
〔
要
旨
〕『
平
中
物
語
』
中
の
ア
ク
・
ヨ
ノ
ア
ク
の
用
例
が
午
前
三
時
を
意

味
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
一
例
ア
ケ
ユ
ク
は
フ
ケ
ユ
ク
の
間
違
い
で
あ

る
こ
と
も
指
摘
。
方
忌
み
は
午
前
三
時
の
段
階
に
い
る
場
所
が
問
題
に
な

る
こ
と
も
指
摘
。

〔
キ
イ
ワ
ー
ド
〕
明
く
・
夜
の
明
く
・
方
忌
み

一

い
ま
ま
で
に
、
散
文
・
韻
文
に
か
か
わ
ら
ず
平
安
時
代
の
文
献
を
読
む

と
き
、
朝
方
の
時
間
帯
に
使
用
さ
れ
る
ア
ク
（
明
く
）・
ヨ
ノ
ア
ク
表
現

（
夜
が
主
語
で
ア
ク
が
述
語
と
し
て
組
み
合
わ
さ
れ
る
表
現
。「
夜
明

く
」、「
夜
の
明
く
」、「
夜
も
明
く
」
な
ど
）
は
日
付
変
更
時
点
に
な
る
こ

と
、
ま
た
は
、
午
前
三
時
に
な
る
こ
と
の
意
味
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
を
述

べ
て
き
た
。
そ
れ
を
『
平
中
物
語（
�
）』
に
適
用
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。

二

以
下
、
順
次
用
例
を
検
討
す
る
。
用
例
を
提
示
す
る
際
、
動
詞
ア
ク
・

ヨ
ノ
ア
ク
に
傍
線
を
、
時
間
表
現
に
破
線
を
付
け
て
、
本
文
理
解
の
助
け

と
す
る
。

す
の
こ

は
ら
か
ら

く
ち
ぐ
ち

Ⅰ
簀
子
に
呼
び
す
ゑ
て
、
姉
妹
ど
も
な
ど
、
口
々
を
か
し
く
い
ひ
け
る

に
、
よ
し
、
こ
れ
も
て
心
ざ
し
は
見
せ
む
と
て
、
な
ど
か
か
る
人
目

を
ば
、
い
か
で
か
は
し
の
ぶ
べ
き
、
つ
つ
む
こ
と
だ
に
な
き
身
な
ら

よ

ば
こ
そ
あ
ら
め
。
夜
明
け
ぬ
れ
ば
、
男
帰
り
て
、
い
ひ
お
こ
せ
た

『
平
中
物
語
』
の
ア
ク
・
ヨ
ノ
ア
ク

│
│
付
『
枕
草
子
』
七
九
段
の
方
違
え
の
解
釈
│
│

小
林

賢
章
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り
。

ち
か

あ
ま
ぐ
も

し
ぐ
れ

う
ち
か
は
し
誓
は
ぬ
そ
で
を
雨
雲
と
降
り
し
時
雨
は
月
に
見
え

け
む

な
ど
ぞ
い
ひ
た
る
。

こ
れ
は
、
本
命
の
女
性
を
含
め
た
多
く
の
女
性
と
の
夜
の
出
会
い
の
場

面
で
あ
る
。
こ
う
し
た
女
性
と
の
夜
の
出
会
い
で
は
暁
の
時
間
帯
に
な
る

と
別
れ
る
こ
と
は
常
識
だ
っ
た
。「
宵
暁
の
う
ち
忍
び
た
ま
へ
る
出
で
入

り
艶
に
し
な
し
た
ま
へ
る
」（「
真
木
柱
」）
や
「
む
か
し
よ
り
、
あ
か
つ

き
帰
る
事
、
恋
の
な
ら
ひ
な
れ
ど
、」（『
拾
遺
愚
草
抄
出
聞
書（
�
）』）
な

ど
の
記
述
か
ら
男
が
女
と
別
れ
る
時
間
が
わ
か
る
。
暁
は
日
付
変
更
時
点

の
後
の
時
間
帯
だ
か
ら
、「
夜
明
け
ぬ
れ
ば
」
は
そ
の
前
の
午
前
三
時
に

な
る
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
場
面
で
も
、
後
朝
の

し
ぐ
れ

和
歌
の
中
に
、「
時
雨
は
月
に
見
え
け
む
」
の
表
現
も
見
ら
れ
る
。「
夜
明

け
ぬ
れ
ば
」
が
、
一
般
的
な
注
釈
書
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
夜
が
明
け

た
の
で
」（
新
編
全
集
口
語
訳
）
と
解
釈
す
る
な
ら
、
そ
の
時
に
は
明
る

く
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
時
雨
を
月
の
光
で
見
る
こ
と
は
な
か
ろ
う
。

し

が
で
ら

お
こ
な

Ⅱ
さ
て
、
こ
の
男
、
志
賀
寺
に
ま
う
で
て
、
二
月
に
行
ひ
け
り
。
か
か

つ
ぼ
ね

る
に
、
こ
の
男
の
局
の
前
に
、
女
ど
も
立
ち
さ
ま
よ
ひ
け
り
。
か
か

る
に
、
こ
の
男
、
な
ほ
し
も
見
で
、「
な
ど
か
く
は
さ
ま
よ
ひ
た
ま

よ

ふ
」
と
い
へ
ば
、「
夜
ふ
け
に
け
れ
ば
、
局
も
な
く
て
な
む
、
よ
る

や
ど

べ
も
な
く
て
あ
る
」
と
い
へ
ば
、「
さ
ら
ば
、
こ
こ
に
や
は
宿
り
た

あ
つ
ま

ま
は
ぬ
」
と
い
は
せ
け
れ
ば
、「
な
に
の
よ
き
こ
と
」
と
、
集
り
来

て
、
た
だ
い
さ
さ
か
な
る
も
の
を
へ
だ
て
て
ぞ
、
こ
の
男
は
を
り
け

る
。

よ

あ

さ
て
も
の
な
ど
い
ふ
に
、
夜
明
け
に
け
り
。
女
ど
も
、
み
な
い
で

か
く

に
け
れ
ば
、
隠
れ
ゐ
た
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
男
、
か
く
い
ひ
や
る
。

む
ら
ど
り

さ
わ

た

群
鳥
の
騒
ぎ
立
ち
ぬ
る
こ
な
た
よ
り
雲
の
空
を
ぞ
見
つ
つ
な
が
む

る
〈
略
〉（
七
段
）

こ
れ
も
Ⅰ
の
用
例
と
同
じ
よ
う
な
男
と
女
の
浮
い
た
出
会
い
の
場
面
で

あ
る
。

「
夜
ふ
け
に
け
れ
ば
」
は
夜
中
に
な
っ
て
と
口
語
訳
す
べ
き
時
間
表
現

だ
っ
た
。
夜
中
に
な
っ
て
も
寺
院
の
中
で
宿
泊
場
所
が
見
つ
か
ら
な
い
女

性
た
ち
と
は
ど
ん
な
人
た
ち
か
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
の
論
と
は
関
係

し
な
い
。

夜
中
に
な
り
、
さ
ら
に
、「
さ
て
も
の
な
ど
い
ふ
」
う
ち
に
、「
夜
明
け

に
け
り
」
と
な
る
。
こ
の
時
間
の
経
過
を
考
慮
す
る
と
、
こ
の
「
夜
明

け
」
も
Ⅰ
の
話
で
見
た
通
常
の
男
女
の
暁
の
別
れ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
と
す
る
と
、「
夜
明
け
」
は
通
常
の
男
女
の
別
れ
の
時
間
午
前
三
時

二



と
考
え
ら
れ
な
い
か
。
ま
た
、
こ
の
七
段
の
後
半
部
分
に
は
、「
ま
た
、

つ
ぼ
ね

こ
と
局
に
、
人
い
と
あ
ま
た
見
ゆ
る
を
、
え
し
の
ば
で
、
い
ひ
や
る
。
雪

の
か
き
く
ら
し
降
る
日
に
ぞ
あ
り
け
る
。」
と
文
を
継
い
で
、
お
そ
ら
く

同
日
の
同
じ
よ
う
な
話
が
も
う
一
つ
書
か
れ
る
。
そ
の
時
、
平
中
が
送
っ

た
歌
は
、「
春
山
の
あ
ら
し
の
風
に
朝
ま
だ
き
散
り
て
ま
が
ふ
は
花
か
雪

か
も
」
で
あ
っ
た
。
雪
降
る
庭
を
見
て
い
る
と
、
雪
は
ま
る
で
花
が
散
る

よ
う
に
見
え
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
花
に
先
ほ
ど
ま
で
逢
っ
て
い
た
女
性

の
姿
は
意
識
し
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
目
に
見
え
て
い
る
の
は
雪
の

降
る
様
子
だ
け
で
あ
る
。

そ
の
時
間
は
、「
朝
ま
だ
き
」
で
あ
る
。
ア
サ
・
ア
シ
タ
（
朝
）
は
午

前
三
時
以
降
を
い
う
。
ア
サ
・
ア
シ
タ
の
始
ま
り
部
分
は
暁
の
始
ま
る
時

間
と
重
な
る
。
そ
の
ア
サ
の
ま
だ
き
の
時
間
帯
に
女
性
た
ち
の
姿
を
見
て

い
る
の
で
あ
る
。
も
し
、
こ
の
時
間
に
夜
が
明
け
て
い
て
明
る
い
の
な

ら
、「
散
り
て
ま
が
ふ
は
花
か
雪
か
も
」
と
は
な
ら
ず
、
視
界
に
そ
の
女

性
た
ち
を
は
っ
き
り
と
捉
え
得
た
は
ず
で
あ
る
。『
平
中
物
語
』
に
は
も

う
一
つ
『
朝
ま
だ
き
』
の
用
例
が
、
三
十
六
段
の
「
朝
ま
だ
き
立
つ
そ
ら

し
ら
な
み

ま

き

も
な
し
白
浪
の
返
る
間
も
な
く
返
り
来
ぬ
べ
し
」
で
あ
る
。
朝
方
女
と
別

れ
る
時
間
は
「
朝
ま
だ
き
立
つ
そ
ら
も
な
し
」
と
表
現
さ
れ
、
そ
れ
は
、

「
朝
早
く
、
お
別
れ
し
て
出
て
く
る
心
は
乱
れ
」（
新
編
全
集
口
語
訳
）
を

意
味
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
詳
し
く
は
Ⅶ
の
段
で
述
べ
る
。
女
と
別
れ
る

時
間
は
ま
だ
暗
い
は
ず
で
あ
る
。

よ

あ

Ⅱ
の
話
は
、
後
続
し
た
話
の
前
の
時
間
と
考
え
ら
れ
る
。「
夜
明
け
に

か
く

け
り
。
女
ど
も
、
み
な
い
で
に
け
れ
ば
、
隠
れ
ゐ
た
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の

男
、
か
く
い
ひ
や
る
。」
と
後
朝
の
文
を
送
っ
て
い
る
こ
と
も
考
慮
す
る

よ

あ

と
、
Ⅱ
の
話
中
の
「
夜
明
け
に
け
り
」
も
や
は
り
午
前
三
時
に
な
る
意
味

で
は
な
か
ろ
う
か
。

き

あ

Ⅲ
〈
略
〉
さ
て
、
暮
れ
に
来
た
り
。
明
け
ぬ
れ
ば
帰
り
ぬ
。
か
の
女
の

し
ぞ
く

親
族
、
男
見
つ
け
て
け
り
。
さ
て
、「
お
の
が
目
に
、
こ
れ
よ
り
い

で
て
い
ぬ
る
は
」。
女
、「
知
ら
ず
。
よ
に
あ
ら
じ
」、「
よ
し
、
か
う

し
あ
ら
ば
、
こ
の
い
で
ぬ
る
男
の
も
と
に
い
き
て
問
は
む
」
と
ぞ
い

ひ
け
る
。
よ
う
あ
ひ
い
ふ
な
る
に
ぞ
あ
り
け
る
。
さ
り
け
れ
ば
、

「
そ
こ
に
て
問
は
む
も
の
ぞ
。
け
さ
、
い
で
た
ま
ひ
つ
る
を
見
て
け

り
。
も
し
、
聞
き
て
問
は
ば
、
か
う
答
へ
よ
」
と
て
い
ひ
た
る
、

（
九
段
）

こ
の
段
は
、
女
の
親
の
了
解
を
得
な
い
で
、
男
が
女
の
も
と
に
通
っ
て

い
て
、
そ
れ
が
露
見
す
る
事
態
を
描
い
て
い
る
。
男
は
女
の
家
に
出
か

け
、
帰
宅
す
る
の
は
暁
で
あ
っ
た
。
男
が
暁
に
帰
ろ
う
と
す
る
な
ら
、
ア

ク
時
間
帯
は
ア
カ
ツ
キ
の
前
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
。
私
は
ア
カ

三



ツ
キ
と
い
う
時
間
帯
の
開
始
時
間
に
な
る
意
味
で
動
詞
ア
ク
は
使
用
さ
れ

る
と
述
べ
て
き
た
。
こ
こ
の
「
明
け
ぬ
れ
ば
」
も
午
前
三
時
を
過
ぎ
て
、

と
で
も
口
語
訳
す
る
と
こ
ろ
だ
。

そ
の
こ
と
は
、
こ
の
段
の
別
の
表
現
か
ら
も
推
測
で
き
る
。
破
線
部

「
け
さ
、
い
で
た
ま
ひ
つ
る
を
見
て
け
り
。」
の
部
分
で
あ
る
。
こ
の
男
は

「
け
さ
」
女
の
家
を
出
た
こ
と
が
、
言
わ
れ
て
い
る
。「
明
け
ぬ
れ
ば
帰
り

ぬ
」
の
時
間
と
「
け
さ
、
い
で
た
ま
ひ
つ
る
を
見
て
け
り
。」
の
時
間
は

同
じ
は
ず
で
あ
る
。

ケ
サ
の
開
始
時
間
と
前
段
で
扱
っ
た
ア
シ
タ
の
開
始
時
間
は
同
じ
で
あ

っ
た
。
さ
ら
に
、
一
般
に
男
が
女
の
家
か
ら
帰
宅
す
る
時
間
で
あ
る
ア
カ

ツ
キ
の
開
始
時
間
も
前
両
者
と
同
じ
で
あ
っ
た
。

右
の
よ
う
な
く
ど
い
説
明
を
加
え
る
な
ら
、「
明
け
ぬ
れ
ば
」
の
動
詞

ア
ク
は
午
前
三
時
に
な
る
意
味
に
な
る
の
だ
っ
た
。

し

が

Ⅳ
〈
略
〉
こ
の
女
、「
い
づ
ち
ぞ
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、
男
、「
志
賀
へ
な

む
ま
う
づ
る
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、
や
が
て
、「
さ
は
も
ろ
と
も
に
。

こ
こ
に
も
さ
な
む
」
と
て
、
い
き
け
る
。
さ
り
と
て
、
う
れ
し
き
こ

と
」
と
て
、
も
ろ
と
も
に
ま
う
で
て
、
寺
に
ま
う
で
着
き
て
も
、
男

つ
ぼ
ね

も
の
が
た
り

の
局
、
女
の
局
近
く
な
む
し
た
り
け
る
。
か
く
て
、
物
語
な
ど
あ

ま
た
、
を
か
し
き
や
う
に
か
た
み
に
い
ひ
け
れ
ば
、
を
か
し
と
思

あ

ふ
。
こ
の
男
、
ま
う
で
た
る
所
よ
り
、
寺
ぞ
ふ
た
が
り
け
る
。
⑴
明

く
る
ま
で
、
え
あ
る
ま
じ
か
り
け
れ
ば
、
た
が
ふ
べ
き
と
こ
ろ
に
ゆ

ゆ
く
さ
き

き
け
り
。「
命
惜
し
き
こ
と
も
、
た
だ
行
先
の
た
め
な
り
」
と
い
ひ

て
、
い
き
け
れ
ば
、
女
ど
も
も
、
な
ほ
あ
る
よ
り
も
の
さ
う
ざ
う
し

く
て
、「
さ
ら
ば
、「
い
か
が
せ
む
。」
京
に
て
だ
に
と
ぶ
ら
へ
」
と

う

ち

み
や
づ
か

ざ
う
し

て
、
内
裏
わ
た
り
に
宮
仕
へ
し
け
る
人
々
な
れ
ば
、
曹
司
も
、
使
ひ

け
る
人
々
の
名
な
ど
も
問
ひ
け
り
。
こ
の
男
、
う
ち
つ
け
な
が
ら

も
、
立
つ
こ
と
惜
し
か
り
け
れ
ば
、
か
う
ぞ
、

立
ち
て
ゆ
く
ゆ
く
へ
も
知
ら
ず
か
く
の
み
ぞ
通
の
空
に
て
ま
ど

ふ
べ
ら
な
る

女
、
返
し
、

た
ま

か
く
の
み
し
ゆ
く
へ
ま
ど
は
ば
わ
が
魂
を
た
ぐ
へ
て
や
せ
ま
し

道
の
し
る
べ
に

を
と
こ
を
ん
な

と
も

ま
た
、
返
し
せ
む
と
す
る
ほ
ど
に
、「
男
女
の
供
な
る
者
ど
も
、
⑵

よ

あ

「
夜
明
け
ぬ
べ
し
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、
立
ち
と
ど
ま
ら
で
、
こ
の
男
、

は
ま
べ

か
た

浜
辺
の
方
に
、
人
の
家
に
入
り
に
け
り
。

あ
し
た

あ
み

さ
て
朝
に
、
車
に
、
あ
は
む
と
て
、
網
引
か
せ
な
ど
し
け
る
に
、
知

せ
う
え
う

れ
る
人
、
逍
遥
せ
む
と
て
、
呼
び
け
れ
ば
、
そ
ち
ぞ
こ
の
男
は
い
に

け
る
。〈
略
〉（
二
十
五
段
）

四



こ
の
話
は
、「
方
ふ
た
が
り
（
方
忌
）」
と
関
係
す
る
話
で
あ
る
。
傍
線

部
⑴
「
明
く
る
ま
で
」
前
後
の
文
章
を
読
ん
で
い
く
と
、「
ま
う
で
た
る

所
（
自
分
の
家
か
）」
か
ら
今
女
と
話
し
て
い
る
寺
の
あ
る
場
所
が
方
ふ

た
が
り
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、「
明
く
る
ま
で
」
こ
の
寺
に
居
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
言
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
、
こ
の
こ
と
は
逆
に
言

う
と
、「
明
く
る
ま
で
」
こ
の
寺
に
居
な
け
れ
ば
、
禁
忌
を
犯
し
た
こ
と

に
は
な
ら
な
い
と
読
み
と
れ
る
。

次
に
傍
線
部
⑵
「
夜
明
け
ぬ
べ
し
」
は
男
と
女
の
供
の
者
た
ち
が
男
に

言
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
れ
も
後
ろ
の
「
立
ち
と
ど
ま
ら
で
、

は
ま
べ

か
た

こ
の
男
、
浜
辺
の
方
に
、
人
の
家
に
入
り
に
け
り
。」
と
い
う
文
を
考
え

よ

あ

る
と
方
ふ
た
が
り
の
時
間
と
関
連
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。「
夜
明
け
ぬ

べ
し
」（
夜
が
明
け
そ
う
だ
）
は
夜
が
あ
け
る
ま
で
こ
の
場
所
に
い
て
は

な
ら
な
い
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

あ

よ

あ

先
ず
確
認
し
た
い
こ
と
は
、「
明
く
る
ま
で
」
と
「
夜
明
け
ぬ
べ
し
」

と
は
同
じ
時
間
を
表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
、
方
忌
み
と
時
間
の
関
係
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
こ
の
話
で

は
、
ま
ず
、
男
（
平
中
）
の
自
宅
（
？
）
か
ら
寺
の
方
向
が
方
忌
み
に
な

あ

っ
て
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
た
。
傍
線
⑴
の
所
で
「
明
く
る
ま
で
、
え

あ
る
ま
じ
か
り
け
れ
ば
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
そ
の
言
っ
て
い
る
時
点

（
も
ち
ろ
ん
、「
明
く
」
時
点
よ
り
前
の
時
間
）
で
は
、
男
は
方
忌
み
の
禁

を
犯
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。「
明
く
る
ま

で
」
そ
こ
に
居
る
と
禁
を
お
か
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
今
の
段
階
で
は
禁

を
お
か
し
て
は
い
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
方
忌
み
は
方
向
で
規

定
さ
れ
る
。
た
だ
、
方
向
だ
け
で
は
な
く
、
時
間
に
も
規
定
さ
れ
る
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

あ

よ

あ

「
明
く
る
ま
で
」
ま
た
同
じ
時
間
「
夜
明
け
」
ま
で
こ
こ
に
い
る
と
、

方
ふ
た
が
り
と
な
る
が
、
午
前
三
時
の
時
点
で
こ
こ
に
い
な
け
れ
ば
、
方

あ

よ

あ

ふ
た
が
り
に
あ
た
ら
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
明
く
」、「
夜
明

け
」
の
時
間
が
午
前
三
時
に
な
る
と
述
べ
た
が
、
従
前
の
私
の
研
究
が
そ

の
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た
し
、
方
ふ
た
が
り
が
日
付
に
関
係
し
て
い
る
こ

こ
よ
ひ

と
は
、
次
節
で
検
討
す
る
「
枕
草
子
」（
七
九
段
）
で
は
「
今
宵
方
の
ふ

た
が
り
け
れ
ば
」
で
は
、「
こ
よ
ひ
」（
そ
の
終
了
時
点
は
午
前
三
時
）
と

い
う
時
間
と
関
係
し
た
表
現
が
方
ふ
た
が
り
の
場
面
で
使
用
さ
れ
る
こ
と

か
ら
も
、
そ
の
事
実
が
わ
か
る
。

あ
し
た

こ
の
女
性
は
、
翌
朝
「
朝
」
網
引
き
を
見
て
い
る
。
ア
シ
タ
の
開
始
時

間
は
午
前
三
時
だ
っ
た
。
そ
の
開
始
時
間
か
ら
、
お
そ
ら
く
そ
う
遠
く
な

い
時
点
で
浜
辺
に
出
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
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今
一
つ
時
間
に
関
連
し
て
、
当
時
寺
院
に
お
参
り
し
た
人
は
ア
カ
ツ
キ

の
鐘
（
午
前
三
時
に
鳴
る
）
と
と
も
に
、
寺
院
を
後
に
す
る
こ
と
が
多

あ
し
た

い
。
女
性
の
退
院
時
間
、
朝
の
開
始
時
間
な
ど
を
考
慮
に
入
れ
る
と
き
、

あ

よ

あ

こ
の
「
明
く
る
ま
で
」
と
「
夜
明
け
ぬ
べ
し
」
も
午
前
三
時
に
な
る
意
味

に
な
る
の
だ
っ
た
。

Ⅴ
ま
た
、
男
、
し
の
び
て
知
れ
る
人
あ
り
け
り
。
人
し
げ
き
と
こ
ろ
な

あ

れ
ば
、
夜
も
明
け
ぬ
先
に
、
人
の
静
ま
れ
る
を
り
に
と
て
、
帰
り
い

で
た
る
に
、
ま
だ
暗
き
ほ
ど
な
れ
ば
、
い
か
で
帰
ら
む
と
思
へ
ど
、

か
ど

い
と
か
た
か
り
け
れ
ど
、
門
の
前
に
渡
し
た
る
橋
の
上
に
立
ち
て
、

い
ひ
入
る
。

よ

は

な
み
だ
が
は
ふ
ち

夜
半
に
出
で
て
渡
り
ぞ
か
ぬ
る
涙
川
淵
と
な
が
れ
て
深
く
見

ゆ
れ
ば

と
、
い
ひ
入
れ
た
れ
ば
、
女
も
寝
で
ぞ
起
き
た
り
け
る
。
返
し
、

よ
な
か

き
み

さ
夜
中
に
お
く
れ
て
わ
ぶ
る
涙
こ
そ
君
が
わ
た
り
の
淵
と
な
る

ら
め

男
、
い
と
あ
は
れ
と
思
ひ
て
、
ま
た
も
の
い
ひ
入
れ
む
と
思
へ
ど
、

お
ほ
ぢ

大
路
に
人
な
ど
あ
り
け
れ
ば
、
立
て
ら
で
、
帰
り
に
け
り
。（
二
十

六
段
）

傍
線
部
「
夜
も
明
け
ぬ
先
に
」
が
検
討
の
対
象
と
な
る
。
こ
の
話
も
男

が
女
の
所
へ
出
か
け
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
、「
し
の
び
て
知
れ
る
人

あ
り
け
り
」
と
あ
る
か
ら
、
交
際
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
男
女
の
仲
で
あ

っ
た
。
こ
の
男
が
、「
夜
も
明
け
ぬ
先
に
」
帰
ろ
う
と
し
た
理
由
も
そ
こ

に
あ
る
。「
人
が
静
ま
れ
る
を
り
に
」
帰
り
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

通
常
、
男
は
女
の
家
を
ア
カ
ツ
キ
に
退
出
し
て
い
る
。
午
前
三
時
以
降

の
時
間
で
あ
る
。
当
時
の
男
女
の
交
際
は
こ
の
話
の
男
と
女
に
限
る
わ
け

で
は
な
い
。
当
然
、
午
前
三
時
を
す
ぎ
れ
ば
（
ア
カ
ツ
キ
に
な
る
と
）、

道
路
に
は
女
の
所
か
ら
帰
る
男
た
ち
が
大
勢
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ

に
、
当
時
の
一
般
の
人
々
の
生
活
時
間
は
午
前
三
時
こ
ろ
か
ら
で
あ
っ
た

こ
と
は
、「
夕
顔
」
の
巻
で
描
か
れ
る
近
所
の
人
々
の
描
写
か
ら
想
像
さ

れ
る
。

す
る
と
、
男
は
午
前
三
時
よ
り
前
に
帰
宅
し
た
ろ
う
と
は
予
想
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
後
ろ
の
男
と
女
の
二
首
の
歌
が
そ
の
こ
と
を
書
い
て
い
る
。

か
ど

よ

は

男
は
「
門
の
前
に
渡
し
た
る
橋
の
上
に
立
ち
て
」、「
夜
半
に
出
で
て
渡
り

な
み
だ
が
は

ぞ
か
ぬ
る
涙
川
」
と
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
男
は
女
の
家
の
門
前
で
、
出

よ

は

て
直
ぐ
の
時
間
に
、「
夜
半
」
だ
と
歌
に
言
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ

よ
な
か

き
み

れ
に
対
し
て
、
女
の
方
は
、「
さ
夜
中
に
お
く
れ
て
わ
ぶ
る
涙
こ
そ
君
が

わ
た
り
の
淵
と
な
る
ら
め
」
と
男
が
女
の
家
を
出
た
（
お
く
れ
て
わ
ぶ

よ
な
か

る
）
の
が
「
さ
夜
中
」
だ
と
い
っ
て
い
る
。
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ヨ
ハ
と
ヨ
ナ
カ
に
つ
い
て
は
、
と
も
に
午
後
十
一
時
か
ら
翌
日
の
午
前

三
時
ま
で
の
時
間
帯
を
指
す
語
だ
と
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る（
�
）。
ヨ
ハ

と
ヨ
ナ
カ
（
正
確
に
は
「
サ
ヨ
ナ
カ
」）
が
使
用
さ
れ
て
い
る
歌
が
贈
答

歌
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
男
が
女
の
家
か
ら
帰
っ
た
時
間
と
女
が
置

い
て
行
か
れ
た
時
間
は
ほ
ぼ
同
じ
と
考
え
る
の
が
普
通
だ
ろ
う
か
ら
、
こ

こ
で
の
ヨ
ハ
と
ヨ
ナ
カ
の
時
間
は
同
じ
で
あ
る
。
と
考
え
ら
れ
る
。
む
し

ろ
、
こ
の
よ
う
な
用
例
が
、
ヨ
ハ
と
ヨ
ナ
カ
が
午
後
十
一
時
か
ら
翌
午
前

三
時
ま
で
を
言
っ
っ
て
い
る
根
拠
に
さ
え
な
る
の
で
あ
る
。

ヨ
ハ
・
ヨ
ナ
カ
の
終
了
時
間
は
午
前
三
時
だ
っ
た
。
そ
の
終
了
の
少
し

あ

前
の
時
間
を
ヨ
ノ
ア
ク
表
現
で
、「
夜
も
明
け
ぬ
先
に
」
と
こ
こ
に
書
か

れ
て
い
る
の
だ
っ
た
。

あ

「
夜
も
明
け
」
は
ヨ
ハ
・
ヨ
ナ
カ
の
終
了
時
点
、
午
前
三
時
に
な
る
意

味
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

よ

Ⅵ
〈
略
〉
集
り
て
、
い
ひ
す
さ
び
て
、
夜
明
け
に
け
れ
ば
、
帰
り
に
け

あ
し
た

り
。
朝
に
文
ど
も
や
る
と
て
、〈
略
〉（
二
十
九
段
）

こ
の
段
の
話
は
、
男
女
一
対
一
の
夜
の
場
面
で
は
な
く
、
二
対
二
の
交

際
を
描
い
た
滑
稽
談
で
あ
る
。
普
通
の
恋
愛
話
と
は
違
い
、
最
期
に
は
一

人
の
男
と
多
く
の
女
性
が
話
を
し
あ
う
場
面
が
描
か
れ
る
。
そ
う
し
た
場

面
の
最
期
の
部
分
に
引
用
本
文
は
続
い
て
い
る
。
男
女
が
一
対
一
の
普
通

の
恋
愛
場
面
と
は
違
う
が
、
こ
こ
も
、
普
通
の
男
女
の
別
れ
の
場
面
と
同

よ

じ
時
間
と
考
え
て
い
い
の
だ
ろ
う
。
す
る
と
、「
夜
明
け
に
け
れ
ば
」
は

あ
し
た

午
前
三
時
に
な
る
意
味
と
な
る
。
後
ろ
に
、「
朝
」
の
語
が
あ
る
こ
と
が
、

「
夜
明
け
」
の
意
味
に
限
定
を
与
え
る
こ
と
は
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ

と
と
お
な
じ
で
あ
る
。

く
ら

Ⅶ
〈
略
〉
さ
い
ふ
ほ
ど
に
、
⑴
暗
う
な
り
に
け
り
。「
な
ほ
、
こ
こ
に

立
ち
寄
れ
か
し
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、
お
ぼ
つ
か
な
く
、
尋
ね
わ
び
つ

あ

る
こ
と
を
、
よ
ろ
づ
に
い
ひ
か
た
ら
ひ
け
る
に
、
⑵
明
け
ゆ
け
ば
、

や

い
つ
は
り
病
み
し
て
、
と
ど
ま
り
な
ま
ほ
し
か
り
け
れ
ど
、
あ
や
し

よ

く
、
親
に
従
へ
る
人
に
て
、
夜
の
間
、
ほ
か
な
る
を
だ
に
、
か
か
る

旅
に
あ
る
こ
と
と
思
ひ
て
、
か
つ
は
嘆
き
つ
つ
ぞ
、
人
と
も
の
い
ひ

つ
つ
、
い
か
で
か
と
ど
ま
る
べ
き
と
、
心
に
思
ひ
て
、
明
け
け
れ

き

こ
た
び

ば
、「
た
ち
返
り
、
か
な
ら
ず
ま
ゐ
り
来
な
む
。
此
度
待
ち
て
、
心

ざ
し
は
あ
り
な
し
見
た
ま
へ
」
と
て
、
親
の
宿
れ
る
南
へ
い
ぬ
。
さ

て
や
る
。

ま

き

⑶
朝
ま
だ
き
立
つ
そ
ら
も
な
し
白
浪
の
返
る
間
も
亡
く
返
り
来
ぬ

べ
し
〈
略
〉（
三
十
六
段
）

右
の
Ⅶ
段
で
は
、
傍
線
部
「
明
け
け
れ
ば
」
と
破
線
部
⑶
「
朝
ま
だ

き
」
の
関
係
は
今
ま
で
に
述
べ
て
き
た
こ
と
と
同
様
で
、「
朝
ま
だ
き
」
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に
手
紙
を
送
ろ
う
と
す
る
と
、「
明
け
け
れ
ば
」
は
午
前
三
時
に
な
る
意

あ

味
で
あ
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
。
た
だ
、
破
線
部
⑵
「
明
け
ゆ
け
ば
」
の

存
在
が
問
題
と
な
る
。

本
稿
と
直
接
関
係
は
し
な
い
が
、
次
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
る
。
複
合

動
詞
「
明
け
ゆ
く
」
は
ア
カ
ツ
キ
の
時
間
帯
が
経
過
す
る
意
味
で
使
用
さ

あ

れ
る
。
破
線
部
⑵
「
明
け
ゆ
け
ば
」
を
意
訳
す
る
な
ら
、「
ア
カ
ツ
キ
の

時
間
帯
が
経
過
す
る
」
と
口
語
訳
で
き
る
の
で
あ
る
。
傍
線
部
「
明
け
け

れ
ば
」
も
意
訳
す
る
と
「
暁
に
な
る
と
」
の
意
味
に
な
る
。
同
じ
時
間
が

二
回
記
述
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
問
題
の
処
理
は
で
き
な
い
の
だ
が
、
こ
ん
な
私
見
を
提
案
し
て
お

く
。
こ
の
段
落
の
は
じ
ま
り
に
、

く
ら

破
線
部
⑴
「
暗
う
な
り
に
け
り
。」
と
あ
る
こ
と
が
ヒ
ン
ト
に
な
る
の
で

く
ら

あ

は
な
い
か
。「
暗
う
な
り
に
け
り
。」
の
時
間
か
ら
、
破
線
部
⑵
「
明
け
ゆ

け
ば
」
の
時
間
ま
で
は
、
ど
の
く
ら
い
の
時
間
が
経
過
し
て
い
る
の
で
あ

く
ら

ろ
う
か
。
こ
の
段
の
季
節
は
わ
か
ら
な
い
が
、「
暗
う
な
り
に
け
り
」
の

あ

時
間
を
午
後
七
時
と
仮
定
す
る
と
、
午
前
三
時
以
降
を
示
す
「
明
け
ゆ
け

ば
」
の
時
間
ま
で
は
、
八
時
間
が
経
過
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し

て
、
そ
の
時
間
が
本
文
で
は
、「「
な
ほ
、
こ
こ
に
立
ち
寄
れ
か
し
」
と
い

ひ
け
れ
ば
、
お
ぼ
つ
か
な
く
、
尋
ね
わ
び
つ
る
こ
と
を
、
よ
ろ
づ
に
い
ひ

か
た
ら
ひ
け
る
に
」
と
い
う
文
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
右
の
文

章
が
八
時
間
を
経
過
し
て
い
る
と
捉
え
る
の
は
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

あ

し
か
も
、
こ
の
部
分
は
⑵
「
明
け
ゆ
け
ば
」
の
時
間
か
ら
、「
い
つ
わ

り
し
て
、
と
ど
ま
り
な
ま
ほ
し
か
り
け
れ
ど
、
あ
や
し
く
、
親
に
従
へ
る

人
に
て
、
夜
の
間
、
ほ
か
な
る
を
だ
に
、
か
か
る
旅
に
あ
る
こ
と
と
思
ひ

て
、
か
つ
は
嘆
き
つ
つ
ぞ
、
人
と
も
の
い
ひ
つ
つ
、
い
か
で
か
と
ど
ま
る

べ
き
と
、
心
に
思
ひ
て
」
の
文
章
が
続
き
、
さ
ら
に
、「
明
け
に
け
れ
ば
」

に
続
く
。

あ

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、「
明
け
ゆ
け
ば
」
の
開
始
時
間
と
「
明
け

に
け
れ
ば
」
の
時
間
は
同
じ
時
間
だ
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
時
間
が

提
示
さ
れ
、
同
じ
時
間
が
再
掲
さ
れ
る
こ
と
は
古
典
作
品
で
は
な
い
わ
け

で
は
な
い
が
、
も
し
こ
こ
が
そ
う
い
っ
た
表
現
な
ら
、
ア
ケ
ユ
ク
と
ア
ク

と
を
逆
に
す
る
方
が
ふ
さ
わ
し
い
は
ず
で
あ
る
。
右
引
用
し
た
文
章
の
う

ち
本
文
理
解
に
役
に
立
つ
と
思
う
の
は
、「
夜
の
間
、
ほ
か
な
る
を
だ
に
、

か
か
る
た
び
に
あ
る
こ
と
と
思
ひ
て
」
の
文
で
あ
る
。「
夜
の
間
」
の
夜

の
終
了
時
点
は
午
前
三
時
だ
っ
た
。「
明
け
」
る
と
、
こ
の
男
は
親
の
泊

ま
っ
て
い
る
家
に
戻
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
場
面
「
夜
の
間
、
ほ
か
」
に

い
た
の
で
あ
る
。
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結
論
を
述
べ
よ
う
。
こ
の
「
明
け
ゆ
け
ば
」
は
「
ふ
け
ゆ
け
ば
」
の
間

違
い
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
あ
け
ゆ
く
」
と
「
ふ
け
ゆ
く
」
と
で
は
、

「
あ
」
と
「
ふ
」
の
違
い
だ
け
で
あ
る
。
複
合
動
詞
フ
ケ
ユ
ク
は
ヨ
ナ
カ

・
ヨ
ハ
の
時
間
（
午
後
十
一
時
〜
翌
午
前
三
時
）
を
経
過
す
る
意
味
で
使

あ

用
さ
れ
る
。
⑵
「
明
け
ゆ
け
ば
」
が
「
ふ
け
ゆ
け
ば
」
だ
と
す
る
と
、

「
ヨ
ナ
カ
（
午
後
十
一
時
〜
翌
午
前
三
時
）
も
経
過
し
て
」
が
口
語
訳
と

な
る
提
案
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
傍
線
部
の
「
明
け
け
れ
ば
（
午
前

三
時
に
な
る
と
）」
と
の
接
続
も
時
系
列
的
に
理
解
で
き
る
の
で
あ
っ
た
。

『
平
中
物
語
』
の
伝
本
は
一
冊
だ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
、
校
合
作
業
も

行
え
な
い
。
誤
字
説
を
提
出
す
る
所
以
で
あ
る
。

以
上
で
『
平
中
物
語
』
中
の
、
動
詞
ア
ク
と
ヨ
ノ
ア
ク
表
現
の
９
例
中

８
例
を
検
討
し
た
。
そ
の
結
論
と
し
て
、
ア
ク
・
ヨ
ノ
ア
ク
は
午
前
三
時

に
な
る
意
味
で
よ
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

残
り
の
一
例
は
「
さ
て
、
こ
の
男
、
と
き
ど
き
い
く
と
こ
ろ
あ
り
け
る

に
、
ほ
の
ぼ
の
と
明
く
る
ほ
ど
に
ぞ
、
帰
り
け
る
。」（
三
十
三
段
）
の
用

例
が
残
さ
れ
た
。
現
在
私
見
で
は
、
こ
の
ホ
ノ
ボ
ノ
ト
ア
ク
と
い
う
用
例

は
、
こ
こ
で
扱
っ
た
用
例
と
は
異
な
り
、
わ
ず
か
に
夜
が
明
け
る
こ
ろ
と

解
す
る
の
が
よ
い
と
か
ん
が
え
る
。

三

右
の
検
討
で
、『
平
中
物
語
』
中
の
動
詞
ア
ク
の
検
討
は
済
ん
だ
。
そ

の
う
ち
Ⅳ
の
文
章
で
は
、「
方
ふ
た
が
り
」
と
関
係
す
る
動
詞
ア
ク
を
検

討
し
た
。
そ
の
際
思
い
だ
さ
れ
た
の
が
、『
枕
草
子
』
七
九
段
の
次
の
文

章
だ
っ
た
。

よ

ひ

し
き

い

お
ん
と
も

返
る
年
の
二
月
廿
余
日
、
宮
の
、
職
へ
出
で
さ
せ
た
ま
ひ
し
御
供
に

む
め
つ
ぼ

ま
ゐ
ら
で
、
梅
壺
に
残
り
ゐ
た
り
し
ま
た
の
日
、
頭
中
将
の
御
消
息

き
の
ふ

く
ら
ま

ま
う

こ
よ
ひ
か
た

と
て
、「
昨
日
の
夜
、
鞍
馬
に
詣
で
た
り
し
に
、
今
宵
方
の
ふ
た
が

か
た
た
が

い

り
け
れ
ば
、
方
違
へ
に
な
む
行
く
。
ま
だ
明
け
ざ
ら
む
に
、
帰
り
ぬ

べ
し
。
か
な
ら
ず
言
ふ
べ
き
事
あ
り
。
い
た
う
た
た
か
せ
で
待
て
」

つ
ぼ
ね

ひ
と
り

と
の
た
ま
へ
り
し
か
ど
、「
局
に
一
人
は
な
ど
て
あ
る
ぞ
。
こ
こ
に

み
く
し
げ
ど
の

寝
よ
」
と
、
御
匣
殿
の
召
し
た
れ
ば
、
ま
ゐ
り
ぬ
。

右
の
有
名
な
段
が
検
討
箇
所
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
傍
線
部
分
の
解
釈

を
問
題
と
す
る
。

く
ら
ま

ま
う

こ
よ
ひ

ま
ず
、「
鞍
馬
に
詣
で
た
り
し
に
、
今
宵
方
の
ふ
た
が
り
け
れ
ば
」
と

あ
る
。
鞍
馬
か
ら
ど
こ
が
方
ふ
た
が
り
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と

に
つ
い
て
は
、『
枕
草
子
解
環（
�
）』
が
詳
し
い
注
釈
を
し
て
い
る
の
で
そ

九



れ
に
よ
ろ
う
。
ま
ず
、
斉
信
（
頭
中
将
）
か
ら
手
紙
が
来
た
日
を
、「
二

月
二
十
六
日
」
と
注
釈
し
た
上
、「
か
た
の
ふ
た
が
り
け
れ
ば
」
に
次
の

よ
う
な
注
を
付
け
て
い
る
。

お
う
そ
う
じ
ん

て
ん
い
ち
じ
ん

つ
ち
ぎ
み

こ
ん
じ
ん

は
つ
け

「
大
将
軍
・
王
相
神
・
太
白
神
・
天
一
神
・
土
公
・
金
神
・
八
卦
と
い

か
た
い
み

っ
た
凶
神
の
あ
る
方
角
に
向
か
っ
て
行
動
す
る
こ
と
を
慎
む
の
を
方
忌
と

い
う
。
こ
の
時
は
お
そ
ら
く
、
二
十
三
日
か
ら
六
日
間
、
天
一
神
が
南
方

に
遊
行
す
る
の
で
、
斉
信
は
、
鞍
馬
寺
か
ら
ほ
ぼ
正
南
に
当
た
る
内
裏
へ

帰
る
こ
と
を
避
け
て
、
い
っ
た
ん
西
の
方
へ
行
き
、
角
度
を
変
え
て
（
方

違
え
）、
内
裏
に
帰
参
し
た
の
で
あ
ろ
う
。」
と
あ
る
。
鞍
馬
か
ら
方
ふ
た

が
り
の
地
は
内
裏
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
萩
谷
の
説
明
に
よ
る
と
斉
信
の

手
紙
が
清
少
納
言
の
許
に
到
着
し
た
日
の
二
日
後
ま
で
方
忌
み
に
な
る
。

こ
の
方
忌
み
は
手
紙
の
到
着
し
た
日
の
み
の
よ
う
に
思
え
る
。
従
っ
て
、

方
忌
み
の
根
拠
が
天
一
神
の
遊
行
の
方
向
と
の
説
は
、
こ
の
日
が
二
月
二

十
六
日
の
説
と
あ
わ
せ
て
や
や
疑
問
が
残
る
。
が
、『
新
編
全
集
』
で
も

「
鞍
馬
か
ら
内
裏
の
方
角
が
禁
忌
に
あ
た
っ
て
い
る
の
で
。」
と
頭
注
に
書

い
て
い
る
。『
解
環
』
の
よ
う
に
、
そ
の
理
由
は
詳
し
く
書
い
て
な
い
が
、

鞍
馬
か
ら
御
所
の
方
向
が
方
忌
み
と
な
っ
て
い
る
考
え
に
は
同
意
で
あ
る

こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
い
や
、『
枕
草
子
』
の
諸
注
釈
書
は
ほ
ぼ
同
意

の
注
釈
を
つ
け
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、『
解
環
』
の
注
釈
は
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。『
解
環
』
に

は
、「
斉
信
は
、
鞍
馬
寺
か
ら
ほ
ぼ
正
南
に
当
た
る
内
裏
へ
帰
る
こ
と
を

避
け
て
、
い
っ
た
ん
西
の
方
へ
行
き
、
角
度
を
変
え
て
（
方
違
え
）、
内

裏
に
帰
参
し
た
の
で
あ
ろ
う
。」
と
あ
っ
た
。
日
付
が
変
わ
ら
な
い
う
ち

に
、
い
っ
た
ん
別
の
方
角
の
土
地
に
出
か
け
た
と
し
て
も
、
そ
の
日
の
う

ち
に
方
忌
み
の
土
地
に
着
き
、
そ
の
夜
を
明
か
せ
ば
、
そ
れ
は
禁
忌
を
犯

し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
事
実
は
先
に
Ⅳ
の
話
で
も
見
た
し
、
ベ
ル
ナ
ー

ク
・
フ
ラ
ン
ク
の
『
方
忌
み
と
方
違
え（
�
）』
の
中
で
、「
方
違
え
の
場
所

か
ら
目
的
地
へ
向
か
っ
た
り
、
自
宅
に
還
っ
た
り
し
た
の
は
「
暁
」「
暁

鐘
之
後
」「
鶏
鳴
之
後
」
で
あ
る
。「
寅
刻
」（
午
前
三
時
│
五
時
）「
卯

刻
」（
五
時
│
七
時
）
と
正
確
に
述
べ
て
い
る
例
も
い
く
つ
か
あ
る
」

（「
第
四
章

方
違
え
」）
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。「
鶏
鳴
」

だ
け
は
、
午
前
一
時
の
可
能
性
が
あ
る
が
（
午
前
三
時
の
説
も
あ
る
）、

そ
の
他
「
暁
」「
寅
刻
」
な
ど
は
日
付
が
変
わ
っ
て
、
帰
宅
し
た
り
、
目

的
地
に
向
か
っ
て
い
る
の
だ
っ
た
。
ベ
ル
ナ
ー
ク
・
フ
ラ
ン
ク
は
方
違
え

し
た
人
が
、
時
間
が
ひ
ど
く
経
過
し
て
か
ら
帰
っ
て
い
る
と
こ
の
事
実
に

コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
正
確
さ
を
欠
い
て
い
る
。
日
付
が
変
わ

れ
ば
、
方
ふ
た
が
り
は
消
え
る
か
ら
、「
暁
」
や
「
寅
刻
」
に
目
的
地
に

向
か
っ
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
事
実
が
『
平
中
物
語
』
Ⅳ
の
話
柄
に
も
み
え

一
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た
の
だ
っ
た
。

そ
れ
に
、『
枕
草
子
』
七
九
段
で
は
も
う
一
つ
重
要
な
事
実
が
あ
っ
た
。

当
該
部
分
の
後
、『
枕
草
子
』
に
は
、「
久
し
う
寝
起
き
て
お
り
た
れ
ば
、

「
夜
べ
い
み
じ
う
人
の
た
た
か
せ
た
ま
ひ
し
。〈
略
〉」」
と
清
少
納
言
の
留

守
を
守
っ
た
女
房
か
ら
清
少
納
言
は
報
告
を
受
け
て
い
る
。
こ
の
「
夜

こ
よ
ひ

べ
」
は
斉
信
が
「
今
宵
方
の
ふ
た
が
り
け
れ
ば
」
と
言
っ
た
そ
の
夜
の
こ

と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
時
間
は
斉
信
の
「
か
な
ら
ず
言
ふ
べ
き
事

あ
り
。
い
た
う
た
た
か
せ
で
待
て
」
の
発
言
の
時
間
だ
っ
た
は
ず
で
あ

る
。斉

信
は
方
ふ
た
が
り
の
日
の
夜
に
、
清
少
納
言
を
訪
れ
た
。
と
こ
ろ

が
、
清
少
納
言
は
御
匣
殿
の
所
に
出
か
け
て
留
守
だ
っ
た
と
い
う
状
況
だ

っ
た
と
判
断
が
つ
く
。
と
な
る
と
、『
枕
草
子
』
の
本
文
の
斉
信
の
発
言

は
ど
う
読
ん
だ
ら
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
私
に
口
語
訳
し
て
み
る
と
、「
昨

日
の
夜
、
鞍
馬
に
参
詣
し
た
。
今
日
は
（
鞍
馬
か
ら
御
所
の
方
角
は
）
方

ふ
た
が
り
に
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、（
今
夜
の
う
ち
に
、
ど
こ
か
へ
）

方
違
え
に
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
だ
日
付
が
変
わ
ら
な
い
う
ち
に
、
お

前
の
所
か
ら
（
自
宅
（
？
）
に
）
帰
る
事
に
す
る
。
必
ず
言
わ
ね
ば
な
ら

な
い
こ
と
が
あ
る
。
ひ
ど
く
叩
か
せ
て
（
時
間
を
取
ら
せ
な
い
用
心
を
し

て
、）
ま
っ
て
い
て
く
だ
さ
い
」
と
な
る
。
斉
信
は
、
そ
の
晩
清
少
納
言

と
話
を
し
た
後
、
ど
こ
か
に
方
違
え
に
行
く
計
画
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

斉
信
が
清
少
納
言
に
会
っ
た
後
ど
こ
か
に
出
か
け
る
つ
も
り
な
ら
、
斉

信
が
方
ふ
た
が
り
の
夜
、
清
少
納
言
の
留
守
を
し
た
梅
壺
に
斉
信
が
や
っ

て
き
て
、
戸
を
ひ
ど
く
叩
い
た
こ
と
も
納
得
が
い
く
。
方
ふ
た
が
り
に
禁

忌
を
避
け
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
も
わ
か
る
の
だ
っ
た
。

「
ま
だ
明
け
ざ
ら
む
に
、
帰
り
ぬ
べ
し
」（『
枕
草
子
』
七
九
段
）
の

「
明
け
」
も
方
忌
み
の
明
け
る
午
前
三
時
に
な
る
意
味
だ
っ
た
。
午
前
三

時
よ
り
前
に
、「
帰
り
ぬ
べ
し
（
帰
る
つ
も
り
だ
）」
と
な
る
。
鞍
馬
か
ら

方
が
ふ
た
が
っ
て
い
る
清
少
納
言
の
居
所
（
御
所
）
へ
斉
信
が
出
か
け
る

だ
け
で
は
、
方
ふ
た
が
り
に
は
な
ら
な
い
。
た
だ
、
そ
の
晩
の
終
了
時
点

午
前
三
時
ま
で
そ
の
と
こ
ろ
に
い
る
と
方
ふ
た
が
り
の
禁
忌
を
犯
し
た
こ

と
に
な
る
。

斉
信
の
発
言
で
言
う
な
ら
、「
ま
だ
明
け
ざ
ら
む
に
、
か
え
り
ぬ
べ

し
。」
の
目
的
地
が
梅
壺
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

一
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四

本
稿
で
は
、『
平
中
物
語
』
中
の
ア
ク
・
ヨ
ノ
ア
ク
を
検
討
し
、
午
前

三
時
に
な
る
意
味
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
の
過
程
、
例
え
ば
、
Ⅳ

の
検
討
で
は
、
ア
ク
と
ヨ
ノ
ア
ク
が
同
じ
時
間
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
も

述
べ
た
。
ア
ク
・
ヨ
ノ
ア
ク
が
日
付
変
更
の
意
味
で
あ
る
と
わ
か
る
と
、

今
ま
で
意
味
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
『
枕
草
子
』
の
方
た
が
え
記
事
の
正
し

い
読
み
も
指
摘
で
き
た
。

本
稿
の
主
目
的
は
、
通
常
の
古
典
文
学
作
品
と
同
じ
よ
う
に
、『
平
中

物
語
』
中
の
ア
ク
・
ヨ
ノ
ア
ク
が
午
前
三
時
に
な
る
意
味
で
な
い
と
、
本

文
の
理
解
に
矛
盾
が
生
じ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
だ
っ
た
。

〔
注
〕

（
１
）『
平
中
物
語
』
本
文
は
、「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」
に
よ
っ
た
。

ま
た
、
語
彙
検
索
は
、
曽
田
文
雄
著
『「
平
中
物
語
」
研
究
と
索

引
』（
一
九
八
五
年

溪
水
社
）
に
よ
っ
た
。

（
２
）
石
川
常
彦
編
著
『
拾
遺
愚
草
古
注
（
上
）』（
一
九
八
三
年

三
弥

井
書
店
）

（
３
）
拙
稿
「
ア
ケ
ハ
ツ
考
」（『
同
志
社
女
子
大
学
学
術
年
報
』
６４

二

〇
一
三
年
）
な
ど

（
４
）
拙
稿
「『
源
氏
物
語
』
の
ヨ
モ
ス
ガ
ラ
」（『
同
志
社
女
子
大
学
学
術

年
報
』
５７

二
〇
〇
六
年
）

（
５
）
萩
谷
朴
編
著
『
枕
草
子
解
環
二
』（
一
九
八
二
年

同
朋
舎
）

（
６
）
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ク
著

斎
藤
広
信
訳
「
方
忌
み
と
方
違
え
」

（
一
九
八
九
年

岩
波
書
店
）
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