
﹁
こ
よ
ひ
﹂
考

︱
日
付
変
更
時
刻
と
の
関
わ
り

︱

岩

坪

健

は
じ
め
に

古
典
語
の
﹁
こ
よ
ひ
﹂
に
は
現
代
語
の
今
宵
と
は
異
な
る
語
義
が
あ
り
︑
日

付
変
更
時
刻
と
関
連
し
て
複
数
の
説
が
併
存
し
た
ま
ま
で
あ
る
︒
本
稿
で
は
諸

説
を
再
調
査
し
て
︑
解
明
の
端
緒
を
探
り
た
い
︒

一

日
の
境
界

ま
ず
は
鎌
倉
中
期
に
橘
成
季
が
編
纂
し
た
説
話
集
﹃
古
今
著
聞
集
﹄
巻
第

五
・
和
歌
か
ら
︑
一
六
一
話
﹁
頭
中
将
家
通
︑
頭
亮
邦
綱
の
使
を
引
き
留
め
て

返
歌
の
事
﹂
の
前
半
部
を
引
用
す
る①

︒

永
万
元
年
九
月
十
四
日
︑
五
更
に
お
よ
び
て
︑
頭
の
亮す
け

の
書
札
と
て
︑
紙

屋
紙
に
立
文
た
る
文
を
︑
頭
の
中
将
家
通
の
も
と
へ
も
て
き
た
り
け
り
︒

ひ
ら
き
て
見
れ
ば
︑
紅
の
薄
様
に
歌
を
書
き
た
り
︒

名
に
高
き
す
ぎ
ぬ
る
よ
は
に
照
り
ま
さ
る
今
夜

こ

よ

ひ

の
月
を
君
は
み
じ
と

や

筑
前
の
内
侍
・
伊
予
の
内
侍
な
ど
の
し
わ
ざ
に
や
︑︵
下
略
︶

和
歌
に
詠
ま
れ
た
﹁
こ
よ
ひ
﹂
を
取
り
あ
げ
る
前
に
︑
初
二
句
の
﹁
名
に
高
き

過
ぎ
ぬ
る
夜
半
﹂
は
い
つ
で
あ
る
か
確
認
し
て
お
く
︒
従
来
の
注
釈
書
︵
注
①

に
掲
載
し
た
二
書
︶
で
は
八
月
十
五
夜
と
し
て
︑
そ
れ
よ
り
も
﹁
今
夜
の
月
﹂

の
方
が
﹁
照
り
勝
る
﹂
と
解
釈
し
て
い
る
︒
こ
の
和
歌
が
届
い
た
の
は
︑﹁
永

万
元
年
︵
西
暦
一
一
六
五
年
︶
九
月
十
四
日
︑
五
更
に
お
よ
び
て
﹂
で
あ
る
︒

﹁
五
更
﹂
と
は
一
夜
を
五
つ
に
分
け
た
う
ち
の
五
番
目
を
指
し
︑
小
林
賢
章
氏

は
﹃
愚
迷
発
心
集
直
談
﹄
の
一
節
︑
﹁
自
㆑

夕
至
㆑

旦
経
-㆓
渉
五
時
㆒

矣
︒
是
れ
寅

の
一
点
を
第
五
更
と
す
﹂
に
よ
り
︑
﹁
五
更
﹂
を
寅
の
刻
︵
午
前
三
時
︶
と
さ

れ
た②

︒
一
日
の
始
め
は
時
代
や
国
に
よ
り
異
な
り
︑
午
前
零
時
︑
日
の
出
︑
日

没
と
三
通
り
あ
る
が③

︑
伊
地
知
鐵
男
氏
は
藤
原
師
輔
の
日
記
﹃
九
暦
﹄
の
天
暦

﹁
こ
よ
ひ
﹂
考

二
九



四
年
︵
九
六
〇
︶
五
月
二
十
四
日
の
条
の
﹁
寅
剋
男
子
誕
育
︑
自
去
夜
子
剋
有

産
気
色
﹂
に
基
づ
き
︑

こ
れ
に
よ
れ
ば
十
世
紀
半
︵
平
安
朝
時
代
︶︑
寅
刻
︵
午
前
三
～
五
時
︑

正
刻
は
四
時
︶
は
二
十
四
日
で
あ
り
︑
そ
れ
よ
り
四
時
間
前
の
子
刻
︵
午

後
十
一
～
午
前
一
時
︑
正
刻
は
午
前
〇
時
︶
は
去
夜
︑
即
ち
二
十
三
日
で

あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
︒
で
は
寅
刻
と
子
刻
の
中
間
︑
丑
刻
は
二
十
三

日
︑
二
十
四
日
の
ど
ち
ら
に
属
す
る
の
だ
ろ
う
か
︒﹃
貞
信
公
記
﹄
延
長

五
年
︵
九
二
七
︶
九
月
廿
三
日
の
条
に
︑
兵
部
卿
克
明
親
王
の
薨
去
を

﹁
昨
丑
刻
許
兵
部
卿
卿
（
マ
マ
）薨
﹂
と
報
じ
て
い
る
︒
即
ち
子
・
丑
刻
ま
で
は
前

日
と
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
︒

と
説
か
れ
た
︒
さ
ら
に
﹃
後
愚
味
記
﹄
応
安
二
年
︵
一
三
六
九
︶
正
月
十
六
日

の
記
事
に
﹁
寅
一

十
七
日
也点

参
内
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
寅
一
点
︵
午
前
三
時
︶
を
日

付
変
更
時
刻
と
判
断
さ
れ
た④

︒

﹃
古
今
著
聞
集
﹄
に
戻
る
と
︑
書
状
が
届
い
た
の
は
﹁
九
月
十
四
日
︑
五
更

に
お
よ
び
て
﹂︑
す
な
わ
ち
寅
刻
で
十
四
日
が
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
︒
通

説
の
よ
う
に
﹁
名
に
高
き
過
ぎ
ぬ
る
夜
半
﹂
を
八
月
十
五
夜
と
解
釈
し
て
﹁
こ

よ
ひ
の
月
﹂
と
比
べ
た
の
な
ら
ば
︑
な
ぜ
﹁
九
月
十
四
日
︑
五
更
に
お
よ
び

て
﹂
と
日
時
を
限
定
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
︑
と
い
う
疑
問
が
残
る
︒
王
朝
人

が
愛
で
た
名
月
は
八
月
十
五
日
の
ほ
か
︑
九
月
十
三
日
の
夜
の
月
が
挙
げ
ら
れ
︑

こ
の
説
話
も
九
月
十
三
夜
が
眼
目
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
た
だ
し
︑
も
し
両
方
の

明
月
を
比
べ
た
の
な
ら
ば
︑
九
月
十
三
日
の
内
に
和
歌
を
送
ら
な
い
と
﹁
こ
よ

ひ
の
月
﹂
は
十
三
夜
に
は
な
ら
な
い
︒
十
四
日
に
手
紙
が
届
い
た
点
に
注
目
し

て
見
直
す
と
︑
﹁
名
に
高
き
過
ぎ
ぬ
る
夜
半
﹂
は
過
ぎ
た
ば
か
り
の
十
三
夜
を

指
し
︑
今
は
十
四
日
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
︑
十
四
日
の
月
は
十
三
夜
よ
り
も

勝
る
︑
と
読
め
る
︒
十
三
日
の
夕
べ
に
出
た
月
も
︑
十
四
日
の
朝
に
沈
む
月
も

同
じ
月
で
は
あ
る
が
︑
日
付
が
変
わ
っ
た
こ
と
に
か
こ
つ
け
て
別
の
月
と
見
な

し
て
比
較
し
た
点
に
興
趣
が
あ
る
︒
し
か
も
︑
十
四
日
に
な
っ
た
ば
か
り
の
時

間
帯
に
手
紙
が
届
く
よ
う
に
仕
組
ん
だ
の
で
あ
る
︒
そ
の
う
え
同
じ
蔵
人
頭
の

﹁
頭
の
亮
﹂︵
藤
原
邦
綱
︑
時
に
四
十
四
歳
︶
か
ら
の
﹁
立
文
﹂︵
正
式
な
書
状
︶

と
見
せ
か
け
︑
家
通
︵
時
に
二
十
四
歳
︶
を
か
ら
か
う
︑
と
い
う
手
の
込
ん
だ

悪
戯
が
︑﹁
筑
前
の
内
侍
・
伊
予
の
内
侍
な
ど
の
し
わ
ざ
﹂
な
の
で
あ
る
︒

二

﹁
こ
よ
ひ
﹂
と
﹁
あ
か
つ
き
﹂
の
関
係

さ
て
︑
本
題
の
﹁
こ
よ
ひ
﹂
に
入
る
︒
こ
の
和
歌
に
詠
ま
れ
た
﹁
こ
よ
ひ
﹂

は
手
紙
が
届
い
た
時
に
輝
い
て
い
る
月
︑
す
な
わ
ち
眼
前
の
月
で
あ
る
︒
し
か

し
な
が
ら
古
語
辞
典
︑
た
と
え
ば
日
本
国
語
大
辞
典
を
引
く
と
︑﹁
①
今
夜
︒

今
晩
︒
②
夜
が
明
け
た
後
︑
昨
夜
の
こ
と
を
い
う
︒
ゆ
う
べ
︒
昨
晩
︒﹂
の
二

項
目
︱
こ
れ
か
ら
訪
れ
る
未
来
の
夜
と
︑
過
ぎ
去
っ
た
過
去
の
夜
︱
の
み
で
︑

現
在
の
夜
は
な
い
︒
﹃
古
今
著
聞
集
﹄
の
例
は
︑
岡
崎
正
継
氏
の
次
の
分
類
に

よ
る
と
⑴
が
当
て
は
ま
る⑤

︒

﹁
こ
よ
ひ
﹂
考

三
〇



﹃
今
昔
物
語
集
﹄
に
限
ら
ず
︑
平
安
時
代
の
物
語
な
ど
に
見
ら
れ
る

﹁
今
夜

こ

よ

ひ

﹂
に
は
︑
⑴
今
の
夜
︵
こ
の
夜
︶︑
⑵
こ
れ
か
ら
来
る
夜
︑
⑶
今
朝

の
前
の
夜
︑
の
三
つ
の
意
味
が
認
め
ら
れ
る
︒

現
代
語
の
﹁
こ
よ
い
﹂
は
⑴
と
⑵
で
あ
る
の
で
︑
ま
ず
は
⑶
を
問
題
に
す
る
︒

⑶
に
関
し
て
は
両
説
が
あ
り
︑
伊
地
知
鐵
男
氏
は
﹁
よ
べ
﹂
と
﹁
こ
よ
ひ
﹂
を

比
較
さ
れ
て
︑

理
論
的
に
考
え
る
と
︑
昨よ

夜べ

と
は
今
日
に
な
る
時
刻
︵
所
謂
日
付
変
更
時

刻
︶
以
前
を
い
い
︑
今
宵

こ

よ

い

と
は
日
付
変
更
時
刻
以
後
を
さ
す
の
だ
ろ
う
と

推
察
さ
れ
る
︒

と
さ
れ
た
︒
確
か
に
﹁
こ
よ
ひ
﹂
の
﹁
こ
﹂
は
近
称
の
指
示
代
名
詞
で
あ
り
︑

あ
る
時
点
か
ら
近
い
﹁
よ
ひ
﹂
を
指
す
の
で
︑
⑶
の
場
合
は
夜
が
明
け
て
か
ら

振
り
返
る
と
︑
日
付
変
更
時
刻
以
前
︵
す
な
わ
ち
昨
日
︶
よ
り
も
以
後
︵
す
な

わ
ち
今
日
︶
の
方
が
身
近
に
な
る
︒

そ
れ
に
対
し
て
小
林
賢
章
氏
は
︑
次
の
例
︵﹃
明
題
拾
要
鈔
﹄︶
な
ど
を
基
に

逆
の
説
︱
﹁
こ
よ
ひ
﹂
は
日
付
変
更
時
刻
ま
で
︱
を
主
張
さ
れ
た
︒

照
射
及
暁

顕
季

と
も
せ
ど
も
今
夜
も
明
け
ぬ
い
た
づ
ら
に
逢
坂
山
は
か
ひ
な
か
り
け

り

﹁
今
夜
も
明
け
﹂
る
と
︑﹁
及
暁
﹂
と
詠
ん
で
い
る
︒
ア
カ
ツ
キ
の
始
ま
り

は
︑
日
付
変
更
時
点
で
あ
っ
た
︒
当
然
な
が
ら
︑
コ
ヨ
ヒ
の
終
了
時
点
は
︑

日
付
変
更
時
点
に
な
る
︒︵
注
②
の
著
書
︑
三
五
頁
︶

一
方
︑
佐
々
木
恵
雲
氏
は
前
掲
の
和
歌
の
﹁
今
夜
も
明
け
﹂
と
同
じ
一
節
を
含

む
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
文
章
︑﹁
い
と
よ
う
の
た
ま
ひ
の
が
れ
て
︑
今
宵
も
明
け

ゆ
く
︒﹂︵
賢
木
の
巻
︶
に
お
い
て
︑

こ
れ
は
︑
﹁
明
け
ゆ
く
﹂
と
い
う
述
語
を
伴
っ
て
い
る
点
か
ら
︑﹁
あ
か
つ

き
﹂
を
含
ん
だ
夜
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う⑥

︒

と
解
さ
れ
た
︒

﹁
こ
よ
ひ
﹂
は
﹁
あ
か
つ
き
﹂
を
含
む
か
︵
佐
々
木
説
︶︑
そ
れ
と
も
そ
の
二

つ
は
重
な
ら
な
い
か
︵
小
林
説
︶
に
つ
い
て
考
え
る
に
あ
た
り
︑﹁
あ
か
つ
き
﹂

の
時
間
帯
を
確
認
し
て
お
く
︒
九
条
兼
実
︵
生
没
一
一
四
九
～
一
二
〇
七
年
︶

の
日
記
﹃
玉
葉
﹄
を
調
査
さ
れ
た
早
川
厚
一
氏
は
︑

﹃
玉
葉
﹄
の
用
例
を
検
証
す
る
と
︑
刻
限
と
共
に
記
さ
れ
る
﹁
今
暁
﹂
の

五
例
は
︑
総
て
寅
の
刻
を
指
す
︒﹃
玉
葉
﹄
で
は
︑
﹁
暁
寅
刻
︵
時
︶﹂
と

い
う
用
例
が
多
数
︵
十
五
例
︶
見
ら
れ
る
よ
う
に
︑
暁
は
そ
も
そ
も
寅
の

刻
を
指
す
よ
う
で
あ
る⑦

︒

と
示
さ
れ
た
︒
﹁
寅
﹂
︵
午
前
三
～
五
時
︶
は
一
日
の
始
ま
り
で
あ
り
︑﹁
暁
﹂

も
ま
た
日
付
変
更
時
刻
よ
り
あ
と
の
時
間
帯
で
あ
る
か
ら
︑
両
語
が
結
び
つ
く

の
は
尤
も
で
あ
る
︒
ま
た
小
林
氏
は
和
歌
の
詞
書
に
﹁
暁
﹂
の
語
が
あ
る
三
首

に
︑
そ
れ
ぞ
れ
﹁
あ
さ
ぼ
ら
け
﹂
﹁
明
け
ぬ
る
か
﹂﹁
し
の
の
め
﹂
が
詠
み
こ
ま

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
﹁
あ
か
つ
き
﹂
は
﹁
日
の
出
近
い
時
間
ま
で
も
含
ん
で

﹁
こ
よ
ひ
﹂
考

三
一



い
る
﹂
と
指
摘
さ
れ
た
︵
注
②
の
著
書
︑
一
九
頁
︶︒
こ
の
よ
う
に
﹁
あ
か
つ

き
﹂
は
暗
い
時
分
か
ら
夜
明
け
方
ま
で
に
わ
た
り
︑﹁
あ
か
つ
き
﹂
の
始
ま
り

は
﹁
こ
よ
ひ
﹂
と
同
じ
く
暗
い
︒
と
い
う
こ
と
は
︑
日
付
変
更
時
刻
を
鐘
な
ど

で
知
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
︑﹁
こ
よ
ひ
﹂
と
﹁
あ
か
つ
き
﹂
を
区
分
す
る

こ
と
は
実
際
に
は
難
し
い⑧

︒

次
の
和
歌
に
詠
ま
れ
た
﹁
こ
よ
ひ
﹂
も
ま
た
︑﹁
あ
か
つ
き
﹂
を
含
む
と
考

え
ら
れ
る⑨

︒

こ
よ
ひ
の
や
あ
か
つ
き
く
だ
ち
な
く
た
づ
の
お
も
ひ
は
す
ぎ
で
こ
ひ
こ
そ

ま
さ
れ
︵
藤
原
仲
実
﹃
綺
語
抄
﹄︶

今
夜
も
や
あ
か
つ
き
く
だ
ち
鳴
く
た
づ
の
お
も
ひ
は
す
ぎ
ず
恋
ひ
こ
そ
ま

さ
れ
︵
藤
原
清
輔
﹃
奥
儀
抄
﹄︶

現
代
で
は
初
二
句
を
﹁
今
夜

こ

よ

ひ

の

暁
あ
か
と
き

降
く
だ
ち

﹂
と
読
み
︑﹁
今
夜
の
暁
過
ぎ
に
﹂

と
訳
す
︒
阿
蘇
瑞
枝
氏
は
︑

﹁
今
夜
﹂
は
︑
日
没
以
前
に
お
い
て
は
︑
昨
夜
か
ら
当
日
の
夜
明
け
ま
で

を
い
う
︒
一
日
が
日
没
か
ら
始
ま
り
日
没
に
終
る
と
す
る
古
代
の
時
間
意

識
に
よ
る
︒﹁
暁
降
ち
﹂
は
︑
暁
過
ぎ
て
︑
の
意
︒
暁
は
︑
秋
の
頃
は
︑

午
前
四
時
頃
︒﹁
降
ち
﹂
は
︑
そ
の
最
盛
期
を
過
ぎ
る
意
︒
暁
と
曙
の
中

間
の
空
が
漸
く
し
ら
じ
ら
と
し
て
き
た
頃
で
あ
ろ
う⑩

︒

と
注
さ
れ
た
︒
平
安
時
代
と
は
一
日
の
始
ま
り
が
異
な
る
が
︑﹁
こ
よ
ひ
﹂
が

﹁
あ
か
つ
き
﹂
を
含
む
点
は
共
通
す
る
︒

佐
々
木
氏
が
︑

﹁
こ
﹂
と
い
う
近
称
号
の
指
示
代
名
詞
と
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
﹁
よ

ひ
﹂
と
い
う
語
は
︑
客
観
的
な
時
間
帯
か
ら
次
元
を
異
に
す
る
主
観
的
な

作
者
の
意
識
の
世
界
を
表
す
言
葉
に
転
じ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒︵
注

⑥
の
論
文
︑
二
五
九
頁
︶

と
指
摘
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
︑
日
付
変
更
時
刻
よ
り
前
か
後
か
と
い
う

客
観
的
な
基
準
を
﹁
こ
よ
ひ
﹂
に
当
て
は
め
る
の
は
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う

か
︒
た
と
え
ば
夜
を
徹
し
て
宴
が
催
さ
れ
た
と
き
︑
あ
る
い
は
夕
暮
れ
に
恋
人

の
家
を
訪
れ
翌
日
の
未
明
に
別
れ
た
と
き
︑
途
中
で
日
付
は
変
わ
る
が
︑

夜
が
明
け
て
か
ら
︑
つ
い
今
し
方
ま
で
過
ご
し
て
き
た
充
実
し
た
時
︑
感

慨
を
抱
い
た
時
間
を
ふ
り
か
え
る
場
合
に
︑
ひ
と
続
き
の
同
一
の
日
の
こ

と
と
い
う
認
識
の
も
と
に
︑
﹁
こ
よ
ひ
﹂
と
言
い
表
し
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
︒︵
二
五
二
頁
︶

と
佐
々
木
氏
は
述
べ
ら
れ
た
︒
ま
た
吉
海
氏
は
︑
源
宗
于
が
詠
ん
だ
七
夕
歌

﹁
今
は
と
て
別
る
る
時
は
天
の
河
渡
ら
ぬ
さ
き
に
袖
ぞ
ひ
ち
ぬ
る
﹂︵
一
八
二

番
︶
の
詞
書
が
︑
﹃
古
今
和
歌
集
﹄
で
は
﹁
七
夕
の
夜
の
暁
に
よ
め
る
﹂
で
あ

る
の
に
対
し
て
︑
﹃
宗
于
集
﹄
で
は
﹁
七
月
八
日
︑
あ
か
つ
き
に
よ
め
る
﹂
と

日
付
が
異
な
る
こ
と
に
つ
い
て
︑

こ
れ
は
単
純
な
誤
写
な
ど
で
は
な
く
︑
同
じ
暁
を
前
日
の
七
日
の
延
長
と

見
る
か
︑
そ
れ
と
も
翌
日
の
八
日
と
す
る
か
と
い
う
心
情
的
揺
れ
が
反
映

﹁
こ
よ
ひ
﹂
考

三
二



し
て
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
︒︵
注
⑧
の
論
文
︑
一
〇
頁
︶

と
推
測
さ
れ
た
︒
現
代
に
お
い
て
も
徹
夜
し
た
場
合
︑
た
と
え
ば
午
前
三
時
は

翌
日
で
は
あ
る
が
︑
二
十
七
時
と
見
れ
ば
前
日
の
続
き
に
な
る
︒

佐
々
木
・
吉
海
両
氏
の
ご
指
摘
は
岡
崎
氏
が
﹃
今
昔
物
語
集
﹄
に
お
い
て
︑

﹁
夜
前

や

ぜ

ん

﹂
と
﹁
今
夜

こ

よ

ひ

﹂
に
応
じ
る
助
動
詞
を
調
査
し
て
整
理
さ
れ
た
こ
と
と
関

わ
る
で
あ
ろ
う
︒

﹁
夜
前
﹂
は
︑﹁
キ
﹂﹁
ケ
リ
﹂
の
応
ず
る
も
の
が
多
い
と
こ
ろ
か
ら
︑
主

に
過
去
表
現
に
用
ゐ
ら
れ
る
語
︑
過
夜
の
意
の
﹁
今
夜
﹂
は
︑﹁
ツ
﹂

﹁
ヌ
﹂
の
応
ず
る
も
の
が
多
い
と
こ
ろ
か
ら
︑
主
に
完
了
表
現
に
用
ゐ
ら

れ
る
語
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
︒︵
五
頁
︶

﹁
夜
前
﹂
が
既
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
過
去
の
夜
で
あ
る
の
に
対
し
て
︑﹁
こ
よ

ひ
﹂
は
終
わ
っ
て
も
ま
だ
続
い
て
い
る
感
じ
が
す
る
と
き
に
使
わ
れ
る
の
で
あ

り
︑﹁
こ
よ
ひ
﹂
は
﹁
あ
か
つ
き
﹂
と
重
な
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

三

過
去
の
﹁
こ
よ
ひ
﹂
の
時
間
帯

第
二
章
に
お
い
て
︑﹁
こ
よ
ひ
﹂
は
日
付
変
更
時
刻
よ
り
以
前
︵
小
林
説
︶

か
以
後
︵
伊
地
知
説
︶
か
の
両
説
を
紹
介
し
た
︒
一
方
︑
岡
崎
氏
は
﹃
今
昔
物

語
集
﹄
に
お
い
て
︑
過
ぎ
た
夜
を
意
味
す
る
﹁
今
夜

こ

よ

ひ

﹂
の
例
︵
計
十
七
例
︶
を

調
査
さ
れ
︑
次
の
結
論
を
導
か
れ
た
︒

﹁
夜
半

よ

な

か

﹂﹁
夜
半
過
ギ
﹂︑
あ
る
い
は
﹁
初
夜
の
程
﹂︵
戌
の
刻
頃
︶
か
ら

﹁
暁あ

く

ル
程
﹂
に
か
け
て
の
連
続
し
た
時
間
で
あ
る
︒
結
局
︑
こ
の
過
夜
の

意
の
﹁
今
夜
﹂
は
二
通
り
の
時
間
を
指
し
て
ゐ
る
こ
と
に
な
る
︒
即
ち
︑

一
つ
は
︑
昨
夜
の
︑
夜
半
以
後
の
時
間
で
あ
り
︑
他
の
一
つ
は
︑
昨
夜
の
︑

夜
半
前
か
ら
夜
明
け
前
ま
で
に
亘
る
連
続
し
た
時
間
で
あ
る
︒
い
づ
れ
に

し
て
も
︑
こ
の
二
つ
の
時
間
は
︑
昨
夜
の
︑
夜
半
以
後
の
時
間
に
関
係
が

あ
る
も
の
で
あ
る
︒
︵
二
頁
︶

﹁
暁
ル
程
﹂︵
テ
キ
ス
ト
で
は
﹁
曙
ル
程
﹂
︶
の
﹁
明あ

く
﹂
の
意
味
が
﹁
日
が
変

わ
る
﹂
な
ら
ば
︑﹁
こ
よ
ひ
﹂
は
日
付
変
更
時
刻
ま
で
に
な
り
小
林
説
に
合
う
︒

こ
の
説
話
︵
巻
十
三
第
一
話
︶
は
﹁
初
夜
ノ
程
﹂
に
﹁
様
々
ノ
異
類
ノ
形
ナ
ル

鬼
神
﹂
が
現
わ
れ
︑﹁
曙
ル
程
ニ
成
ヌ
レ
バ
︑
廻
向
シ
テ
後
︑
此
ノ
異
類
ノ
輩

ラ
皆
返
リ
去
ヌ
﹂
の
あ
と
︑
そ
れ
を
一
部
始
終
見
て
い
た
修
行
僧
が
︑﹁
今
夜

ノ
異
類
ノ
輩
︑
此
︑
何
方
ヨ
リ
来
ル
ゾ
﹂
と
質
問
し
た
と
続
く
︒﹁
曙
ル
程
﹂

を
日
付
が
変
わ
る
午
前
三
時
頃
と
解
釈
す
る
と
夏
で
も
暗
く
︑
ま
だ
﹁
鬼
神
﹂

が
退
散
す
る
時
間
で
は
な
い
︒
よ
っ
て
﹁
曙
ル
程
﹂
の
﹁
明
く
﹂
は
夜
が
明
け

る
を
意
味
す
る
︒
す
る
と
︑
こ
の
﹁
今
夜

こ

よ

ひ

﹂
は
﹁
鬼
神
﹂
が
出
現
し
た
﹁
初
夜

ノ
程
﹂︵
午
後
八
時
頃
︶
か
ら
退
去
し
た
﹁
曙
ル
程
﹂
ま
で
を
指
す
こ
と
に
な

り
︑
日
付
変
更
時
刻
よ
り
前
︵
小
林
説
︶
で
も
後
︵
伊
地
知
説
︶
で
も
な
く
︑

そ
の
両
方
に
及
ぶ
こ
と
に
な
る
︒

同
様
の
用
例
は
︑
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
も
見
ら
れ
る
︒
夕
顔
の
巻
で
︑
夕
顔
の

君
を
某
院
に
連
れ
出
し
た
光
源
氏
を
惟
光
は
探
し
あ
て
﹁
く
だ
物
﹂
な
ど
を
用

﹁
こ
よ
ひ
﹂
考

三
三



意
し
た
が
︑﹁
さ
ぶ
ら
ひ
つ
れ
ど
仰
せ
言
も
な
し
︒
暁
に
御
迎
へ
に
参
る
﹂
と

院
の
管
理
人
に
伝
言
し
て
退
出
し
た
︒﹁
暁
﹂
に
お
迎
え
に
参
る
と
言
っ
た
の

は
︑
惟
光
は
そ
の
後
︑
恋
人
を
訪
れ
︑﹁
暁
﹂
に
別
れ
て
院
に
出
向
く
か
ら
で

あ
る
︒
一
方
︑
院
で
は
﹁
よ
ひ
過
ぐ
る
ほ
ど
﹂
に
女
の
霊
が
現
わ
れ
︑
夕
顔
に

取
り
付
く
︒
そ
の
後
︑﹁
名
対
面
︵
午
後
九
時
頃
︶
は
過
ぎ
ぬ
ら
ん
︑
滝
口
の

宿
直

と

の

ゐ

申
し
今
こ
そ
︑
と
推
し
は
か
り
﹂︑﹁
夜
半

よ

な

か

も
過
ぎ
に
け
ん
か
し
﹂﹁
鶏と
り

の

声
は
る
か
に
聞
こ
ゆ
﹂
と
時
が
過
ぎ
︑
よ
う
や
く
惟
光
が
院
に
参
り
︑﹁
夜
半
︑

暁
と
い
は
ず
御
心
に
従
へ
る
者
の
︑
こ
よ
ひ
し
も
さ
ぶ
ら
は
で
︑
召
し
に
さ
へ

怠
り
つ
る
を
︵
光
源
氏
は
︶
憎
し
と
思
す
﹂
に
至
る
︒﹁
夜
半
︑
暁
﹂
と
い
っ

た
の
は
︑
当
時
は
﹁
よ
ひ
﹂
に
女
性
を
訪
れ
︑﹁
よ
な
か
﹂
を
共
に
過
ご
し
︑

﹁
あ
か
つ
き
﹂
に
別
れ
る
か
ら
で
︑
い
つ
も
は
光
源
氏
が
女
性
の
家
に
泊
ま
る

間
︑
惟
光
も
そ
こ
に
居
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
︒
す
る
と
こ
の
﹁
こ
よ
ひ
﹂
は

惟
光
が
光
源
氏
の
そ
ば
に
い
な
か
っ
た
時
間
帯
︑
す
な
わ
ち
霊
が
現
わ
れ
た

﹁
よ
ひ
過
ぐ
る
ほ
ど
﹂
か
ら
﹁
鶏
の
声
は
る
か
に
聞
こ
﹂
え
惟
光
が
来
た
﹁
暁
﹂

ま
で
を
指
す⑪

︒

過
ぎ
た
夜
を
意
味
す
る
﹁
こ
よ
ひ
﹂
の
考
察
を
終
え
る
に
あ
た
り
︑
小
林
氏

が
自
説
の
例
外
と
さ
れ
た
﹃
太
平
記
﹄
の
用
例
を
取
り
あ
げ
る
︒

コ
ヨ
ヒ
と
い
う
語
は
︑
昨
晩
を
意
味
す
る
用
法
と
今
晩
を
意
味
す
る
用

法
が
あ
っ
た
︒
平
安
時
代
に
お
い
て
は
︑
そ
れ
ら
両
用
法
と
も
そ
の
終
了

時
点
は
午
前
三
時
で
あ
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
︑﹃
太
平
記
﹄
に
︑

今
夜
寅
ノ
刻
ニ
︑
主
上
山
門
ヲ
御
憑
ア
リ
テ
臨
幸
ナ
リ
タ
ル
間

︵﹃
太
平
記
﹄
巻
二
︶

の
用
例
が
あ
る
︵
こ
れ
は
昨
晩
の
意
味
の
用
例
だ
が
︶︒
こ
れ
は
︑
日
付

変
更
時
点
を
越
え
た
用
法
で
あ
る
︒︵
注
②
の
著
書
︑
三
九
頁
︶

右
記
の
一
節
は
﹁
夜
明
ケ
レ
バ
﹂
六
波
羅
に
来
た
使
者
の
伝
言
で
あ
る
︒
小
林

説
に
よ
る
と
﹁
今
夜
︵
こ
よ
ひ
︶
﹂
は
日
付
変
更
時
点
︵
午
前
三
時
︶
ま
で
で

あ
る
の
に
︑﹁
寅
ノ
刻
﹂︵
午
前
三
～
五
時
︶
と
共
に
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
こ
れ

は
中
世
に
な
る
と
日
付
変
更
時
点
を
意
識
せ
ず
無
視
し
た
用
法
が
生
ま
れ
た
か

ら
︑
と
論
じ
ら
れ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
前
述
し
た
よ
う
に
︑
平
安
時
代
に
お
い

て
も
昨
夜
か
ら
夜
明
け
前
ま
で
と
日
を
ま
た
ぐ
例
が
見
ら
れ
る
の
で
︑
例
外
に

は
な
ら
な
い
と
判
断
さ
れ
る
︒

四

未
来
の
﹁
こ
よ
ひ
﹂
の
時
間
帯

本
章
で
は
︑
こ
れ
か
ら
迎
え
る
夜
を
意
味
す
る
﹁
こ
よ
ひ
﹂
を
取
り
あ
げ
る
︒

小
林
氏
は
﹃
今
昔
物
語
集
﹄
巻
二
十
六
第
十
七
話
を
取
り
あ
げ
︑
﹁
こ
よ
ひ
﹂

は
時
刻
変
更
時
点
ま
で
と
さ
れ
た
︒

利
仁
が
五
位
に
芋
粥
を
食
わ
せ
る
た
め
︑
敦
賀
に
同
道
す
る
話
だ
が
︑
利

仁
は
琵
琶
湖
の
辺
ま
で
や
っ
て
来
た
時
︑
一
匹
の
狐
を
見
つ
け
て
こ
の
狐

を
使
い
と
し
て
敦
賀
に
遣
る
場
面
が
あ
る
︒
︵
中
略
︶
利
仁
は
狐
に
命
令

し
て
︑
先
ず
﹁
今
夜
ノ
内
ニ
﹂
罷
れ
と
言
い
︑
次
に
﹁
今
日
ノ
内
ニ
﹂
行

﹁
こ
よ
ひ
﹂
考

三
四



き
着
け
と
言
っ
て
い
る
︒
当
然
の
こ
と
だ
が
︑
こ
れ
ら
両
者
は
同
じ
こ
と

を
表
現
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
は
ず
だ
︒
つ
ま
り
︑﹁
今
夜
﹂
の
終

わ
り
と
﹁
今
日
﹂
の
終
わ
り
は
一
致
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒︵
注
②
の

著
書
︑
二
九
頁
︶

﹁
こ
よ
ひ
﹂
の
終
わ
り
が
﹁
け
ふ
﹂
の
終
わ
り
ま
で
な
ら
ば
︑
日
付
変
更
時
点

ま
で
に
な
る
は
ず
で
あ
る
︒
同
氏
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
桐
壺
の
巻
に
お
い
て
︑
亡

き
桐
壺
更
衣
の
邸
宅
を
勅
使
と
し
て
訪
れ
た
靫
負
命
婦
が
︑
更
衣
の
母
に
﹁
夜

い
た
う
ふ
け
ぬ
れ
ば
︑
こ
よ
ひ
過
ぐ
さ
ず
御
返
り
奏
せ
む
﹂
と
言
っ
て
宮
中
に

戻
り
︑
帝
に
報
告
し
た
の
ち
︑﹁
右
近
の
司
の
宿
直
申
し
の
声
聞
こ
ゆ
る
は
︑

丑
に
な
り
ぬ
る
な
る
べ
し
﹂
の
箇
所
を
踏
ま
え
て
︑﹁
コ
ヨ
ヒ
の
終
了
時
点
が

丑
の
刻
の
終
わ
り
﹂︵
注
②
の
著
書
︑
三
二
頁
︶
す
な
わ
ち
﹁
こ
よ
ひ
﹂
は
日

付
変
更
時
点
の
午
前
三
時
ま
で
と
結
論
付
け
ら
れ
た
︒

次
の
例
は
﹁
今け

日ふ

﹂
と
﹁
こ
よ
ひ
﹂
の
関
係
が
不
明
瞭
だ
と
佐
々
木
氏
は
指

摘
さ
れ
た
が
︑
先
の
小
林
説
を
応
用
す
れ
ば
解
決
で
き
る
︒
そ
れ
は
﹃
源
氏
物

語
﹄
桐
壺
の
巻
で
︑
重
病
に
陥
っ
た
桐
壺
更
衣
の
退
出
を
帝
に
お
願
い
す
る
場

面
で
あ
る
︒

﹁
今け

日ふ

始
む
べ
き
祈
り
ど
も
︑
さ
る
べ
き
人
々
う
け
た
ま
は
れ
る
︑
こ
よ

ひ
よ
り
﹂
と
聞
こ
え
急
が
せ
ば
︑
わ
り
な
く
思
ほ
し
な
が
ら
︑
ま
か
で
さ

せ
た
ま
ふ
︒

こ
の
箇
所
を
玉
上
琢
彌
氏
は
︑﹁
退
出
は
夜
で
あ
る
︒﹁
し
の
び
て
ぞ
い
で
た
ま

ふ
﹂
で
あ
っ
た
︒
そ
う
で
な
く
て
も
︑
女
は
昼
ひ﹅

な﹅

か﹅

出
歩
く
の
を
は
ば
か
る

時
代
で
あ
っ
た⑫

︒﹂
と
注
さ
れ
た
︒
時
節
は
﹁
そ
の
年
の
夏
﹂
で
あ
る
︒
夏
は

暮
れ
る
の
が
遅
い
た
め
︑
宮
中
を
出
る
時
間
は
遅
く
な
る
︒
し
か
し
実
家
で
行

う
祈
祷
は
﹁
今
日
﹂
か
ら
始
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
て
︑
日
付
が
変
わ
る
ま
で

に
開
始
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
加
持
祈
禱
を
﹁
こ
よ
ひ
よ
り
﹂
開
始
す
る
と

い
う
こ
と
か
ら
︑﹁
こ
よ
ひ
﹂
は
日
付
変
更
時
刻
ま
で
と
な
る
︒

以
上
の
三
例
に
お
い
て
︑
こ
れ
か
ら
到
来
す
る
夜
を
意
味
す
る
﹁
こ
よ
ひ
﹂

の
用
例
は
す
べ
て
日
付
変
更
時
刻
ま
で
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
一
方
︑
そ
う
で

は
な
い
例
も
見
ら
れ
る
︒
た
と
え
ば
次
の
古
文
は
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
若
紫
の
巻

で
あ
る
︒次

は
源
氏
が
病
治
療
に
北
山
の
大
徳
の
許
に
出
掛
け
︑
幼
い
紫
を
見
い

だ
す
若
紫
の
最
終
場
面
で
あ
る
︒

﹁
暮
れ
か
か
り
ぬ
れ
ど
︑
お
こ
た
ら
せ
給
は
ず
な
り
ぬ
る
に
こ
そ
は

あ
め
れ
︒
は
や
帰
ら
せ
給
な
ん
﹂
と
あ
る
を
︑
大
徳
︑﹁
御
も
の
の

け
な
ど
加
は
れ
る
さ
ま
に
お
は
し
ま
し
け
る
を
︑
こ
よ
ひ
は
な
を
静

か
に
加
持
な
ど
ま
い
り
て
︑
出
で
さ
せ
給
へ
﹂
と
申
す
︒﹁
さ
も
あ

る
事
﹂
と
み
な
人
申
す
︒
君
も
︑
か
ゝ
る
旅
寝
も
な
ら
ひ
た
ま
は
ね

ば
︑
さ
す
が
に
お
か
し
く
て
︑
﹁
さ
ら
ば
あ
か
月
に
﹂
と
の
給
ふ
︒

︵
中
略
︶
午
前
三
時
ま
で
を
コ
ヨ
ヒ
︑
午
前
三
時
か
ら
を
ア
カ
ツ
キ
と
捉

え
る
と
き
︑
大
徳
の
申
し
出
に
︑
そ
の
通
り
に
行
動
し
︑
素
直
に
答
え
る

﹁
こ
よ
ひ
﹂
考

三
五



様
子
が
読
み
取
れ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
当
時
ア
カ
ツ
キ
は
︑
人
が
旅
に
出
た

り
︑
恋
人
の
も
と
か
ら
帰
宅
す
る
時
間
︑
人
の
活
動
す
る
時
間
と
捉
え
ら

れ
て
い
た
と
い
う
前
提
は
こ
の
部
分
の
解
釈
に
必
要
で
あ
ろ
う
︒︵
注
②

の
著
書
︑
三
二
頁
︶

こ
の
例
に
つ
い
て
︑
佐
々
木
氏
は
別
の
解
釈
を
さ
れ
た
︒

こ
こ
で
は
︑
特
定
の
時
間
帯
を
指
し
示
し
て
い
る
の
で
は
な
く
︑﹁
ゆ
ふ

べ
﹂
か
ら
の
夜
の
時
間
帯
の
す
べ
て
︑
す
な
わ
ち
現
代
語
の
今
夜
中
・
今

晩
一
晩
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
︒︵
二
五
七
頁
︶

佐
々
木
氏
は
根
拠
を
挙
げ
て
い
な
い
が
︑
前
掲
の
古
文
の
続
き
で
時
間
の
推
移

を
追
う
と
︑﹁
夕
暮
れ
﹂﹁
月
も
な
き
頃
﹂﹁
初
夜
︵
午
後
八
時
頃
︶
と
言
ひ
し

か
ど
も
︑
夜
も
い
た
う
ふ
け
に
け
り
﹂﹁
あ
か
つ
き
方
に
な
り
に
け
れ
﹂﹁
明
け

行
く
空
﹂
と
な
り
︑
地
面
に
散
り
敷
い
た
花
や
鹿
が
見
え
る
明
る
さ
に
な
る
︒

そ
し
て
︑﹁
聖
︑
動
き
も
え
せ
ね
ど
︑
と
か
う
し
て
護
身
ま
ゐ
ら
せ
た
ま
ふ
︒

か
れ
た
る
声
の
い
と
い
た
う
す
き
ひ
が
め
る
も
あ
は
れ
に
功く
う

づ
き
て
︑
陀
羅
尼

読
み
た
り
﹂
と
続
く
︒
こ
の
﹁
聖
﹂
は
前
掲
の
﹁
大
徳
﹂
と
同
一
人
物
で
あ
り
︑

﹁
聖
﹂
の
﹁
護
身
﹂
も
ま
た
﹁
大
徳
﹂
が
﹁
こ
よ
ひ
は
な
を
静
か
に
加
持
な
ど

ま
い
り
て
︑
出
で
さ
せ
給
へ
﹂
と
申
し
た
﹁
加
持
﹂
と
同
じ
で
あ
る
︒
と
い
う

こ
と
は
︑﹁
こ
よ
ひ
﹂
の
﹁
加
持
な
ど
﹂
は
﹁
明
け
行
く
﹂
頃
ま
で
行
わ
れ
た

こ
と
に
な
る
︒
つ
ま
り
こ
の
﹁
こ
よ
ひ
﹂
は
︑
翌
日
の
明
け
方
ま
で
含
む
の
で

あ
る
︒

ま
と
め

﹁
こ
よ
ひ
﹂
は
﹁
こ
﹂
が
近
称
の
指
示
代
名
詞
で
あ
る
の
で
︑
現
在
お
よ
び

近
い
過
去
や
未
来
の
﹁
よ
ひ
﹂︵
夜
︶
を
意
味
す
る
︒
そ
の
語
意
を
整
理
す
る

と
︑
次
の
よ
う
に
な
る
︒

 
現
在
の
夜
︒
現
時
点
の
夜
を
指
す
︒

 
未
来
の
夜
︒
こ
れ
か
ら
来
る
夜
を
指
す
︒
日
付
変
更
時
刻
︵
寅
一
刻
︑
午
前

三
時
︶
ま
で
︑
あ
る
い
は
越
し
て
翌
日
の
未
明
ま
で
含
む
と
き
も
あ
る
︒

 
過
去
の
夜
︒
夜
が
明
け
て
か
ら
︑
過
ぎ
た
夜
を
指
す
︒
日
付
変
更
時
刻
よ
り

後
の
場
合
も
あ
れ
ば
︑
前
に
ま
で
及
ぶ
と
き
も
あ
る
︒
従
来
は
﹁
昨
夜
﹂
と

訳
さ
れ
て
い
た
が
︑
今
日

き

ょ

う

の
夜
と
意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
︑﹁
今
日
の
未
明
﹂

と
訳
す
方
が
適
切
で
あ
る
︒

﹁
こ
よ
ひ
﹂
は
原
則
と
し
て
今
日
の
時
間
帯
に
入
る
が
︑
例
え
ば
こ
れ
か
ら

﹁
こ
よ
ひ
﹂
徹
夜
す
る
場
合
︑﹁
こ
よ
ひ
﹂
は
日
付
変
更
時
刻
を
越
え
て
起
き
て

い
る
翌
朝
ま
で
指
す
こ
と
も
あ
る
︒
同
様
に
徹
夜
し
た
明
け
方
に
お
い
て
の

﹁
こ
よ
ひ
﹂
は
︑
徹
夜
を
始
め
た
昨
夜
か
ら
今
朝
ま
で
を
含
む
こ
と
が
あ
る
︒

日
付
は
午
前
三
時
に
変
わ
る
と
客
観
的
に
決
め
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
︑

﹁
こ
よ
ひ
﹂
は
主
観
的
な
捉
え
方
で
あ
る
と
言
え
よ
う⑬

︒

﹁
こ
よ
ひ
﹂
考

三
六



注①

以
下
に
引
用
す
る
古
文
は
︑
西
尾
光
一
・
小
林
保
治
校
注
﹃
古
今
著
聞
集
﹄︵
新

潮
日
本
古
典
文
学
全
集
︑
一
九
八
三
年
︶
に
よ
る
︒
な
お
底
本
は
異
な
る
が
引
用
箇

所
に
お
い
て
は
︑
永
積
安
明
・
島
田
勇
雄
校
注
本
︵
日
本
古
典
文
学
大
系
︑
岩
波
書

店
︑
一
九
六
六
年
︶
と
同
文
で
あ
る
︒

②

小
林
賢
章
﹃
ア
カ
ツ
キ
の
研
究

平
安
人
の
時
間
﹄︵
和
泉
書
院
︑
二
〇
〇
三
年
︶

一
八
頁
︒﹃
愚
迷
発
心
集
直
談
﹄
は
︑
法
相
宗
の
僧
貞
慶
︵
生
没
一
一
五
五
～
一
二

一
三
年
︶
著
﹃
愚
迷
発
心
集
﹄
を
︑
江
戸
時
代
に
良
慶
が
注
し
た
著
書
︒
引
用
し
た

箇
所
は
巻
一
の
﹁
九
︑
五
更
付

寂
莫
之
説
﹂
の
冒
頭
で
あ
る
︒
引
用
本
文
は
高
瀬
承

厳
校
註
﹃
愚
迷
発
心
集
﹄︵
岩
波
文
庫
︑
一
九
三
四
年
︶
に
よ
る
︒

③

山
田
孝
雄
他

﹃
今
昔
物
語
集
﹄
二
︵
日
本
古
典
文
学
大
系
︑
岩
波
書
店
︑
一
九
六

〇
年
︶
三
七
五
頁
︒
な
お
小
林
賢
章
氏
は
︑

日
付
変
更
時
点
は
子
・
丑
・
寅
の
刻
の
三
説
︵
こ
れ
を
﹁
三
正
﹂
と
い
う
︶
が

あ
っ
て
︑
そ
の
中
の
一
つ
を
中
国
の
新
王
朝
の
皇
帝
が
選
ん
で
︑
決
定
し
た
の

で
あ
る
︒
日
本
は
そ
れ
に
倣
っ
て
寅
の
刻
を
選
ん
だ
の
だ
っ
た
︒︵
同
氏

﹃﹁

暁
あ
か
つ
き

﹂
の
謎
を
解
く

平
安
人
の
時
間
表
現
﹄
四
〇
頁
︑
角
川
選
書
︑
二
〇

一
三
年
︶︒

と
記
さ
れ
た
︒
し
か
し
﹁
三
正
﹂
と
は
︑﹁
夏
殷
周
の
三
正
は
春
夏
戦
国
時
代
︑
そ

れ
ぞ
れ
異
な
る
地
域
で
用
い
ら
れ
て
い
た
異
な
る
種
類
の
暦
日
制
度
﹂︵
王
力
編
・

馬
漢
麟
他

著
﹃
古
代
漢
語
﹄︑
豊
福
健
二
他

訳
﹃
中
国
古
典
読
法
通
論
﹄
三
九
三
頁
︑

朋
友
学
術
叢
書
︑
朋
友
書
店
︑
一
九
九
二
年
︶
で
あ
る
︒
暦
の
年
始
す
な
わ
ち
正
月

を
子
・
丑
・
寅
の
ど
こ
に
置
く
か
︵
周
暦
で
は
子
︑
殷
暦
で
は
丑
︑
夏
暦
で
は
寅
︶

で
あ
り
︑
時
刻
の
開
始
で
は
な
い
︒

④

伊
地
知
鐵
男
﹁
昼
と
夜
の
変
わ
り
目
﹂︑﹃
汲
古
﹄
創
刊
号
︑
汲
古
書
院
︑
一
九
八

二
年
︒
後
に
﹃
伊
地
知
鐵
男
著
作
集
﹄
Ⅰ
︵
汲
古
書
院
︑
一
九
九
六
年
︶
に
再
録
︒

以
下
︑
同
氏
の
説
は
す
べ
て
当
論
文
に
よ
る
︒
な
お
︑
橋
本
万
平
氏
は
︑

正
月
元
旦
の
未
明
︑
宮
中
で
行
わ
れ
た
四
方
拝
の
儀
式
の
時
刻
を
︑﹁
宣
胤
卿

記
﹂
で
は
寅
一
点
と
書
い
て
あ
り
︑﹁
江
家
次
第
﹂
に
は
寅
一
刻
と
書
い
て
あ

る
︵
同
氏
﹃
日
本
の
時
刻
制
度
﹄
増
補
版
︑
七
八
頁
︑
塙
選
書
︑
昭
和
四
一

年
︶

と
い
う
記
述
を
︑
﹁
点
﹂
と
﹁
刻
﹂
が
﹁
全
く
同
一
の
も
の
﹂
と
断
定
す
る
根
拠
と

し
て
挙
げ
ら
れ
た
が
︑
一
日
の
境
界
が
寅
一
点
で
あ
る
こ
と
を
示
す
史
料
に
も
な
る
︒

ち
な
み
に
干
支
は
方
角
に
も
使
わ
れ
︑
寅
一
点
は
丑
寅
︑
す
な
わ
ち
東
北
で
鬼
門

に
あ
た
り
︑
新
年
に
変
わ
る
前
の
大
晦
日
に
鬼
が
出
没
す
る
こ
と
と
も
関
わ
る
︒
ま

た
﹃
好
忠
百
首
﹄
で
詠
ま
れ
た
﹁
一
夜
め
ぐ
り
﹂
の
八
首
が
︑﹁
ひ
が
し
﹂
か
ら
始

ま
り
時
計
回
り
で
﹁
う
し
と
ら
﹂
で
終
わ
る
の
も
︑
丑
寅
が
日
付
変
更
時
刻
で
あ
る

こ
と
と
関
連
す
る
の
で
あ
ろ
う
︒

⑤

岡
崎
正
継
﹁﹃
今
昔
物
語
集
﹄
の
﹁
今
夜
﹂
と
﹁
夜
前
﹂
と
﹂︑﹁
国
学
院
雑
誌
﹂

八
七
︱
九
︑
一
頁
︑
一
九
八
六
年
︒
以
下
︑
同
氏
の
説
は
す
べ
て
当
論
文
に
よ
る
︒

⑥

佐
々
木
恵
雲
﹁﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
﹁
こ
よ
ひ
﹂
考
﹂︑
﹁
南
山
短
期
大
学
紀

要
﹂
二
一
︑
二
五
七
頁
︑
一
九
九
三
年
︒
以
下
︑
同
氏
の
説
は
す
べ
て
当
論
文
に
よ

る
︒

⑦

早
川
厚
一
﹃
平
家
物
語
を
読
む
﹄
五
六
頁
︑
和
泉
書
院
︑
二
〇
〇
〇
年
︒
注
③
の

小
林
氏
の
著
書
︑
四
一
頁
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
︒

⑧

﹁
ア
カ
ツ
キ
の
開
始
の
時
刻
は
真
暗
で
あ
る
︒
ど
う
し
て
︑
人
々
は
︑
ア
カ
ツ
キ

に
な
っ
た
こ
と
を
理
解
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
︒
平
安
時
代
は
鐘
の
音
に
よ
っ
て
︑
そ

の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
︒
﹂
︵
注
②
の
著
書
︑
二
二
頁
︶︒
吉
海
直
人
氏
は
男
女
の
別

れ
を
促
す
も
の
と
し
て
︑

﹁
鶏
鳴
﹂
以
外
に
は
︑
﹁
鐘
の
音
﹂︵
暁
の
鐘
︶
も
あ
げ
ら
れ
る
︒
こ
れ
は
お
寺

に
お
け
る
六
時
の
修
行
の
う
ち
の
﹁
後
夜
の
鐘
﹂
で
あ
る
︒
ち
ょ
う
ど
午
前
三

時
に
鐘
が
打
た
れ
る
と
い
う
こ
と
で
︑
そ
れ
が
仏
教
と
は
無
縁
に
︑
便
宜
的
に

男
女
の
別
れ
の
合
図
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

﹁
こ
よ
ひ
﹂
考

三
七



と
示
さ
れ
た
︵
同
氏
﹁﹃
百
人
一
首
﹄
の
﹁
暁
﹂
考
﹂
五
頁
︑﹁
同
志
社
女
子
大
学
大

学
院
文
学
研
究
科
紀
要
﹂
一
三
号
︑
二
〇
一
三
年
三
月
︶︒

ま
た
宮
中
で
は
︑
宿
直
奏
に
よ
り
時
を
知
っ
た
︒﹃
枕
草
子
﹄
二
七
二
段
の
冒
頭

文
﹁
時
奏
す
る
い
み
じ
う
を
か
し
﹂
に
つ
い
て
︑﹁
宮
中
で
左
右
近
衛
の
夜
警
の
者

が
殿
上
の
小
庭
で
時
刻
を
奏
上
す
る
こ
と
︒
一
時
を
四
刻
に
分
ち
︑
亥
の
一
刻
か
ら

寅
の
一
刻
ま
で
一
刻
︵
約
三
十
分
︶
ご
と
に
行
う
︒﹂︵
松
尾
聡
・
永
井
和
子
︑
新
編

日
本
古
典
文
学
全
集
︑
小
学
館
︑
一
九
九
七
年
︶
と
注
さ
れ
て
い
る
︒

⑨

も
と
は
﹃
万
葉
集
﹄
巻
十
・
二
二
六
九
・
寄
㆑

鶴
で
あ
る
が
︑
鎌
倉
時
代
末
期
写

の
西
本
願
寺
本
の
読
み
は
﹁
今
夜
乃
コ
ノ
ヨ
ラ
ノ

暁
降
ア
カ
ツ
キ
グ
タ
チ

鳴
鶴

之
ナ
ク
タ
ヅ
ノ

念
不
過
オ
モ
ヒ
ハ
ス
ギ
ズ

恋
許
増
益
也
コ
ヒ
コ
ソ
マ
サ
レ
﹂
で

﹁
こ
よ
ひ
﹂
で
は
な
い
︒
ち
な
み
に
第
三
句
以
下
の
訓
は
︑
現
代
も
西
本
願
寺
本
と

同
じ
で
あ
る
︒

⑩

阿
蘇
瑞
枝
﹃
萬
葉
集
全
歌
講
義
﹄
笠
間
書
院
︑
二
〇
〇
九
年
︒

⑪

源
氏
物
語
の
本
文
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
︵
小
学
館
︶
に
よ
る
︒
な
お
和
歌

の
世
界
で
は
︑﹁
鶏
﹂
は
﹁
暁
﹂
に
鳴
く
と
さ
れ
︑
そ
の
用
例
を
挙
げ
る
︒
和
歌
の

本
文
は
﹃
新
編
国
歌
大
観
﹄
に
よ
る
︒

あ
か
つ
き
と
鳥
ぞ
な
く
な
る
よ
し
ゑ
や
し
ひ
と
り
ぬ
る
よ
は
あ
け
ば
あ
け
な
ん

︵
古
今
和
歌
六
帖
・
二
・
に
は
と
り
・
一
三
六
三
︶

こ
ひ
こ
ひ
て
ま
れ
に
あ
ふ
よ
の
あ
か
つ
き
は
と
り
の
ね
つ
ら
き
も
の
に
ざ
り
け
る

︵
古
今
和
歌
六
帖
・
五
・
あ
か
つ
き
に
お
く
・
二
七
三
〇
︶

い
つ
し
か
と
き
き
け
る
人
に
一
声
も
き
か
す
る
鳥
の
ね
こ
そ
つ
ら
け
れ
︵
和
泉
式

部
続
集
・
四
二
五
・
暁
に
鳥
の
鳴
く
を
聞
き
て
い
づ
る
人
に
︶

⑫

玉
上
琢
彌
﹃
源
氏
物
語
評
釈
﹄
第
一
巻
︑
四
八
頁
︑
角
川
書
店
︑
一
九
六
四
年
︒

⑬

一
日
の
始
ま
り
は
寅
で
は
な
く
丑
の
刻
で
あ
る
︑
と
山
本
利
達
氏
は
説
か
れ
た

︵
同
氏
﹁
日
の
始
ま
り
は
寅
の
刻
説
存
疑
﹂︑﹁
奈
良
大
学
研
究
紀
要
﹂
二
六
号
︑
一

九
九
八
年
三
月
︒
後
に
﹃
中
古
文
学
攷
﹄
所
収
︑
清
文
堂
出
版
︑
二
〇
〇
三
年
︶︒

た
だ
し
山
本
氏
も
示
さ
れ
た
よ
う
に
︑
寅
刻
か
ら
と
す
る
資
料
が
平
安
時
代
に
も
あ

る
︒
本
稿
で
は
寅
刻
説
に
よ
っ
た
が
︑
結
論
の
主
旨
は
丑
刻
説
で
も
変
わ
ら
な
い
︒

﹁
こ
よ
ひ
﹂
考

三
八


