
界
に
逃
迎
し
よ
う
と
す
る
頃
↓

現
実
に
直
而
す
る
頃、
と
い
う
軌
跡
に
基
づ
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る。
そ
し

て
こ
の
軌
跡
は
作
者
の
阿
仏
尼
の
成
長
の
過
程
そ
の
も
の
で
も
あ
る。
阿
仏

尼
は
「
那」
と
い
う―
つ
の
言
菜
で、
自
分
の
そ
の
折
そ
の
折
の
心
梢
を
巧

み
に
表
わ
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く、
そ
れ
と
同
時
に
自
分
の
成
長
を
も
也

き
記
し
た
の
で
あ
る。
燃
え
る
よ
う
な
恋
が
破
局
で
終
る
と
い
う
激
し
い
感

情
の
変
化
を
体
験
し
精
神
的
に
成
長
し
た
後、
自
分
の
未
熟
な
頃
の
初
恋
を

顧
み
て、
そ
の
中
で
の
自
分
の
成
長
を
見
つ
め、
そ
れ
を
害
き
記
し
た
の
が

こ
の
『
う
た
た
ね」
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か。

＾
注
l
>
次
田
香
澄
「
う
た
た
ね
全
注
釈」
（
講
談
社
学
術
文
郎、
昭
和
五
十
三
年〉

の
「
解
説」
に
よ
る。

＾
注
2
>
「
中
世
日
記
紀
行
集
J

(
新
日
本
古
典
文
学
大
系、
沿
波
由
店、
一
九
九
0

年）
な
ど。

＾
注
3
>
拙
松
「
T'
た
た
ね」
と
浮
舟」
（「
岡
大
国
文s，
秘」
祁
十
八
サ、
平
成
三

年・一―-
Jl)
参
照。
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＾
テ
キ
ス
ト
＞
『
中
批
日
記
紀
行
集
j

（新
日
本
古
典
文
学
大
系）、
も
波
む
店一
九

．

九
0
年

＾
参
芳文
欣
＞
次
田
香
泣
「う
た
た
ね
全
注
釈
j

講
い
社
学
術
文
庫
昭
和
五
十

三
年

玉
井
冷肋
「
日
記
文
学
の
研
究

塙
む
り
昭
和
四
十
年

今
閲
紋
子
「中
世
女
流
日
記
文
学
論
巧」

利
俎行
院
叩
和
五
十

八
年

研
究
室
受
贈
図
書
雑誌
目
録
日

（
甲
南
女
子
大
学
大
学
院
沌
士
後
期
課
程）

（
平
成
三
年一
月
1
十
二
月）

単行
本

訂
正
新
頌
古
事
記
（
山
田
寅
氏
寄
贈）

二
十一
世
紀
初
頭
大
阪
口
語
の
実
態

�
枯
謡
S
P
レ
コ
ー
ド
を
資
料と

．

し
て

ー—
（
真
田
侶
治・
金
沢
裕
之
編）

B
仏
対
訳
勝

野郁
子
詩
集
（
花

神社、
勝
野
郁
子・
安
本
マ
ル
レ
ー
ヌ
訳）

物
栢・
説
話
等
モ
チ
ー
フ
集

試
作
第
2
版

（神山
煎

彦氏
寄
悶）

雑
誌•
紀
賽

愛
知
淑
徳
大
学
国
語
国
文

第十
四
号

愛
知

大卑
紐
文
學

第三
十一
被

愛
文

（愛
媛
大
学
法

文学
部）

第26
号

汗
山
栢
文
（
腎
山
学
院
大
学）
第
二
十一
号

旭
川
国
文
（
北
悔
道
教
育
大
学
旭
川
分
校）
卯
七
号

飛
島
の
源
流
（
飛
烏

沢科
館）

粉
見
学
園
国
硝
科
紀
妥

38
号、
39
号

跡
見
学
図
女
子
大
学
国
文

学科
報

19

跡
見
学
園
短
期
大
学
紀
要

第
28
集

魚
沖
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
洗
足
学

園魚
津
短
期
大
学）
第
6
号

宇
大
国
開
論
究
（
宇
都
宮
大
学
国
語
教
育
学
会）
第
3
号

字
部
国
文
研
究
（
宇
部
短
期
大
学）
第
22
号

愛
媛
国
文
研
究
（
愛
妓
国
語
国
文
学
会）
第
40
号

愛
媛
国
文
と
教
育
（
愛
緩
大
学
教
百
学
部）
第
22
号

大
阪
青
山
短
大
国
文

第
七
号

大
谷
女
子
大
学
国
文

第
21
号

大
洟
国
文
（
大
炭
女
子
大
学）

22

大
疵
女
子
大

学文
学
部
紀
要

第
二
十
三
号

学
苑
（
昭
和
女
子
大
学
近
代
文
化
研
究
所）

六一
五
号

学
術
研
究
国
研
国
文
学
編
（
早
稲
田
大
学
教

育学
部）
第
三
十
九
号

学
大
国
文
（
大
阪
教
行
大
学）
佑
34
号

香椎
潟

（福
岡
女
子
大
学）

第36
号

活
水

8文

（活
水
学
院
日

本文
学
会）
22

活水論
文集

日

本文学科編

（活水女

子大学・

短期
大
学）
椋
三
十
四
集

金
沢
大
学
教
登
部
論
集

人
文
科
学
編

28
ー2、
29ー
1
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