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﹂
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︱
︱
｢
夜
ぞ
更
け
に
け
る
﹂
の
解
釈
︱
︱

小

林

賢

章

一

『百
人
一
首
﹄
6
番
の
歌
は
︑
中
納
言
家
持
の

か
さ
さ
ぎ
の
わ
た
せ
る
は
し
に
を
く
霜
の
し
ろ
き
を
み
れ
ば
夜
ぞ
更
け
に
け
る

で
あ
る
︒
従
来
こ
の
歌
の
解
釈
で
問
題
に
な
っ
た
の
は
︑﹁
か
さ
さ
ぎ
の
橋
﹂
が
天
上
の
天
の
川
か
︑
地
上
の
︑
こ
と
に
宮
中
の
橋
か
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
︒
中
世
の
﹃
百
人
一
首
﹄
の
古
注
で
は
︑
天
上
の
天
の
川
だ
と
い
う
解
釈
が
行
わ
れ
て
い
た
が
︑
荷
田
在
満
の
﹃
百
人
一
首
解
﹄
や
賀
茂
真
淵
の

﹃
百
人
一
首
古
説
﹄
や
﹃
宇
比
真
奈
備
﹄
の
中
で
︑
こ
の
河
が
宮
中
の
橋
の
こ
と
か
と
指
摘
し
た
こ
と
で
︑
そ
れ
以
降
は
宮
中
の
橋
説
が
︑﹃
百
人
一
首
﹄

の
解
釈
と
し
て
は
有
力
と
さ
れ
て
き
た
︒

し
か
し
︑
最
近
︑
堀
勝
博
に
よ
っ
て
︑
宮
中
の
橋
説
の
反
論
が
行
わ
れ
た(1

)
︒

①

｢烏
鵲

(橋
)﹂
は
﹃
全
唐
詩
﹄
な
ど
に
見
ら
れ
る
用
例
を
検
討
す
る
と
天
漢
を
意
味
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
︒

五
九



②

『大
和
物
語
﹄
一
二
五
段
の
﹁
か
さ
さ
ぎ
の
渡
せ
る
橋
の
霜
の
上
を
夜
半
に
ふ
み
わ
け
こ
と
さ
ら
に
こ
そ
﹂
の
歌
を
真
淵
は
宮
中
の
橋
と
捉
え
た

が
︑
そ
れ
は
間
違
い
で
あ
る
︒

③

｢か
さ
さ
ぎ
の
橋
﹂
男
女
の
逢
い
が
た
い
関
係
を
意
味
し
て
使
用
さ
れ
る
︒

④

右
の
事
情
を
裏
づ
け
る
の
が
︑﹁
夜
ぞ
ふ
け
に
け
る
﹂
で
︑
堀
は
︑﹁
夜
更
く
﹂
は
﹁
万
葉
以
来
︑
逢
瀬
の
か
な
は
む
ま
ま
に
い
た
づ
ら
に
夜
が
ふ

け
て
い
く
と
い
ふ
場
合
に
い
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
︒﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑﹁﹁
夜
更
け
﹂
は
単
な
る
時
刻
表
示
で
は
な
く
︑
切
実
に
来
訪

を
待
つ
人
事
の
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
ゐ
る
︒﹂
と
も
述
べ
て
い
る
︒

⑤

｢霜
﹂
に
つ
い
て
も
︑
当
時
の
用
例
か
ら
︑﹁﹁
霜
﹂
は
単
な
る
属
目
で
は
な
く
︑﹁
待
て
ど
来
ま
さ
ず
﹂
と
言
は
れ
た
や
う
な
夜
更
け
の
空
閨
の
情

を
象
徴
す
る
も
の
と
と
し
て
詠
ま
れ
て
ゐ
る
︒﹂
と
︑
当
時
の
和
歌
の
用
例
を
根
拠
と
し
て
述
べ
て
い
る
︒

以
上
︑
堀
勝
博
の
論
文
に
こ
の
歌
の
解
釈
の
問
題
点
は
す
べ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
︒
以
上
の
正
当
性
を
︑
万
葉
・
平
安
時
代
の
時
間
表
現
の

視
点
か
ら
追
認
し
よ
う
と
い
う
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
︒

二
か
さ
ゝ
き
の
渡
せ
る
橋
と
は
︑
天
の
河
の
事
也
︑
七
夕
に
つ
は
さ
を
な
ら
へ
て
︑
七
夕
を
わ
た
す
と
い
ふ
事
あ
り
︑
こ
れ
よ
り
天
川
を
か
さ
ゝ
さ

き
の
わ
た
せ
る
橋
と
い
ふ
也
︑
を
く
霜
と
は
︑
あ
な
か
ち
ま
こ
と
の
霜
に
あ
ら
す
︑
冬
の
夜
の
あ
け
か
た
に
︑
こ
の
河
の
き
ら
き
ら
と
す
る
を
︑
銀

河
と
い
へ
り
︑
き
ら
き
ら
と
す
る
を
み
れ
は
︑
よ
の
あ
く
る
と
い
ふ
け
い
き
を
云
也
︑
月
落
烏
鳴
霜
満
天
︑
と
い
ふ
も
︑
こ
の
こ
こ
ろ
也

(﹃
百
人

一
首
古
注
﹄
)
)

右
の
注
は
︑﹁
長
享
元
年
極
月
十
四
日
﹂
の
奥
付
を
持
つ
﹃
百
人
一
首
﹄
の
注
釈
の
一
つ
か
ら
の
引
用
で
あ
る
︒
右
書
が
﹁
古
典
文
庫
﹂
の
一
冊(2

)
と
し

｢か
さ
さ
ぎ
の
⁝
⁝
﹂
の
歌
の
詠
歌
時
間

六
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て
出
版
さ
れ
た
と
き
︑
編
者
の
吉
田
幸
一
は
︑
長
享
元
年

(一
四
八
七
)
十
二
月
の
古
写
と
判
定
し
て
間
違
い
な
い
と
思
う
﹂
と
記
し
︑
さ
ら
に
︑﹁
長

享
元
年
奥
書
は
︑
書
写
年
代
で
あ
っ
て
︑
成
立
は
そ
れ
以
前
に
さ
か
の
ぼ
る
と
考
え
ら
れ
る
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
間
違
い
な
く
中
世
の
﹃
百
人

一
首
﹄
の
注
釈
で
あ
り
︑
そ
れ
も
そ
の
中
で
も
古
い
も
の
の
一
つ
で
あ
っ
た
︒

右
の
注
釈
は
二
段
か
ら
な
っ
て
い
る
︒﹁
か
さ
ゝ
き
の
渡
せ
る
橋
と
は
︑
天
の
河
の
事
也
︑
七
夕
に
つ
は
さ
を
な
ら
へ
て
︑
七
夕
を
わ
た
す
と
い
ふ
事

あ
り
︑
こ
れ
よ
り
天
川
を
か
さ
ゝ
さ
き
の
わ
た
せ
る
橋
と
い
ふ
也
﹂
が
最
初
の
部
分
で
︑﹁
か
さ
さ
ぎ
の
わ
た
せ
る
は
し
﹂
は
天
上
の
天
の
川
に
掛
け
ら

れ
た
橋
の
こ
と
だ
が
︑
直
接
に
は
天
の
川
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
︒
前
節
で
述
べ
た
堀
の
主
張
①
と
重
な
る
︒

次
は
︑﹁
を
く
霜
と
は
︑
あ
な
か
ち
ま
こ
と
の
霜
に
あ
ら
す
︑
冬
の
夜
の
あ
け
か
た
に
︑
こ
の
河
の
き
ら
き
ら
と
す
る
を
︑
銀
河
と
い
へ
り
︑
き
ら
き

ら
と
す
る
を
み
れ
は
︑
よ
の
あ
く
る
と
い
ふ
け
い
き
を
云
也
︑
月
落
烏
鳴
霜
満
天
︑
と
い
ふ
も
︑
こ
の
こ
こ
ろ
也
﹂
の
部
分
で
あ
る
︒
本
稿
で
問
題
と
す

る
の
は
こ
の
部
分
の
解
釈
で
あ
る
︒

同
注
で
は
︑﹁
冬
の
夜
の
あ
け
か
た
に
︑
こ
の
河
の
き
ら
き
ら
と
す
る
を
﹂
と
言
っ
て
い
る
︒
ま
ず
︑
問
題
と
な
る
の
が
︑
こ
の
﹁
あ
け
か
た
﹂
で
あ

る
︒
先
に
︑﹁
あ
け
か
た

(明
け
方
)﹂
は
午
前
三
時
過
ぎ

(ま
た
は
︑﹁
頃
﹂
)
を
指
す
語
だ
と
述
べ
た(3

)
︒
こ
の
部
分
で
も
︑
も
し
︑﹁
あ
け
か
た
﹂
が
現

在
の
よ
う
に
︑
空
が
ほ
の
あ
か
る
く
な
る
頃
で
あ
る
と
す
る
と
︑﹁
こ
の
河
の
き
ら
き
ら
と
す
る
﹂
と
天
の
川
を
視
認
す
る
こ
と
な
ど
不
可
能
で
あ
ろ
う
︒

と
す
れ
ば
︑
こ
の
﹁
あ
け
か
た
﹂
は
︑
ま
だ
真
っ
暗
な
午
前
三
時
過
ぎ
で
な
い
と
い
け
な
い
こ
と
に
な
る
︒

と
こ
ろ
が
こ
こ
で
も
う
一
つ
の
問
題
が
生
じ
る
︒
右
の
注
は
︑﹁
か
さ
さ
ぎ
の
⁝
⁝
﹂
の
歌
に
注
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒﹁
か
さ
さ
ぎ
の
⁝
⁝
﹂
の
歌
注

に
は
︑
時
間
表
現
と
し
て
は
︑﹁
夜
ぞ
更
け
に
け
る
﹂
と
詠
ん
で
い
る
歌
の
注
釈
に
午
前
三
時
過
ぎ

(頃
)
の
時
間
を
注
釈
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
と

す
る
と
︑
こ
の
注
者
は
︑﹁
夜
ぞ
更
け
に
け
る
﹂
が
午
前
三
時
頃
に
も
及
ぶ
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒

｢か
さ
さ
ぎ
の
⁝
⁝
﹂
の
歌
の
詠
歌
時
間

六
一



三

先
に
︑
夜
が
主
語
で
︑
述
語
が
更
く
で
あ
る
﹁
夜
が
ふ
く
﹂
時
間
に
つ
い
て
も
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
︒﹁
夜
が
ふ
く
﹂︑
通
常
﹁
夜
が
ふ
け
ぬ
﹂
と
か

﹁
夜
が
ふ
け
て
﹂
と
い
う
句
形
で
表
現
さ
れ
る
時
間
帯
は
︑
丑
の
刻
を
含
む
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
私
た
ち
は
何
と
な
く
﹁
夜
が
ふ
く
﹂
と
い
う
と
夜

遅
く
︑
夜
中
に
な
る
と
︑
考
え
て
い
た
︒
し
か
し
︑
実
際
の
時
間
で
は
現
在
風
に
云
え
ば
翌
日
の
午
前
一
時
か
ら
午
前
三
時
の
丑
の
刻
を
意
識
し
て
使
用

さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
主
張
だ
っ
た(4

)
︒

こ
こ
で
︑﹁
夜
﹂︑﹁
さ
夜
﹂
が
主
語
で
在
り
︑﹁
更
く
﹂
が
述
語
で
あ
り
︑
助
詞
﹁
が
﹂︑
﹁
の
﹂︑
﹁
ぞ
﹂
な
ど
で
結
ば
れ
る
句
形
を
︑
ヨ
ノ
フ
ク
表
現
と

呼
ぶ
こ
と
に
す
る
︒

そ
の
﹁
ヨ
ノ
フ
ク
﹂
表
現
に
は
︑
丑
の
刻
も
含
ま
れ
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
︒
前
稿
で
は
︑
﹁
夜
が
ふ
く
﹂
と
﹁
丑
の
杭
さ
す
﹂︑
﹁
丑
一
刻
﹂﹁
丑
二

刻
﹂﹁
丑
三
刻
﹂
と
の
組
み
合
わ
せ
の
例
を
指
摘
し
︑
お
さ
ら
く
︑
丑
四
刻
も
﹁
夜
が
ふ
く
﹂
に
含
ま
れ
る
だ
ろ
う
と
指
摘
し
て
お
い
た
︒

こ
こ
で
は
﹁
丑
四
刻
﹂
の
例
を
出
し
て
お
く
︒
そ
れ
は
︑
有
名
な
﹃
枕
草
子
﹄
の
次
の
例
で
あ
る
︒

大
納
言
殿
ま
ゐ
り
た
ま
ひ
て
︑
文ふ

み

の
事
な
ど
奏そ

う

し
た
ま
ふ
に
︑
例れ

い

の
︑
夜
い
た
く
ふ
け
ぬ
れ
ば
︑
御
前

お

ま

へ

な
る
人
々
︑
一
人
二
人

ひ

と

り

ふ

た

り

づ
つ
失う

せ
て
︑
御

屏
風

び
や
う
ぶ

︑
御
几
帳

き
ち
や
う

の
う
し
ろ
な
ど
に
︑
み
な
隠
れ
臥ふ

し
ぬ
れ
ば
︑
た
だ
一
人

ひ

と

り

︑
ね
ぶ
た
き
を
念
じ
て
候

さ
ぶ
ら

ふ
に
︑
﹁
丑 う

し

四 よ

つ
﹂
と
奏
す
な
り
︒

前
稿
で
は
︑
右
の
用
例
を
提
出
し
な
か
っ
た
︒
そ
れ
は
︑
右
の
用
例
を
見
る
と
わ
か
る
の
だ
が
︑
﹁
夜
い
た
く
ふ
け
ぬ
れ
ば
﹂
は
︑﹁
御
前

お

ま

へ

な
る
人
々
︑

一
人
二
人

ひ

と

り

ふ

た

り

づ
つ
失う

せ
て
︑
御
屏
風

び
や
う
ぶ

︑
御
几
帳

き
ち
や
う

の
う
し
ろ
な
ど
に
︑
み
な
隠
れ
臥ふ

し
ぬ
れ
ば
︑
た
だ
一
人

ひ

と

り

︑
ね
ぶ
た
き
を
念
じ
て

候
さ
ぶ
ら

ふ
に
﹂
に
掛
か
っ
て

い
く
こ
と
は
明
白
だ
が
︑﹁﹁
丑 う

し

四 よ

つ
﹂
と
奏
す
な
り
﹂
ま
で
こ
の
﹁
ヨ
ノ
フ
ク
﹂
表
現
が
掛
か
る
か
は
疑
問
が
少
し
残
る
の
で
あ
っ
た
︒
前
節
の
﹃
百
人

｢か
さ
さ
ぎ
の
⁝
⁝
﹂
の
歌
の
詠
歌
時
間
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一
首
古
注
﹄
で
見
た
よ
う
に
︑﹁
ヨ
ノ
フ
ク
﹂
表
現
が
﹁
明
け
方
﹂
ま
で
意
識
し
た
表
現
だ
と
わ
か
る
と
︑
こ
の
﹁
丑
四
つ
﹂
も
﹁
夜
い
た
く
ふ
け
ぬ
れ

ば
﹂
が
掛
か
っ
て
い
く
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
だ
っ
た
︒

前
稿
で
は
︑
ヨ
ノ
フ
ク
表
現
は
午
前
三
時
ま
で
を
意
識
し
た
表
現
と
予
想
さ
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
が
︑
本
稿
で
は
︑
ま
ず
そ
の
確
認
を
行
っ
た
の
で
あ

る
︒

四

先
の
堀
論
文
で
は
︑
ヨ
ノ
フ
ク
表
現
に
つ
い
て
︑﹁﹁
夜
更
け
﹂
は
単
な
る
時
刻
表
示
で
は
な
く
︑
切
実
に
来
訪
を
待
つ
人
事
の
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
ゐ

る
﹂
と
も
述
べ
て
い
る
︒
鋭
い
指
摘
で
あ
っ
た
︒
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
︑
ヨ
ノ
フ
ク
表
現
は
時
刻
表
示
で
は
な
い
と
は
述
べ
て
い

な
い
の
で
あ
る
︒
時
刻
表
示
で
は
あ
る
が
︑
人
事

(閨
怨
)
に
連
な
る
表
現
が
多
く
見
ら
れ
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

そ
れ
で
は
︑
ヨ
ノ
フ
ク
表
現
は
ど
の
よ
う
な
時
刻
を
表
現
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
前
節
で
︑
ヨ
ノ
フ
ク
表
現
は
丑
の
刻
と
対
応
し
た
表
現
が
見
ら

れ
た
こ
と
を
再
述
し
た
︒
さ
ら
に
︑
ヨ
ノ
フ
ク
表
現
に
は
次
の
よ
う
な
歌
も
見
ら
れ
る
︒

日
の
う
ら
う
ら
と
あ
る
昼
つ
方
︑
ま
た
︑
い
と
い
た
う
ふ
け
て
︑
子
の
時
な
ど
い
ふ
ほ
ど
に
も
な
り
ぬ
ら
む
か
し
︑
(﹃
枕
草
子
﹄
二
七
三
段
)

182

さ
夜
な
か
と
夜
は
ふ
け
ぬ
ら
し
か
り
が
ね
の
き
こ
ゆ
る
そ
ら
に
月
わ
た
る
見
ゆ

(﹃
古
今
集
﹄
)

6758

さ
夜
中
と
よ
や
ふ
け
ぬ
ら
し
た
ま
し
ま
の
か
は
お
と
す
み
て
ち
ど
り
な
く
な
り

(﹃
夫
木
集
﹄
)

336

さ
夜
中
と
よ
や
ふ
け
に
け
り
月
き
よ
み
な
く
や
ち
と
り
の
こ
ゑ
の
さ
む
け
さ

(﹃
宗
尊
Ⅱ
﹄
)

963

ふ
け
に
け
り
こ
れ
や
た
の
め
し
夜
は
な
ら
む
月
を
の
み
こ
そ
ま
つ
べ
か
り
け
れ

(﹃
新
勅
撰
集
﹄
)

ヨ
ノ
フ
ク
表
現
と
﹁
子
の
時
﹂
や
﹁
さ
夜
中
﹂﹁
夜
半は

﹂
と
い
う
時
刻
に
重
な
り
が
見
ら
れ
る
表
現
で
あ
る
︒
そ
れ
も
︑
和
歌
の
四
つ
の
用
例
は
サ
ヨ

｢か
さ
さ
ぎ
の
⁝
⁝
﹂
の
歌
の
詠
歌
時
間

六
三



ナ
カ

(ヨ
ハ
)
と
夜
が
更
け
た
と
言
っ
て
い
る
か
ら
︑
ヨ
ナ
カ
の
時
刻
に
到
達
し
た
と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
強
い
は
ず
で
あ
る
︒
ヨ
ナ
カ
は
ヨ
ハ

(夜

半
)
と
同
じ
時
刻
を
表
し
て
い
た
︒
午
後
十
一
時
～
午
前
三
時
の
間
だ
っ
た
︒﹃
枕
草
子
﹄
の
﹁
子
の
時
﹂
と
時
間
的
に
は
重
な
る
の
だ
っ
た
︒

前
節
で
︑
ヨ
ノ
フ
ク
表
現
は
ヨ
ナ
カ
の
後
半
丑
の
刻
と
重
な
り
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
述
べ
た
︒
と
す
る
と
︑
ヨ
ノ
フ
ク
表
現
は
︑
子
の
刻
と
丑
の
刻
と

を
逢
わ
せ
た
時
間
帯
ヨ
ナ
カ
と
重
な
る
表
現
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
ヨ
ノ
フ
ク
表
現
は
ヨ
ナ
カ
に
な
っ
た
こ
と
を
表
現
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

も
っ
と
積
極
的
に
言
う
な
ら
︑
ヨ
ノ
フ
ク
表
現
は
夜
中
の
異
名
的
表
現
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

当
時
︑
丑
の
刻

(午
前
三
時
)
ま
で
を
夜

(ヨ
︑
ヨ
ル
)
と
と
ら
え
る
認
識
が
あ
っ
た
と
稿
者
は
考
え
て
い
る
︒
そ
れ
は
︑
ヨ
ノ
ア
ク
表
現
︑
ヨ
ヲ
コ

メ
テ
の
句
形
︑
ヨ
モ
ス
ガ
ラ
︑
夜
一
夜
な
ど
か
ら
推
定
で
き
る
こ
と
は
今
ま
で
縷
々
述
べ
て
き
た
︒

こ
の
午
前
三
時
は
男
性
が
女
性
の
家
に
出
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
最
後
の
時
間
帯
と
考
え
ら
れ
て
い
た
︒
こ
う
考
え
る
と
︑
堀
論
文
の
ヨ
ノ
フ
ク
表
現

に
閨
怨
が
含
ま
れ
る
意
味
が
よ
り
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
か
︒
ヨ
ノ
フ
ク
表
現
は
ヨ
ナ
カ

(午
後
十
一
時
～
午
前
三
時
)
を
意
味
す
る
時
間
表
現
だ
っ

た
︒
そ
の
時
間
帯
は
男
性
の
来
訪
を
待
つ
女
性
に
と
っ
て
は
︑
そ
の
実
現
可
能
な
最
後
の
時
間
帯
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

明
日
あ
る
と
思
う
心
の
あ
さ
は
か
さ
よ
は
に
あ
ら
し
の
ふ
か
ぬ
も
の
か
は

は
世
の
無
常
を
説
い
た
真
宗
で
使
用
さ
れ
る
説
教
歌
で
あ
る
︒
ヨ
ハ
は
ヨ
ナ
カ
と
同
時
刻
を
指
し
て
い
る
︒
寅
の
刻

(午
前
三
時
～
)
に
は
日
付
が
変
わ

る
明
日
と
な
る
そ
の
前
の
時
間
帯
を
ヨ
ハ

(午
後
十
一
時
～
午
前
三
時
)
と
と
ら
え
て
い
た
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑
明
日
と
な
る
直
前
に
桜
の
花
は
散
る
か
も

し
れ
な
い
︑
そ
の
よ
う
に
明
日
が
あ
る
と
思
っ
て
は
い
け
な
い
︒
今
日
を
限
り
と
極
楽
往
生
を
願
え
と
い
う
意
味
の
歌
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

ヨ
ノ
フ
ク
表
現
は
ヨ
ハ
・
ヨ
ナ
カ
の
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
︒

｢か
さ
さ
ぎ
の
⁝
⁝
﹂
の
歌
の
詠
歌
時
間

六
四



五

先
稿
で
︑
ヨ
ヲ
コ
メ
テ
と
い
う
句
形
の
意
味
を
述
べ
た(5

)
︒
ヨ
ヲ
コ
メ
テ
は
︑
ヨ
モ
ス
ガ
ラ
や
夜
一
夜
よ
り
は
短
い
時
間
だ
が
︑
午
前
三
時
ま
で
の
時
間

を
経
過
す
る
意
味
だ
と
述
べ
た
︒
ヨ
ヲ
コ
メ
テ
に
は
も
ち
ろ
ん
夜
が
含
ま
れ
る
︒
夜
が
午
前
三
時
ま
で
の
時
間
を
意
味
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た

の
だ
か
ら
︑
ヨ
ヲ
コ
メ
テ
は
午
前
三
時
ま
で
の
時
間
を
ず
っ
と
と
い
う
意
味
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
た
だ
︑
ヨ
ヲ
コ
メ
テ
に
は
面
白
い
用
法
が
あ
っ
た
︒

よ
を
こ
め
て
と
り
の
そ
ら
ね
は
は
か
る
と
も
夜
に
逢
坂
の
関
は
ゆ
る
さ
じ

は
清
少
納
言
の
歌
の
場
合

(こ
の
用
法
が
ヨ
ヲ
コ
メ
テ
の
中
心
用
法
だ
が
)
な
ど
は
︑
午
前
三
時
ま
で
の
時
間
に
な
る
ま
で
ず
っ
と
と
い
う
意
味
で
よ
い

の
だ
が
︑

暁
の
霞
と
い
へ
る
こ
ゝ
ろ
を
よ
め
る

6
よ
を
こ
め
て
た
つ
か
す
み
た
に
な
か
り
せ
は

ひ
と
り
や
こ
え
む
さ
や
の
中
山

(﹃
経
盛
﹄
)

な
ど
の
よ
う
に
︑
暁
を
詞
書
に
持
ち
︑
歌
中
に
﹁
夜
を
こ
め
て
た
つ
﹂
の
よ
う
な
表
現
が
あ
る
和
歌
が
あ
る
こ
と
も
述
べ
た
︒
こ
の
場
合
は
︑﹁
た
つ
﹂

の
は
午
前
三
時
で
あ
る
︒
午
前
三
時
ま
で
の
時
間
を
過
ご
し
て
︑
午
前
三
時
に
鳴
る
暁
の
鐘
に
促
さ
れ
て
﹁
た
つ
﹂
(旅
行
に
出
発
す
る
な
ど
)
の
だ
っ

た
︒夜

を
こ
め
て
の
主
用
法
は
午
前
三
時
ま
で
の
時
間
を
経
過
す
る
と
い
う
意
味
だ
っ
た
が
︑
午
前
三
時
以
降
に
も
そ
の
用
法
は
拡
大
さ
れ
て
使
用
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑﹁
夜
を
こ
め
て
﹂
準
備
な
ど
を
し
て
︑
あ
る
い
は
︑﹁
よ
を
こ
め
て
﹂
待
ち
構
え
て
い
て
︑
午
前
三
時
に
な
り
そ
の
後
に
︑

｢か
さ
さ
ぎ
の
⁝
⁝
﹂
の
歌
の
詠
歌
時
間

六
五



の
よ
う
な
使
用
法
で
あ
っ
た
が
︒
｢暁
｣
を
詞
書
に
持
ち
︑
歌
中
に
﹁
夜
を
こ
め
て
﹂
が
使
用
さ
れ
る
場
合
︑
時
間
的
に
ズ
レ
が
あ
り
︑
﹁
夜
を
こ
め
て
﹂

近
接
し
て
の
用
法
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

ヨ
ノ
ア
ク
表
現
に
も
そ
う
し
た
用
法
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
お
き
た
い
︒

99
や
す
ら
は
で
寝
な
ま
し
も
の
を
さ
夜
ふ
け
て
か
た
ぶ
く
ま
で
の
月
を
見
し
か
な

(﹃
後
拾
遺
集
﹄
)

も
﹃
百
人
一
首
﹄
に
と
ら
れ
た
赤
染
衛
門
の
歌
だ
が
︑﹁
か
た
ぶ
く
ま
で
の
月
﹂
は
︑﹁
月
か
た
ぶ
く
﹂
と
同
表
現
だ
が
︑
そ
れ
は
︑
暁
の
異
名
で
あ
る
と

さ
れ
て
い
る
︒

つ
ま
り
赤
染
衛
門
の
歌
は
︑﹁
さ
夜
ふ
け
て
﹂
と
ヨ
ノ
フ
ク
表
現
で
︑
ヨ
ナ
カ
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
︑
﹁
か
た
ぶ
く
ま
で
の
月
﹂
で
︑
そ
の
時
間

帯
が
ヨ
ナ
カ
を
越
え
て
︑
暁

(午
前
三
時
～
御
前
ご
じ
)
の
時
間
帯
に
ま
で
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
の
だ
っ
た
︒
口
語
訳
す
る
な
ら
﹁
男
が
来
る
か
も
し

れ
な
い
と
待
っ
て
な
ん
か
い
な
い
で
︑
さ
っ
さ
と
寝
て
し
ま
え
ば
よ
か
っ
た
の
に
︒
男
達
が
女
の
所
か
ら
帰
る
︑
月
も
傾
い
た
暁
の
時
間
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
わ
﹂
と
で
も
口
語
訳
す
べ
き
歌
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

ヨ
ノ
フ
ク
表
現
に
ア
カ
ツ
キ
が
連
続
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
用
例
は
万
葉
以
来
少
な
く
な
い
︒

107

我
が
せ
こ
を
大
和
の
遣
る
と
小
夜
更
け
て
ア
カ
ト
キ
露
に
我
立
ち
濡
れ
し

(﹃
万
葉
集
﹄
)

こ
の
歌
は
大
伯
皇
女
の
歌
で
あ
る
︒
大
和
へ
帰
れ
ば
死
罪
の
待
つ
弟
大
伴
皇
子
と
午
前
三
時
近
く
ま
で
別
れ
を
惜
し
み
︑
午
前
三
時
に
旅
立
つ
弟
皇
子

を
送
っ
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
︒

｢か
さ
さ
ぎ
の
⁝
⁝
﹂
の
歌
の
詠
歌
時
間

六
六



571

さ
夜
ふ
く
る
か
ね
の
お
と
に
は
ゆ
く
春
を
し
た
ふ
こ
こ
ろ
も
つ
き
は
て
に
け
り

(﹃
千
五
百
番
歌
合
﹄
)

こ
の
歌
は
︑﹁
さ
夜
ふ
く
る
﹂
と
ヨ
ノ
フ
ク
表
現
が
あ
り
︑
鐘
が
鳴
っ
て
い
る
︒
季
節
の
変
わ
り
目
は
午
前
三
時
で
あ
っ
た
︒
と
す
る
と
こ
の
﹁
つ
き
は

て
に
け
り
﹂
は
午
前
三
時
の
暁
の
鐘
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

六

前
節
ま
で
に
述
べ
た
こ
と
を
ま
と
め
る
︒
ヨ
ノ
フ
ク
表
現
は
時
間
が
ヨ
ナ
カ

(そ
れ
は
ヨ
ハ
だ
が
)
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
使
用
さ
れ
る
︒
時
間

は
ヨ
ナ
カ

(午
後
十
一
時
～
午
前
三
時
)
に
な
っ
た
と
い
う
意
味
で
使
用
さ
れ
る
表
現
だ
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
ヨ
ノ
フ
ク
表
現
は
女
性
が
男
性
の
来
訪

を
待
つ
閨
怨
の
歌
の
中
で
よ
く
使
用
さ
れ
た
︒
ヨ
ナ
カ
の
次
の
時
間
帯
は
ア
カ
ツ
キ
だ
が
︑
歌
の
中
で
は
ヨ
ノ
フ
ク
表
現
に
続
い
て
︑
ア
カ
ツ
キ
が
詠
ま

れ
る
歌
も
あ
っ
た
︒

本
節
で
は
散
文
の
用
例
を
見
て
い
く
が
︑
そ
こ
で
も
や
は
り
︑
ヨ
ノ
フ
ク
表
現
に
ア
カ
ツ
キ
が
連
続
し
て
使
用
さ
れ
る
用
例
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
︒

用
例
を
上
げ
る
︒

○

夜
更
く
る
ま
で
は
詩
誦
じ
︑
暁
方
に
な
り
て

(﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
国
譲
)

○

し
ば
し
か
と
思
ふ
に
︑
夜
い
た
う
ふ
け
ぬ
︒﹁
権
中
将
に
こ
そ
あ
な
れ
︒
こ
は
何
事
を
か
く
ゐ
て
は
言
ふ
ぞ
﹂
と
て
︑
み
そ
か
に
た
だ
い
み
じ

う
笑
ふ
も
︑
い
か
で
か
は
知
ら
む
︒
暁
ま
で
言
ひ
明
か
し
て
帰
る
︒
(﹃
枕
草
子
﹄
二
七
四
段
)

○

夜
更
け
て
大
殿
籠
り
ぬ
る
暁
方
よ
り
︑
(﹃
源
氏
物
語
﹄
)

右
に
は
︑
ヨ
ノ
フ
ク
表
現
と
近
接
し
て
﹁
暁
﹂
が
出
現
す
る
用
例
だ
け
を
挙
げ
た
︒
ヨ
ノ
フ
ク
表
現
の
後
に
︑﹁
暁
﹂
が
く
る
こ
と
が
こ
こ
で
も
見

｢か
さ
さ
ぎ
の
⁝
⁝
﹂
の
歌
の
詠
歌
時
間

六
七



る
こ
と
が
で
き
る
︒
ヨ
ノ
フ
ク
表
現
に
は
ア
カ
ツ
キ
と
い
う
時
間
帯
は
含
ま
れ
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
よ
う
︒
た
だ
︑
こ
う
し
た
用
例
が
少
な
か
ら
ず
拾

え
る
の
は
︑
時
間
の
流
れ
に
従
っ
て
︑
夜
中
の
描
写
を
し
て
い
る
と
︑
時
間
が
過
ぎ
ア
カ
ツ
キ
に
な
っ
た
と
い
う
時
間
帯
の
変
化
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の

だ
っ
た
︒

七

最
後
に
﹁
か
さ
さ
ぎ
の
﹂
歌
に
つ
い
て
一
つ
の
事
実
を
加
え
る
︒﹁
か
さ
さ
ぎ
の
﹂
の
歌
に
は
﹁
夜
ぞ
ふ
け
に
け
る
﹂
と
夜
中
に
な
っ
た
と
書
い
て

あ
っ
た
が
︑
ア
カ
ツ
キ
に
な
っ
た
と
は
書
い
て
な
か
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
先
の
﹃
百
人
一
首
古
注
﹄
に
は
︑﹁
冬
の
夜
の
あ
け
か
た
に
﹂
と
あ
っ
た
︒﹁
あ

け
か
た
﹂
は
今
の
﹁

(夜
の
)
明
け
方
﹂
の
意
味
で
は
な
い
こ
と
は
︑
二
節
で
述
べ
た
︒

明
け
方
は

193

い
で
て
行
く
あ
か
つ
き
が
た
の
ま
き
の
戸
を
お
し
あ
け
が
た
の
わ
か
れ
か
な
し
も

(﹃
為
忠
﹄
)

の
よ
う
な
用
例
が
あ
る
こ
と
で
わ
か
る
が
︑
午
前
三
時
過
ぎ
の
意
味
だ
っ
た
︒﹃
百
人
一
首
古
注
﹄
は
﹁
か
さ
さ
ぎ
の
﹂
歌
を
午
前
三
時
過
ぎ
の
時
間
帯

を
詠
ん
だ
歌
と
理
解
し
て
い
た
の
だ
っ
た
︒
ヨ
ノ
フ
ク
表
現
に
は
ア
カ
ツ
キ
の
時
間
帯
は
含
ま
れ
な
い
︒
一
方
︑
前
節
ま
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
︑
ヨ

ノ
フ
ク
表
現
は
時
間
の
流
れ
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
ア
カ
ツ
キ
の
時
間
帯
を
も
包
含
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
か
ら
︑﹃
百
人
一
首
古
注
﹄
の
よ
う
な
解

釈
が
成
立
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
︒
さ
ら
に
︑
こ
の
歌
の
詠
歌
時
間
が
午
前
三
時
過
ぎ
だ
と
す
る
と
︑
こ
の
歌
の
作
者

(
女
性
)
の
も
と
に
は
男
性
が
来

な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

｢か
さ
さ
ぎ
の
⁝
⁝
﹂
の
歌
の
詠
歌
時
間

六
八



八

﹁
か
さ
さ
ぎ
の
﹂
の
歌
に
戻
ろ
う
︒
二
節
で
提
示
し
た
﹃
百
人
一
首
古
注
﹄
を
も
う
一
度
引
用
す
る
︒

か
さ
ゝ
き
の
渡
せ
る
橋
と
は
︑
天
の
河
の
事
也
︑
七
夕
に
つ
は
さ
を
な
ら
へ
て
︑
七
夕
を
わ
た
す
と
い
ふ
事
あ
り
︑
こ
れ
よ
り
天
川
を
か
さ
ゝ
さ
き

の
わ
た
せ
る
橋
と
い
ふ
也
︑
を
く
霜
と
は
︑
あ
な
か
ち
ま
こ
と
の
霜
に
あ
ら
す
︑
冬
の
夜
の
あ
け
か
た
に
︑
こ
の
河
の
き
ら
き
ら
と
す
る
を
︑
銀
河

と
い
へ
り
︑
き
ら
き
ら
と
す
る
を
み
れ
は
︑
よ
の
あ
く
る
と
い
ふ
け
い
き
を
云
也
︑
月
落
烏
鳴
霜
満
天
︑
と
い
ふ
も
︑
こ
の
こ
こ
ろ
也

(﹃
百
人
一

首
古
注
﹄
)
)

こ
の
解
釈
は
︑
堀
の
解
釈
に
い
く
つ
か
の
点
で
結
び
つ
く
︒
又
そ
れ
以
降
︑
述
べ
て
き
た
夜
更
け
て
の
私
解
を
通
じ
て
こ
の
歌
の
︑
少
な
く
と
も
定
家

時
代
の
解
釈
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
︒

①

こ
の
か
さ
さ
ぎ
の
橋
は
夜
空
の
天
の
川
の
こ
と
で
あ
る
︒

②

女
性
が
男
の
来
な
い
こ
と
を
歎
く
閨
怨
の
歌
で
あ
る
︒

③

こ
の
歌
の
時
間
は
︑
夜
中
を
過
ぎ
て
暁
に
及
ぶ
時
間
で
あ
る
︒

④

霜
は
天
の
河
の
輝
き
と
重
な
っ
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
︒

⑤

霜
は
豊
嶺
の
鐘
の
影
響
で
暁
に
降
り
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
︑
霜
は
暁
の
時
間
帯
と
む
す
び
つ
く
︒

以
上
の
よ
う
で
あ
る
︒

｢か
さ
さ
ぎ
の
⁝
⁝
﹂
の
歌
の
詠
歌
時
間

六
九



注
(1
)
堀
勝
博
﹁
鵲
の
渡
せ
る
橋
に
置
く
霜
の
﹂
(﹃
和
歌
文
学
研
究
﹄
6
0

一
九
九
〇
年

和
歌
文
学
会
)

(2
)
『百
人
一
首
古
注
﹄

(古
典
文
庫
2
9
1
)

(3
)
拙
稿
﹁
ア
ケ
ガ
タ
考
﹂
(﹃
ア
カ
ツ
キ
の
研
究
﹄
第
九
章
)

(4
)
｢さ
夜
更
け
て
﹂
(﹃﹁
暁
﹂
の
謎
を
解
く
﹄
第
八
章
)

(5
)
拙
稿
﹁
夜
を
こ
め
て
﹂
(﹃﹁
暁
﹂
の
謎
を
解
く
﹄
第
七
章
)

｢か
さ
さ
ぎ
の
⁝
⁝
﹂
の
歌
の
詠
歌
時
間

七
〇


